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は
じ
め
に

江
戸
は
慶
応
年
間
の
創
業
か
ら
約
1
5
0
年
、

ご
く
ら
く
や
佛
檀
店
で
は
、

い
つ
の
世
も
変
わ
ら
ず
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
客
様
と
の
安
心
と
信
頼
に
満
ち
た
つ
な
が
り
、

も
の
づ
く
り
に
対
す
る
あ
く
な
き
情
熱
、

そ
し
て
、
時
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
心
の
継
承
で
す
。

私
た
ち
の
気
持
ち
を
少
し
で
も
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
│

そ
ん
な
願
い
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
数
々
の
シ
リ
ー
ズ
広
告
で
し
た
。

2
0
0
9
年
9
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
安
心
を
贈
る　

信
頼
に
応
え
る
」
は
、

弊
社
社
員
と
お
客
様
と
の
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
た
も
の
。

「
思
い
を
か
た
ち
に
」
で
は
、

匠
の
技
と
も
の
づ
く
り
の
心
が
出
合
っ
て
誕
生
し
た
作
品
を
発
信
し
ま
し
た
。

日
本
に
伝
わ
る
四
季
折
々
の
伝
統
行
事
や
風
習
を
、

食
や
地
域
を
切
り
口
に
紹
介
し
た
の
が
「
伝
え
た
い
日
本
の
心
」
で
す
。

時
は
移
ろ
い
、
世
の
中
は
変
化
し
て
い
き
ま
す
が
、

ご
く
ら
く
や
佛
檀
店
は
大
切
に
し
て
き
た
も
の
を
守
り
、
伝
え
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
な
く
│
。

安
心
を
贈
る　

信
頼
に
応
え
る

8



安心を贈る 信頼に応える… ①

一
枚
の
名
刺
。

そ
の
ご
婦
人
W
様
と

営
業
担
当
の
A
と
の
お
つ
き
あ
い
は
、

亡
き
ご
主
人
様
の
お
位
牌
を

購
入
し
て
い
た
だ
い
た
の
が

き
っ
か
け
で
始
ま
り
ま
し
た
。

お
仏
壇
の
修
復
の
こ
と
、
仏
具
の
こ
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
承
る
う
ち
に
心
打
ち
解
け
、

い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
ご
家
族
か
ら
A
に

「
母
が
亡
く
な
り
ま
し
た
」
と
電
話
が
入
り
ま
す
。

急
い
で
伺
う
と
、
仏
壇
の
お
位
牌
の
下
に
、

そ
っ
と
A
の
名
刺
が
置
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

『
私
に
も
し
も
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

彼
に
連
絡
を
し
て
ほ
し
い
』
、

そ
ん
な
W
様
の
ご
遺
志
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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安心を贈る 信頼に応える… ②

形
見
の
数
珠
。

「
母
の
形
見
の
数
珠
を

娘
の
た
め
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
い
の
で
す
が
、

可
能
で
し
ょ
う
か
」
。

K
様
が
持
っ
て
こ
ら
れ
た
桐
の
箱
を
開
け
る
と
、

艶
や
か
な
輝
き
を
放
つ
赤
珊
瑚
の
玉
に

渋
み
の
あ
る
古
代
紫
の
房
。

販
売
担
当
の
B
に
は
、

一
目
で
上
質
の
お
数
珠
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

「
こ
れ
は
、
と
て
も
良
い
玉
で
す
よ
。

房
を
若
い
方
に
合
う
も
の
に
し
て
は
い
か
が
で
す
か
」
。

淡
い
ピ
ン
ク
色
の
頭
付
き
房
を
お
選
び
し
て

付
け
替
え
た
と
こ
ろ
、

上
品
か
つ
可
憐
で
清
楚
な
雰
囲
気
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

お
祖
母
様
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た
そ
の
お
数
珠
と
と
も
に
、

お
嬢
様
は
ま
も
な
く
、

他
県
へ
と
嫁
い
で
い
か
れ
た
そ
う
で
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ③

リ
フ
ォ
ー
ム
。

Y
家
の
お
仏
壇
は
、

先
々
代
の
時
に
購
入
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

朝
に
夕
に
、
ご
先
祖
さ
ま
を
供
養
し
て
50
年
、

扉
は
閉
ま
り
に
く
く
な
り
、

金
箔
や
塗
り
も
は
が
れ
て
き
ま
し
た
。

「
こ
の
際
、
新
し
い
仏
壇
を
」
と

来
店
さ
れ
た
ご
主
人
様
に
、

応
対
し
た
C
は
修
理
修
復
を
お
勧
め
し
ま
し
た
。

「
こ
の
お
仏
壇
は
、
お
じ
い
さ
ま
と
お
ば
あ
さ
ま
が
、

苦
労
し
て
買
わ
れ
た
も
の
。

リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
大
切
に
受
け
継
い
で
い
か
れ
て
は

ど
う
で
す
か
」
と
。

職
人
の
技
に
よ
り
輝
き
を
取
り
戻
し
た
お
仏
壇
が

帰
っ
て
き
た
の
は
、
約
3
ヵ
月
後
。

待
ち
か
ね
た
よ
う
に

手
を
合
わ
せ
る
ご
家
族
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

1415



安心を贈る 信頼に応える… ④

新
し
く
て
古
い
仏
壇
。

O
様
の
お
宅
は
、
こ
の
辺
り
で
も
珍
し
い

築
80
年
以
上
の
立
派
な
お
屋
敷
で
し
た
。

し
か
し
、
老
朽
化
で
取
り
壊
し
が
決
ま
り
、

こ
れ
を
機
会
に
ご
長
男
一
家
の
い
る
他
県
で

二
世
帯
住
宅
を
建
て
て
住
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

ど
こ
と
な
く
寂
し
そ
う
な
ご
様
子
の
O
様
。

新
し
い
家
の
お
仏
壇
に
つ
い
て

相
談
を
承
っ
た
営
業
担
当
の
D
は
、

「
古
い
家
の
部
材
の
一
部
を
使
っ
て

お
仏
壇
を
つ
く
ら
れ
て
は
」
と
提
案
し
ま
し
た
。

お
預
か
り
し
た
の
は
、
黒
光
り
の
す
る

松
の
一
枚
板
の
引
き
戸
。

職
人
の
手
で
真
っ
さ
ら
な
白
木
の
板
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

お
仏
壇
の
各
所
に
配
さ
れ
ま
し
た
。

ご
家
族
の
歴
史
や
思
い
出
は
、
こ
の
新
し
く
て
古
い
仏
壇
に

し
っ
か
り
と
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ⑤

ま
た
１
カ
月
後
に
。

き
ょ
う
は
1
日
。
月
に
一
度
、

Ｓ
様
ご
夫
妻
が
お
見
え
に
な
る
日
で
す
。

小
学
生
だ
っ
た
お
子
様
を
亡
く
さ
れ
、

失
意
の
中
、
お
仏
壇
を
購
入
す
る
た
め
に

来
店
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。

あ
れ
か
ら
20
年
、
市
外
へ
越
さ
れ
て
か
ら
も
、

必
ず
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お
線
香
を
買
い
に
来
ら
れ
ま
す
。

お
手
に
取
ら
れ
る
の
は
い
つ
も
、

甘
く
さ
わ
や
か
な
香
り
の
白
檀
。

「
毎
日
お
線
香
を
た
て
て
、

手
を
合
わ
せ
る
こ
と
く
ら
い
し
か

し
て
や
れ
な
い
の
で
…
」
と
、

寄
り
添
い
帰
っ
て
い
か
れ
る
お
背
中
に
、

販
売
担
当
の
Ｅ
は
、
「
ま
た
１
カ
月
後
に
」
と

心
の
中
で
声
を
か
け
る
の
で
し
た
。

1
日
、
そ
れ
は
お
子
様
の
月
命
日
で
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ⑥

居
間
で
の
日
課

古
く
か
ら
の
お
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
一
角
に
、

ま
っ
白
な
洋
風
の
家
が
あ
り
ま
す
。

Ｎ
様
の
お
宅
で
す
。

仕
事
一
筋
に
定
年
を
迎
え
、

こ
れ
か
ら
夫
婦
の
時
間
を
、

と
い
う
と
き
に
奥
様
を
亡
く
さ
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
家
に
違
和
感
な
く
溶
け
込
む

仏
壇
は
あ
り
ま
す
か
」
。

相
談
を
受
け
た
営
業
担
当
の
Ｆ
は
、

象
嵌
の
入
っ
た
イ
タ
リ
ア
製
の

現
代
仏
壇
を
お
薦
め
し
ま
し
た
。

自
ら
丹
精
込
め
て
育
て
た
美
し
い
花
や

新
鮮
な
野
菜
を
た
っ
ぷ
り
と
お
供
え
し
、

「
お
は
よ
う
」
と
手
を
合
わ
さ
れ
る
Ｎ
様
。

リ
ビ
ン
グ
に
な
じ
む
白
い
お
仏
壇
の
前
で
、

毎
朝
、
ご
夫
婦
水
入
ら
ず
の
時
間
を

過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ⑦

大
ク
ス
ノ
キ

禅
宗
の
S
寺
に
は
、
寺
と
と
も
に

3
0
0
年
の
樹
齢
を
重
ね
た
ク
ス
ノ
キ
の
大
木
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
あ
る
時
、

ど
う
し
て
も
切
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
命
あ
る
も
の
を
、
申
し
訳
な
い
…
」
と
苦
悩
さ
れ
る
ご
住
職
。

ク
ス
ノ
キ
は
虫
害
や
腐
敗
に
強
く
、

彫
刻
も
し
や
す
い
材
で
す
。
営
業
担
当
の
G
は

「
伐
採
し
た
木
で
観
音
さ
ま
を
作
ら
れ
て
は
」
と
持
ち
か
け
ま
し
た
。

お
預
か
り
し
た
幹
を
製
材
し
、
乾
燥
さ
せ
、

匠
の
手
で
一
体
一
体
新
た
な
命
を
吹
き
込
ん
で
い
き
ま
す
。

5
年
後
、
ご
本
堂
に
は
西
国
巡
礼
に
ち
な
む

三
十
三
体
の
観
音
さ
ま
が
並
び
、
訪
れ
る
人
々
を

慈
悲
深
い
お
顔
で
迎
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ⑧

ほ
こ
り
の
中
か
ら

T
寺
の
ご
本
堂
に
は
、

明
治
初
期
の
作
と
い
わ
れ
る

立
派
な
阿
弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
建
物
の
傷
み
が
ひ
ど
く
、

創
建
以
来
の
大
掛
か
り
な
修
理
を
行
う
こ
と
に
。

お
手
伝
い
に
参
上
し
た
5
人
も
、
須
弥
檀
を
は
ず
し
、

大
人
の
腰
ほ
ど
に
積
も
っ
た
ほ
こ
り
を
そ
う
っ
と
払
っ
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
、
H
の
手
に
触
れ
た
の
は
、
仏
さ
ま
の
頭
の
部
分
で
し
た
。

手
や
胴
体
も
ほ
こ
り
の
中
か
ら
次
々
に
見
つ
か
り
、

合
わ
せ
る
と
一
体
の
仏
さ
ま
に
な
り
ま
し
た
。

「
寺
の
開
基
は
江
戸
中
期
。
創
建
当
時
の

ご
本
尊
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
お
喜
び
の
ご
住
職
。

元
の
お
姿
を
残
し
つ
つ
修
復
を
ほ
ど
こ
し
た
仏
さ
ま
は
、

本
堂
で
、
現
在
の
ご
本
尊
に
負
け
な
い
威
光
を
放
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
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安心を贈る 信頼に応える… ⑨

テ
デ
ィ
ベ
ア
。

ご
主
人
を
数
年
前
に
亡
く
し
、
大
き
な
お
屋
敷
に

一
人
で
住
ま
わ
れ
て
い
た
Ｈ
様
。

息
子
さ
ん
一
家
の
い
る
街
へ
と
引
っ
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

思
い
出
の
詰
ま
っ
た
遺
品
を
一
つ
一
つ
整
理
し
て
い
く
な
か
、

ご
主
人
が
大
切
に
さ
れ
て
い
た
ネ
ク
タ
イ
だ
け
は

ど
う
し
て
も
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

相
談
を
承
っ
た
営
業
担
当
の
Ⅰ
が
「
思
い
出
の
品
で
テ
デ
ィ
ベ
ア
を

手
作
り
し
て
く
れ
る
職
人
さ
ん
が
い
ま
す
」
と
お
話
し
す
る
と
、

Ｈ
様
の
お
顔
が
ぱ
ぁ
っ
と
明
る
く
な
り
ま
し
た
。

ご
主
人
は
、
ネ
ク
タ
イ
生
地
で
で
き
た
テ
デ
ィ
ベ
ア
に
姿
を
変
え
、

子
供
部
屋
で
お
孫
さ
ん
の
成
長
を

見
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。
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伝えたい日本の心…①

1月7日 人日の節句

七草粥
五節句のうち最初の節句が「人日の節句」です。

この日は、みずみずしい春の七草で作った粥を食べて

1年間の無病息災を願います。

春の七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、 

ホトケノザ、スズナ、スズシロが

一般的で、正月のごちそうやお酒で疲れた胃腸を休ませ、

ビタミンを補うという効果もあります。
米 … 1 カ ッ プ

水 … 7 カ ッ プ

七 草 … 2 0 0 g

塩 … 少 々

1カップ・・・200㎖

七 草 粥 の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

1 　 米 を と い で 鍋 に 入 れ 、 分 量 の 水 に 1 時 間 つ け る 。

2 　 1 を 火 に か け 、 沸 騰 し て き た ら 弱 火 に し て 3 0 ～ 4 0 分 炊 く 。

3 　 七 草 は 洗 っ て 細 か く 刻 み 、 さ っ と ゆ で て お く 。

4 　 2 が 炊 き 上 が っ た ら 、 3 と 塩 を 加 え て 軽 く 蒸 ら す 。

作 り 方

料理監修／料理の鉄人 大田軍団 大田忠道
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伝えたい日本の心…②

1月15日 小正月

小豆粥
元旦正月に対して、1月15日を「小正月」といい、関西地方では

この日までが松の内とされています。この日の朝に小豆粥を食べると、

1年の邪気をはらい、万病を防ぐと伝えられています。

また、地方によっては「女正月」とも呼ばれ、暮れから正月にかけて

忙しく立ち働いた女性たちの骨休めの日となっています。
米 … 1 カ ッ プ

水 … 7 カ ッ プ

  小 豆 … 1 ／ 2 カ ッ プ

  水 … 2 カ ッ プ

塩 … 少 々

1カップ・・・200㎖

小 豆 粥 の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

1 　  鍋 に 小 豆 と 1 カ ッ プ の 水 を 入 れ て 火 に か け 、 沸 騰 し た ら 弱 火 で 5 分 煮 て

ざ る に あ げ 、 水 に 落 と す 。 も う 一 度 、 鍋 に 戻 し 、 残 り 1 カ ッ プ の 水 を 入

れ て 軟 ら か く な る ま で 煮 る 。

2 　 米 を と い で 鍋 に 入 れ 、 7 カ ッ プ の 水 に 1 時 間 つ け る 。

3 　 2 を 火 に か け 、 沸 騰 し て き た ら 弱 火 に し て 3 0 ～ 4 0 分 炊 く 。

4 　 3 が 炊 き 上 が っ た ら 、 1 と 塩 を 加 え て 軽 く 蒸 ら す 。

作 り 方

料理監修／料理の鉄人 大田軍団 大田忠道
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二
十
歳
の
記
念
に

1
月
の
第
2
月
曜
日
は
成
人
の
日
。
「
お
と
な
に
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
自
ら
生
き

抜
こ
う
と
す
る
青
年
を
祝
い
励
ま
す
日
」
で
す
。
晴
れ
て
大
人
の
仲
間
入
り
を
さ
れ
た

お
子
さ
ま
や
お
孫
さ
ま
に
、
お
数
珠
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
│
そ
ん

な
願
い
と
期
待
を
込
め
た
贈
り
物
は
、
き
っ
と
受
け
取
る
方
の
心
に
響
く
は
ず
で
す
。

女性用片手数珠

水晶／128面切子
正絹房・桐箱入
細かいカット面で、輝きを演出

浄化、開運、魔よけ効果が
あるといわれています

女性用片手数珠

白珊瑚（しろさんご）
正絹房・桐箱入
珊瑚そのものの濃淡で個性が光る

清め効果が
あるといわれています

女性用片手数珠

水晶／ローズクォーツ仕立
正絹房・化粧箱入
水晶に、ローズクォーツがアクセント

浄化、開運、魔よけ、癒し効果が
あるといわれています

男性用片手数珠

栴檀（せんだん）／18玉
正絹紐房・化粧箱入
栴檀は双葉より芳しと
呼ばれている木

深いリラックス効果が
あるといわれています

男性用片手数珠

高級黒檀／18玉／青虎目石仕立
正絹紐房・桐箱入
独特の縞模様や美しい光沢を持つ
高級黒檀に、青虎目石をデザイン

決断と前進を意味し、積極性を促す効果が
あるといわれています
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大寒
1年のうちで寒さが最も厳し

いころ。小寒から立春前日

までの約1カ月にわたる「寒

の内」の中ごろで、毎年1月

20日頃になります。この時

期、武道の寒稽古などさまざ

まな耐寒行事が行われ、凍て

つく寒さを利用して日本酒や

みそ、凍り豆腐などの仕込み

がピークを迎えます。また、

1月21日は新年最初の弘法大

師の縁日「初大師」の日でも

あり、弘法大師をお祭りした

寺には、その遺徳をしのんで

大勢の人が参拝に訪れます。

1月
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伝えたい日本の心…③

1カップ・・・200㎖
大さじ1・・・・・・15㎖

風 呂 吹 き 大 根 の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

作 り 方

1 　 大 根 は 厚 さ 3 c m の 輪 切 り に し 、 厚 め に 皮 を む い て 面 取 り を す る 。 片 方 の

面 に 十 文 字 の 隠 し 包 丁 を 入 れ る 。

2 　 米 の と ぎ 汁 で 竹 串 が 通 る く ら い ま で ゆ で 、 さ ら に 湯 炊 き し て 米 の ぬ め り

を 取 る 。

3 　 鍋 に か つ お だ し 、 薄 口 し ょ う ゆ 、 み り ん を 入 れ 、 2 の 大 根 を 味 が し み 込

む ま で 煮 る 。

4 　 柚 子 味 噌 は 、 材 料 を す べ て 鍋 に 入 れ 、 焦 が さ な い よ う に 混 ぜ 合 わ せ 全 体

が な じ ん だ ら 出 来 上 が り 。

5 　 器 に 大 根 を 盛 り 、 4 の 柚 子 味 噌 を か け る 。 （ 味 噌 の 味 付 け は お 好 み で ）

風呂吹き大根
大根は、ビタミンCや消化を助けるジアスターゼを多く含んでいます。

兵庫県では、たつの市御津町の干拓地などが産地として知られています。

風呂吹き大根の由来は、『漆職人が冬場、漆の乾燥室である風呂に

湿気を吹き込むために大量の湯を沸かし、

その湯がもったいないので大根をゆでた』など諸説あります。

大根…12cm

かつおだし…1カップ

薄口しょうゆ…大さじ1

みりん…大さじ1

 白味噌…120g

 酒…大さじ1

 みりん…大さじ1

 砂糖…30g

 卵の黄身…1個分

 柚子…皮をすったもの少々

【
柚
子
味
噌
】

料理監修／味季料理 りんどう 料理長 上田隆博
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ろうそく
奈良時代、仏教の伝来に伴って日本

に入ってきたろうそく。庶民に広く

使われるようになったのは江戸時代

のことです。現在では、お彼岸やお

盆、法要などの仏事においてはもち

ろん、お茶会や会食などの場の雰囲

気を盛り上げる演出道具として、慰

霊式典などでの鎮魂のともしびとし

てといった多彩な用途があり、小さ

な炎のゆらめきに込められる思いも

さまざまです。また、防災グッズの

一つとして、長時間燃焼するものも

あります。

1月
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伝えたい日本の心…④

2月3日 節分

鰯料理
節分は本来、季節の変わり目を意味し、

立春、立夏、立秋、立冬の前日のことでした。

現在は、立春の前日をさし、

豆をまいて邪気をはらいます。また、鬼を寄せつけないように、

鰯の頭を焼いて柊の枝に刺し、家の入り口に立てておくという風習も。

これに由来して、主に西日本では、この日に鰯を食べる習慣があります。
鰯 の 塩 焼 き の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

作 り 方

1 　 鰯 は う ろ こ を 取 り 、 水 洗 い す る 。

2 　 両 面 に 軽 く 塩 を 振 り 、 弱 火 ～ 中 火 で こ ん が り と 焼 く 。

  

【 鰯 の 見 分 け 方 】 全 体 の 色 つ や が よ く 、 う ろ こ が 多 く 残 っ て い る も の が 新

鮮 で す 。

料理監修／味季料理 りんどう 料理長 上田隆博

鰯…4尾
塩…少々
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3日 節分

豆まき
節分は本来、季節の変わり目を意

味し、立春、立夏、立秋、立冬の

前日のことでした。現在は、立春

の前日をさし、豆をまいて邪気を

はらいます。豆は「魔
ま

目
め

」「魔
ま

滅
め

」に通じ、魔（鬼）の目に豆を

投げて魔を滅ぼすという意味があ

るともされています。また、鬼を

寄せつけないように、鰯の頭を焼

いて柊の枝に刺し、家の入り口に

立てておくという風習も。これに

由来して、主に西日本では、この

日に鰯を食べる習慣があります。

2月

4445



2月8日

針供養
針仕事を一日休み、古針を供養する

行事。折れたり、錆びたりした針を

豆腐やこんにゃくなどに刺して近く

の社寺に納め、供養をしてもらうの

が一般的です。豆腐やこんにゃくに

刺すのは、硬い布を縫う針に対する

いたわりと、よく針が通るようにと

の願いが込められています。地方や

神社等によっては12月8日に行われ

ることもあります。

伝えたい日本の心…⑤
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伝えたい日本の心…⑥

飯 の旨煮
春先に瀬戸内海沿岸では、

全長20cm前後の小型の が水揚げされます。これが飯 です。

身近な食材として、煮物やおでん種、酢の物などに使われ

庶民の食卓をにぎわせてきました。特に早春のメスは、

一般に頭と呼ばれる胴の部分に美味とされる卵が飯粒のように

びっしりと詰まり、「飯（いい）」と呼ばれて

名前の由来にもなっています。

1カップ・・・200㎖
大さじ1・・・・・・15㎖

飯 蛸 の 旨 煮 の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

作 り 方

1 　 飯 蛸 は 糠 ま た は 塩 で ぬ め り を 取 り 、 水 洗 い す る 。

2 　 く ち ば し や 目 玉 を 取 り 除 い て 下 処 理 を し 、 頭 と 足 に 切 り 分 け て 、 一 度 湯

に く ぐ ら せ る 。

3 　 鍋 に 、 か つ お だ し 、 濃 口 し ょ う ゆ 、 み り ん 、 酒 、 砂 糖 、 だ し 昆 布 を 入 れ

て 火 に か け る 。

4 　 3 が 煮 立 っ て き た ら 、 飯 蛸 を 入 れ 、 足 は 軽 く 2 、 3 分 、 頭 は 火 が 通 る ま で

5 、 6 分 煮 る 。

飯蛸…4杯

かつおだし…2カップ

濃口しょうゆ…大さじ1と1／2

みりん…大さじ1と1／2

酒…大さじ1と1／2

砂糖…少々

だし昆布…4cm×7cm程度

料理監修／味季料理 りんどう 料理長 上田隆博
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祭 り 寿 司 の レ シ ピ 　 材 料 （ 4 人 分 ）

作 り 方

1 　 干 し 椎 茸 と 高 野 豆 腐 を 水 で 戻 し 、 椎 茸 は 千 切 り 、 高 野 豆 腐 は あ ら れ 切 り

に す る 。

2 　 人 参 と 牛 蒡 は 皮 を む き 、 細 か く 刻 む 。

3 　 蓮 根 は 皮 を む き 、 2 ／ 3 は 細 か く 切 り 、 1 ／ 3 は 薄 切 り に す る 。

4 　 絹 さ や は ゆ が い て 色 出 し し て お く 。

5 　 海 老 は 塩 を 入 れ て ゆ で 、 適 当 な 大 き さ に 切 る 、 卵 は 薄 焼 き に し て 錦 糸 卵

を 作 る 。

6 　 1 、 2 、 3 を A の 調 味 料 で し っ か り 煮 て 、 煮 汁 を 切 る 。

7 　 米 5 合 に 分 量 の 水 、 だ し 昆 布 を 入 れ て 炊 き 、 B を 合 わ せ た 寿 司 酢 を 混 ぜ る 。

8 　 7 に 6 を 混 ぜ 合 わ せ 、 冷 ま す 。

9 　 8 に 錦 糸 卵 を 散 ら し 、 穴 子 、 海 老 、 と び こ 、 レ モ ン 、 絹 さ や 、 木 の 芽 を 飾 る 。

3月3日 ひな祭り

祭り寿司
女の子の健やかな成長と幸せを願う「雛祭り」として

一般的に定着しています。中国から伝わった風習に、

海や山へ出て1日を過ごし身の穢
けが

れを洗い流す日本古来の農村儀礼、

平安時代のお姫様の人形遊びなどが結び付き、流し雛へと発展し、

さらに現在のかたちになったといわれています。

雛人形を飾り、桃の花やひし餅を供え、

祭り寿司などご馳走をいただきます。

料理監修／料理の鉄人 大田軍団 大田忠道

伝えたい日本の心…⑦

人参… 50g
牛蒡… 50g
干し椎茸… 50g
蓮根… 50g
高野豆腐… 1個
絹さや… 10枚
米… 5合

だし昆布… 10cm
卵… 3個
焼き穴子… 2尾
海老… 5尾
とびこ… 30g
レモン… 1／4個
木の芽… 少々

A 白だし… 1／2カップ
 砂糖… 大さじ2
 塩… 小さじ1
 薄口しょうゆ… 大さじ1
B 酢… 90mℓ
 砂糖… 150g
 塩… 大さじ1

1カップ・・・200㎖
大さじ1・・・・・・15㎖
小さじ1・・・・・・・・5㎖
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春のお彼岸

ぼたもち
「ぼたもち」と「おはぎ」はとも

に、もち米またはうるち米と小豆

あんで作られた同じ物ですが、一

般的に、春のお彼岸はぼたもち、

秋はおはぎ（はぎのもち）といわ

れます。その理由は、ぼたもちは

牡丹餅、おはぎはお萩と書き、牡

丹は春に、萩は秋に花を咲かせる

からともいわれています。米のつ

き加減、あんの種類など、各地域

や家庭により作り方はさまざま。

お仏壇にお供えした後は、家族円

満を願っていただきます。

伝えたい日本の心…⑨
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春の味。
Y様にとって、春は思い出深い季

節です。やわらかな光が降り注ぐ

野山でお母様と山菜摘みを楽し

み、せりのお浸しやふきの佃煮、

よもぎ団子などを作ってもらった

ものでした。中でも好きだったの

が、つくしの卵とじ。「かむほど

にほろ苦く、春の香りが口いっぱ

いに広がりました」。母となった

今は、お子様を連れてつくし取り

に。お仏壇にお供えした後は、懐

かしい味を思い出しながら卵とじ

にされるのだそうです。
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お花見

花見団子
春、爛漫と咲き誇る桜を愛でる

のは日本人ならではの風習の一

つです。そのお花見に欠かせな

いのが花見団子。薄紅色、白

色、緑色の三色団子が一般的

で、薄紅色は春の息吹の桜を、

白色は冬の名残の雪を、緑色は

夏への予兆を表しているといわ

れます。また、紅白の縁起もの

に、邪気をはらう緑を組み合わ

せているとの説もあります。

伝えたい日本の心…⑩

監修／加古川菓庵 春光堂 工場長 宮田 洋
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ワラビ
春から初夏にかけての野山は、

タラの芽やゼンマイ、フキなど

山菜の宝庫です。代表的なもの

の一つがワラビ。葉が開く前の

若い茎は、食用に使われます。

重曹などで十分にあく抜きをし

てから、煮物やお浸しにした

り、みそ汁に入れたり。独特の

ぬめりのある食感と風味が楽し

めます。塩漬けにすれば長期保

存も可能です。

伝えたい日本の心…⑪
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伝えたい日本の心…⑫

5月5日

こどもの日
古来、端午の節句といわれ、鎧

や兜を飾り、こいのぼりを立て

て男子の成長や立身出世を願う

日でした。今は、「こどもの人

格を重んじ、こどもの幸福を

はかるとともに、母に感謝す

る。」ことを趣旨とした国民の

祝日となっています。香りの強

い菖蒲やよもぎを軒につるして

厄を払ったり、菖蒲湯に入って

無病息災を祈ったりし、ういろ

うなどの餅菓子を、笹と藺草

（いぐさ）できりりと巻き上げ

た粽（ちまき）や、柏の葉を2

つ折りにして包んだ柏餅をいた

だきます。

監修／加古川菓庵 春光堂 工場長 宮田 洋
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伝えたい日本の心…⑬

5月（皐月）

茶摘み
2月4日の立春から数えて88日

目に当たる5月2日が八十八夜

です。「夏も近づく八十八夜

…」と文部省唱歌『茶摘』に歌

われている通り、野も山も新緑

に覆われるこの時季は茶摘みが

盛んに行われます。4月下旬か

ら5月下旬にかけて、その年最

初に萌え出た新芽でつくられる

一番茶を新茶といい、さわやか

な香りと甘みが楽しめます。

6263



伝えたい日本の心…⑮

そうめん
夏の麺料理といえば、そうめ

ん。たつの市を中心とする播磨

地域は手延べそうめんの産地と

して有名で、斑鳩寺（太子町）

の約600年前の古文書には、す

でに"サウメン"の記述が見られ

ます。良質の小麦、揖保川など

の清らかな水、赤穂の塩を原料

に生地をつくり、延ばしと熟成

を繰り返した後、門干し工程で

均一に乾燥させます。伝統の製

法を守ることで、腰があって舌

触りのよい製品が生まれるので

す。

6465
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わ
れ
ま
す
。
あ
の
世
か
ら
現
世

に
帰
っ
て
く
る
ご
先
祖
さ
ま
の
た
め
に
、
13
日
に
は
精
霊
棚
を
作
っ
て
ナ

ス
や
キ
ュ
ウ
リ
で
こ
し
ら
え
た
牛
や
馬
を
供
え
、
霊
が
迷
わ
な
い
よ
う

「
迎
え
火
」
を
焚
い
て
迎
え
入
れ
ま
す
。
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
14
日
と

15
日
に
は
お
経
と
お
供
え
物
で
供
養
し
ま
す
。
そ
し
て
16
日
、
再
び
あ
の

世
へ
と
向
か
う
霊
を
「
送
り
火
」
で
道
を
照
ら
し
な
が
ら
送
り
出
し
ま
す
。
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伝えたい日本の心…�

風祭り
立春から数えて二百十日の9月1

日頃、二百二十日に当たる9月11

日頃やその前後に、嵐を鎮め豊

作を祈る祭りとして行われてき

ました。稲の開花期でもあるこ

のころは、台風の襲来が最も多

く、収穫を間近に控えた農作物

が被害に遭わないように祈願す

ることを目的としています。村

人が神社や堂にこもったり、獅

子舞を奉納したり、風を切り払

うまじないとして庭先に鎌を高

く掲げたりと、土地によりさま

ざまな方法が取られています。
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伝えたい日本の心…⑰

9月9日

重
ちょう

陽
よ う

の節句
五節句の一つで、菊に長寿を祈

る日が「重陽の節句」です。旧

暦の9月9日は現在では10月に

当たり、菊が咲く季節であるこ

とから「菊の節句」とも言われ

ます。古代中国では、菊は邪気

をはらい長生きする効能がある

とされ、その影響を受けて日本

でも平安時代以降、菊の花を浸

した菊酒を飲み交わし、菊を観

賞する宴が開かれました。ま

た、旧暦では田畑の収穫の時期

でもあり、「栗の節句」とも呼

ばれて栗ご飯などで祝ったそう

です。
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伝えたい日本の心…⑱

秋のお彼岸

おはぎ
秋分の日を挟んで前後3日ずつ

が秋のお彼岸です。お彼岸の供

え物といえば、もち米やうるち

米を小豆あんでくるんだ食べ

物。「おはぎ」とも「ぼたも

ち」とも言われ、一説には、萩

の花が美しい秋は「御萩」、春

は牡丹の花にちなんで「牡丹

餅」と呼ぶともいわれます。古

くから小豆には邪気をはらう効

果があるとされ、先祖供養と結

び付いたとされています。

監修／加古川菓庵 春光堂 工場長 宮田 洋
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伝えたい日本の心…�

中秋の名月
旧暦8月15日の夜は十五夜で

す。「中秋の名月」ともいわれ

る十五夜の満月を観賞する風習

は中国から伝わり、平安貴族た

ちに取り入れられました。やが

て武士や町民へと広まり、現在

のようにススキや秋の草花を

飾り、月見団子やサトイモ、

豆、栗などを盛り、神酒を供え

て月を眺めるというスタイル

に。この時季に収穫されるサト

イモを供えることから、「芋名

月」と言う地域もあります。
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鯖 ず し の レ シ ピ 　 材 料 （ 1 尾 分 ）

作 り 方

1 　 鯖 は 3 枚 に お ろ し て 腹 骨 を す き 、 両 面 に 塩 を た っ ぷ り 振 っ て 2 ～ 3 時 間 置

く 。

2 　 1 を す だ ち 酢 に 3 0 分 く ら い 浸 す 。

3 　 米 は 洗 っ て 炊 き 、 す し 酢 を 混 ぜ て す し 飯 を つ く る 。

4 　 松 前 昆 布 を 炊 く 。

5 　 鯖 の 水 気 を ふ い て 小 骨 を 抜 き 、 頭 の 方 か ら 尾 に 向 か っ て 薄 皮 を む く 。

6 　 鯖 の 長 さ に 合 わ せ て す し 飯 を 長 方 形 に 強 く 握 り 、 鯖 と と も に 巻 き す で 巻 い て 形

を 整 え 、 さ ら に 松 前 昆 布 を 巻 く 。

鯖ずし
全国的にも有名な播州地方の秋祭り。

絢爛豪華な屋台の練り、獅子舞の奉納などで、熱気と活気にあふれます。

野菜の煮しめ料理、ガザミやシャコなど瀬戸内海で取れた魚介類とともに、

この秋祭りのご馳走として欠かせないのが鯖ずしです。

肉厚で十分に脂が乗った旬の秋鯖の身を酢でしめ、すし飯に載せたもの。

祭囃子が聞こえてくると食べたくなる一品です。

伝えたい日本の心…⑲

大さじ1・・・・・・15㎖
小さじ1・・・・・・・・5㎖

鯖 … 大 1 尾

す だ ち 酢

塩 （ 鯖 の 15 % く ら い ）

松 前 昆 布 … 1 枚

水 … 1 合

砂 糖 … 大 さ じ 5  1/2

濃 口 し ょ う ゆ … 18 c c

薄 口 し ょ う ゆ … 15 c c

酢 … 18 c c

【
松
前
昆
布
︼

米 … 2 合

す  し 酢

 酢 … 40 c c

 砂 糖 … 大 さ じ 2

 塩 … 小 さ じ 1 ～ 2

 だ し 昆 布

【
す
し
飯
︼

料理監修／味季料理 りんどう 料理長 上田隆博
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伝えたい日本の心…⑳

十三夜
日本には古来、美しい月を愛

でる月見の慣習があります。

旧暦8月15日の十五夜が有名

ですが、これは中国の行事が

日本に伝来したもの。一方、

旧暦9月13日の十三夜の月見

は日本独特の風習で、十五夜

の「芋名月」に対し、「栗名

月」「豆名月」、さらには

「後の月見」などと呼ばれて

います。十三夜は晴れること

が多いといわれています。
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伝えたい日本の心…�

神無月
旧暦の10月のことです。全国

の神様が出雲大社に集まって話

し合いの場を持つため、諸国

に神がいなくなることから、

「神無月」といわれるように

なったとする説があり、出雲で

は逆に「神在月（または神有

月）」といわれます。出雲へ

と旅立つ旧暦の9月晦日または

10月1日には「神送り」、帰っ

てくる旧暦の10月晦日または

11月1日には「神迎え」の行事

も。神迎えの日には赤飯を食べ

る風習が残る所もあります。
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伝えたい日本の心…�

紅葉狩り
秋の深まりとともに、木々は赤

やオレンジ、黄などあでやか

な色彩をまといます。日本に

は、錦綾なす野山へと出掛けて

紅葉をめでる「紅葉狩り」の習

慣があります。平安時代、紅葉

した木の枝を折り、手のひらに

乗せて観賞したことから「狩

り」というようになったとの説

も。今年も紅葉前線は北上を続

け、まもなく兵庫は紅葉狩りに

絶好の季節を迎えます。

【紅葉の見ごろ】12月上旬頃まで

龍野公園紅葉谷

県立三木山森林公園

神戸市立森林植物園

※ 気 候 な ど に よ り 変 更 に な る 場 合 が あ り ま す 。
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伝えたい日本の心…�

11月23日

新
に い

嘗
な め

祭
さ い

農業が中心だった時代、

「新嘗祭」は、瑞穂の国の祭

祀をつかさどる最高責任者で

ある天皇が、国民を代表し

て、その年に収穫された新し

い穀物をすべての神々に勧

め、自らも食して農作物の恵

みに感謝するという国家の重

要な儀式でした。戦後、勤労

感謝の日として、「勤労をた

つとび、生産を祝い、国民た

がいに感謝しあう」国民の祝

日となりました。
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なぜ、

年末に大掃除を

するのでしょうか？

Q.
正月の準備を始める「正月事始め」という日がありま

す。縁起が良い日とされた旧暦の12月13日が選ばれ、

新暦となった現在も同じ日付に行われます。その時

行うのが「大掃除」です。かつては、前日のうちに

新しい笹竹でほうきを作り、それを使って仏壇など

神聖な場所から順に1年間に積もった煤を払いました。

夜にはちょっとしたご馳走を食べて祝ったそうです。

A. 12月13日 正月事始め
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伝えたい日本の心…�

冬至
一年で昼が最も短く、夜が最

も長くなる日が冬至です。古

代には新しい年の起点とされ

ていました。日本では、この

日に体を温め、無病息災を祈

る風習があります。柚子湯に

入ったり、かぼちゃを食べた

りするのもそのため。かぼ

ちゃにはカロテンやビタミン

類が多く含まれており、太陽

を浴びて完熟したものを冬至

まで保存し、緑黄色野菜の少

ない冬場に備えたそうです。
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伝えたい日本の心…�

柚子
香り豊かな黄色い果実は10月

〜12月が収穫期。兵庫県では

神河町や姫路市安富町などで

栽培されています。ビタミン

Cやミネラル、有機酸などが

豊富で、鍋物や焼き魚、和え

物などに添えると味がぐっと

引き立ちます。みそやマーマ

レード、ポン酢など多彩な加

工品でも味わえ、冬至の日に

は果実を風呂に浮かべた柚子

湯で温まる風習があります。

9091



ご先祖さまやお世話になった方々に、香りのお土産はいかがでしょう。

ふるさとで過ごす大切な時間、一年を無事に終えられたことへの感謝を込め、

これから始まる新たな年に大いなる夢と希望を抱きながら、

心地よい芳香に包まれて静かに手を合わせてみませんか。

香りのお土産。

主原 料は沈 香。金粉を練り込んだ

高級感あふれる逸品。

「家宝 加古川」

沈香、白檀等から原 料を厳選。

火 種 は煙を抑える微 煙 炭。

「清流 加古川」

フレグランスのような新しいタイプ。

優しい残り香が特 徴。

「ふるさと かこがわ」

三種の甘い香りで

リラックスしたひと時を。

「でっせ かこがわ」
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思
い
を
か
た
ち
に



長寿でめでたい鳥として知られ、「降

りてくると良いことが起こる」とも

いわれるツル。折り紙のツルを模し

た置物は、齢を重ねた柿の古木から

極めて低い確率で発生する貴重な黒

柿を材としています。熟練の職人が、

羽や胴体、尾などのパーツを一つ一

つ削り上げ、艶やかな黒褐色の美し

い模様を生かしながら一羽に組み上

げました。病気平癒や勝利祈願など、

さまざまな思いを込めて作り継がれ

てきた折り鶴。国内外を問わず大規

模な自然災害が相次ぐ今こそ、犠牲

になられた方々の鎮魂を祈り、被災

したまちの復興を願いたいものです。

祈りを込めて。

●材質／ 黒柿　●羽幅／26㎝

思いをかたちに ─ ①

9697



菩提樹の根元に鎮座する釈迦如来像

の崇高で端麗なお姿。仏師として高

い評価を頂いている四代目、大西一

平の作品です。目の前にある香木と

静かに対話することから始まり、木

が持つ風合いや雰囲気、形を見極

めながら、一心にのみと槌を動か

し続けます。しかし、その精神は、

「彫刻するのではなく、余分なとこ

ろを削り落としながら、木の中にお

られる仏様をお迎えする」という奥

の深いもの。希少な香木と、素材の

温かみを重んじる伝統の手法が出会

うことで初めて、一体一体異なる仏

様が生まれ出るのです。

香木から仏様。

思いをかたちに ─ ②

釈 迦 如 来 像

● 材 質 ／  沈 香
大 仏 師  四 代 目  一 平  彫 刻
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思いをかたちに ─ ⑥

色 彩 仏 壇
●サイズ／W5 5 0 × H 1 4 6 0 × D 5 1 0

本体は、高品質の紫檀材。戸板や地

袋部分は黒檀や欅、黒柿、ウォー

ルナットなど8種類もの無垢材を組

み合わせています。これらの材は、

ほかのお仏壇を作る過程で出た端

材で、木切れの一つも有効に活用

したいとの思いから誕生しました。

色彩も質感も異なる素材を組み合

わせることで動きのあるデザイン

となり、重厚な中にもモダンな雰

囲気を醸し出しています。さらに、

仕上げには環境対策塗料を用いる

など、環境にも優しいお仏壇です。

8種類の樹種による

寄せ木仏壇

100101



【 説 相 箱 】
法 具 を 中 に 納 め て 持 ち 運 ぶ た め の 箱
横 3 5 c m 、 縦 2 4 c m 、 高 さ 1 3 c m

蜻蛉と睡蓮の絵を施した側面4面は、春

夏秋冬（四季）をイメージしています。

「一期蜻蛉」とは、トンボの一生のこ

とです。人生には四季があり、穏やか

な春もあれば、暑い夏も、また柔らか

な秋、寒い冬もあります。作品には、

厳しい冬であっても仲間が一人でもい

れば必ず「楽しい春」がやってくる 

─というコンセプトが隠されています。

第34回全国伝統的工芸品展　入選作品

［一
いちごとんぼ

期蜻蛉］

主催／伝統的工芸品産業振興協会　後援／経済産業省
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カエル
古事記には「タニグク」という

名前でヒキガエルが登場し、大

国主神にものを教える役割を担

います。万葉集をはじめ、多く

の詩歌にも詠まれてきました。

言葉の語呂から「無事カエル」

「お金がカエル」「若ガエル」

など縁起が良いとされ、卵をた

くさん産むので「子孫繁栄」の

象徴ともいわれています。

蓮
泥 沼 に 生 え な が ら も 美 し い 花

を 咲 か せ る 姿 が 、 俗 世 の 欲 に

ま み れ ず 清 ら か に 生 き る 人 間

の あ る べ き 姿 と さ れ ま し た 。

多 く の 仏 像 は 、 蓮 の 花 を 台 座

に し て い ま す 。

蓮 に 三 蛙 「 栄 え る 」 香 炉

● 高 さ ／ 約 ３ ２ ㎝

● 材 質 ／ ヒ ノ キ 材 ・ 彩 色 仕 上 げ

大 仏 師  四 代 目  一 平  彫刻

神聖な花とされる蓮をモチーフに台座や蓋を彫り、身近な

生き物である３匹のカエルを「三蛙」すなわち「栄える」

という言葉に掛けて配しています。今年こそは良い年にな

りますように、との願いを込めた縁起物。床香炉としては

もちろん、置物として床の間などにお飾りいただけます。

蓮に３匹のカエル
今年は「三蛙（栄える）」で縁起良く
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サイズ／W50cm×D30cm×H50cm

仕様／最高級天然うるし塗、蝋色研

ぎ出し、磨き蒔絵

全国伝統的工芸品公募展出展品

「人と人との思い出は音楽と共に…」をコンセプトとする、

ピアノを模した上置型仏壇。音楽をこよなく愛された方、音楽とともに

歩んでこられた方をおまつりするのにふさわしい逸品です。

Memories of You

主催／伝統的工芸品産業振興協会　後援／経済産業省

106107



お 線 香

● 火 種 ／ 微 煙 炭

Vanilla
Apricot Violet

Peach

［でっせ かこがわ］

お線香をたいた時の芳しい煙は、仏様のご馳

走です。バレンタインデーや父の日、母の

日、亡くなられたご家族との特別な記念日に

は、いつもの味とは違う洋菓子のような甘い

香りをお供えしていただきたい－そんな思

いから「Desse Kakogawa（でっせ かこが

わ）」は誕生しました。黒色はバニラ、茶

色はアンズ、カーキ色はバイオレットピー

チと3種類の香りを、取り出しやすいように

ひと工夫。1950年の加古川市制施行や加古

川の流れを表現したパッケージ、「加古川

でっせ」をひっくり返したネーミングに、

ふるさと加古川への愛情も込めています。

Kakogawa
Desse

家族や友人に贈るように、

ご先祖さまには香りのプレゼントを。

108109



屋号 ごくらくや佛檀店

社名 （株）ごくらくや

（有）ごくらくや佛檀店

（有）JOY SHARE CORPORATION

加古川金箔細工

本社・本店 兵庫県加古川市加古川町備後299

TEL（079）421-3000　FAX（079）421-7633

カピル21店 加古川市加古川町篠原町21番地8（ギャラリーメモリア加古川）

TEL（079）421-5000

資本金 1,600万円

創業 慶應三年（1867年）

事業内容 寺院用仏像・仏具の製造・卸・小売販売

在家用仏壇・仏像・仏具の製造・卸・小売販売

金箔加工および蒔絵の製造・卸・小売販売

シャディー事業部による贈答品の販売

楽天市場

慶應 三年 「ごくらくや佛檀店」創業

昭和 49年 日本仏具製造（株）設立

50年 本社工場設立（本格的仏壇工場として）

57年 加古川駅前サンライズビル店オープン

平成 元年 大西一平が鶴林寺大佛師の称号栄誉を賜る

2年 サンライズビル店改装「WOOD-NYMPH」としてオープン

4年 兵庫県技能顕功賞受賞

5年 兵庫県指定伝統的工芸品第一次指定の指定工場となる

大西一平が「現代の名工」として表彰される

本社工場の職人が伝統工芸師に任命される

6年 全国伝統的工芸品展に業界を代表して出展（以後毎年出展している）

7年 大西一平が黄綬褒章を受章

10年 本社工場に併設して本格的寺院仏具専用工場を設立

17年 カピル21店オープン（サンライズビル店を移設）

（有）JOY SHARE CORPORATION設立

18年 カピル21店を拡大し、ギャラリーメモリア加古川としてリニューアルオープン

19年 日本仏具製造（株）が（株）ごくらくやに社名変更

23年 楽天市場に出店

沿革 会社概要
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