
 

奈
良
町
に
ぎ
わ
い
通
信 

 
 

Vol.2 
 

 

二
〇
一
五 

・ 

六
月
号 

発行 
奈良町 

にぎわいの家 



町家講座、 
皆さん熱心に。 

 

 蔵展示第二弾 
「町家パネル展」 

開館記念落語、満員御礼！！ 

５月イベント＆来館のにぎわいから 

飛鳥小学校の皆さん 
 町家に広ーい！ 
 すごーい！！ 

吉川宗文社中による 
にぎわい四季の茶会~立夏 
 

祝・一万人！（5/24） 
二十四節気オリジナルカードを記念
にお渡ししました！ 

二十四節気講座 
 ～夏の暦の言葉を 広報スタッフ､NHKで告知 



  

 二十四節気と七十二候 
 ～それは、めぐる季節を美しい言葉で編み直すこと 
                                   
                                倉橋みどり（俳人・ＮＰＯ法人文化創造アルカ代表） 
  
 旧暦には「旧」という文字のせいでしょうか、現在の暦より「古くさい暦」「廃れてしまった暦」というイメージを 
お持ちの方もいるかもしれません。実は、旧暦（太陰太陽暦）から新暦（太陽暦）に変わったのは明治6年、 
時の政府が主に欧米諸国との外交をスムーズに行うために改暦したためで、流行り廃りによるものではあり 
ません。さらに、季節の移り変わりを太陽と地球との位置関係から読み取ろうとする点では新旧の暦に差は 
ありません。 
 さて、季節といえば、「四季」は約３か月ごとに変わりますが、耕作や狩猟など自然とうまく付き合いながら 
生活していた時代には、さらにこまかく季節のめぐりを把握する必要がありました。そこで活用されていたのが 
１年を２４に分けた「二十四節気」であり、７２に分けた「七十二候」です。 
  二十四節気の場合、約１５日ごとに、七十二候の場合、約５日ごとに、季節が移り変わっていきます。 
例えば、夏のうちに、立夏、夏至、大暑などの６つの二十四節気が含まれ、鷹乃学習（たか  すなわち  
がくしゅうす）とか､半夏生（はんげ しょうず）など１８もの七十二候がめぐっていきます。二十四節気や七十二 
候について知り、意識し始めると、先人たちが、身の回りにある動植物や空、風のささやかな変化をも見逃す 
ことなく、しかもとても美しい言葉に仕立て、読み取り、くらしに役立ててきたことに感動します。暦は、豊かな 
自然と先人の知恵とで作り上げられてきた美しい織物なのだと思います。 
                                      （５／３０開催・二十四節気講座、講師）                       
 
 

奈良町にぎわいの家では、二十四節気オリジナルスタンプと節気ごとの歌で皆様をお迎えします。 
           短歌…喜夛隆子（歌人・ヤママユ編集委員）／書…遙香（奈良教育大学） 

   

小
満
の
木
々
の
か
げ
濃
し
そ
こ
に
遊
ぶ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鹿
の
親
子
も
人
の
親
子
も 

  

緑
の
匂
い
に
満
ち
、
生
き
も
の
の
成
長
が
著
し
い
小
満
の
こ
ろ
、
木
々
の
緑
も
濃
く
、 

 

木
陰
も
濃
い
、
そ
の
緑
の
木
陰
に
、
鹿
の 

 

親
子
が
遊
び
、
人
の
親
子
の
姿
も
あ
る
。 

 

涼
し
い
木
陰
に
鹿
も
人
も
、
親
子
で
遊
ぶ 

 

風
景
。
自
然
の
生
長
の
熱
気
は
、
若
い
力 
 

に
満
ち
た
、
子
ど
も
の
姿
に
も
重
な
る
。 

 

鹿
も
人
も
と
歌
った
、
温
か
い
ま
な
ざ
し 

 

に
満
ち
た
お
歌
で
す
。 
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二
十
四
節
気 

 

オ
リ
ジ
ナ
ル
マ
ー
ク
「小
満
」 

 
 

 

デ
ザ
イ
ン
・金
田
あ
お
い 

   

にぎわいの家スタッフの西村さんの 
義理のおばあさまは、大正生まれ。 
ミシン、鏡台、トランク、カメラなど、 
大切に使ってこられた懐かしい暮らしの品を 
入口すぐに展示しています。 
「わあ、懐かしい！」「うちにもあった！」 
お客様の声が聞こえてきます。 



事
務
局
だ
よ
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  2015 
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未
来
へ
の
「
家
」
と
な
る
た
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

事
務
局
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藤
野
正
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私
た
ち
は
、
特
に
戦
後
、
日
本
人
が
忘
れ
つ 

つ
あ
る
「
自
然
を
大
切
に
し
て
、
自
然
と
と
も 

に
生
き
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
人
の
暮
ら 

し
」
を
振
り
返
る
こ
と
が
、
今
後
の
日
本
に
と 

て
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
今
の
四
十
代
以
下
の 

若
い
人
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
ん
で
す
ね
。 

大
都
市
で
は
、
季
節
感
の
な
い
、
床
の
間
も
な 

い
、
畳
も
冷
暖
房
完
備
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い 

で
す
ね
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
国
際
化
の
中
で
も 

日
本
人
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
わ
れ 

て
い
る
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
・
ラ
イ
フ
ス 

タ
イ
ル
を
創
造
す
る
、
住
ま
う
人
や
訪
れ
る
人 

を
育
て
る
、
観
光
客
に
も
新
た
な
発
見
を
与
え 

る
、
つ
ま
り
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
す
る
装
置
と
し 

て
の
役
割
が
、
奈
良
町
に
は
あ
る
と
考
え
て
い 

ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
こ
の
建
物
「
奈
良
町
に
ぎ
わ
い 

の
家
」
を
そ
の
拠
点
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え 

て
い
ま
す
。
少
し
分
か
り
や
す
く
い
え
ば
、 

「
季
節
を
親
し
む
場
」
、
「
若
い
感
性
と
伝
統 

文
化
な
ど
古
い
も
の
が
誰
に
も
親
し
め
る
身
近 

な
場
」
、
「
次
世
代
の
奈
良
町
び
と
や
、
奈
良 

町
フ
ァ
ン
を
育
て
る
場
」
に
し
た
い
と
思
っ
て 

い
ま
す
。
実
施
す
る
事
業
内
容
も
、
単
に
伝
統 

的
な
行
事
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
的 

な
文
化
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
実
験
的
な
試 

み
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

現
代
の
日
本
人
、
現
在
の
若
者
が
忘
れ
つ
つ 

あ
る
、
こ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
暮
ら
し
や
生
活 

の
文
化
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
生
活
の
価
値
を
再 

発
見
し
、
再
興
す
る
。
奈
良
の
こ
れ
か
ら
の
ラ 
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イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
案
し
、
日
本
の
生
活
文 

化
を
大
切
に
思
い
、
自
然
を
大
切
に
し
て
、 

自
然
と
と
も
に
生
き
、
自
然
を
楽
し
み
、
エ 

コ
ロ
ジ
カ
ル
な
生
活
を
い
と
な
む
未
来
の 

「
な
ら
び
と
」
を
増
や
し
て
い
け
れ
ば
と
考 

え
ま
す
。 

 

そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
世
界
に
奈
良 

を
発
信
で
き
る
ツ
ー
ル
に
な
る
の
で
は
な
い 

か
？
産
業
の
振
興
に
も
役
立
つ
の
で
は
な
い 

か
？
奈
良
町
を
さ
ら
に
好
き
に
な
る
フ
ァ
ン 

が
生
ま
れ
る
の
で
は
？ 

そ
の
フ
ァ
ン
が
世 

界
中
に
広
が
る
の
で
は
？
そ
ん
な
夢
を
見
て 

い
ま
す
。 

 

い
ま
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
、
試
行
錯
誤
で
取 

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
多
く
の
人
の 

衆
知
を
集
め
て
議
論
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。 

本
当
の
意
味
で
の
真
価
を
発
揮
す
る
の
は
数 

年
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
み
な
さ
ま 

の
ご
理
解
、
支
援
や
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、 

こ
の
「
に
ぎ
わ
い
の
家
」
を
奈
良
町
の
ラ
イ 

フ
ス
タ
イ
ル
を
提
案
す
る
拠
点
と
し
て
、
じ 

っ
く
り
と
育
て
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り 

ま
す
。 

 
 

 

初
め
て
の
「
お
く
ど
さ
ん
体
験
」
企
画 

  
 
 
 
 

か
ま
ど
企
画
担
当 

西
村
智
恵 

  

第
１
回
お
く
ど
さ
ん
体
験
（
６
／
５
）
無
事 

終
了
し
ま
し
た
！
６
名
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。 

か
ま
ど
御
飯
に
、
新
玉
葱
や
ス
ナ
ッ
プ
え
ん
ど 

う
な
ど
、
季
節
の
野
菜
の
お
味
噌
汁
。
初
め
て 

の
お
く
ど
さ
ん
体
験
の
方
は
、
パ
チ
パ
チ
火
が 

燃
え
始
め
る
音
、
火
力
が
強
く
な
っ
た
時
の
ゴ 

ー
ッ
と
い
う
音
、
火
吹
き
竹
を
吹
い
た
時
に
ふ 

っ
と
立
ち
上
が
る
赤
い
色
、
ど
れ
も
新
鮮
で
、 

皆
さ
ん
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

昔
、
子
ど
も
の
頃
に
経
験
さ
れ
て
い
た
方
は
、 

「
よ
く
燃
え
る
よ
う
に
、
空
気
の
通
り
が
よ
く 

な
る
よ
う
、
木
の
入
れ
方
を
工
夫
し
た
な
。
」 

と
当
時
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
て
い 

ま
し
た
。 

 

一
般
の
見
学
の
方
も
、
私
た
ち
の
か
ま
ど
の 

作
業
を
見
な
が
ら
、
「
昔
、
煙
突
掃
除
屋
さ
ん 

が
い
て
ね
・
・
・
」
と
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

か
ま
ど
が
ど
の
家
に
も
あ
っ
た
時
代
の
仕
事
を 

改
め
て
知
り
ま
し
た
。 

 

参
加
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
は
、
代
わ
り
ば
ん 

こ
に
薪
を
く
べ
、
火
を
吹
き
、
わ
い
わ
い
話
な 

が
ら
も
、
怪
我
や
事
故
も
な
く
楽
し
く
お
く
ど 

さ
ん
体
験
を
終
え
ま
し
た
。 

 

で
き
あ
が
っ
た
ご
飯
は
、
お
こ
げ
は
で
き
な 

か
っ
た
の
で
す
が
、
「
お
い
し
い
～
！
」
と
歓 

声
を
上
げ
な
が
ら
、
皆
で
一
緒
に
い
た
だ
き
ま 

し
た
！
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
ね
。 

 

茶室の床の間 「知足」   
～足るを知る（老子）ということ 

↑ 
美味しく 
炊けました！ 

こちらは 
お味噌汁。 
↓ 

火消し壺に入れます。 

「いただきます！」作って食べるにぎわいの場。 
イ
ベ
ン
ト
、
講
座
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、 

フ
ェ
ー
ス
ブ
ッ
ク
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

是
非
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 


