
お
箸
文
化
の
あ
れ
こ
れ

　

皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
お
箸
を
使
っ
て
い

ま
す
か
？

　

私
た
ち
が
当
た
り
前
に
使
い
続
け
て
い
る
お

箸
で
す
が
、
そ
の
歴
史
は
大
変
古
い
も
の
で

す
。
文
献
に
よ
り
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の

よ
う
な
塗
り
箸
が
一
般
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
時
代
の
変
化
と
と

も
に
食
文
化
も
多
様
化
し
、
お
箸
以
外
の
食
器

を
使
う
機
会
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

現
代
で
は
、
入
学
試
験
や
入
社
試
験
で
お
箸

の
使
い
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
環
境
の
面

か
ら
マ
イ
箸
ブ
ー
ム
が
起
き
た
り
す
る
な
ど
、

再
び
お
箸
文
化
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

お
箸
に
は
菜さ

い
ば
し箸
や
割
り
箸
な
ど
、
素
材
や
形

に
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
袋
井
市

の
姉
妹
都
市
で
あ
る
長
野
県
塩
尻
市
で
は
、
特

産
で
あ
る
木
曽
漆
器
の
塗
り
箸
が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
結

ぶ
福
井
県
鯖さ

ば

江え

市
で
も
越
前
漆
器
の
お
箸
が
あ

る
そ
う
で
す
。

　

塩
尻
市
の
木
曽
漆
器

や
塗
り
箸
は
、
袋
井
駅

近
く
の
袋
井
物
産
交
流

館「
E
・
j
a
n（
イ
ー

ジ
ャ
ン
）」で
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

自
分
の
手
の
大
き
さ

や
目
的
に
合
わ
せ
て
、

お
箸
を
選
ん
で
み
る
の

も
い
い
で
す
ね
。

求
め
ら
れ
る
食
の
作
法

食
の
出
前
講
座「
お
箸
の
持
ち
方
」

　

市
健
康
づ
く
り
政
策
課
で
は
、
食
事
の
作
法

や
お
箸
の
使
い
方
を
覚
え
て
も
ら
お
う
と
、
食

の
出
前
講
座「
お
箸
の
持
ち
方
」を
、
保
育
所

（
園
）・
幼
稚
園
・
小
学
校
を
対
象
に
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

６
月
21
日
、
社
会
福
祉
法
人
明
和
会
・
明
和

第
一
保
育
園
の
年
中
・
年
長
児
ク
ラ
ス
で
行
わ

れ
た
講
座
に
は
、
41
人
の
子
ど
も
た
ち
が
参

加
。
食
事
を
す
る
と
き
の
姿
勢
や
、
お
箸
・
箸

置
き
の
説
明
を
聞
き
、
箸
の
持
ち
方
と
扱
い
方

を
練
習
し
ま
し
た
。

　

今
回
参
加
し
た
食
の
作
法
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

３
人
は
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
市
の

作
法
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
養
成
研
修
を
受
講
し
た

第
１
期
生
。

　

食
事
中
の
姿
勢
を
教
え
る
と
き
に
は「
お
な

か
と
テ
ー
ブ
ル
と
の
間
に
げ
ん
こ
つ
１
つ
分
あ

け
て
」、
箸
の
持
ち
方
で
は「
鉛
筆
を
持
つ
よ
う

に
」な
ど
、
子
ど
も
に
わ
か
り
や
す
い
表
現
を

使
っ
て
、
丁
寧
に
指
導
し
て
い
ま
し
た
。

　

明
和
第
一
保
育
園
の
大
石
里
美
園
長
は
、

「
お
箸
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
子
ど
も
自

身
の
喜
び
に
つ
な
が
り
、
家
庭
で
も
積
極
的
に

使
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
」と
、
お
箸
と
子
ど

も
た
ち
の
様
子
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

講
座
の
最
後
に
は
、「
命
の
恵
み
に
感
謝
し

て
、
好
き
嫌
い
な
く
食
べ
よ
う
、
食
事
を
作
っ

て
く
れ
た
人
に
も
感
謝
し
よ
う
ね
」と
締
め
く

く
り
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
も
大
き
な
声
で「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」と
あ
い
さ
つ
が
あ

り
ま
し
た
。

「
箸は

し

」と「
筆ふ

で

」の
文
化
　

近
年
、
パ
ソ
コ
ン
や
電
化
製
品
の
普
及
に
よ
り
、
生
活
が
と
て
も
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

正
し
い
お
箸
の
使
い
方
を
覚
え
た
り
、
筆
を
使
っ
て
字
を
書
い
た
り
す
る
機
会
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

「
箸
」と「
筆
」、
手
を
使
う
文
化
を
大
切
に
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

木曽漆器コーナーの塗り箸

左から、鈴木秀子さん、
鏑
かぶらぎ

木眞
ま き こ

樹子さん、高田憲
のり

子さん

お箸の扱い方を練習中の子どもたち

食の作法アドバイザー

「子どもが好き。自分が子どもたちに
働きかけたことがプラスの反応となっ
てかえってくることがうれしく、活動
を続けていく支えになっています」 お箸の持ち方を実演
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市民編集員のひとこと

小
こせき

関裕
ゆうこ

子、谷
たにぐち

口史
ふみえ

恵　

書
に
ゆ
か
り
が
深
い
袋
井

　

日
本
書
道
界
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
た

川
村
驥き

山ざ
ん

は
、
市
内
村
松
の
出
身
で
す
。

　

幼
い
こ
ろ
か
ら
書
と
漢
詩
を
学
び
、
５
歳
に

し
て「
大
丈
夫
」と
い
う
傑
作
を
書
き
上
げ
ま
し

た
。
書
道
家
と
し
て
は
初
め
て
日
本
芸
術
院
賞

を
受
賞
、「
心
を
い
か
に
書
に
表
す
か
」を
求
め

た
、
袋
井
が
誇
る
郷
土
の
偉
人
で
す
。

　

酒
で
墨
を
と
く
な
ど
酒
好
き
だ
っ
た
と
い
う

逸
話
も
あ
り
、
ふ
く
ろ
い
の
酒「
驥
山
」と
い
う

名
称
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

筆
の
文
化
、
魅
力
あ
る
書
道

　
「
生
涯
学
習
」と
い
う
言
葉
が
市
民
生
活
に

す
っ
か
り
な
じ
ん
で
き
た
昨
今
、
市
民
が
気
軽

に
参
加
で
き
る
講
座
も
豊
富
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
20
年
以
上
活
動
を
続
け
て
い
る

袋
井
北
公
民
館
書
道
ク
ラ
ブ
で
は
、
現
在
16
人

の
会
員
が
、
講
師
の
藤
田
よ
う
子
さ
ん
の
指
導

の
も
と
書
道
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

活
動
は
月
３
回
。
毎
月
の
作
品
提
出
に
向

け
、
書
を
並
べ
て
検
討
す
る
様
子
か
ら
は
、
書

く
こ
と
へ
の
意
気
込

み
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
「
熱
心
な
皆
さ

ん
に
押
さ
れ
ぎ
み
で

す
」
と
笑
顔
の
藤
田

さ
ん
。

　

筆
で
書
か
れ
た
文

字
に
は
ぬ
く
も
り
が

あ
り
、
見
る
人
の
心

に
届
く
も
の
が
。
手

書
き
の
力
を
感
じ
ま

し
た
。

参
考
「
遠
州
の
方

言
考
」浅
井
昂
著

だ
ら
け
。
ま
み
れ
。
ま
み
れ
の
マ
と
、
だ

ら
け
の
ラ
ケ
、
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
マ

ル
ケ
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

き
に
な
る
コ
ト
バ

遠
州
弁

ま
る
け

あ
ー
あ
、

ほ
こ
り
ま
る
け

じ
ゃ
ん
。

意欲的な仲間

の存在が大き

いですね。

書道があるから

毎日が楽しくて。

無になる心がいい

ですね。

選んだ書に
落
らっかん

款を押し
ます

書の検討は真剣そのもの

油山寺にある驥山の書「天空海闊」

何枚もの書を持参

毎日、筆を持って

います！

　書道の先生の筆遣いはや
わらかく鮮やか。箸も筆も
使い慣れた人の手の動きは
美しいと思いました。（小）

　お箸の歴史が古いことに
驚きました。書道クラブの
皆さんの熱気にも圧倒され
ました！（谷）

油山寺にある筆塚。
上達祈願や、使い終わった
筆の供養にいかがですか。

記帳の時など上手に書

きたくて始めました。

ラベルは驥山本人の字をもとに制作

自宅ではいつでも書ける

ように場所と道具を確保

しています。

書道クラブの皆さん
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