
よ
ろ
ず
は

月
を
愛
で
る
風
習

め

今
年
の
「

中

秋

の

名

月

」
（

十

五
夜
）
は
、
九
月
二
十
七
日
に
あ

ち
ゆ
う
し
ゆ
う

め
い

げ
つ

じ
ゆ
う

ご

や

た

り

ま

す

。

旧

暦

で

は

七

月

～

九

月

を

「

秋

」

と

定

め

て

お
り

、

ち

ょ

う

ど

真

ん

中

に

あ

た

る

の

が

「

八

月

十

五

日

」

で

あ

る

こ

と

か

ら

「

中

秋
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

旧

暦
（

太

陰

太

陽

暦

）
と
は

、
明
治
五

年
（
一
八

七
二
）
ま

で
使
用

た
い

い
ん

た
い

よ
う

れ
き

さ

れ

て

い

た

、

月

の

満

ち

欠

け

を

主

な

基

準

と

し

た

暦

の

こ
と

で

す

。

新

月

の

日

を
月

の

始

ま
り

（

月

立
ち

＝

一

日

）
と

し

、

満
月

の

十

五
日

つ
い
た
ち

を

ピ

ー

ク

に

再

び

新

月

に

戻

る

、

と

い

う

月

の

満

ち

欠

け

の

一

サ

イ

ク

ル

を

一

か

月

と

し

ま

し

た

。

一

か

月

は

二

十

九

日

か

三

十

日

、

一

年

は

三
百
五
十
四
日
に
な
る
計
算
で
、
五
年
に
二
度
ほ
ど

閏

月

を
も
う
け
て

う
る
う
づ
き

地
球
の
自
転

周

期
に
あ
わ
せ
て
調
整
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

じ

て
ん
し
ゆ
う

き

少

な

く

と

も

江

戸

時

代

中

頃

の

文

献

に

は

、

月

に

お

供

え

物

を

す

る

現

代

の

「

お

月

見

」

に

通

じ

る

風

習

が

登

場

し

ま

す

が

、

古

く

は

た

だ

月

を

観

る

風

雅

な

集

い
だ

っ

た

と
い

わ
れ

ま

す

。
こ

の

歌

に
詠

ま

れ
て

ふ
う

が

つ
ど

い

る

の

が

「

中

秋

の

名

月

」

か

ど

う

か

は

わ

か

り

ま

せ

ん
が

、

古

代

の

宮

廷
人
た
ち
も
月
を
見
て
愛
で
て
い
た
よ
う
で
す
。
【
万
葉
古
代
学
係
】

き
ゆ
う
て
い

万
葉
文
化
館

お
す
す
め
万
葉
歌

も
も
し
き
の

大
宮
人
の

お

ほ

み

や

び

と

退
り
出
て

ま

か

で

遊
ぶ
今
夜
の

あ

そ

こ

よ

ひ

月
の
清
け
さ

さ

や

万
葉
集

巻
七
―
一
〇
七
六

作
者
未
詳

【
意
訳
】

も
も
し
き
の
大
宮
人
が
宮
中
か
ら
退
出
し
て
歓
を
尽
く
す

今
夜
の
月
が
、
清
ら
か
な
こ
と
だ
。

平
成
二
七
年九

月
号

タ
イ
ト
ル
の
「
よ
ろ
ず
は
」
は
、
「
万
葉
」
を
訓
読
み

し
た
も
の
で
す


