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秋
の
野
を
分
け
ゆ
く
露
に
う
つ
り
つ
つ
わ
が
衣
手
は
花
の

香
ぞ
す
る 
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06-7 ワークショップ「神社の紙と日本の紙文化～紙を知ろう紙で遊ぼう～」  
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イチョウの語源を、貝原益軒が、「葉

が一枚だから一葉の意味である」と解

釈して以来、江戸時代にはこの説が受

け入れられてきた。現在では、イチョ

ウの葉の形が鴨の足に似ていること

から、中国の宗元時代の音である「鴨

脚（ヤーチャオ）」に、その呼び名が

由来しているという説が有力である。 

（『植物和名語源散歩』P.203、204 ） 

弥生神社境内の銀杏 

注
連
縄

し

め

な

わ

奉
製

ほ
う
せ
い

の
集
い 

十
二
月
六
日
午
後
一
時
よ
り 

 

 

掲示板 

イチョウ（銀杏） 

鳥
居
と
社
殿
を
飾
る
注
連
縄

し

め

な

わ

を
藁
で

作
り
ま
す
。
初
め
て
の
方
も
お
気
軽

に
ご
参
加
（
見
学
）
く
だ
さ
い
。 

境内の草木花  

   「年越の大祓
おおはらえ

」 12月31日午後3時より  

茅の輪くぐり～大祓詞奏上～

人形
ひとがた

でのお祓い  

 ＊どなたでも参列できます。 
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七
五
三
詣 

「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
―
こ
の
伝
承
は
、
七
歳
に
な
る

前
の
子
供
は
ま
だ
神
の
領
域
に
い
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
七
歳
に
な
る
と
、
不
安
定
で
あ
っ
た
子
供
の
魂
は
よ

う
や
く
安
定
し
、
こ
の
世
に
定
着
す
る
。
七
歳
は
、
神
の

領
域
に
い
た
幼
児
が
人
間
と
し
て
の
子
供
へ
移
行
す
る
重

要
な
節
目
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
こ
と
が
わ
か
る
習
わ
し
が
、
伊
豆
大
島
の
南
に
位

置
す
る
利
島
（
と
し
ま
）
と
新
島
に
あ
る
と
い
う
。 

 

こ
の
島
で
は
、
子
供
の
生
後
十
四
日
め
に
「
ハ
カ
セ
バ

バ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
産
婆
さ
ん
が
「
ハ
カ
セ
」
と
い
う
子

供
の
守
り
神
を
作
る
。
ハ
カ
セ
は
半
紙
を
三
角
形
に
折
っ

て
底
の
部
分
に
米
を
入
れ
、
五
枚
の
笹
の
葉
を
さ
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
神
は
子
供
が
七
歳
に
な
る
ま
で
神
棚
で

祀
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
子
供
は
七
歳
ま
で
ハ
カ
セ
が
つ
い

て
い
る
か
ら
危
険
な
場
所
に
行
っ
て
も
難
を
逃
れ
る
な

ど
、
ハ
カ
セ
に
よ
る
守
護
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
っ
た
。 

 

 

や
が
て
七
歳
の
十
一
月
十
五
日
に
子
供
は
晴
れ
着
を
着

て
氏
神
に
参
り
、
ハ
カ
セ
を
納
め
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て

の
守
護
神
を
氏
神
に
返
し
、
以
後
は
自
分
の
力
で
災
厄
を

振
り
払
い
な
が
ら
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
し
た
。
こ
の
日
は
、
家
に
親
戚
を
招
い
て
「
七
つ
子
の

祝
い
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
子
供
が
ハ
カ
セ
の
守
護
下

を
離
れ
て
人
間
社
会
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
こ
と
を
披

露
す
る
祝
い
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

八
木
透
「
『
ハ
カ
セ
』
と
い
う
神
の
伝
承
」
（
八
木
透
編
『
日

本
の
通
過
儀
礼
』P

2
4
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思
文
閣
出
版
） 

昔
か
ら
十
一
月
十
五
日
に
五
歳
の
男
子
、
三

歳
、
七
歳
の
女
子
が
神
社
に
お
参
り
を
し
て
神

様
に
成
長
を
感
謝
し
、
今
後
の
健
や
か
な
成
長

を
祈
願
し
ま
す
。
現
在
に
も
続
い
て
い
る
七
五

三
詣
の
源
に
は
、
ど
の
よ
う
な
風
習
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

 
七
五
三
詣
は
も
と
も
と
三
、
五
、
七

歳
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
行
う
儀
式
で
し

た
。
男
女
三
歳
で
は
「
髪
置
き
（
か
み

お

き
）
」
、
男
子
五
歳
で
は
「
袴
着

（
は
か
ま
ぎ
）
」
、
女
子
七
歳
に
は
「
帯

解
き
（
お
び
と
き
）
」
と
い
う
儀
式
を
行

な
い
ま
し
た
。 

 

「
髪
置
き
」
で
は
、
男
子
は
今
ま
で

剃
っ
て
い
た
髪
を
こ
の
日
か
ら
伸
ば
し

始
め
、
女
子
は
お
河
童
で
あ
っ
た
髪
を

結
髪
に
し
ま
す
。
五
歳
の
「
袴
着
」
で

男
子
は
初
め
て
袴
を
着
け
、
七
歳
の

「
帯
解
き
」
で
女
子
は
初
め
て
付
け
紐

の
な
い
着
物
を
着
て
、
帯
を
締
め
る
の

で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
幼
児
が
成
長
し
て
い
く

段
階
ご
と
に
儀
式
を
行
な
い
、
宮
参
り

を
し
て
子
供
の
守
護
を
氏
神
様
に
祈

り
、
社
会
か
ら
も
祝
福
を
受
け
た
の
で

す
。 

 

ま
た
、
と
く
に
七
歳
は
、
「
七
つ
前

は
神
の
う
ち
」
と
言
わ
れ
、
こ
の
歳
前

後
に
氏
神
様
に
詣
で
る
こ
と
で
正
式
に

氏
子
入
り
し
、
は
じ
め
て
社
会
の
一
員

と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

（
図
）
宮
本
常
一
『
歳
時
習
俗
事
典
』p

.2
3

8

（
八
坂
書
房
） 

～
七
つ
前
は
神
の
う
ち
～ 
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『
大
祓
詞
（
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

）
』
書
写
会 

 

七
月
二
十
二
日
と
九
月
十
一
日
の
昼
夕
に
四

回
、
『

大

祓

詞

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

』
の
書
写
会
を
行
な
い

ま
し
た
。
中
学
生
か
ら
年
配
の
方
々
ま
で
、

熱
心
に
大
祓
詞
を
書
写
し
ま
し
た
。
最
初
に

拝
殿
に
て
参
拝
し
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
大

祓
詞
に
つ
い
て
の
お
話
を
少
し
。
そ
の
後
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
書
写
を
し
ま
す
。
皆

さ
ん
と
て
も
集
中
し
て
取
り
組
み
、
静
か
で

ゆ
る
や
か
な
時
間
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
少

し
ず
つ
、
大
祓
詞
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
な

が
ら
、
穏
や
か
な
時
間
が
過
ご
せ
ま
す
よ

う
、
今
後
も
た
び
た
び
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

常
に
前
向
き
な
気
持
ち
で
、
新
し
い
何
か
に
挑
戦
し
，
自
ら
に
刺

激
を
与
え
る
こ
と
が
脳
の
活
性
化
に
繋
が
る
。
最
近
、
自
分
の
中
に

そ
ん
な
思
い
が
強
く
あ
り
、
字
を
書
く
の
は
極
め
て
不
得
意
だ
が
、

と
に
か
く
「
や
っ
て
み
な
く
て
は
判
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
『
書

写
会
』
に
参
加
。
始
め
に
社
殿
で
参
拝
し
お
祓
い
を
受
け
、
身
を
清

め
る
。
社
務
所
に
戻
っ
て
机
に
向
か
い
、
「
上
手
く
書
か
な
く
て

は
」
と
か
「
厄
介
な
こ
と
を
始
め
て
し
ま
っ
た
」
と
か
。
そ
ん
な

諸
々
の
雑
念
を
抱
え
な
が
ら
ス
タ
ー
ト
。
暫
く
す
る
と
、
た
だ
ひ
た

す
ら
に
書
く
こ
と
の
一
点
に
集
中
。
二
時
間
ほ
ど
か
け
て
終
了
。
そ

し
て
書
き
終
え
た
時
の
達
成
感
。
清
々
し
さ
。
心
地
よ
い
疲
労
感
。

久
し
ぶ
り
に
良
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
「
年
に
何
回

か
、
こ
う
し
た
時
間
が
持
て
る
と
有
難
い
」
。
こ
れ
が
率
直
な
感

想
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渋
谷
邦
夫 

＊
書
写
会
の
開
催
は
、
弥
生
神
社
境
内

の
掲
示
板
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま

た
、Faceb

o
o

k,Tw
itt

er,In
stagram

に

も

掲
載
い
た
し
ま
す
。
初
め
て
の
方
、
学

生
さ
ん
、
中
高
生
で
も
大
丈
夫
で
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

お手本を下に置いてペンで写していきま

す。ふりがな付きのお手本もさしあげて

います。ぜひ声に出して読んでみてくだ

さい。（通常90分程度。参加費500円。

サインペンか筆ペン御持参ください。） 

長い祝詞なので二回に分けて書く

こともあります。 

 書写会や催しご

とに社務猫ハガ

キをさしあげて

います(^̂ ♪ 
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総
代
さ
ん
よ
り 

「
貴
重
な
経
験
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

河
野
誠
一 

弥
生
神
社
の
総
代
会
の
お
仲
間
に
い
れ
て
い
た
だ
き
早
五

年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
間
皆
様
の
お
役

に
立
て
る
こ
と
が
何
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
感

で
す
。 

 

私
自
身
の
こ
と
で
い
え
ば
、
今
ま
で
経
験
で
き
な
か
っ

た
、
長
い
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
神
社
へ
の
正
式
参
拝
、
そ

の
際
執
り
行
わ
れ
る
様
々
な
儀
式
な
ど
、
貴
重
な
経
験
で

し
た
。
そ
の
祭
祀
の
意
味
す
る
こ
と
こ
ろ
は
ま
だ
ほ
と
ん

ど
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
荘
厳
な
雰
囲
気
は
お

お
い
に
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。 

 

特
に
、
昨
年
秋
に
参
加
し
た
伊
勢
の
外
宮
で
行
わ
れ
た

初
穂
曳

は
つ
ほ
び
き

は
特
に
感
動
し
ま
し
た
。
こ
の
祭
祀
（
神
嘗
祭

か
ん
な
め
さ
い

）

は
天
皇
家
が
今
年
収
穫
さ
れ
た
新
米
を
感
謝
を
込
め
て
伊

勢
神
宮
に
奉
納
す
る
儀
式
と
の
こ
と
で
し
た
。
今
年
の
収

穫
を
神
様
に
感
謝
す
る
新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

は
知
識
と
し
て
知
っ
て
い

る
程
度
で
、
天
皇
陛
下
が
新
米
を
神
様
に
お
供
え
さ
れ
る

祀
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
長
い
歴
史
に
守
ら
れ
て
き

た
神
嘗
祭
は
、
全
国
各
地
か
ら
集
ま
ら
れ
た
千
人
に
も
及

ぶ
と
思
わ
れ
る
御
奉
仕
の
方
々
に
曳
か
れ
る
稲
穂
を
載
せ

た
車
（
奉
曳
車
）
は
荘
厳
そ
の
も
の
で
し
た
。
私
に
は
本

当
に
貴
重
な
経
験
で
し
た
。 

日
常
生
活
で
は
、
困
っ
た
時
の
神
頼
み
で
神
様
の
存
在
を
意

識
す
る
こ
と
は
余
り
な
い
の
で
す
が
、
古
希
を
過
ぎ
良
く
も

悪
く
も
様
々
な
経
験
を
重
ね
る
中
で
、
自
分
の
努
力
だ
け
で

は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
人
知
を
超
え
た
存
在
を
意

識
し
、
心
の
奥
底
で
そ
の
存
在
を
畏
れ
敬
う
気
持
ち
が
出
て

き
た
よ
う
に
思
え
る
と
き
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

 

私
た
ち
の
祖
先
は
大
自
然
の
中
で
生
き
て
い
く
中
で
恐
怖

や
不
安
、
喜
び
を
分
か
ち
合
う
存
在
と
し
て
神
様
を
意
識

し
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
お
社
が
造
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
の
社
会
は
複
雑
で
真

実
が
見
え
ず
幸
せ
感
が
な
か
な
か
持
て
ず
、
不
安
が
大
き
く

な
り
が
ち
で
す
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
し
て
神
社
は

大
き
な
存
在
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

神
社
の
境
内
は
、
私
達
の
子
供
の
頃
の
思
い
出
の
大
き
な

部
分
で
す
。
か
く
れ
ん
ぼ
、
缶
け
り
、
鬼
ご
っ
こ
を
し
た
り

祭
り
の
夜
店
の
光
景
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
弥
生

神
社
が
地
域
の
方
々
に
親
し
ま
れ
、
子
供
た
ち
の
思
い
出
の

中
に
も
生
き
続
け
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
少
し
で
も
お
役
に

立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。 

【写真】 

  平成25年4月例祭にて 
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きーこ 

ワークショップ＠弥生神社 

「神社の紙と日本の紙文化 ～紙を知

オリジナル 

うちわづくり 

 

八
月
四
日
、
二
十
二
日
に
弥
生
神
社
に

て
、
「
神
社
の
紙
と
日
本
の
紙
文
化
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
お
話
会
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
な
い
ま
し
た
。
神
社
で
祭
儀
具
な
ど
で

使
わ
れ
て
い
る
「
紙
」
を
紹
介
し
た
の
ち
、

竹
と
紙
で
で
き
た
う
ち
わ
を
、
全
国
各
地
の

和
紙
と
画
材
で
装
飾
す
る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
う

ち
わ
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま

し
た
。
様
々
な
年
齢
層
の
方
が
集
い
、
色
と

り
ど
り
の
う
ち
わ
が
完
成
し
ま
し
た
。 

 

会
場
に
は
、
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
の
八

幡
神
社
さ
ん
の
切
り
飾
り
や
、
生
姜
や
竹
、

楮
こ
う
ぞ

…
な
ど
の
原
料
で
で
き
た
「
手
漉 す

き
和
紙

の
見
本
」
を
展
示
し
、
「
紙
の
本
」
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
紙
に
関
す
る
本
や
冊
子
を
並
べ

て
、
和
紙
文
化
に
興
味
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

様々な素材から作られた手漉き和紙の標本 

「紙の本」コーナー 

気仙沼市本吉町八幡神社さんの「切り飾り」 

様々な特徴ある全国各地の和紙を並べました。 

茶香炉や植物などでゆったりできる空間を…。 
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「
和
紙
に
触
れ
て
」 

  

八
月
二
十
二
日
、
蝉
の
声
が
響
く
境
内
の

階
段
を
昇
り
、
「
神
社
の
紙
と
日
本
の
紙
文

化
〜
紙
を
知
ろ
う 

紙
で
遊
ぼ
う
〜
」
に
参

加
し
て
き
ま
し
た
。
受
付
に
飾
ら
れ
た
山
野

草
に
優
し
く
迎
え
ら
れ
、
和
紙
が
展
示
さ
れ

た
室
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
不
思
議
と

安
ら
か
な
空
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

 

ま
ず
は
、
参
加
者
全
員
で
参
拝
で
す
。
玉

串
を
奉
納
す
る
小
学
生
の
姿
が
微
笑
ま
し

く
、
神
様
に
手
を
合
わ
せ
る
と
心
が
落
ち
着

き
ま
し
た
。 

 

続
い
て
、
神
主
さ
ん
か
ら
神
社
の
和
紙
に

つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
「
紙
垂
（
し

で
）
、
大
麻
（
お
お
ぬ
さ
）
、
形
代
（
か
た

し
ろ
）
、
切
麻
（
き
り
ぬ
さ
）
」
の
説
明

や
、
展
示
さ
れ
て
い
る
和
紙
の
紹
介
で
す
。

中
で
も
目
を
奪
わ
れ
た
の
が
、
一
枚
の
白
い

和
紙
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
、
美
し
い
絵
柄
の

切
り
飾
り
で
し
た
。
そ
れ
は
、
東
北
の
お
正

月
飾
り
で
、
東
北
独
特
の
文
化
だ
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
し
て
、
神
と
人
を
結
ぶ
緻
密

な
伝
承
の
技
を
も
っ
と
見
て
み
た
く
な
り
ま

し
た
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

さ
あ
、
お
待
ち
か
ね
の
う
ち
わ
作
り

で
す
。
ど
の
和
紙
も
色
合
い
や
絵
柄
が

と
て
も
素
敵
で
、
な
か
な
か
選
べ
ま
せ

ん
。
触
れ
る
と
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
覚

え
、
小
学
生
の
頃
に
集
め
た
千
代
紙
が

思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
悩
ん
だ
末
、
よ

う
や
く
選
び
抜
い
た
和
紙
を
手
で
ち
ぎ

り
、
思
い
の
ま
ま
に
貼
っ
て
い
き
ま

す
。
い
つ
の
間
に
か
時
間
を
忘
れ
て
夢

中
に
な
り
、
ゆ
っ
た
り
と
心
地
よ
い
時

間
を
過
ご
し
て
い
る
自
分
が
い
ま
し

た
。
初
対
面
の
方
と
も
会
話
が
弾
み
、

お
互
い
の
作
品
を
笑
顔
で
褒
め
合
い
ま

し
た
。 

 

和
紙
に
触
れ
、
人
に
触
れ
、
う
ち
わ

作
り
を
心
か
ら
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
夏
の
終
わ
り
、
手
作
り
う
ち

わ
の
優
し
い
風
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荒
谷
美
子 
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東北のお宮より 気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉 

 
 

八
幡
神
社
例
祭 

 

地
元
の
若
い
皆
さ
ん
が
担
ぐ
御
神
輿
が
、
本
宮
の
鎮
座
す
る

山
を
降
り
て
、
津
波
の
被
害
に
あ
っ
た
町
の
跡
を
渡
御
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
小
泉
川
沿
い
に
到
る
と
、
小
泉
地
区
の
主
産
業

の
一
つ
で
あ
る
鮭
漁
の
繁
栄
を
願
う
神
事
が
行
わ
れ
、
川
の
水

と
鮭
が
供
え
ら
れ
、
地
元
の
方
々
が
榊
を
捧
げ
祈
り
ま
し
た
。

祭
場
よ
り
少
し
遠
方
に
目
を
移
す
と
、
新
た
な
産
業
と
し
て
始

め
ら
れ
た
ト
マ
ト
の
生
産
場
が
見
え
ま
し
た
。
小
泉
地
区
は
高

台
移
転
が
進
行
中
で
、
地
区
の
方
々
の
住
居
の
建
設
が
進
ん
で

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
今
年
は
小
泉
中
学
校
の
生
徒
さ
ん
た
ち
が
、
神
奈
川

県
川
崎
市
稲
毛
神
社
氏
子
青
年
会O

B

の
方
々
に
よ
る
指
導
の
も

と
神
輿
を
担
ぐ
練
習
に
励
み
、
当
日
は
、
小
泉
小
学
校
か
ら
八

幡
神
社
ま
で
の
道
を
一
生
懸
命
に
渡
御
し
ま
し
た
。
小
泉
小
学

校
の
先
生
を
さ
れ
て
い
た
八
幡
神
社
の
山
内
義
夫
宮
司
さ
ん
も

神
輿
と
共
に
長
い
道
の
り
を
歩
き
な
が
ら
、
子
供
た
ち
の
活
躍 

 

 

九
月
二
十
七
日
、
気
仙
沼
市
本
吉
町

小
泉
の
八
幡
神
社
さ
ん
の
例
祭
が
、
快

晴
の
も
と
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
―
東
日

本
大
震
災
で
多
大
な
被
害
を
受
け
、
高

台
移
転
の
後
、
新
た
な
町
と
し
て
出
発

す
る
小
泉
地
区
。
例
祭
の
日
、
伝
統
的

な
神
事
と
と
も
に
、
元
気
に
活
躍
す
る

子
供
た
ち
の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。 

に
と
て
も
嬉
し
そ
う
で
、
声
を

か
け
た
り
励
ま
し
た
り
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
小
泉
小
学
校
に
設

置
さ
れ
た
舞
台
で
は
、
子
供
た

ち
の
鼓
笛
隊
に
よ
る
演
奏
や
獅

子
舞
が
披
露
さ
れ
、
子
供
た
ち

と
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
親
御

さ
ん
た
ち
の
笑
顔
と
歓
声
で
活

気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。 

例祭前日、神輿を担ぐ練習をする中学生 

獅子舞を披露する中学生 津波の碑の前にて。集合する御神輿と子供たち 
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古
今
の
う
た 

 

秋
の
花 

 

「
秋
の
野
を
分
け
て
行
く
と
露
に
移
り
、
そ
し
て
袖
に
移
っ
て
、
袖

は
秋
の
草
花
の
香
り
が
す
る
よ
。
」 

 

凡
河
内
躬
恒
（
お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね
）
は
、
三
十
六
歌
仙
の
一

人
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
年
）
に
紀
貫
之
・
紀
友
則
・
壬
生
忠
岑
と
共
に

『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

「
花
の
香
ぞ
す
る
」
と
い
う
結
句
は
、
在
原
元
方
が
詠
ん
だ
歌
に
も
あ

り
ま
す
。
「
霞
立
つ
春
の
山
辺
は
遠
け
れ
ど
吹
き
来
る
風
は
花
の
香
ぞ
す

る
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
「
春
歌
下
」
） 

 

ど
ち
ら
の
歌
か
ら
も
、
露
や
風
と
い
っ
た
自
然
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
花

の
香
、
季
節
の
香
が
漂
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。 

【
参
考
】 

『
新
古
今
和
歌
集
上
』
久
保
田
淳
訳
注
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
） 

人
生
の
裏
道
に
ふ
と
出
た
や
う
な
白
萩
は
庭
に
咲
き
し
だ
れ
た
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
あ
き
子
『
ゆ
ふ
が
ほ
の
家
』
（
平
成
一
八
年
） 

  

感
情
の
う
ね
り
の
さ
ま
に
白
萩
の
撓 た

わ

み
や
ま
ざ
り
風
す
ぎ
て
な
ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
藤
輝
子
『
一
束
の
髪
』
（
平
成
一
二
年
） 

  

こ
こ
ろ
よ
き
透
明
な
ら
ん
コ
ス
モ
ス
は

稚
い
と
け
な

き
子
の
手
の
ひ
ら
に
似
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
浦
母
都
子
『
風
の
婚
』
（
平
成
三
年
） 

  

靑
き
菊
の
主
題
を
お
き
て
待
つ
わ
れ
に
か
へ
り
來
よ
海
の
底
ま
で
秋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塚
本
邦
雄
『
靑
き
菊
の
主
題
』
（
昭
和
四
八
年
） 

  

き
り
ん
草
黄
の
粒
つ
ぶ
の
花
ひ
ら
き
秋
の
黄
い
ろ
の
か
な
し
み
透
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
方
た
つ
ゑ
『
北
を
指
す
』
（
昭
和
三
九
年
） 

秋
の
野
を
分
け
ゆ
く
露
に
う
つ
り
つ
つ
わ
が
衣
手
は
花

の
香
ぞ
す
る 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

凡
河
内
躬
恒 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
新
古
今
和
歌
集
』
「
秋
歌
上
」
三
三
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



10 

本
を
読
む
。 

 
 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 

おばあさんが焼いたホカホカのおだんごぱん。冷やさ

れているうちに寂しくなって戸口からころころ外へ逃

げ出します。生き生きとしたことばとリズムが、たちま

ち子どもの心をとらえる一冊！あたたかな色調の画

は、読み始めた途端に、ことばとリズムにピッタリであ

ることがわかるでしょう。 

赤ちゃん犬が目をあけ、歩きだし、ものを食べ

はじめる。そんな子犬の誕生と成長を、科学的

に正確に伝えています。子どもの気持ちに沿っ

た描写でとてもわかりやすい。小さい子どもた

ちに、生命の不思議と尊さを伝える良書です。 

こいぬがうまれるよ 

  
福音館のかがくのほん 

 

ジョアンナ・コール／文、

ジェローム・ウェクラー／

写真、つぼい いくみ／訳 

福音館書店（1982） 

☆7歳より 

七五三に読みたい絵本 

 
今回は子供と読みたい名

作絵本を集めてみまし

た。七五三にちなみ、対

象年齢３歳、５歳、７歳

としています。 

おだんごぱん  

 
ロシア民話  

日本傑作絵本シリーズ 

 

瀬田 貞二／訳 、 脇田 

和／画 

福音館書店（1989）    

☆3歳より 

おやすみなさいのほん  

 
世界傑作絵本シリーズ・

アメリカの絵本 

 

マーガレット・ワイズ・ブラ

ウン／文、ジャン・シャ

ロー／絵、いしい もも

こ／訳 

福音館書店（1962）  

☆3歳より  

子どもがベッドに入ったとき、子守唄のように読んであ

げられる絵本です。石版画によるやさしい絵柄は見る

人にやすらぎを与えてくれます。一日を豊かな気持ち

でしめくくることができます。 

だいくとおにろく  日本の昔話 こどものとも絵本 

 

松居 直／再話、赤羽 末吉／画  

福音館書店（2007） ☆5歳より 

何度橋をかけても流されてしまう川。自分の目玉と引

き換えに、橋をかけることを約束してしまった大工

は、鬼の名前を当てれば許してやると言われ…世界各

地に伝わる名当ての昔話の一つです。本書は構成が丁

寧で小さな子どもにもよくわかります。大和絵風の画

がとても魅力的。 

題名からわかるように、しりとりの絵本です。ペー

ジをめくったとき、次のことばを言い当てるのが

とても楽しい。ゴリラがリンゴから出てきたり、ク

マの枕がリュックサックだったり、意表を突く面白

さもあります。子どもたちがことばへの興味を持

ち始めたら是非一緒に読みたい一冊！！ 

ぶたたぬききつねねこ 

 

馬場のぼる／著 こぐま社（1978） ☆5歳より 
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蚕
影
神
社
の
は
じ
ま
り 

 

『
海
老
名
む
か
し
ば
な
し 

第
五
集
』
に
あ
る

「
養
蚕
の
神
様
」
の
稿
に
、
弥
生
神
社
境
内
に
鎮
座

す
る
蚕
影
神
社
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。 

 

郷
土
史
研
究
家
の
池
田
武
治
氏
に
よ
る
こ
の
稿
よ

れ
ば
、
蚕
の
神
様
を
祀
っ
た
蚕
影
神
社
は
、
も
と
は

同
じ
国
分
の
山
中
に
あ
り
、
大
正
年
間
に
は
、
そ
こ

か
ら
少
し
下
っ
た
崖
の
上
に
移
っ
た
と
い
う
。
大
山

街
道
沿
い
の
人
家
の
間
に
あ
っ
た
参
道
を
登
る
と
、

一
、
八
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
社
に
祀
ら
れ
て
お

り
、
毎
年
正
月
十
四
日
に
は
、
木
の
枝
に
さ
し
た
繭

玉
団
子
が
、
何
組
も
扉
の
桟
に
さ
げ
て
あ
っ
た
と
い

う
。 

 

こ
の
社
の
創
建
は
不
明
だ
が
、
当
地
の
池
田
善
六

と
い
う
人
が
、
茨
城
県
の
筑
波
山
麓
の
蚕
影
山
桑
林

寺
か
ら
蚕
影
山
大
権
現
の
御
分
霊
を
い
た
だ
い
て

祀
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

大
正
七
年
に
な
る
と
、
社
地
の
所
有
者
も
当
人
も

養
蚕
を
や
め
て
し
ま
い
、
蚕
影
神
社
は
弥
生
神
社
の

現
在
地
へ
と
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
遷
座
の
日

は
、
お
宮
ご
と
神
輿
に
し
て
、
若
い
衆
が
そ
れ
を
担

ぎ
、
各
戸
に
お
別
れ
の
意
味
で
地
域
中
を
練
り
歩

き
、
各
戸
主
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
有
力
者
の
家
で
は

酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
そ
の
た
め
勢
い
づ
い
て
「
わ
っ

し
ょ
い
わ
っ
し
ょ
い
」
と
も
み
合
い
、
大
変
な
賑
わ

い
と
な
っ
た
と
い
う
。 

 

ま
た
、
ご
神
体
は
陰
陽
の
石
二
組
で
、
一
組
は
弥
生
神

社
境
内
に
あ
っ
た
も
の
を
後
に
納
め
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
に
蚕
影
神
社
の
社
殿
は
修
復
さ

れ
、
現
在
で
は
、
安
産
、
子
授
け
の
神
様
と
し
て
地
域
の

人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。 

  

海
老
名
の
養
蚕
信
仰 

 

豊
蚕
を
願
う
養
蚕
信
仰
、
そ
の
対
象
と
な
る
養
蚕
の
神

様
は
、
「
蚕
影
大
権
現
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
「
金
色
大

天
女
」
、
「
金
色
姫
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
蚕
影
神
社
の
他

に
も
、
海
老
名
に
は
い
く
つ
も
の
養
蚕
信
仰
の
跡
が
残
っ

て
い
る
。 

 

た
と
え
ば
柏
ヶ
谷
小
字
滝
の
本
下
村
講
中
に
、
金
色
姫

の
掛
け
軸
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
養
蚕
農
家
の
信
仰
の
対

象
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
大
谷
の
妙
本
時
に
は

木
造
彩
色
の
「
金
色
大
天
女
像
」
が
あ
り
、
本
郷
の
用
伝

橋
近
く
に
は
、
「
養
蚕
守
護
金
色
天
女
塔
」
が
あ
る
。
ま

た
、
柏
ヶ
谷
の
大
塚
の
金
毘
羅
さ
ま
か
ら
も
「
奉
勧
請
金

色
天
女
養
蚕
守
護
」
の
お
札
が
出
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
養
蚕
の
歴

史
の
背
景
に
は
、
そ
の
繁
栄
を
願
う
海
老
名
の
人
々
の
暮

ら
し
の
中
で
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

【
参
考
】
池
田
武
治
「
養
蚕
の
神
様
」
（
海
老
名
市
広
報
広

聴
課
編
『
海
老
名
む
か
し
ば
な
し 

第
五
集
』
）
平
成
二
年 

 

蚕
影

こ

か

げ

神
社
を
た
ど
っ
て 

 

二 
蚕
影
神
社
の
は
じ
ま
り
と 

 
 

 
 
 
 

海
老
名
の
養
蚕
信
仰 

「
蚕
影
神
社
を
た
ど
っ
て
」
―
序
章

で
は
海
老
名
の
養
蚕
の
歴
史
を
、
一

章
で
は
本
社
と
な
る
茨
城
県
の
蚕
影

神
社
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
し
た
。
今

回
は
、
蚕
影
神
社
の
は
じ
ま
り
と
海

老
名
の
蚕
神
信
仰
に
つ
い
て
、
一
冊

の
郷
土
資
料
よ
り
紹
介
し
ま
す
。 
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授
与
品
紹
介 

編
集
後
記 

 

七
五
三
詣
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
毎
年
こ
の

季
節
に
な
る
と
、御
社
殿
前
の
菊
の
花
と
と
も
に
お

子
様
た
ち
の
き
ら
き
ら
し
た
笑
顔
が
溢
れ
て
、境
内

が
華
や
ぎ
ま
す
。
今
号
で
は
、昔
か
ら
七
、五
、三
歳

と
い
う
人
生
の
通
過
点
で
ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
あ

り
、ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
紹
介
し

ま
し
た
。
子
供
の
成
長
を
祝
い
、「 

神
の
世
界
」
か
ら

人
の
世
界
、人
間
社
会
へ
と
迎
え
入
れ
る
た
め
、そ
れ

ら
儀
礼
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
の
か
が
う
か
が
え

ま
す
。
そ
し
て
、今
も
昔
も
子
を
見
守
り
、そ
の
健
や

か
な
成
長
に
感
謝
し
祈
る
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
い

と
思
え
ま
す
。
◆
今
夏
よ
り
、弥
生
神
社
で
は
新
た

な
試
み
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
『 

大
祓
詞
』
の
書

写
会
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
書
写
会
で
は
、一
文

字
一
文
字
を
大
切
に
記
す
こ
と
で
、気
持
ち
が

す
ー
っ
と
静
か
に
な
り
落
ち
着
い
た
と
い
う
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
書
写
に
取
り
組
ん
で

い
る
間
の
空
気
は
不
思
議
と
穏
や
か
で
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
、様
々
な
催
し
を
通
し
て
、
ち
ょ
っ
と
学
べ
て
、

ゆ
る
り
と
で
き
る
時
間
、空
間
を

作
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ぜ
ひ
お
気
楽
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
◆
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
の
第
六

号
…
。
素
晴
ら
し
い
原
稿
を
書
い
て

い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
（ 

権
） 

編
集
・
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弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

綿ちりめんの巾着袋（上）と菊結びのつ

いた髪飾り（下）です。一年間こつこつ

と手づくりしました。 

月とうさぎと菊を描いた絵

馬。巾着型の「弥生守り」と

同じモチーフです。弥生神社

オリジナルです。 

 
こ
な
い
だ
あ
た
し
た
ち
雑
誌
デ

ビ
ュ
ー
し
た
の
よ
。
『
猫
び
よ

り
』
っ
て
い
う
お
洒
落
な
雑
誌

に
載
っ
た
の
。
十
一
月
号
よ
。 

 

 あ
た
し
た
ち
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
ハ
ガ
キ

セ
ッ
ト
が
で
き
た

の
よ
。
催
し
の
時

に
お
配
り
し
て
ま

す
の
。
豆
シ
リ
ー

ズ
よ
。 

きーこ 

ちょろ 

 
 
 

 
 
 

社
務
猫
か
ら
お
知
ら
せ 

巾着型の「弥生守り」 
トンボ玉をあしらった

「招福の結び守り」 

七
五
三
詣
の
お
祝
い
の
お
子
様
に
お
分

け
す
る
授
与
品
で
す
。 

Facebook    Twitter      


