
三
歳
（
男
女
）「
髪
置
き
（
か
み
お
き
）

」
こ
の
日
を
境
に
髪
を
伸
ば
し
始
め
ま
し
た
。 

五
歳
（
男
）「
袴
着
（
は
か
ま
ぎ
）

」 
 

こ
の
日
か
ら
、
袴
を
つ
け
始
め
ま
し
た
。 

七
歳
（
女
）「
帯
解
き
（
お
び
と
き
）

」 

そ
れ
ま
で
付
け
紐
で
着
て
い
た
着
物
か
ら
、 

帯
で
し
め
る
着
物
に
替
え
た
。 

 
七
五
三
詣 

 

「
七
」
・
「
五
」
・
「
三
」
と
い
う
数
字
は
、
む
か
し
か

ら
め
で
た
い
数
字
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
七
五

三
の
祝
が
一
般
に
広
く
行
わ
れ
始
め
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
、
氏
神
様
に
七
才
、

五
才
、
三
才
の
男
女
子
が
集
ま
り
、
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
か
ら
七
・
五
・
三
の
祝
と

い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
お
祝
い
は
、
赤
子
か
ら
幼
児
に
成
長
し
て
い
く
過
程
で
こ
れ
か
ら
は
氏
子
と

し
て
神
様
に
認
め
て
い
た
だ
き
、
且
つ
社
会
か
ら
も
仲
間
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
医
学
的
に
見
ま
す
と
、
こ
の
年
頃
は
子
供
の
発
育
上
の
段
階
で
、

三
歳
で
言
葉
を
解
し
、
五
才
で
知
恵
が
つ
き
、
七
才
で
歯
が
は
え
か
わ
る
な
ど
の
最

も
大
切
な
時
期
に
当
た
り
ま
す
。 

今
ま
で
の
子
供
の
成
長
を
神
様
に
感
謝
す
る
と

共
に
、
こ
れ
か
ら
の
無
事
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

 

形
式
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
七
五
三
を
終
え
て
、
晴
れ
て
一
人
前
と
し
て
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
風
習
に
由
来
し
ま
す
。
（
数
え
年
、
満
年
齢
の
ど
ち
ら
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
） 

 

ご
希
望
の
日
時
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
で
き
る
限
り
対
応
し
ま
す 


