
今日、３月３日は、「桃
もも

の節句
せ っ く

」「雛祭
ひなまつ

り」の日で、

女
おんな

の子
こ

の健
すこ

やかな成長
せいちょう

を願
ねが

う日
ひ

です。 

女の子のいる家庭
か て い

では、雛人形
ひなにんぎょう

を飾
かざ

り、桃
もも

の花
はな

・

菱餅
ひしもち

・雛
ひな

あられをお供
そな

えして、白酒
しろさけ

や寿司
す し

などの

飲食
いんしょく

を楽しむ節句
せ っ く

祭
まつ

りを行
おこな

います。 

 

 節句には５つあり、「人
じん

日
じつ

（1月 7日）」「上巳
じょうし

（3

月 3日）」「端午
た ん ご

（5月 5日）」「七夕
しちせき

（7月 7日）」 

「重陽
ちょうよう

（9月 9）」を「五
ご

節句」といいます。 

桃の節句はもともと３月
がつ

上 旬
じょうじゅん

の巳
み

の日に行っ

ていましたが、中国
ちゅうごく

の魏
ぎ

の時代
じ だ い

のより 3月 3日に

行われるようになったと言
い

われています。 

 

上巳の日には、紙製
かみせい

の小
ちい

さな人形
にんぎょう

にけがれを移
うつ

し、

川
かわ

や海
うみ

に流
なが

して災厄
さいやく

をはらうという行事
ぎょうじ

を行
おこな

ってき

ました。平安
へいあん

時代
じ だ い

から行われてきた「流
なが

し雛
びな

」の風習
ふうしゅう

は、現在
げんざい

でも日本
に ほ ん

各地
か く ち

に残っています。もとは紙
かみ

人形
にんぎょう

であったものが次第
し だ い

に精巧
せいこう

で豪華
ご う か

なものになり、飾
かざ

る

ものへと変化
へ ん か

してきました。桃の節句が庶民
しょみん

の行事
ぎょうじ

と

なったのは江戸
え ど

時代
じ だ い

からです。 

 

右
みぎ

の２つの写真
しゃしん

を比
くら

べてみると、お内裏
だ い り

様
さま

とお雛
お ひ な

様
さま

の位置
い ち

が異
こと

なっています。 

これは、左右
さ ゆ う

どちらが上座
か み ざ

かということからきています。古来
こ ら い

から日本
に ほ ん

では左
ひだり

が上座
か み ざ

ですが、西洋
せいよう

では右
みぎ

が上座とされています。 

関東
かんとう

雛
ひな

は「向
む

かって左がお内裏様」、「右がお雛様」で、京
きょう

雛
ひな

は「向かって左

がお雛様」、「右がお内裏様」になっています。 

 

京都
きょうと

の町
まち

の地図
ち ず

を見
み

ると、東
ひがし

（右
みぎ

）側
がわ

に左京区
さきょうく

、西
にし

（左
ひだり

）側
がわ

に右京区
うきょうく

があり

ます。実は
じ つ は

、天皇
てんのう

様が生活
せいかつ

していた御所
ご し ょ

から京都駅
きょうとえき

の方角
ほうがく

を向
む

いて地名
ち め い

が付
つ

けら

れているので、東に左京区、西に右京区となるわけです。地図
ち ず

は北
きた

を上
うえ

にして見
み

るので左右
さ ゆ う

が逆
ぎゃく

になります。左側が上座というのは、上座に座る人
ひと

にとっての

左側が上座で、対
たい

する場合は右側になり、京雛の位置
い ち

関係
かんけい

になるのです。 

岐阜
ぎ ふ

の雛人形は、どちらもありみたいです。 

西っ子
に し っ こ

のみなさんへ 140 ３月３日 


