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イラスト◎末続あけみ

　
東
洋
医
学
で
は
、「
心
的
ス
ト
レ
ス
」

や
暴
飲
暴
食
・
不
規
則
な
生
活
と
い
っ

た
「
不
摂
生
」
で
体
内
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
た
と
こ
ろ
に
、「
気
象
（
気
圧
・
気
温
）

の
変
化
」 

が
加
わ
る
こ
と
で
、
病
が
発
生

す
る
と
考
え
ま
す
。

　
冬
の
到
来
を
目
前
に
し
て
一
気
に
気
温

が
下
が
る
晩
秋
に
よ
く
耳
に
す
る
の
が
、

「
前
線
を
伴
っ
た
低
気
圧
が
通
過
し
、
急

激
に
冷
え
込
む
で
し
ょ
う
」
な
ど
の
気
象

情
報
。
例
え
ば
、
よ
く
耳
に
す
る
「
ひ
と

雨
ご
と
に
秋
が
深
ま
る
」
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
低
気
圧
通
過
の
時
に

も
た
ら
さ
れ
る
雨
の
こ
と
。
こ
れ
は
、
同

時
に
風
邪
の
シ
ー
ズ
ン
の
到
来
も
意
味
し

ま
す
。
風
邪
は
東
洋
医
学
で
は
「
寒
さ
に

よ
っ
て
体
が
傷
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
と
考

え
ま
す
。

晩
秋
の
冷
え
込
み
時
か
ら
風
邪
予
防

気
象
情
報
を
合
図
に

風
邪・
肌
の
乾
燥
予
防
ス
タ
ー
ト
！

冬
の
気
象
フ
レ
ー
ズ
が
、風
邪
や
肌
の
乾
燥
予
防
開
始
の
合
図
と
な
る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
。

東
洋
医
学
で
実
証
さ
れ
て
い
る
簡
単
な
対
処
方
法
と
あ
わ
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

豊
か
な
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
取
材
協
力
／
鍼
灸
師 

若
林
理
砂
さ
ん

　　
そ
う
い
っ
た
体
の
ダ
メ
ー
ジ
を
回
避
す

る
た
め
に
お
す
す
め
し
た
い
の
が
、
手
軽

に
で
き
、
温
か
い
刺
激
が
心
地
よ
い
「
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
温
灸
」
と
漢
方
薬
「
葛か

っ

根こ
ん

湯と
う

」
を
組
み
合
わ
せ
た
風
邪
の
予
防
対
策
。

　
や
り
方
は
い
た
っ
て
簡
単
。
下
の
図
の

よ
う
に
自
宅
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
お
湯
を

入
れ
て
も
、
温
度
は
少
々
低
め
で
す
が
自

動
販
売
機
や
コ
ン
ビ
ニ
で
温
か
い
飲
み
物

を
購
入
し
て
も
す
ぐ
に
で
き
ま
す
。
原
理

は
、
熱
で
ツ
ボ
を
刺
激
す
る
お
灸
と
同
じ
。

液
体
の
熱
を
使
っ
て
ツ
ボ
に
刺
激
を
与
え

る
の
で
す
。
あ
て
る
個
所
は
、
外
か
ら
侵

入
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
の
原
因
か
ら
体

を
守
る
ツ
ボ
、大だ

い

椎つ
い

。こ
こ
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
を
押
し
あ
て
、
熱
さ
を
感
じ
た
ら
放
し
、

３
〜
5
回
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。

　
温
灸
後
は
、
温
か
い
飲
み
物
で
「
葛
根

湯
」
を
服
用
。「
葛
根
湯
」
は
風
邪
の
引

き
始
め
に
効
果
が
あ
る
の
で
す
。
本
来
、

漢
方
薬
は
白
湯
で
飲
む
も
の
で
す
が
、
茶

系
飲
料
や
甘
い
ミ
ル
ク
テ
ィ
ー
な
ど
で
服

薬
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
「
葛
根
湯
」
を
携

帯
し
、
風
邪
の
気
配
を
感
じ
た
ら
出
先
で

も
「
大
椎
へ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
温
灸
＋
葛

根
湯
」
を
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

 

「
大
気
の
乾
燥
が
進
ん
で
い
ま
す
。
火
の

元
に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」
と
聞

く
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
冬
も
本
番
。
大
気

の
乾
燥
は
、
人
体
最
大
の
臓
器
「
皮
膚
」

の
水
分
量
を
低
下
さ
せ
、
唇
の
ひ
び
割
れ
、

肘
・
膝
の
粉
ふ
き
、
指
先
の
あ
か
ぎ
れ
と

い
っ
た
肌
ト
ラ
ブ
ル
を
招
き
ま
す
。

　
こ
の
時
期
、
見
直
し
た
い
の
が
入
浴

方
法
。
石
鹸
で
洗
う
の
は
、脇
の
下
、毛
髪
、

耳
の
裏
、足
の
裏
、
足
指
の
間
な
ど
に
留

め
ま
す
。
そ
の
方
法
も
、
皮
膚
を
傷
つ
け

な
い
よ
う
に
石
鹸
を
泡
立
て
泡
を
転
が
す

よ
う
に
し
、
そ
れ
以
外
の
皮
膚
は
お
湯
で

洗
い
流
す
だ
け
に
す
る
の
で
す
。
汗
で
皮

脂
の
分
泌
が
活
発
に
な
る
夏
と
は
異
な
り
、

こ
の
時
期
は
皮
膚
表
面
の
保
水
量
を
減
ら

し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
す
。

　
入
浴
直
後
に
は
保
湿
剤
を
た
っ
ぷ
り
塗

っ
て
、
皮
膚
の
再
生
を
促
し
、
冬
の
乾
燥

を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。

ペットボトル温灸
❶���キャップがオレンジ色の
「ホット専用」のペットボ
トルで、280ml入りなど小
さめのものを用意。

❷���まずは、水道水を１/３入れ、
その後に沸騰直前のお湯
を２/３入れる。

❸��大椎に、ペットボトルを３
～５秒押し当てる。

❹�熱さを感じたら、離す。
❺�③、④を３～５回繰り返す。

乾
燥
期
に
皮
膚
の
水
分
量
の
保
持
を

温
灸
＋
葛
根
湯
が
効
果
的

大椎
（首を前に倒して、
一番大きくでる骨
の突起のあたり）

お湯 
2/3

水 
1/3
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参考資料／宮本常一著『日本の人生行事』、谷口貢・板橋春夫編著『日本人の一生〜通過儀礼の民俗学』

　
11
月
22
日
の
成
年
式
に
は
、
国
民
服

や
も
ん
ぺ
姿
の
若
者
約
１
０
０
人
が
来

場
。
町
長
や
来
賓
か
ら
の
激
励
の
言
葉

に
、
成
年
た
ち
も
誓
い
の
言
葉
で
応
え
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
催
し
は
多
く
の

自
治
体
や
国
か
ら
の
注
目
を
集
め
、
昭
和

23
（
１
９
４
８
）
年
に
は
国
民
の
祝
日
と

し
て
１
月
15
日
が
成
人
の
日
と
定
め
ら
れ

た
の
で
す（
現
在
は
１
月
の
第
２
月
曜
日
）。

　
現
在
、
多
く
の
自
治
体
の
会
館
や
ホ
ー

ル
で
は
式
典
が
行
わ
れ
、
華
や
か
な
振
袖

姿
の
女
性
や
、
ス
ー
ツ
・
羽
織
袴
に
身
を

包
ん
だ
男
性
で
賑
わ
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
中
止
、

ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
な
ど
に
切
り
替

え
る
地
域
も
あ
り
ま
す
が
、
一
生
に
一
度

の
成
人
式
で
す
か
ら
、
晴
れ
着
の
写
真
を

撮
る
な
ど
、
将
来
に
向
け
た
記
念
を
残
し

た
い
も
の
で
す
。

人がこの世に
生を享けてから

亡くなるまでの通過儀礼を
取り上げていきます。

　
成
人
式
の
前
身
は
、
か
つ
て
数
え
年
12

〜
16
歳
の
男
子
に
行
っ
て
い
た
「
元
服
」。

奈
良
時
代
以
降
、
成
人
に
な
っ
た
こ
と
を

祝
う
た
め
に
公
家
や
武
家
で
広
く
行
わ
れ

た
儀
式
で
す
。
冠
ま
た
は
烏え

帽ぼ

子し

を
頭
に

載
せ
て
も
ら
い
、
衣
装
も
成
人
の
服
装
を

着
用
し
ま
し
た
。
元
服
を
機
に
、
名
前
も

〜
右
衛
門
、
〜
左
衛
門
、
〜
兵
衛
、
〜
進
、

〜
介
な
ど
が
つ
く
も
の
に
改
め
ら
れ
て
一

人
前
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、
庶
民
の
間
で
は
、
前
髪
落
と
し

や
初
褌
な
ど
髪
型
・
衣
装
を
変
え
る
、
高

山
へ
登
っ
て
山
頂
の
神
社
に
参
拝
す
る
、

若
衆
組
・
若
衆
宿
（
女
子
は
娘
組
）
へ
の

加
入
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

形
の
儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。
一
人
前
の
労

働
資
格
を
得
ら
れ
た
証
と
し
て
、
4
斗
俵

を
背
負
う
こ
と
が
で
き
る
、
三
本
鍬
で
田

を
１
反
鋤す

く
こ
と
が
で
き
る
、
1
日
に
６

〜
７
把
の
縄
を
綯な

え
る
、
な
ど
の
基
準
も

存
在
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
女
性
に
特
有
の
も
の
と
し
て
、

初
潮
が
き
た
ら
子
ど
も
を
産
め
る
年
齢
に

な
っ
た
（
＝
一
人
前
の
女
性
に
な
っ
た
）

と
、
赤
飯
を
炊
い
て
お
祝
い
を
す
る
こ
と

が
昭
和
時
代
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
形
式
の
成
人
式
は
、

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
に
行
っ
た
埼
玉

県
蕨
町
（
当
時
）
の
「
成
年
式
」
が
先
駆

け
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
敗
戦
に
よ
る
混
乱

と
虚
脱
感
に
よ
り
、
日
本
人
の
誰
も
が
明

る
い
未
来
を
描
け
な
い
で
い
た
時
代
に
、

蕨
町
青
年
団
が
中
心
と
な
り
、
若
い
世
代

を
勇
気
づ
け
励
ま
そ
う
と
行
わ
れ
た
「
青

年
祭
」
の
幕
開
け
の
儀
式
で
し
た
。

本
邦
初
の
成
人
式
は

埼
玉
県
蕨
市
で

古式豊かな「加冠の儀」

日本日本のの儀礼儀礼
成人式

子ども時代の髪型を改め、烏
え

帽
ぼ

子
し

親（擬制的親子関係を結んだ
親、多くは主従関係のもとで選
ばれる）から冠または烏帽子を
頭に載せてもらう儀式が「加冠」。
冠婚葬祭の「冠」は、ここから
きています。
近世では月

さか

代
やき

を剃るだけに省略
されたそうですが、古式豊かな
式を行い、成人を祝う団体もあ
ります。

大
人
へ
の
階
段
の
第
一
段

成
人
式
の
前
身
は
「
元
服
」

昭和21年に行われた蕨町（当時）
の第１回成年式の様子

写真提供：弓馬術礼法小笠原教場

第74回蕨市成年式

第 回
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イラスト◎うかいえいこ

分
の
１
に
、
都
市
計
画
税
は
３
分
の
１
に

減
額
さ
れ
ま
す
。
２
０
０
㎡
を
超
え
た
住

宅
用
地
は
固
定
資
産
税
は
３
分
の
１
、
都

市
計
画
税
は
３
分
の
２
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
も
空
き
家
を
残
し
た
ま
ま
に
し
て
お

く
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
特

定
空
家
等
」
と
さ
れ
な
が
ら
勧
告
を
無
視

し
て
い
る
と
、
こ
の
減
免
制
度
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
、
結
果
的
に
固
定
資
産
税
の

負
担
額
が
増
え
る
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
空
き
家
で
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル

が
あ
っ
た
場
合
、
所
有
者
に
は
責
任
が
発

生
し
ま
す
。
例
え
ば
、
管
理
が
不
十
分
で

ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
突
然
倒
れ
て
通
行
人
に
傷

を
負
わ
せ
た
ら
、
民
法
上
の
工
作
物
の
設

置
瑕か

疵し

責
任
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
を
請

求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
、
空
き

家
の
ま
ま
所
有
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
が

ど
こ
ま
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
現
在
、
自
治
体
の
多
く
で
空
き
家

の
処
分
方
法
な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
一
度
相
談
し
て
み
る
の
も
一
案
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

空
き
家
が
増
え
て
社
会
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
、

事
故
が
あ
っ
た
場
合
は
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
り
す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　
家
を
相
続
し
て
も
、
売
却
も
解
体
も
せ

ず
、
毎
年
固
定
資
産
税
や
維
持
管
理
の
費

用
を
払
い
続
け
て
い
る
と
い
う
人
は
少
な

く
な
い
で
し
ょ
う
。
兄
弟
間
で
の
意
見
の

相
違
や
、
希
望
の
額
で
売
却
で
き
な
い
、

思
い
出
の
家
を
手
放
し
た
く
な
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
近
年
、
誰
も
住
ん
で
い
な
い
荒

れ
果
て
た
空
き
家
が
増
え
、
も
は
や
放
置

で
き
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
国
は

２
０
１
５
年
５
月
に
「
空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
施
行
し
ま

し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
そ
の
ま
ま
放
置

す
る
と
倒
壊
な
ど
著
し
く
保
安
上
危
険
で

あ
る
、
著
し
く
衛
生
上
有
害
で
あ
る
、
著

し
く
景
観
を
損
な
っ
て
い
る
な
ど
の
場
合

に
、
市
町
村
長
が
調
査
し
て
「
特
定
空
家

等
」
と
判
断
し
ま
す
。
こ
の
判
断
が
さ
れ

る
と
、
市
町
村
長
は
そ
の
所
有
者
に
対
し
、

指
導
・
助
言
、
勧
告
、
さ
ら
に
は
解
体
の

た
め
の
代
執
行
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
命

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

「
特
定
空
家
等
」
と
し
て
勧
告
さ
れ
る
と
、

空
き
家
に
か
か
る
敷
地
に
つ
い
て
、
固
定

資
産
税
の
住
宅
用
特
例
の
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
に
は
住
宅
用
地
に
限
っ
て

特
例
措
置
が
あ
り
、
２
０
０
㎡
以
下
の
住

宅
用
地
に
居
住
用
の
建
物
が
建
っ
て
い
る

場
合
、
固
定
資
産
税
は
更
地
の
状
態
の
6

父
が
一
人
で
住
ん
で
い
た
一
軒
家
を
相
続
。

空
き
家
に
し
て
お
く
と
、
ど
ん
な
問
題
が
？

Q

答
え
る
人
／
弁
護
士 

橫
幕
武
徳
さ
ん

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家
と
し
て
勧
告
さ
れ
る
と
、

固
定
資
産
税
の
減
免
制
度
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
。

A荒
れ
果
て
た
空
き
家
が
増
加

空
き
家
の
ま
ま
保
有
す
る
デ
メ
リ
ッ
ト

自治体主体の「空き家バンク」

　空き家バンクとは、自治体が主
体となり空き家の物件情報を提供す
る仕組みです。物件の登録方法は
自治体により異なりますが、まずは
自治体に申し込み、担当職員による
実地調査を経て、修繕箇所、賃料、
売り値などについて宅建業者も交え
て協議し、ホームページ等に掲載と
なります。掲載料は原則無料です。
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