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立
夏 

（り
っ
か
） 

小
満 

（
し
ょ
う
ま
ん
） 

芒
種 

（
ぼ
う
し
ゅ
） 

夏
至 

（
げ
し
） 

小
暑  

（
し
ょ
う
し
ょ
） 

大
暑 

（た
い
し
ょ
） 

 
立
冬 

（り
っと
う
） 

小
雪 

（
し
ょ
う
せ
つ
） 

大
雪 
（た
い
せ
つ
） 

冬
至 

（と
う
じ
） 

小
寒 

（
し
ょ
う
か
ん
） 

大
寒 

（だ
い
か
ん
） 

 

旧
暦
と
二
十
四
節
気 

 

旧
暦
は
、
太
陽
暦
と
太
陰
暦
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

で
す
。
「
太
陽
太
陰
暦
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
明
治
五
年

ま
で
、
長
い
間
人
々
が
暮
ら
し
の
中
で
親
し
ん
で
き
た

暦
で
す
。
旧
暦
で
は
、
月
日
は
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る

「
太
陰
暦
」
で
定
め
ら
れ
（
新
月
の
日
が
毎
月
一
日
）

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
季
節
の
変
化
の
指
標
と
す
る
た

め
、
太
陽
暦
の
一
年
を
四
等
分
し
た
春
夏
秋
冬
の
ほ

か
、
二
十
四
等
分
し
た
「
二
十
四
節
気
」
、
七
十
二
等

分
し
た
「
七
十
二
候
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

「
二
十
四
節
気
」
は
、
一
年
を
二
十
四
に
等
分
し
た

そ
の
区
切
り
と
区
切
ら
れ
た
期
間
と
に
つ
け
ら
れ
た
名

称
で
す
。
立
春
か
ら
始
ま
り
、
春
分
、
夏
至
、
秋
分
、

当
時
の
「
二
至
二
分
（
に
し
に
ぶ
ん
）
」
に
春
夏
秋
冬
そ

れ
ぞ
れ
の
盛
り
を
迎
え
、
大
寒
で
締
め
く
く
ら
れ
一
年

と
な
り
ま
す
。
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
が
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
の
は
じ
ま
り
で
四
立
（
し
り
ゅ
う
）
と
言
い
、

二
至
二
分
と
合
わ
せ
て
八
節
と
さ
れ
ま
す
。 

 

季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
、
人
々
は
風
や
温
度
や
風
景

の
変
化
な
ど
、
自
然
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
生
活
の
中
に

取
入
れ
、
農
作
業
な
ど
の
仕
事
の
サ
イ
ク
ル
、
年
中
行

事
や
祭
り
ご
と
、
旬
の
食
材
を
使
っ
た
食
文
化
、
季
語

を
取
り
入
れ
た
和
歌
や
物
語
ま
で
様
々
な
文
化
を
豊
か

に
育
ん
で
き
た
の
で
す
。 

 

旧
暦
の
な
か
で
使
わ
れ
て
き
た

「
二
十
四
節
気
」
。
季
節
の
流
れ

や
節
目
を
表
す
名
称
は
、
現
在
で

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
十
四
節

気
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に

行
わ
れ
て
き
た
習
わ
し
、
食
文
化

な
ど
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
今

回
は
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
立
春

か
ら
春
分
ま
で
で
す
。 

 

立
秋 

（り
っ
し
ゅ
う
） 

処
暑 

（
し
ょ
し
ょ
） 

白
露 

（は
く
ろ
） 

秋
分 

（
し
ゅ
う
ぶ
ん
） 

寒
露 

（
か
ん
ろ
） 

霜
降 

（そ
う
こ
う
） 

 

立
春  

（り
っし
ゅ
ん
） 

雨
水  

（う
す
い
） 

啓
蟄  

（け
い
ち
つ
） 

春
分  
（し
ゅ
ん
ぶ
ん
） 

清
明  

（せ
い
め
い
） 

穀
雨  

（こ
く
う
） 

立
春
か
ら
春
分 

二
十
四
節
気
と
日
本
の
風
習
（
一
） 

春 

秋 

夏 

冬 
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立
春

り
っ
し
ゅ
ん 

（
新
暦 

二
月
四
～
八
日
頃
） 

 
 
 
 

 

「
春
の
気
、
立
つ
を
も
っ
て
な
り
」
＊ 

（
＊
『
こ
よ
み
便
覧
』
江
戸
時
代
の
暦
の
解
説
書
よ
り
。
以
下
、
「
」
＊
内
同
じ
。
） 

◇
寒
さ
も
峠
を
越
え
、
暖
か
い
春
風
が
吹
い
て
初
め
て
春
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
こ

ろ
。
こ
の
季
節
か
ら
数
え
て
最
初
に
吹
く
風
が
春
一
番
。 

 

「
福
茶
（
ふ
く
ち
ゃ
）
」
…
黒
豆
、
結
び
昆
布
、
梅
干
し
、
山
椒
な

ど
を
入
れ
た
お
茶
。
正
月
や
節
分
に
飲
ん
で
無
病
息
災
を
願
う
。 

「
初
牛
（
は
つ
う
ま
）
」
…
二
月
最
初
の
午
の
日
。
稲
荷
社
の
祭
り
の
日
で
あ
る
。

こ
の
日
、
稲
荷
社
に
稲
荷
様
の
お
使
い
で
あ
る
狐
の
好
物
と
い
わ
れ
る
油
揚
げ
や
油

揚
げ
に
寿
司
を
詰
め
た
も
の
を
奉
納
し
た
。 

【
旬
の
野
菜
】
ほ
う
れ
ん
草
、
に
ら 

 

雨
水

う

す

い 

（
新
暦 

二
月
十
九
～
二
十
三
日
頃
） 

 
 
 
 

「
陽
気
地
上
に
発
し
、
雪
氷
解
け
て
雨
水
と
な
れ
ば
な
り
」
＊ 

 

◇
陽
気
が
よ
く
な
り
、
降
る
雪
が
雨
へ
と
変
わ
り
、
氷
が
解
け
出
す
こ
ろ
。
農
耕 

の
準
備
を
始
め
る
目
安
。 

 

「
浜
下
り
（
は
ま
う
り
、
は
ま
お
り
）
」
…
沖
縄
、
鹿
児
島
県
の
伝
統
行
事
。
旧
暦

三
月
三
日
は
、
干
満
の
差
が
最
も
大
き
い
大
潮
で
あ
り
、
潮
干
狩
り
を
楽
し
み
、
御

馳
走
を
御
神
仏
に
供
え
、
海
水
で
身
を
清
め
て
健
康
祈
願
を
す
る
風
習
。 

【
旬
の
野
菜
】
ク
レ
ソ
ン
、
セ
ロ
リ 

 

啓
蟄

け
い
ち
つ 

（
新
暦 

三
月
五
～
九
日
頃
） 

「
陽
気
地
中
に
う
ご
き
、
ち
ぢ
ま
る
虫
、
穴
を
開
き
出
れ
ば
な
り
」
＊ 

◇
陽
気
に
誘
わ
れ
、
冬
ご
も
り
地
中
の
虫
が
は
い
出
し
て
く
る
こ
ろ
。 

 

「
事
始
（
こ
と
は
じ
め
）
」
…
旧
暦
の
二
月
八
日
は
一
年
の
農
作
業
や
祭

り
事
の
準
備
を
始
め
る
日
。
大
切
な
日
を
邪
魔
す
る
鬼
を
除
け
る
ニ
ラ
や

唐
辛
子
を
薫
し
て
吊
る
し
た
り
し
た
。 

「
十
六
団
子
の
日
」
…
旧
暦
三
月
一
六
日
、
春
に
な
り
山
か
ら
降
り
て
く

る
田
の
神
を
迎
え
る
た
め
に
、
米
粉
で
作
っ
た
団
子
を
十
六
個
供
え
る
な

ら
わ
し
。 

【
旬
の
野
菜
】
セ
リ
、
菜
の
花 

 
春
分

し
ゅ
ん
ぶ
ん 

（
新
暦 

三
月
二
十
～
二
十
四
日
頃
） 

「
日
、
天
の
中
を
行
き
て
昼
夜
等
分
の
時
な
り
」
＊ 

太
陽
が
真
東
か
ら
昇
っ
て
真
西
に
沈
み
、
昼
夜
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
こ

ろ
。
こ
の
時
期
は
、
二
十
四
節
気
の
大
き
な
節
目
の
ひ
と
つ
。 

 
【
旬
の
野
菜
】
う
ど
、
ト
マ
ト 

（
参
考
）
矢
嶋
文
子
『
旬
の
や
さ
い
歳
時
記
』
（
平
成
二
十
六
年
）
主
婦
と
生
活

社
、
白
井
名
大
『
日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む
―
旧
暦
の
あ
る
暮
ら
し
―
』
（
平
成

二
十
五
年
）
東
邦
出
版 
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アシビ（馬酔木） 

境内の草木花  

ツ
ツ
ジ
科
の
低
木
。
古
く
万
葉
仮
名
で
は
「
安
之

碑
」
、
「
安
志
妣
」
と
書
か
れ
、
ア
シ
ビ
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
馬
な
ど
動
物
が
こ
れ
を
食
べ
る
と
ふ
ら
つ

き
、
昏
睡
状
態
に
ま
陥
る
こ
と
か
ら
「
馬
酔
木
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
。
馬
な
ど
が
ア
シ
ヒ
ク
（
足
痛
）
さ

ま
に
た
と
え
、
こ
れ
が
転
じ
て
ア
シ
ビ
、
ア
セ
ビ
に

な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

毒
性
が
あ
る
た
め
、
ウ
シ
コ
ロ

シ
、
ウ
マ
ク
ワ
ズ
、
シ
カ
ク
ワ

ズ
な
ど
の
方
言
が
あ
る
。
ま
た

壺
型
の
花
か
ら
ス
ズ
ラ
ン
、

チ
ョ
ウ
チ
ン
バ
ナ
、
群
が
っ
て

咲
く
花
を
麦
飯
に
見
立
て
て
、

ム
ギ
メ
シ
バ
ナ
、
ム
ギ
バ
ナ
な

ど
の
名
前
が
あ
る
。 

【
参
考
】
深
津 

正
『
植
物
和
名
の

語
源
』
（
平
成
十
二
年
）
八
坂
書

房
一
九
八
、
一
九
九
ペ
ー
ジ  

弥
生
神
社
境
内
の
ア
シ
ビ 

小豆のせたり餡をからめたり蜜をかけたり塩茹でムカゴを添えたり。 

 

 旧正月には、繭玉の形をした繭玉団子を柳などの木の枝に突き刺して、繭玉飾りを作り

ます。繭玉飾りの団子は米粉で作ることが多いそう。こちらは、繭玉のカタチの白玉団子

です。弥生神社のワークショップのお茶菓子として作りました。豆腐たっぷりなのでヘル

シー＆柔らかです。以下、レシピです。 

 〇材料 ： 豆腐1.5丁、白玉粉１パック（200ｇ） 

1．白玉粉に水切りしない豆腐を少しづつほぐしながら   

 混ぜ込む。 

2．耳たぶぐらいの柔らかさになったら繭玉の形にする。 

3．沸騰したお湯で茹でる。白玉が浮き上がり数分したら 

 網ですくう。 

＊すぐに冷水にさらすと、黄色くならず白色が保てます。 

＊二日ほど常温でおいてしまってもラップをかけておけ 

 ば柔らかなまま美味しくいただけます。 

磯
の
上
に
生
う
る
あ
し
び
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
は
あ
り
と

言
わ
な
く
に 

 
 

 
 

 
 

大
津
皇
女 

『万
葉
集
』
巻
二
（一
四
四
）  

わ
が
背
子
に
わ
が
恋
ふ
ら
く
は
奥
山
の
あ
し
び
の
花
の
い
ま
盛
り

な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

作
者
不
明
『万
葉
集
』巻
十(

一
九
〇
三) 

～季節のかんたん和菓子～ 「繭のカタチの豆腐入り白玉」 
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総
代
さ
ん
よ
り 

「
私
と
神
社
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        

高
橋
利
明 

  

私
が
小
学
生
の
頃
は
、
弥
生
神
社
の
拝
殿
前
よ
り
丹
沢
大
山
ま
た
裾
野
に
は
厚
木

の
市
街
地
を
望
み
、
美
し
い
眺
め
で
し
た
。
今
で
も
目
に
浮
か
び
ま
す
。
明
治
四
十

二
年
三
月
に
国
分
、
上
今
泉
、
柏
ケ
谷
、
望
地
の
四
部
落
の
鎮
守
様
を
合
祀
し
て
創

建
さ
れ
弥
生
神
社
誕
生
か
ら
一
〇
六
年
。
そ
の
よ
う
な
神
社
の
総
代
に
な
る
と
は

思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
か
ら
十
四
年
前
に
前
任
者
の
方
よ
り
引
き
受
け
私

も
定
年
を
迎
え
る
時
期
で
し
た
の
で
気
持
ち
良
く
お
受
け
し
ま
し
た
。
私
も
町
内
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
し
て
近
所
の
方
々
と
お
付
き
合
い
を
広
げ
て
楽
し
く
過
ご
そ
う

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

総
代
に
な
っ
て
初
め
て
の
仕
事
は

例
大
祭
。
右
も
左
も
わ
か
ら
ず
先
輩

方
か
ら
一
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
一

年
間
の
各
行
事
等
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
二
年
め
に
池
田
宮
司
が
着
任
し

年
間
行
事
が
一
つ
増
え
ま
た
ひ
と
つ

増
え
現
在
の
弥
生
神
社
の
年
間
行
事

に
な
っ
て
い
ま
す
。
池
田
宮
司
が
着

任
し
て
か
ら
、
薄
暗
い
神
社
も
囲
い

の
木
を
伐
採
し
て
、
周
り
は
明
る
く

な
り
、
拝
殿
の
修
理
な
ど
で
神
社
も

一
変
し
、
参
拝
者
も
増
加
し
て
い
き

ま
し
た
。 

 

今
で
は
初
詣
に
は
社
務
所
の
下
の
階
段
の
と
こ
ろ
ま
で
参

拝
者
が
並
び
、
昔
の
弥
生
神
社
と
は
大
違
い
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
方
々
に
親
し
ま
れ
る
神
社
に
な
る
よ
う
に
総
代

と
し
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

平成27年12月6日  

注連縄（しめなわ）奉製の集い 

    平成27年12月1日 神宮大麻頒布始祭 
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きーこ 

蚕影神社参拝と繭・絹・香りのワークショップ 

    ～蚕影信仰と繭に触れる～ 

 

十
月
三
十
一
日
と
十
一
月
二
十
二
日

に
、
香
り
袋
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
ま
し
た
。
弥
生
神
社
境
内

に
鎮
座
す
る
蚕
影
（
こ
か
げ
）
神
社
に

ち
な
ん
で
、
海
老
名
の
養
蚕
文
化
と
蚕

影
信
仰
を
知
り
、
繭
玉
と
絹
布
に
触
れ

る
と
い
う
催
し
で
す
。 

 
地
域
の
方
々
の
他
、
遠
方
か
ら
も
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
蚕
や
香
り
、

絹
布
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
を
お
持
ち

の
方
々
が
集
い
、
色
と
り
ど
り
の
素
敵

な
香
り
袋
が
次
々
と
生
ま
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
が
選
ぶ
布
の
柄
、
香
り
、
箱
を

彩
る
和
紙
ま
で
個
性
が
表
れ
て
、
で
き

あ
が
り
の
作
品
を
見
る
面
白
さ
、
手
作

業
の
楽
し
さ
味
わ
い
ま
し
た
。
手
縫
い

作
業
に
最
初
戸
惑
っ
て
い
た
方
々
も
、

他
の
参
加
者
さ
ん
に
助
け
ら
れ
た
り
、

慣
れ
る
に
つ
れ
て
上
手
に
な
り
、
積
極

的
に
工
夫
を
し
な
が
ら
作
業
さ
れ
て
い

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。 

 

こ
れ
を
機
に
、
か
つ
て
栄
え
た
豊
か

な
養
蚕
文
化
や
蚕
影
神
社
の
信
仰
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
い
ま

し
た
。 

↑蚕の本コーナー 

←色とりどりの正絹の端切れコーナー。柄やシルク

の手触りを楽しみます。 

↓ワークショップに先立ち、蚕影神社を参拝。 

↑香りのエッセンシャルオイル。

各々の香りのポイントを記したカー

ドの上に並べました。 
↑上新粉で作った繭玉飾り 

と香り袋に添える繭玉。 



7 

「
絹
と
香
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
体
験
記
」 

 
 
 
 

 
秋
も
深
ま
る
十
月
末
日
、
弥
生
神
社
で
行
わ
れ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
ま
し
た
。 

テ
ー
マ
は
境
内
に
お
祀
り

し
て
い
る
「
蚕
影
神
社
」
に
関
わ
る
も
の
で
、
繭
と
絹
を

使
っ
た
香
り
袋
の
手
作
り
体
験
で
す
。 

 

ま
ず
は
弥
生
神
社
と
蚕
影
神
社
に
ご
参
拝
。
本
殿
で
し
っ

か
り
お
祓
い
し
て
頂
き
、
清
浄
な
身
と
な
っ
て
か
ら
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
会
場
の
社
務
所
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。 

 

会
場
内
は
各
々
の
作
業
テ
ー
ブ
ル
を
挟
ん
で
、
片
側
に
は

香
り
袋
用
の
各
種
絹
布
が
置
か
れ
て
と
て
も
華
や
か
で
す
。

古
着
を
紐
解
い
た
端
切
れ
と
い
う
事
で
す
が
ど
れ
も
綺
麗
な

状
態
、
そ
し
て
様
々
な
色
や
柄
か
ら
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
絹
布
ス
ペ
ー
ス
の
後
ろ
に
は
白
い
几
帳
が
置
か

れ
、
清
く
厳
か
な
和
の
雰
囲
気
に
じ
わ
り
と
テ
ン
シ
ョ
ン
が

上
が
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
も
う
片
方
に
は
肝
心
の
香
り
の
も
と
、
ア
ロ
マ
オ

イ
ル
と
ド
ラ
イ
ハ
ー
ブ
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
私
が
今
ま
で

神
社
で
お
授
け
頂
い
た
香
り
袋
と
い
う
と
和
風
の
香
り
が
主

で
し
た
の
で
、
和
の
外
見
に
洋
の
香
り
と
い
う
組
み
合
わ
せ

は
と
て
も
斬
新
。
馴
染
み
や
す
く
て
使
い
や
す
そ
う
で
、
嬉

し
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
香
り
袋
に
添
え
る
本
物
の
繭
玉
や
、
こ

れ
ら
を
納
め
る
小
箱
（
外
側
を
好
き
な
和
紙
で
飾
れ
ま
す
）

も
準
備
し
て
頂
い
て
お
り
、
香
り
袋
を
作
る
だ
け
で
な
く
、

ま
る
で
ひ
と
つ
の
作
品
を
作
り
上
げ
る
よ
う
で
し
た
。 

 

神
社
お
手
製
の
お
菓
子
と
お
茶
を
頂
き
つ
つ
、
蚕
影
神
社

の
御
由
緒
を
う
か
が
っ
た
後
に
製
作
ス
タ
ー
ト
。 

 

ま
ず
は
好
き
な
柄
の
絹
布
、
そ
し
て
そ
れ
に
合
う
結
び
紐
を

選
び
ま
す
。
布
に
は
あ
ら
か
じ
め
チ
ャ
コ
で
縫
う
ラ
イ
ン
が
引

か
れ
て
い
て
、
手
縫
い
○
年
振
り
と
い
う
私
は
と
て
も
助
か
り

ま
し
た
…
！ 

 

袋
を
縫
い
上
げ
た
後
は
ア
ロ
マ
コ
ー
ナ
ー
へ
。
ベ
ー
ス
と
な

る
ド
ラ
イ
ラ
ベ
ン
ダ
ー
又
は
楠
木
チ
ッ
プ
を
綿
で
く
る
み
、
綿

に
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
を
垂
ら
し
ま
す
。
オ
イ
ル
は
ベ
ー
ス
に
合
う

よ
う
、
二
種
類
ほ
ど
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
と
良
い
…
と
い
っ
た
ブ

レ
ン
ド
の
参
考
例
が
載
る
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
本
も
準
備
し
て
頂

い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

私
は
ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
柑
橘
系
の
香
り
を
合
わ
せ
る
の
が
好
き

な
の
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
挑
戦
し
ま
す
。
オ
イ
ル
は
多
す

ぎ
て
も
匂
い
が
キ
ツ
く
な
る
だ
け
な
の
で
、
そ
の
配
分
は
慎
重

に
…
そ
の
甲
斐
あ
り
、
と
っ
て
も
好
み
の
香
り
が
出
来
上
が
り

ま
し
た
。 

 

先
ほ
ど
縫
っ
た
絹
袋
に
綿
を
入
れ
、
結
び
紐
で
口
を
結
ん
で

完
成
で
す
。
ち
ょ
こ
ん
と
可
愛
ら
し
い
和
小
物
袋
か
ら
甘
く
爽

や
か
な
香
り
が
漂
い
ま
す
。
久
々
の
手
縫
い
が
楽
し
く
、
神
社

の
ご
好
意
も
あ
り
三
つ
も
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

実
は
翌
日
に
外
国
の
方
と
会
う
約
束
が
あ
り
、
上
手
に
で
き

た
分
を
土
産
に
と
お
渡
し
し
た
ら
と
て
も
喜
ば
れ
ま
し
た
。
香

り
が
洋
風
な
点
が
馴
染
み
や
す
か
っ
た
上
に
、
可
愛
ら
し
い
和

柄
の
袋
が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

日
本
人
で
も
絹
や
繭
玉
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
昨
今
、
こ

う
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
で
き
て
、
昔
に
思
い
を
寄
せ

る
と
て
も
和
や
か
な
ひ
と
時
を
過
ご
せ
ま
し
た
。
是
非
ま
た
参

加
し
た
い
で
す
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（ 

辻
本 

彩 

） 
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古
今
の
う
た 

 

旅 

 

『
暁
方
の
旅
寝
の
枕
に
雪
が
降
り
か
か
っ
て
、
夢
か
ら
覚
め
る
と
わ
が
寝
覚
め
を
訪

い
顔
に
嶺
の
松
風
が
吹
き
お
ろ
し
て
く
る
こ
と
だ
」 

  

こ
の
歌
の
前
歌
（
五
二
九
）
は
、
「
か
た
し
き
の
衣
で
い
た
く
さ
え
わ
び
ぬ
雪
深

き
世
の
嶺
の
松
風
」
。
こ
の
場
面
を
こ
の
歌
は
暁
方
に
移
す
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

夢
う
つ
つ
の
境
に
あ
る
作
者
に
、
自
然
が
呼
び
か
け
て
く
る
と
い
う
構
想
で
あ
る

が
、
こ
の
作
の
外
に
も
「
梅
が
香
を
夢
の
枕
に
誘
ひ
き
て
覚
む
る
待
ち
け
る
春
の
初

風
」
と
い
う
一
首
が
、
こ
の
和
歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。
（
鎌
田
五
郎
『
金
塊

和
歌
集
評
釈
』
昭
和
五
八
年
、
風
間
書
房
、
六
一
一
ペ
ー
ジ
） 

 

旅
人
が
自
然
と
接
触
す
る
こ
と
で
現
実
と
知
る
、
夢
か
ら
現
実
へ
の
移
行
の
瞬

間
、
目
覚
め
る
瞬
間
の
感
覚
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
旅
の
最
中
は
と
く
に
自
然
に
接
す

る
五
感
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

く
れ
な
ゐ
の
し
づ
か
な
る
雲
線
な
し
て
暮
れ
ゆ
か
む
と
す
印
度
の
海
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斎
藤
茂
吉
『
遍
歴
』
（
昭
和
二
十
三
年
） 

夜
を
ゆ
く
者
は
あ
ら
ざ
る
町
の
果
て
鶯
い
ろ
の
霊 た

ま

が
角
曲
が
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
巳
康
子
『
恐
山
か
ら
の
手
紙
』
（
平
成
十
二
年
） 

濁
流
は
は
つ
る
を
し
ら
ず
峡
深
く
冬
の
水
位
を
わ
れ
は
旅
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
崎
淳
子
『
朧
光
亭
日
乗
』
（
平
成
十
八
年
） 

古
代
ロ
ー
マ
の
上
水
道

ア
ク
ワ
ド
ッ
テ

の
址 あ

と

過
ぎ
て
ひ
ろ
び
ろ
と
小
麦
畑
つ
づ
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扇
畑
忠
雄
『
白
い
塔
の
下
』
（
昭
和
六
十
三
年
） 

鮭
帰
る
三
面
川
や
越
後
び
と
の
味
覚
が
成
し
し
こ
の
氷
頭

ひ

ず

の
味
な
ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋
本
嘉
典
『
無
冠
』 

紀
元
前
の
石
刻
の
葡
萄
ろ
う
ま
市
の
今
の
町
柱
に
ま
ろ
ら
か
に
垂
れ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
本
か
の
子
『
歌
日
記
』(

昭
和
十
五
年) 

満
月
の
下
に
境
な
く
こ
ほ
る
ア
ラ
ス
カ
の
海
ア
ラ
ス
カ
の
陸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋
葉
四
郎
『
外
樹
』
（
平
成
十
年
） 

北
極
は
日
の
色
に
い
ま
ゆ
ら
ぎ
つ
つ
尽
無
量
な
る
太
陽
の
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
た
づ
子
『
一
直
心
』
（
昭
和
四
十
九
年
） 

 

 
 

 
 

「
雪
ふ
れ
る
山
の
中
に
旅
人
ふ
し
た
る
所
」 

 

あ
か
つ
き
の
夢
の
枕
に
雪
積
も
り
わ
が
寝
覚
め
と
ふ
嶺

の
松
風 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

源
実
朝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
金
塊
和
歌
集
』
五
三
〇 
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本
を
読
む
。 

 
 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 

涙と辛苦の“移動”から、笑いと好奇心の“行楽”へ！

平安から江戸時代まで東海道を旅した人々が残した

紀行文学から「旅」の移り変わりを浮かび上がらせま

す。『更級日記』など古代の旅は貴族の出張、『東海

道中膝栗毛』など近世になると行楽に近い旅になる

とのこと。 

大自然の驚異、都市の誘惑、地上の楽園…生涯

忘れられない、一生に一度だけの旅を体験する

にはどうすればいいのか？迫力のある美しい写

真と生き生きとした描写で「極上の旅」を実現

できる400以上の旅先を紹介しています。 

一生に一度だけの旅

GRANDE 

 

極上の世界旅行 

 

 
マーク・ベイカーほか［著]

関 利枝子／[訳] 

北村 京子／[訳] 

日経ナショナルジオグラ

フィック社（2014.9） 

旅を読む５冊 

 
今回は「旅」をキーワード

に５冊を選んでみました。 

どの図書を読んでも旅の

気分をあじわうことができ

ます。 

「旅」の誕生  
 
平安-江戸時代の紀行

文学を読む 

 
倉本 一宏／著  

河出書房新社 

（2015.6） 

林芙美子  

女のひとり旅 

  
 
林 芙美子／[著]  

角田 光代／[解説]著  

 橋本 由起子／[解説]著 

新潮社 

（2010.11）  

尾道、パリ、屋久島、門司、稚内・・・旅する作家・林芙

美子が人生の節目で旅し、愛した場所を、彼女の紀

行文を読みながら辿ります。作家・角田光代が解説

文を寄せています。 

旅の絵本 
 

 
安野 光雅／[著] 

福音館書店 

（1986） 

旅の風景を描いた字のない絵本です。ぶどうの収

穫、引っ越し、学校、水浴び…ヨーロッパの街並みと

日常の風景がこと細かに美しく描かれています。よ

く絵を見てみると、皆が知っているおはなしの世界

も登場。シリーズで８巻まで刊行されており、世界各

地の風景が楽しめます。 

チベットから南米、はては月世界まで冒険の旅

へ！ニッカー・ボッカースタイルにくるっとはね

た前髪でお馴染み、タンタンの物語です。世界５

０ヶ国以上で翻訳され、シリーズ累計販売総数

は二億五千万部以上。２０１１年には『ユニコーン

号の秘密』が映画化され話題になりました。 

タンタンの冒険旅行 

 

なぞのユニコーン号  

 

 
エルジェ／作   

川口 恵子／訳 

福音館書店 

（1983.10） 
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祭を旅する 第4回 

 

埼
玉
県
秩
父
市 

秩
父
神
社 

 
 
 
 
 

 
 

「
秩
父
夜
祭
」 

秩
父
神
社
と
妙
見
菩
薩
（
み
ょ
う
け
ん
ぼ
さ
つ
） 

 

秩
父
神
社
の
創
建
は
崇
神
天
皇
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

が
、
鎌
倉
期
に
は
武
神
の
「
妙
見
菩
薩
」
が
合
祀
さ
れ
、

武
士
団
の
崇
敬
を
集
め
た
。
妙
見
菩
薩
は
北
極
星
を
神
格

化
し
た
神
で
あ
り
、
養
蚕
の
守
り
神
と
も
い
わ
れ
る
女
性

の
神
で
あ
る
。
秩
父
は
か
つ
て
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
り
、
秩

父
夜
祭
は
「
お
蚕
祭
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
、

同
じ
く
養
蚕
の
地
で
あ
っ
た
わ
が
町
海
老
名
と
蚕
影
（
こ

か
げ
）
神
社
を
思
い
、
親
し
み
を
感
じ
た
。 

 

秩
父
夜
祭
は
、
秩
父
神
社
の
女
神
と
、
秩
父
の
霊
山 

武

甲
山
の
男
神
と
の
年
に
一
度
の
逢
瀬
を
表
す
「
妙
見
祭
」

と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
い
わ
れ
の
他
に

も
う
ひ
と
つ
、
秩
父
の
水
の
神
へ
の
信
仰
を
表
す
、
こ
の

夜
祭
の
根
底
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
伺
い
、
感
じ
入
っ

た
。
そ
れ
は
、
同
市
に
鎮
座
す
る
今
宮
神
社
の
地
に
湧
く

「
水
」
に
始
ま
る
。 

水
の
神
、
竜
神
と
武
甲
山 

 

今
宮
神
社
の
境
内
に
あ
る
「
竜
神
池
」
は
、
武
甲
山
を
水

源
と
す
る
湧
水
で
あ
る
。
毎
年
、
四
月
四
日
に
斎
行
さ
れ
る

秩
父
神
社
の
「
御
田
植
祭
」
で
は
、
こ
の
「
竜
神
池
」
か
ら

水
神
を
迎
え
る
神
事
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
水
神
を
表
す
藁
づ

く
り
の
竜
神
が
、
御
田
植
祭
り
で
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
秋

の
農
の
収
穫
期
に
は
、
秩
父
夜
祭
に
お
け
る
「
御
神
幸
（
ご

し
ん
こ
う
）
行
列
」
の
先
頭
を
行
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
春
先
に
招
迎
し
た
武
甲
山
の
竜
神
を
初
冬
に
歓
送
す
る
」

と
い
う
祭
り
の
意
味
が
う
か
が
え
る
。 

三日の夜に神霊を遷した神輿
み こ し

が

神社からお旅所まで渡御する。

神職、神馬と御神幸行列が続い

たのち、豪華絢爛な屋台や笠鉾

が町を練り歩く。  

 

十
二
月
二
日
（
宵
ま
ち
）
、
三

日
に
、
秩
父
神
社
の
御
例
祭
が
斎

行
さ
れ
た
。
毎
年
同
日
に
行
わ
れ

る
「
秩
父
夜
祭
」
に
は
、
多
く
の

観
光
客
も
訪
れ
、
町
を
あ
げ
て
の

賑
わ
い
と
な
る
。
町
中
に
所
狭
し

と
夜
店
が
並
び
、
盛
大
な
花
火
が

打
ち
上
げ
ら
れ
、
町
は
夜
を
徹
し

て
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
。
三
日
の

大
祭
の
日
に
秩
父
を
訪
れ
た
。 

 

人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
水
と
源
と
な
る
山
。
そ
の
恵
み

へ
の
感
謝
と
畏
敬
の
念
が
、
人
々
の
水
の
神
へ
の
信
仰
心
、

武
甲
山
へ
の
信
仰
心
を
生
み
育
ん
で
、
こ
の
盛
大
な
お
祭
り

の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
た
、
暮
ら
し

の
中
で
自
然
の
循
環
や
動
力
を
感
じ
、
そ
こ
に
神
を
見
出
す

人
々
の
開
か
れ
た
感
性
と
心
の
豊
か
さ
や
想
像
力
を
思
っ

た
。 

【
参
考
】
『
秩
父
夜
祭
』
監
修 

薗
田
稔
、
さ
き
た
ま
出
版
会
、
平

成
十
七
年 

今宮神社の御神木。水で潤う境内は

清々しい空気に満ちていた。 
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ま
わ
し
て
は
も
ら
え
ず
、
行
き
た
い
ス
ポ
ッ

ト
に
は
自
分
の
足
や
現
地
の
交
通
機
関
で
行

く
こ
と
に
な
る
が
、
言
葉
も
不
如
意
で
且

つ
、
私
は
必
ず
道
に
迷
う
の
で
、
迷
わ
な
い

人
の
何
倍
も
の
総
距
離
を
歩
き
回
る
こ
と
に

な
り
、
す
ご
く
疲
れ
て
茶
店
で
休
み
た

い
・
・
と
思
う
が
入
り
や
す
い
店
が
な
い
、

じ
ゃ
あ
公
園
、
と
思
う
が
強
風
が
吹
い
て
い

た
り
し
て
つ
ら
い
、
と
い
う
状
況
で
最
適
な

止
ま
り
木
は
ど
こ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
寺
院

や
教
会
で
あ
っ
た
。
礼
拝
の
時
間
以
外
は
異

教
徒
で
あ
っ
て
も
中
に
入
れ
て
く
れ
て
、
す

み
っ
こ
に
座
っ
て
し
ば
ら
く
じ
っ
と
し
て
い

て
よ
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
モ
ス
ク
も
然

り
。
露
出
度
の
高
い
服
装
を
せ
ず
、
ス
カ
ー

フ
を
か
ぶ
っ
て
髪
を
隠
せ
ば
、
中
に
入
っ
て

じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ

ん
個
々
の
寺
院
ご
と
に
そ
の
あ
た
り
の
ゆ
る

さ
に
違
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
あ
あ
意
外

と
オ
ー
プ
ン
な
ん
だ
な
あ
、
と
思
っ
た
。 

 

日
本
の
寺
社
仏
閣
も
ま
た
、
時
に
海
外
か

ら
来
た
ひ
と
の
止
ま
り
木
に
な
っ
て
い
た
り

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
近
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

安
全
上
の
問
題
か
ら
「
出
入
り
自
由
」
が
ど

ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
国
に
根
付
い
た
宗
教
の
た
て
も
の
に
、

そ
の
宗
教
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
外
国
人

も
休
憩
が
て
ら
立
ち
入
っ
て
い
い
、
と
い
う

ゆ
る
や
か
さ
は
、
ど
う
か
な
く
な
ら
な
い
と

い
い
な
と
思
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 

今
か
ら
約
二
十
年
前
、
大
学
生
に
な
り
た

て
の
私
は
未
だ
日
本
を
出
た
こ
と
も
飛
行
機

に
乗
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
学
生
の
う
ち

に
必
ず
や
海
外
旅
行
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
い

が
、
最
初
は
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
で
ハ
ワ
イ
な
ど

初
心
者
向
け
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
慣
れ
て

か
ら
段
階
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
に
広
げ
て

い
こ
う
、
個
人
旅
行
な
ん
て
英
語
と
旅
の
達

人
で
な
け
れ
ば
無
理
・
・
・
と
極
め
て
慎
重

に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
矢
先
に
あ
る

友
人
と
出
会
い
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
親
し
く
も

な
か
っ
た
の
に
唐
突
に
「
タ
イ
に
行
こ
う
」

と
誘
わ
れ
た
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も

誘
い
を
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
ま
ん
ま

と
旅
道
具
を
詰
め
た
登
山
用
の
ザ
ッ
ク
を
背

負
い
、
航
空
券
だ
け
を
握
っ
て
宿
も
決
め
ず

に
ふ
た
り
で
バ
ン
コ
ク
へ
飛
ぶ
こ
と
と
な

る
。
そ
の
友
人
と
い
う
の
は
弥
生
神
社
の
権

禰
宜
で
あ
る
。
し
か
も
あ
ろ
う
こ
と
か
彼
女

も
こ
れ
が
初
海
外
初
飛
行
機
で
あ
っ
て
、

乗
っ
た
飛
行
機
が
滑
走
路
か
ら
ふ
わ
り
と
浮

か
び
上
が
っ
た
瞬
間
の
は
じ
け
る
よ
う
な
興

奮
顔
は
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

で
、
こ
の
旅
行
か
ら
無
事
帰
還
で
き
て
し

ま
っ
た
た
め
、
私
は
す
っ
か
り
味
を
し
め

て
、
そ
の
後
今
日
ま
で
、
時
に
権
禰
宜
と
、

時
に
他
の
友
人
と
、
そ
し
て
時
に
ひ
と
り

で
、
隙
を
み
つ
け
て
は
国
外
逃
亡
を
図
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

基
本
個
人
旅
行
な
の
で
観
光
バ
ス
で
連
れ 

旅
の
止
ま
り
木 

 

タジン鍋などのたたき売り（2012.4 モロッコ 筆者撮影） 

旅
の
エ
ッ
セ
イ 

 

谷
口
明
子
（
陶
芸
家
） 
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授
与
品
紹
介 

編
集
後
記 

 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

昨
年
一
年
、そ
し
て
年
末
年
始
を
迎
え
る
に
あ

た
っ
て
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

今
号
も
素
敵
な
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
◆
様
々
な
「 

旅
」
の

ペ
ー
ジ
か
ら
目
の
前
が
開
く
よ
う
な
突
き
抜
け
た
よ

う
な
羽
が
生
え
た
よ
う
な
感
覚
を
新
年
早
々
、も
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
◆
手
探
り
で
始
め
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、大
祓
詞
書
写
会
で
は
、参
加
者
の

皆
さ
ま
に
よ
っ
て
場
も
空
間
も
作
ら
れ
て
い
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
今
年
も
創
意
工
夫
を
重
ね
て
興
味
深

く
て
素
敵
な
企
画
を
！
と
思
い
ま
す
。
掲
示
板
やF

B

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
◆
秩
父
夜
祭
り
に
と
も
な

い
開
催
さ
れ
た
「 

秩
父
夜
祭
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
は
、地

元
の
高
校
生
に
よ
っ
て
、
秩
父
夜
祭
や
、地
元
に
残
る

方
言
、文
化
、自
然
の
中
で
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
、「 

エ

コ
」
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、彼
ら

の
新
鮮
な
体
験
と
言
葉
を
通
し
て
語

ら
れ
、未
来
へ
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
る
希

望
を
感
じ
ま
し
た
。
◆
旅
を
し
て
、地

域
で
の
暮
ら
し
や
わ
が
身
を
ふ
り
返

る
。
そ
ん
な
年
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 

権
） 

編
集
・
発
行 

 

弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

 
私
た
ち
ば
か
り
有
名
に
な
っ

て
…
。
お
正
月
の
ご
ち
そ
う
を
期

待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
の
。 

 
私
た
ち
、
あ
さ
ひ
の
オ
ン
ラ

イ
ンsi

ppo

の
記
事
に
も
載

せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。 

きーこ 
ちょろ 

 
 
 

 
 
 

社
務
猫
の
ご
あ
い
さ
つ 

羽ばたく鳥と桜咲く「合格守り」 

梅の花と金銀赤の水引き模様

「心願成就守り」 

弥
生
神
社
の
札
所
で
お
分
け
し
て
い
る

授
与
品
で
す
。
当
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
デ

ザ
イ
ン
で
す
。 

Facebook    Twitter      

絹糸で結び絹布に包まれたほのか

に香る、開運招福の「繭玉守り」

＊香りのついた楠の木片も綿で包

んで入れました。 

「
破
魔
矢
」
几
帳
結
び-

菊
結
び-

叶
結
び
と
、
江
戸
打
紐
を
ひ
と
つ
ず
つ
結
ん
で
飾

り
ま
し
た
。 

表紙写真：弥生神社境内より夕景を望む（撮影 亀井久美子） 

 
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

社
務
猫 

ち
ょ
ろ 

き
ー
こ 


