
◆ 北区　矢ヶ村　知加さん　（主婦）

子供の頃、母にすすめられて読んだイギリスの児童
小説家ブライトンの『おちゃめなふたご』シリーズ。
寄宿学校で過ごす少女達の素敵な学園生活にあこがれ
て夢中で読んだのを覚えています。
昔少女だった大人の方も、これから学生生活を送る

女の子にもぜひ読んでもらいたい一冊です。
かけがえのない友達を作り、楽しい青春時代を過ご

して欲しいなあという願いを込めて。

◆ 東山区　小澤　優里子さん　（学生）

小学校の図書館に入り浸っていた頃、司書の先生に
「お姉ちゃんが好きだった本だよ」と勧められた本が
ありました。本をあまり読まない６つ上の姉が好きな
本は、ルーマー・ゴッデン作『クリスマスのようせ
い』。
何をやっても冴えないエリザベスが、ツリーへ飾る

妖精の人形と出会うお話です。エリザベスが作る妖精
の世界に憧れていました。
姉は、当時も今もとぼけた様に「何で私の好きな本

を知っているの？」と笑っています。

◆ 山科区　梅津　純子さん　（無職）

縦割り社会の中で、エリート外科医の道を歩いてい
た渡辺淳一さんが、大先輩の医療行為に疑問を投げか
けたという剛勇を知り、日本にもこのような方がおら
れたのかと尊崇の念に燃えて読み始めました。
徹夜で読み上げたのが、知人からすすめられた『あ

じさい日記』です。
医師である夫の浮気を、妻が手の中で転がしながら

進めていく面白さ。この一冊との出会いが縁で、著者
のエッセイ全てに、虜になってしまった私です。

◆ 伏見区　桐山　千秋さん　（会社員）

「学問のための学問でない歴史を。」受験勉強の最
中、ユニークな世界史の先生に紹介されたのが阿部謹
也氏の著書数冊。現存する慣習や昔話から浮かび上が
る中世世界は、生き生きとして非常に鮮やかで魅力
的。と同時に、将来を考える機会を与えられた。
「何をするにしろ、それをやらなければ生きていけ

ないというテーマを探すことですね。」阿部氏の恩師
の言葉だ（『自分のなかに歴史をよむ』）。今後岐路を迎
える学生さんに読んでほしい。

左京区　Ｍ・Ｏさん　（主婦）

15歳の誕生日に自爆テロの犠牲になったイスラエ
ルの少女が残した詩と、遺族の憎しみを超えた共存の
思いを紹介する『平和への夢』（バッド・ヘン シャハ
ク原詩／「平和への夢」出版委員会著）
この本をきっかけに、図書館の棚で国際情勢や歴史

のノンフィクションを手に取ることが増えました。読
むだけで何もできない自分が情けないのですが、まず
は関心をもつこと、知りたいと思うことが第一歩では
ないか、と教えていただいた方に感謝しています。

編 

◆ 

集 

◆ 

後 

◆ 

記

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
日
、
赤
い
爪
と
大
き
な
目
が
印

象
的
だ
っ
た
藤
野
さ
ん
。
快
く
応
じ
て
く
だ
さ
り

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

雑
談
の
折
、「
な
ま
は
げ
に
な
っ
て
み
た
い
」
と
お
っ

し
ゃ
る
な
ど
、と
て
も
キ
ュ
ー
ト
な
方
で
し
た
。（
Ｉ
）

今
号
で
は
、
新
着
資
料
の
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
を
紹

介
し
ま
し
た
。
好
き
な
著
者
や
趣
味
の
キ
ー
ワ
ー
ド

な
ど
を
登
録
し
て
お
け
ば
、
本
と
の
出
会
い
の
チ
ャ

ン
ス
が
、
ま
す
ま
す
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
是

非
、
一
度
利
用
し
て
み
て
下
さ
い
。（
S
）

お
弁
当
箱
と
お
箸
に
つ
い
て
様
々
な
本
を
紐
解
き

ま
し
た
。
一
日
三
度
の
食
事
を
当
た
り
前
だ
け
ど
、

と
て
も
大
切
な
も
の
と
し
て
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。（
Ｔ
）

8

8

すすめられて読んだ思い出の一冊

本で広がる世界 本でふくらむ夢

7 新着資料のお知らせメールを登録してみよう
6 久世ふれあいセンター図書館
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ちょうどよい箸の測り方いろいろ

①　一咫（ひとあた）×１. ５倍

②　足のサイズ
③　手のひらの長さプラス３センチ

一般的に男性用は24センチ、女性用は
21センチということになるそうです。

90度

考えてみ ませんか？　食は人が生きていく上で欠かせない営みです。

「実りの秋」「食欲の秋」に、ちょっと

私たちの食について考えてみませんか。

　食物を持ち歩き、移動先で食べるお弁当は携帯食
です。飛鳥奈良時代に干し飯（糒とも書く。蒸した
御飯を乾燥させたもの）がよく用いられました。
　平安時代にはおにぎりの原型である屯食（とんじ
き）が誕生し、源氏物語にも屯食が登場します。

「屯
とんじき

食、禄の唐
からひつ

櫃どもなど、
ところせきまで春

とうぐう

宮の御元服の
をりにも数まされり。」
（「桐壺」源氏の宮 元服の様子）

この時代にはそれまで主流だった柏の葉・朴の葉
などで包む以外に、簡単に木でつくられた容器も用
いられるようになります。

その後、米だけでなく、梅干などの副菜がつくよ
うになり、安土桃山時代には「べんとう」という名
称が生まれたと考えられています。その後、漆器の
弁当箱が登場し、花見・茶会といった場で食べられ
るようになりました。

江戸時代にはお弁当が発達して、花見・舟遊び・

芝居見物と庶民にもさまざまな行楽弁当が楽しまれ
ました。そういうハレの日の弁当箱が重箱です。現
在でも正月のお節料理などで目にすることができま
す。対して日常の弁当箱がワッパや弁当行李などで
す。

明治時代になると、働く人たちは腰弁をさげて、
勤めに出かけていました。

昭和にはアルミの弁当箱が登場しました。最近は
プラスチックの弁当箱が主流です。

『ワイワイみんなでおべんとう』奥村 彪生 著　農文協

　飲食店で出される割箸。それについて
いる箸袋に注目してみませんか？ 
特別なお祝いのときに使う祝箸も「手作り
の箸袋」で一味違うおもてなしをどうぞ。

『ぽち袋・のし袋・箸袋・
箸置き』　ブティック社
　

　　　　　　　　
　　　　　　　　 
　　　　　　　　
　　　　　　　　『箸袋で箸置き。』
　　　　　　　　 山口  真  著　PHP研究所

 

お弁当とお弁当箱の歴史

形見のお弁当箱 お・も・て・な・し

箸の歴史

箸のマナー違反？？　日本ではマナー違反とされている直
じかばし

箸（取

り箸を使わずに大皿の食べ物を自分の箸で

取ること）ですが、中国・朝鮮半島では

取り箸の習慣がなく、直箸は友好の証です。

最近の
お弁当

　「食は人の天なり。
　よく味はひを調

ととの

へ知れる人、　大きなる徳とすべし。」『徒然草』百二十二段　吉田 兼好
食べ物は人間にとって非常に重要なものである。したがって、上手に料理法を心得ている人は、大きな長所としなくてはならない。

『日本古代食事典』氷山 久夫 著　東洋書林

『かわいい「デコ弁」レシピ』まちやま ちほ 著　PHP 研究所

『決定版！ 塾弁レシピ』

井出 杏海 料理　世界文化社

あなたのお箸は、手にあったものですか？

　日本に箸が伝えられたのは、弥生時代末期とされ
ていますが、当時の祭祀・儀式に用いられていたよ
うで、食事に使うものではありませんでした。
　また古事記にも箸の記述があります。
スサノオが出雲の国に降りたった時に、「箸其ノ河
従り流れ下りき。」川に箸が流れてきたことから、
川上に人が住んでいることを知り、スサノオのヤマ
タノオロチ退治が始まります。
　川に流れて来たものが、現在のような２本一組の
箸だと一緒に流れてくるとは限りません。「箸」と
明確に記述してあることから、下記のピンセットの
様な箸だったと考えられています。
では食事に箸が使われるようになったのはいつでし

ょう。一説によると、聖徳太子が隋の使節をもてなす
ときに、出したのが始まりだと言われています。当時
の隋はすでに手食ではなく、箸やレンゲを使って食べ
ていたので、日本に合わせて手食というわけにもいか
なかったのでしょう。
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竹折箸

ワッパ
屯食

身近なモノ から食文化

『つくってあげたい

シニアの「置き弁」』

舘野 鏡子 著　NHK 出版

『弁当男子』きじま りゅうた 著　自由国民社

かわいく飾った デコ弁・キャラ弁。

塾に持っていく 塾弁。

家族のために家に置いておく 置弁。

そして自分でお弁当を作る 弁当男子。
さまざまなお弁当の本があります。

　『常
じょうざんきだん

山紀談』18巻（湯浅常山 著　
有朋堂）には、豊臣秀吉の軍師であっ
た黒田官兵衛が、息子長政に形見と
して面桶（めんづ－お弁当箱）を残し
たというエピソードがあります。
　「さて面

め ん ず

桶と云ふ物は飯を盛る物
よ。上

か み て ん し

天子か
ら下

しも

百姓に至
るまで、一日と
して食

しょくもつ

物無
な

く
ては世に存

な が ら

命
ふる者は無き事なり。国を富

とま

し士
し そ つ

卒
を強うするの根

こんぽん

本一
い ち だ い じ

大事、此
このめしいれ

飯入に
有り。必ず忘るべからず。斯

かか

る故に此
この

面桶を形
か た み

見に参らす」これが官兵衛
の遺言です。

面桶

弁当行李

一咫とは、右手の

親指と人差し指を

直角に広げた時の

直接距離です。



●
芥
川
賞
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
貴
重
な
お
時
間
を
さ
い
て
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
の
話

●
子
ど
も
の
頃
に
「
自
分
は
何
か
、
お
話
を

作
る
者
だ
」
と
思
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す

が
、
そ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
と
い
う
の
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
聞
い
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、ハ
ッ

キ
リ
と
は
覚
え
て
い
な
く
て
、
絵
本
が
好

き
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
か

と
推
測
し
て
い
る
の
で
す
が
。

絵
本
は
幼
稚
園
に
あ
っ
た
の
と
、
母

が
本
だ
っ
た
ら
な
ん
で
も
買
っ
て
く
れ

て
、
よ
く
読
ん
で
く
れ
た
ん
で
す
。
だ

か
ら
幼
稚
園
に
行
く
か
行
か
な
い
頃
か

か
け
と
な
り
、
絵
本
作
家
の
高
畠
純
先

生
と
組
ん
で
、
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
有
名
な
高
畠
先
生

と
組
ま
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ん
て
夢
に

も
思
わ
ず
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

●
今
ま
で
の
小
説
と
は
違
い
ま
す
か
。

普
段
は
読
者
を
意
識
す
る
こ
と
は

な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
初
め
て
読

者
を
意
識
し
た
と
い
う
か
、
お
子
さ

ん
に
お
母
さ
ん
が
読
み
聞
か
せ
る
と

い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
、

い
つ
も
の
よ
う
に
書
い
て
は
お
子
さ

ん
が
泣
く
の
で
は
な
い
か
と
、
お
母

さ
ん
も
読
み
聞
か
せ
た
い
と
思
わ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
あ

り
ま
し
て
、
対
象
年
齢
を
考
え
て
書

き
ま
し
た
。
私
、
子
ど
も
は
い
な
い

ん
で
す
が
、
私
な
り
に
愛
情
を
総
動

員
し
て
書
き
ま
し
た
。

京
都
の
話

●
京
都
で
生
ま
れ
育
っ
た
そ
う
で
す
が
、

今
後
京
都
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
書
か

れ
る
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

実
は
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
は

自
分
の
書
く
小
説
が
京
都
で
あ
る
必
要

性
は
な
く
、
ど
こ
の
土
地
の
話
で
も
い

い
と
思
っ
て
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、

今
い
た
だ
い
て
い
る
企
画
も
の
の
短
編

の
お
話
は
、
京
都
を
舞
台
に
し
た
方
が

よ
り
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
京
こ

と
ば
も
使
っ
て
書
こ
う
と
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

ら
字
も
読
め
ま
し
た
。
絵
本
を
読
ん
で

も
ら
う
時
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
気
に

な
っ
て
、
物
語
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
り
、

絵
の
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
揚
げ
足
を
と

る
み
た
い
に
い
っ
ぱ
い
質
問
を
し
て
、

一
冊
を
読
み
終
わ
る
の
に
一
時
間
は
か

か
っ
て
、
母
親
が
ぐ
っ
た
り
疲
れ
て
い

た
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
母
は
、
根
気
強

く
眠
た
く
な
り
疲
れ
は
て
な
が
ら
答
え

て
く
れ
ま
し
た
。
今
で
も
た
ま
に
あ
れ

は
大
変
だ
っ
た
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
お

話
を
作
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
ど
ん
な
お
話
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
か
、

覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

『
眠
り
姫
』
と
か
童
話
と
か
、『
ど
ろ

ん
こ
ハ
リ
ー
』
も
好
き
で
し
た
。

好
き
な
も
の
の
話

●
何
か
マ
イ
ブ
ー
ム
は
あ
り
ま
す
か
。

マ
イ
ブ
ー
ム
は
観
葉
植
物
で
す
。
引

き
こ
も
り
な
の
で
、
非
常
に
観
葉
植
物

を
愛
で
て
お
り
ま
す
。
私
は
も
と
も
と

な
ん
で
も
か
ん
で
も
枯
ら
す
呪
わ
れ

た
星
の
も
と
に
生
ま
れ
た
の
で
す
が
、

引
っ
越
し
ま
し
て
、
植
物
に
と
っ
て
環

境
が
よ
く
な
っ
た
ら
し
く
、
前
ほ
ど
百

発
百
中
で
枯
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま

し
た
。
た
だ
こ
の
一
か
月
、
二
か
月
大

変
忙
し
か
っ
た
間
に
い
く
つ
か
枯
ら
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

●
怖
い
も
の
が
す
ご
く
お
好
き
と
い
う
こ
と

を
伺
っ
た
の
で
す
が
、
お
い
く
つ
頃
か
ら

で
す
か
。

か
な
り
昔
か
ら
ホ
ラ
ー
映
画
と
か
好

き
で
す
ね
。
小
学
生
く
ら
い
の
頃
は
、

親
が
観
せ
る
ジ
ブ
リ
や
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映

画
し
か
観
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

中
学
生
く
ら
い
か
ら
映
画
館
に
行
く
よ

う
に
な
っ
た
ら
、
気
が
つ
い
た
ら
ク
ラ

ス
の
皆
が
観
に
行
っ
て
い
る
よ
う
な
、

恋
愛
映
画
と
い
う
の
は
自
分
で
は
選
ば

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
ク
シ
ョ
ン

映
画
や
ホ
ラ
ー
映
画
、
ス
リ
ラ
ー
を
観

に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
一
回
だ
け
、
皆

の
話
題
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
と

思
っ
て
恋
愛
映
画
を
観
に
行
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
の
好
き
な

も
の
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
う
な
と
思
い

ま
し
た
。

新
刊
に
つ
い
て

●
最
後
に
受
賞
後
初
め
て
の
新
刊
『
お
は
な

し
し
て
子
ち
ゃ
ん
』
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

十
篇
の
短
編
が
入
っ
て
い
て
表
題
作

は
、
標
本
の
お
さ
る
が
「
お
は
な
し
し

て
」
と
い
う
内
容
で
す
。
名
久
井
直
子

さ
ん
に
装
丁
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
長

年
の
夢
が
叶
い
ま
し
た
。

イ
ラ
ス
ト
は
、
水
沢
そ
ら
さ
ん
と
い
う

か
わ
い
い
名
前
で
す
が
、
男
性
の
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
さ
ん
に
描
い
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
す
ご
く
か
わ
い
い
の
で
よ
か
っ
た

ら
ぜ
ひ
図
書
館
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
、

図
書
館
で
は
千
人
以
上
の
方
が
予
約
さ
れ

て
い
る
本
も
あ
る
そ
う
な
の
で
、
め
ざ
せ

予
約
千
人
超
え
で
す
ね
。

●
今
日
は
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

　

ま
し
た
。

※
藤
野
さ
ん
よ
り
、京
都
市
図
書
館
に
サ
イ
ン
色

紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
央
図
書
館
に
て

展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、皆
様
ぜ
ひ
ご
覧
下

さ
い
。

※
藤
野
さ
ん
か
ら
の
お
す
す
め
の
一
冊

　
『
こ
う
し
て
お
前
は
彼
女
に
フ
ラ
れ
る
』

　

  

ジ
ュ
ノ
・
デ
ィ
ア
ス 

著 

新
潮
社

略
歴

　

１
９
８
０
年
京
都
市
生
ま
れ
。同
志
社
大
学
文
学

部
卒
業
、同
大
学
院
文
学
研
究
科
美
学
及
び
芸

術
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。２
０
０
６
年「
い
や

し
い
鳥
」で
第
１
０
３
回
文
學
界
新
人
賞
受
賞
。

２
０
０
９
年
「
い
け
に
え
」
で
第
１
４
１
回
芥

川
賞
候
補
。２
０
１
２
年
、「
パ
ト
ロ
ネ
」で
第

３
４
回
野
間
文
芸
新
人
賞
候
補
。

手
放
し
て
し
ま
っ
て
手
元
に
な
い
の

で
す
が
、『
ジ
ュ
ゼ
ッ
ト
と
ニ
コ
ラ
』
と

い
う
シ
リ
ー
ズ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一

冊
だ
け
持
っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
き

れ
い
な
絵
で
大
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。

ず
っ
と
今
も
好
き
で
残
し
て
い
る
の

が
、
武
田
和
子
（
わ
こ
）
さ
ん
の
『
魔

女
と
笛
ふ
き
』
で
す
。

ダ
ン
ボ
ー
ル
に
残
し
て
い
た
絵
本

を
、
大
学
生
の
時
『
魔
女
と
笛
ふ
き
』

だ
け
残
し
て
、
あ
と
の
も
の
は
手
放
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
で
は
手
に
入
ら

な
い
も
の
も
多
い
の
で
、
し
ま
っ
た
な
、

と
思
い
ま
す
ね
。

で
も
図
書
館
に
『
魔
女
と
笛
ふ
き
』

が
あ
る
と
聞
い
て
嬉
し
い
で
す
。
ま
た

図
書
館
に
見
に
行
き
ま
す
。
う
ち
に
あ

る
本
は
古
い
の
で
。

児
童
書
を
出
版
さ
れ
て

●
絵
本
『
ぼ
く
は
』
が
今
年
の
８
月
に

出
版
さ
れ
ま
し
た
ね
。

２
０
１
０
年
に
、
フ
レ
ー
ベ
ル
館
の
子

ど
も
雑
誌
「
キ
ン
ダ
ー
お
は
な
し
え
ほ
ん

シ
リ
ー
ズ
」
で
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。
今
回
の
受
賞
を
き
っ
か
け
に
、

新
た
に
製
本
し
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

私
の
大
好
き
な
、
あ
ま
り
に
も
好
き

す
ぎ
て
、
友
達
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
く

ら
い
の
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
か
つ
人

形
作
家
の
イ
シ
イ
リ
ョ
ウ
コ
さ
ん
に
先

に
お
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
イ
シ
イ

さ
ん
が
私
と
組
み
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
お
忙
し
い

方
な
の
で
具
体
的
な
お
話
に
は
な
ら
な

か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
き
っ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

第
１
４
９
回
（
平
成
25
年
度
）

芥
川
賞
受
賞
作
家

藤  
野   
可  

織 

さ
ん

『ぼくは』
藤野可織 作　高畠純 絵

　フレーベル館

『ジュゼットとニコラ-おにわで-』
市川里美 作・絵
矢川澄子 文　冨山房

『魔女と笛ふき』
武田和子 作・絵

岩崎書店

『おはなしして子ちゃん』
藤野可織 著　講談社

インタビュー会場は、「京都 長楽館」さんに
御提供いただきました。 京都市東山区

カメラのピントを合わせてくださいました。

『どろんこハリー』
ジーン・ジオン 作

マーガレット・ブロイ・グレアム 絵
わたなべしげお 訳

福音館書店

京図ものがたり vol.33 京図ものがたり vol.33

去
る
９
月
半
ば
、台
風
一
過
の
京
都
長

楽
館
に
て
、『
爪
と
目
』で
芥
川
賞

を
受
賞
さ
れ
た
藤
野
可
織
さ
ん
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。つ
た
な
い

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
質
問
に
気
さ

く
に
答
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

5 4

『爪と目』
藤野可織 著

新潮社
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