
園
暦

M A R I A’ S    B A B I E S    S O C I E T Y 

F I X T U R E S 



なぜ　 
幼児の教育の場において二十四節気や和歌が、園児の
日常生活に反映されているのか、ご父兄様には些か不
思議に思われたかと思います。 

ご説明の為に、ひとつのアナロジーをあげましょう。 

皆様のお家にイタリア人がホームステイにいらしたと
しましょう。 

「僕は日本が大好きなんです。どうか日本の文化につ

いて教えてください。日本の季節や暦について、日本

の神話や神社、お寺について、和歌のこと、世界最古

の詩集といわれる万葉集について、同じく世界最古の

小説といわれる源氏物語について、また日本の美術や

雅楽のこと、日本の政治や選挙のこと、僕はこの素晴

らしい日本の文化や歴史、伝統について学んで帰りた

いので教えてください。」とイタリア人があなたに願

います。 



その言葉に対して、「それでは、イタリア生まれ、イタリア育ち、

ご両親がイタリア人のあなたに、是非イタリアの同じ事柄を交換

に教えて下さいませんか。」と、あなたが返します。 

そしてその答えが、「僕はイタリア人ですが、残念ながらイタリ

アの文化や歴史、伝統について殆ど何も知らないんです。教わっ

てないから、わからないんです。」であったなら、あなたはその

方を、どの様に思われますか。あなたはこの方を、信頼するに足

る人間、と感じることができるでしょうか。 

この例は、「あなたを知りたい」けれども「私は自分自身を知り

ません」に等しく、自分自身を理解していない人が、他者を理解

することができるか否か、答えは言うまでもない事と思われま

す。 



今、自分がここにある奇跡。 

「私の今」を可能にしてくれた数知れぬ先人達が、 

如何なる難題に苦悩し、変化を試み、守り抜き、 

遥かな時を生き抜いてきたのか。 

残念ながら、過去80年近くの日本の学校及び家庭教育において、こ

の、人の中心を成す「自分達の事」の教えが著しく欠けている事は

明らかなのではないでしょうか。 

このイタリア人留学生は、「自分は日本のことを知らない」で事済

んだ時代を生き、どこかで矛盾を奥底に抱えながらも、これ以上な

く大切な事と向き合わず、浮き草の様に流されて来た、多くの日本

人の姿に重ると感じるのは、私一人でしょうか。



私
た
ち
は
一
体
何
を
忘
れ
去
っ
て
来
た
の
か 

私
た
ち
が
本
当
に
子
供
達
に 

伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
を 

私
た
ち
自
身
は
知
っ
て
い
る
の
か 



梅
雨 

う
る
お
う
大
地

梅
雨
晴
れ 

深
い
緑
の
香
り

仲
夏 



眩
し
い
ほ
ど
の
真
っ
赤
な 

も
み
じ

黄
金
色
の
大
き
な
大
き
な 

お
月
様

錦
秋

豊かな日本的美意識が子供の中に育まれる 
歴史と伝統文化に則った園児たちの五節句や四季おりおりの生活のかたち 

名
月



日
本
の
美
し
く
豊
か
な
四
季 

必
ず
訪
れ
る
天
災 

い
つ
も
短
く
激
し
い 

大
自
然
の
寛
厳
に
よ
っ
て 

練
ら
れ
て
き
た
日
本 

こ
の
気
候
風
土
が 

豊
か
な
言
葉
や 

独
自
の
感
性
を
生
み
落
と
し 

巡
る
季
節
が 

和
歌
や
俳
句
、
季
語 

な
ど 

磨
き
澄
ま
さ
れ
た 

言
葉
の
世
界
を 

確
立
さ
せ
て 

い
っ
た 

私
た
ち
日
本
人
は 

あ
ま
ね
く
全
員 

そ
の
世
界
に
も
稀
な 

言
葉
を 

受
け
継
い
で
い
る
事
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か

大
雪



⽔
の
⾯
に
綾
織
り
乱
る
春
⾬
や�

 
 
⼭
の
緑
を�

な
べ
て
染
む
ら
ん
 
 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊
勢�



秋
の
⽉�

⼭
辺
さ
や
か
に
照
ら
せ
る
は�

 
 
 
お
つ
る
も
み
ぢ
の�

数
を
み
よ
と
か�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
み
ひ
と
し
ら
ず



マ
リ
ア
ズ
・
ベ
ビ
ー
ズ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
に
は
、
二
十
四
節

気
に
沿
っ
た
独
自
の
園
暦
が
あ
り
ま
す
。 

節
気
は
、
十
五
日
毎
の
大
自
然
の
変
化
を
、
数
字
で
は
な
く

「
言
葉
」
で
表
現
す
る
日
本
の
季
節
の
表
現
の
ひ
と
つ
で

す
。
ま
た
、
こ
の
二
十
四
節
気
を
囲
む
よ
う
に
、
更
に
細
か

い
七
十
二
候
と
い
う
季
節
の
言
葉
が
五
日
お
き
に
巡
り
ま

す
。 

二
十
四
節
気
七
十
二
候
、
そ
れ
は
、
私
達
日
本
人
が
ほ
ん
の

百
年
く
ら
い
前
ま
で
、
生
活
の
中
で
親
し
ん
で
い
た
、
季
節

や
時
間
の
感
覚
で
す
。 



園
の
子
供
達
は
、
五
節
句
や
季
節
の
行
事
を
丁
寧
に
経
験
し
、
大
自

然
の
変
化
を
敏
感
に
感
じ
な
が
ら
、
衣
食
住
に
反
映
さ
れ
る
「
日
本

独
自
の
繊
細
な
美
意
識
」
そ
し
て
「
豊
か
な
日
本
語
」
を
身
に
つ
け

て
い
き
ま
す
。 



子
供
達
の
心
の
礎
に
、
季
節
や
風
土
の
感
性
を
し
っ
か
り
と
納
め
て
ほ
し
い
。 

そ
の
根
が
「
拠
り
所
」
と
な
り
、
将
来
広
い
世
界
に
翼
を
広
げ
る
上
で
必
要
と
な
る 

太
い
幹
を
育
て
、
揺
る
ぎ
な
い
自
信
に
繋
が
っ
て
行
く
だ
ろ
う
か
ら
。 

唯
一
無
二
の
文
化
を
豊
か
に
持
つ
日
本
。 

そ
の
思
想
や
表
現
が
、
限
り
な
い
領
域
で 

世
界
貢
献
と
な
る
日
を 

子
供
達
が
切
り
拓
い
て
行
く
の
だ
。 

日
本
は
極
め
て
重
要
な
世
界
の
一
員
。 

そ
の
国
を
代
表
す
る
一
人
と
し
て 

幼
心
に
身
に
つ
け
た
こ
の
基
礎
を 

大
い
に
生
か
し
て
ほ
し
い
。 

そ
の
時
が
い
つ
か
必
ず
来
る
事
を
心
か
ら
願
う
。 



こ
れ
が
︑
マ
リ
ア
ズ
の
暦
﹁
園
暦
﹂
だ
ね
︒�

み
ん
な
︑
こ
の
カ
レ
ン
ダ
ồ
に
沿
ỳ
て
︑
春
夏
秋
冬
を
園
で

過
ご
し
育
ỳ
た
ね
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
暦
の
成
り
⽴
ち
を�

今
⼀
度
さ
ら
ỳ
て
い
く
か
ら
︑
思
い
出
し
て
み
て
ね
︒

園
暦

マ
リ
ア
ズ
の
「
園
暦
」
を
ご
覧
に
な
る
に
あ
た
り
、
二
十
四
節
気
及
び
八
節

を
整
理
し
ま
す
と
、
暦
の
細
部
が
結
び
つ
き
、
全
体
が
す
っ
き
り
と
整
合
さ

れ
、
ご
理
解
が
容
易
に
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
卒

園
生
（
小
学
生
）
に
園
生
活
を
思
い
出
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
と
い
っ
た
想

定
で
園
暦
の
説
明
を
進
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

春
夏秋

⽴夏⽴冬

⽴春

冬

端午会

重陽鱳会

⽴春鱳会

上⺒鱳会

Easter

七⼣会

敬⽼鱳会

Halloween

Christmas

⽴秋

　 新�
���年�
 の�
�正式   
 ご�
 挨�
 拶

皆の梅の会

新嘗のまつり

神嘗のまつり

としごい（祈年）の会

M A R I A’ S   B A B I E S   S O C I E T Y 

 



日
本
の
四
季

春
夏秋

冬

⽇
本
に
は
四
つ
の
季
節
が
あ
る
︒
こ
れ
は
み
ん
な
知
ỳ
て
い
る
ね
︒�

園
の
⾏
事
の
間
を
縫
う
よ
う
に
︑
⼗
五
⽇
お
き
に
⼆
⼗
四
節
気
が
巡
ỳ
て
く
る
︒

こ
の
⼆
⼗
四
節
気
の
⽂
⾔
を
︑
卒
園
⽣
が
⽑
筆
で
書
い
て
く
れ
た
︒�

こ
れ
は
園
の
万
年
カ
レ
ン
ダ
ồ
で
︑
未
来
永
劫
︑
⼗
五
⽇
お
き
に
節
気
を
⼊
れ
変

え
て
い
く
︒
そ
れ
が
園
の
⽇
常
だ
ỳ
た
ね
︒



春

夏秋
立夏立冬

立春

冬

立秋

春分

夏至

冬至

秋分

⼋
節
 
 

は
っ
　
　
せ
つ 

八
節 

毎
年
み
ん
な
が
楽
し
み
に
し
て
い
た
節
分
の
﹁
⾖
ま
き
﹂
︑
そ
の
翌
⽇
と
な
る

﹁
⽴
春
﹂
か
ら
︑
ぐ
る
ỳ
と
巡
ỳ
て
﹁
冬
⾄
﹂
ま
で
の
⼋
つ
の
節
⽬
︑
そ
れ
が
︑

⽴
春
︑
春
分
︑
⽴
夏
︑
夏
⾄
︑
⽴
秋
︑
秋
分
︑
⽴
冬
︑
冬
⾄
︑
だ
ỳ
た
ね
︒
み

ん
な
其
々
の
節
が
ど
の
様
な
⽇
だ
ỳ
た
か
覚
え
て
い
る
か
な
︑
そ
れ
で
は
︑
こ

れ
か
ら
お
さ
ら
い
を
し
よ
う
︒



春
夏秋

⽴夏⽴冬

⽴春

冬

⽴秋

四
⽴

し
　
　
り
ゅ
う

季
節
の
始
ま
り
は
必
ず
﹁
⽴
つ
﹂
が
︑
季
節
名
の
頭
に
つ
く
︒�

そ
こ
で
︑
⽴
春
︑
⽴
夏
︑
⽴
秋
︑
そ
し
て
⽴
冬
︑
と
な
る
︒�

こ
の
季
節
の
始
ま
り
を
表
す
⽇
を
﹁
四
⽴
﹂
︑
﹁
し
り
ỵ
う
﹂
と
⾔
い
表
す
︒
 �

⽴
春
の
頃
は
ま
だ
コ
ồ
ト
が
い
る
け
ど
︑
ど
こ
か
ら
か
梅
の
⾹
り
が
す
る
︒�

⽴
夏
は
四
⽉
が
終
わ
ỳ
た
ら
す
ぐ
︒
⽴
秋
な
ん
て
︑
⼋
⽉
に
く
る
ん
だ
よ
︒�

そ
し
て
お
正
⽉
は
⽴
冬
と
⽴
春
の
間
に
来
る
ん
だ
ね
︒



　
に
　
　
し 

⼆
⾄

「
夏
⾄
﹂
こ
の
⾔
葉
︑
覚
え
て
い
る
か
な
？
 
こ
の
⽇
は
︑
⼀
年
中
で�

⼀
番
⻑
く
遊
べ
る
⽇
︒
そ
し
て
明
る
い
時
間
が
︑
こ
の
⽇
か
ら
短
く
な
る
︒

冬
⾄
は
だ
い
た
い
︑
冬
休
み
に
来
る
ね
︑
五
時
く
ら
い
に
は
外
は
真
ỳ
暗
︒

で
も
こ
の
⽇
を
境
に
⽇
が
ど
ん
ど
ん
⻑
く
な
ỳ
て
い
く
ね
︒

春
夏秋

夏至

冬

冬至



春
夏秋

冬

春分

秋分

⼆
分

　
に
　
ぶ
ん 

　 春
分
も
秋
分
も
︑
昼
と
夜
の
⻑
さ
が
同
じ
︒
家
族
で
お
墓
参
り
に
⾏
ỳ
て�

お
は
ぎ
を
⾷
べ
た
り
︑
そ
ん
な
事
な
か
ỳ
た
か
な
︒



⼆
⾄
⼆
分

　
に
　
　
し
　
　
に
　  

ぶ
ん 

春

夏秋
⽴夏⽴冬

⽴春

冬

⽴秋

⼆
⾄
と
⼆
分
を
合
わ
せ
て
︑
⼆
⾄
⼆
分
と
い
う
︒
四
つ
の
季
節
の
真
ん
中

に
来
て
︑
昼
と
夜
の
⻑
さ
が
同
じ
に
な
ỳ
た
り
︑
⽇
の
出
か
ら
⽇
の
⼊
り�

ま
で
の
時
間
が
最
も
⻑
か
ỳ
た
り
︑
短
か
ỳ
た
り
す
る
︑
特
別
な
四
⽇
だ

ね
。

春分

夏至秋分

冬至



立春

立秋

春

夏秋
立夏立冬

冬

春分

夏至

冬至

秋分

二
至
二
分
　
四
立 

　
に
　
し
　
　
に
　
ぶ
ん
　
　
　
　
し
　
り
ゅ
う

﹁
⼆
⾄
⼆
分
﹂
と
︑
⽴
春
︑
⽴
夏
︑
⽴
秋
︑
⽴
冬
の
﹁
四
⽴
﹂
を
あ
わ

せ
る
と
︑
⼀
番
最
初
に
説
明
し
た
﹁
⼋
節
﹂
が
成
り
⽴
つ
︒
こ
の
⼋
つ

の
節
気
に
残
り
の
︑
⼗
六
節
気
が
加
わ
る
と
次
の
⼆
⼗
四
節
気
が
全
部

そ
ろ
う
ね
︒�

八
節 



二
十
四
節
気 

そ
し
て
、
や
っ
と
の
事
で
・
・
・
・

⼆
⼗
四
節
気
が
出
揃
う
と
︑
こ
ん
な
感
じ
に
な
る
︒
バ
ラ
ン
ス
が
よ

く
︑
と
て
も
綺
麗
じ
Ỵ
な
い
か
な
︒
時
計
の
数
字
の
様
に
︑
意
味
を
持

た
な
い
﹁
記
号
﹂
で
は
な
く
て
︑
﹁
⾔
葉
﹂
で
⼤
⾃
然
を
表
し
て
い
る
︒

漢
字
は
今
で
は
世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
と
⾔
わ
れ
る
﹁
表
意
⽂
字
﹂
だ
か

ら
︑
⼀
⽬
で
季
節
の
情
景
が
浮
か
ぶ
よ
ね
︒
ま
る
で
⼀
幅
の
絵
の
様
に

感
じ
ら
れ
る
け
ど
︑
あ
な
た
は
ど
う
思
う
？



二
十
四
節
気
と
園
暦
 
 
 
 

⼗
五
⽇
ご
と
に
次
々
と
節
気
は
巡
る
︒
節
気
の
流
れ
と
共
に
︑
園
の
主
要

⾏
事
は
⾏
わ
れ
る
︒
⼀
度
学
ん
だ
事
を
︑
翌
年
の
同
じ
頃
︑
更
に
理
解
や

経
験
を
⾼
め
て
い
く
︒
そ
の
積
み
重
ね
が
︑
皆
の
体
の
奥
深
く
に
染
み
込

ん
で
⾏
く
︒
⼩
さ
い
時
か
ら
肌
感
覚
で
︑
し
ỳ
か
り
と
⽂
化
を
⾝
に
つ
け

る
こ
と
を
︑
地
に
⾜
を
つ
け
て
⽣
き
る
︑
ỳ
て
い
う
ん
だ
︒
み
ん
な
が
⼤

き
く
な
ỳ
た
時
に
︑
は
ỳ
き
り
違
い
が
出
る
︑
な
に
よ
り
豊
か
な
⼈
⽣
が

送
れ
る
よ
︒



マ
リ
ア
ズ
で
は
︑
ひ
な
祭
り
が
﹁
上
⺒
﹂
︵
じ
Ỷ
う
み
・
じ
Ỷ
う�

し
︶
と
よ
ば
れ
て
い
た
り
︑
京
都
や
伊
勢
で
学
ば
せ
て
頂
い
た
り
︑

九
⽉
九
⽇
の
重
陽
の
会
の
⾒
事
な
﹁
鋏
菊
﹂
を
鑑
賞
し
た
り
︑
多
く

の
忘
れ
が
た
い
経
験
が
あ
ỳ
た
ね
︒�

サ
マ
ồ
ス
ク
ồ
ル
の� Beautiful TO

H
O

K
U
�

や
︑
神
嘗
祭
︑
新
嘗
祭

で
は
︑
﹁
⾷
べ
る
こ
と
は
⽣
き
る
こ
と
﹂
の
学
び
を
通
じ
て
︑
⼤
⾃

然
の
恵
み
へ
の
感
謝
を
⾚
ち
Ỵ
ん
か
ら
卒
園
⽣
み
ん
な
で
習
ỳ
た
︒

更
に
は
復
活
祭
や
降
誕
祭
︑
⽇
本
以
外
の
国
が
⼤
切
に
し
て
い
る
考

え
を
学
ん
だ
事
も
楽
し
か
ỳ
た
ね
︒
そ
こ
に
は
歌
が
あ
り
︑
⾳
楽
が

あ
り
︑
美
術
が
あ
り
︑
神
話
や
聖
書
も
あ
り
︑
本
当
に
あ
ỳ
と
い
う

間
に
園
で
の
⼀
年
が
過
ぎ
た
ね
︒�



こ
う
い
ỳ
た
事
︑
⼩
学
校
で
は
あ
ま
り
教
わ
ら
な
い
内
容
か
も

し
れ
な
い
か
ら
︑
時
間
が
あ
ỳ
た
ら
み
ん
な
の
園
に
も
ど
ỳ
て

い
ら
ỳ
し
Ỵ
い
︒
そ
こ
で
ま
た
思
い
出
し
て
︑
⾃
分
の
⼒
で
整

理
し
て
ご
ら
ん
︒
き
ỳ
と
⼩
さ
い
時
の
思
い
出
が
す
ồ
ỳ
と

蘇
ỳ
て
き
て
︑
⾊
々
な
も
の
が
繋
が
ỳ
て
く
る
よ
︒�



そ
し
て
︑
ど
う
か
あ
な
た
⽅
が
将
来
外
国
に
⾏
ỳ
て
︑
⽇
本
の

事
を
き
か
れ
た
ら
︑
知
り
ま
せ
ん
︑
で
は
な
く
答
え
ら
れ
る
よ

う
に
ち
Ỵ
ん
と
学
び
続
け
て
欲
し
い
︒
た
だ
︑
﹁
知
識
﹂
⾃
体

は
︑
誰
か
が
考
え
て
⽤
意
し
て
く
れ
た
事
︑
⼤
事
な
の
は
︑
そ

こ
か
ら
だ
か
ら
︒
⾃
分
た
ち
の
知
識
と
他
の
国
の
知
識
が
出
会

い
︑
交
わ
り
重
な
ろ
う
と
す
る
と
︑
い
ろ
い
ろ
な
問
い
が
⽣
ま

れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
異
な
る
ふ
た
つ
に
お
い
て
︑
其
々
の
⽂
化

の
歴
史
を
深
く
追
ỳ
て
い
く
と
︑
﹁
優
れ
た
問
い
﹂
が
み
つ
か

る
︒
⼈
の
話
を
よ
く
聞
き
︑
共
に
推
論
し
て
考
え
︑
答
え
ら
し

き
も
の
を
⾟
抱
強
く
求
め
る
︑
多
分
そ
れ
が
︑
あ
な
た
が
外
国

に
⾏
く
本
当
の
⽬
的
︒
そ
れ
に
は
知
識
も
あ
る
程
度
必
要
︑

だ
ỳ
て
そ
れ
が
な
い
と
︑
最
低
限
の
質
問
に
も
こ
た
え
ら
れ
な

い
し
﹁
ま
と
も
な
問
い
﹂
さ
え
湧
い
て
こ
な
い
︑
⾔
ỳ
て
る

事
︑
分
か
る
で
し
Ỷ
う
︒�



今
︑
み
ん
な
で
︑
令
和
版
・
最
新
⼆
⼗
四
節
気
を
考
案
し
て
い
る
︒

﹁
今
の
気
候
﹂
に
あ
ỳ
た
︑
新
し
い
⼆
⼗
四
節
気
を
⼦
供
達
の
⼒
で

創
り
な
お
そ
う
と
し
始
め
て
い
る
︒
も
し
か
し
た
ら
節
気
が
⼆
⼗
四

に
⾄
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
︑
﹁
⻤
の
観
察
眼
﹂
を
⼤
⾃
然
に
向
け

た
ら
︑
実
は
も
ỳ
と
節
気
数
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
温
暖
化
が

進
み
︑
⽇
本
か
ら
春
と
秋
が
失
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
危
惧
さ
れ
︑

現
存
の
⼆
⼗
四
節
気
が
過
去
の
美
談
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
︑
余
計
に

過
去
と
現
在
を
直
視
し
︑
こ
の
時
代
の
レ
ガ
シ
ồ
を
し
ỳ
か
り
と
⼼

に
留
め
︑
理
解
し
︑
残
し
て
伝
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
興

味
の
あ
る
⼈
は
⼀
緒
に
考
え
よ
う
！
 
綺
麗
好
の
最
後
の
コ
ン
タ
ク

ト
に
興
味
と
意
欲
を
知
ら
せ
て
ね
︒



最
後
ま
で
の
ご
視
聴
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

卒
園
生
達
に
む
け
た
暦
の
復
習
が
、
園
暦
の
ご
理
解
へ
の
一
助
に

な
り
ま
し
た
ら
幸
い
に
思
い
ま
す
。 

私
た
ち
大
人
も
子
ど
も
達
と
共
に
学
び
、
共
に
成
長
す
る
事
が
、

明
日
へ
の
希
望
の
確
か
な
一
歩
で
あ
る
と 

マ
リ
ア
ズ 

ベ
ビ
ー
ズ 

ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。 



汝 

自 
当 
知



マ
リ
ア
ズ 

ベ
ビ
ー
ズ 

ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
の
日
々
は 

園
を
羽
ば
た
い
た
後 

ゆ
っ
く
り
と 

時
間
を
か
け 

熟
成
さ
せ
て
行
く 

人
格
の
基
礎
を 

子
の
内
に
し
っ
か
り
と
築
き
ま
す
。 
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