
佐
賀
の
初
売
り
佐
賀
玉
屋 

田
中
丸
社
長

伝統守りつつ工夫忘れず

　
正
月
と
い
え
ば
「
初
売
り
」。
創
業
か
ら
２
１
２
年
を
重
ね

る
郷
土
を
代
表
す
る
デ
パ
ー
ト
・
佐
賀
玉
屋
は
老
舗
に
ふ
さ

わ
し
い
伝
統
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
お
客
さ
ん
の
気
持
ち
に

寄
り
添
っ
た
現
代
的
な
工
夫
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
。
同
社

社
長
の
田
中
丸
雅
夫
さ
ん
に
正
月
商
戦
に
つ
い
て
聞
い
た
。

     　
2
0
1
8
万
円 

福
袋
も
!!

　
佐
賀
玉
屋
の
正
月
は
伝
統
的
に
２
日
午
前
10
時
か
ら
ス

タ
ー
ト
。
毎
年
、
開
店
前
か
ら
列
が
で
き
る
と
い
う
。
先
着

１
千
人
に
は
、
お
金
を
洗
う
と
何
倍
に
も
増
え
て
戻
っ
て
く

る
と
い
わ
れ
る
銭
洗
弁
財
天（
鎌
倉
）の
霊
水
で
洗
っ
た
御
賽

銭（
５
円
玉
）
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
な
ん
と
毎
年
、
社
員
が
約

20
㎏
の
硬
貨
を
佐
賀
か
ら
鎌
倉
ま
で
運
び
、
ザ
ル
で
し
っ
か

り
洗
っ
て
持
ち
帰
っ
て
く
る
と
い
う
。
田
中
丸
さ
ん
は
「
も

う
50
年
以
上
続
い
て
い
る
伝
統
の
行
事
で
す
。
せ
っ
か
く
の

縁
起
物
な
の
で
新
品
の
５
円
玉
を
銀
行
さ
ん
に
頼
ん
で
１
年

が
か
り
で
用
意
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
『
初
巳
の
日

（
2
0
1
7
年
は
12
月
８
日
）』
に
社
員
１
人
を
派
遣
し
ま
す

が
、
空
港
の
検
査
で
ひ
っ
か
か
っ
た
り
、
重
い
硬
貨
を
持
っ

た
ま
ま
電
車
を
乗
り
継
い
で
山
の
中
腹
の
弁
財
天
ま
で
運
ん

だ
り
と
、
毎
回
い
ろ
い
ろ
苦
労
が
多
い
よ
う
で
す
」と
語
る
。

佐
賀
市
民
に
福
を
届
け
た
い
、
と
い
う
強
い
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。

　
目
玉
の
福
袋
は
初
日
限
り
の
販
売
だ
。
全
館
で
３
〜
４
千

袋
を
用
意
。
人
気
の
食
料
品
が
詰
ま
っ
た
玉
ち
か
福
袋
は
、

肉
や
お
菓
子
、
果
物
な
ど
、
各
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
商
品
を
詰

め
て
い
る
。
ま
た
衣
料
品
は
各
ブ
ラ
ン
ド
ご
と
に
福
袋
を
用

意
す
る
と
い
う
。
正
午
す
ぎ
に
は
、
ほ
ぼ
売
り
切
れ
て
し
ま

う
と
い
う
人
気
ぶ
り
。
宝
飾
品
中
心
の
「
ド
リ
ー
ム
福
袋
」

は
最
高
額
2
0
1
8
万
円
!! 

新
年
に
ち
な
ん
だ
値
段
設
定

と
い
う
遊
び
心
が
嬉
し
い
。「
基
本
は
販
売
価
格
の
倍
以
上
の

価
値
が
あ
る
よ
う
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
売
り
場
で
は
福
袋

の
中
身
を
詳
し
く
伝
え
た
り
と
、
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る

よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
福
袋
に
は
運
試
し
の
要
素
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
が
、
デ
パ
ー
ト
な
の
で
お
客
さ
ま
の
期
待
を

裏
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
田
中
丸
さ
ん
。
福
袋
独
特

の
当
た
り
ハ
ズ
レ
感
が
な
い
の
は
少
し
さ
み
し
い
気
が
す
る

が
、
欲
し
く
な
い
も
の
は
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
や
っ

ぱ
り
嬉
し
い
。

           

家
族
連
れ
で
楽
し
む

　
初
売
り
気
分
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
る
恒
例
の
「
初
商
招
福

抽
選
会
」
は
２
‐
４
日
ま
で
。
１
万
円
の
商
品
券
な
ど
外
れ

な
し
の
大
盤
振
る
舞
い
。
佐
賀
玉
屋
の
年
賀
は
が
き
を
持
参

す
る
と
１
人
１
回
引
け
る
ほ
か
、
買
い
上
げ
税
込
５
千
円
ご

と
に
１
回
抽
選
で
き
る
。「
正
月
な
の
で
、
な
る
べ
く
数
多
く

の
方
に
幸
せ
を
お
分
け
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
中
に
は

ひ
と
り
で
30
‐
40
回
引
か
れ
る
お
客
さ
ま
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
」。

　
そ
の
ほ
か
、
お
正
月
特
別
企
画
と
し
て
「
生
誕
90
周
年
記

念
　
漫
画
の
神
様 

手
塚
治
虫
版
画
展
」
を
８
日
ま
で
開
催
。

「
鉄
腕
ア
ト
ム
」
や
「
リ
ボ
ン
の
騎
士
」、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ

ク
」
な
ど
手
塚
治
虫
の
代
表
作
の
版
画
を
展
示
。
ま
た
同
時

開
催
と
し
て
、「
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
」
や
「
ド
ラ
え
も
ん
」、「
ル

パ
ン
三
世
」
な
ど
の
ア
ニ
メ
の
セ
ル
画
も
展
示
し
て
い
る
。

田
中
丸
さ
ん
は
「
家
族
連
れ
で
の
来
店
を
意
識
し
て
企
画
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
佐
賀
に
な
く
て
は
な
ら
な
い〝
生
活
〟

の
場
と
し
て
愛
さ
れ
る
デ
パ
ー
ト
で
有
り
続
け
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」
と
語
っ
た
。

　新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回

の
特
集
は
、
2
0
1
8
年
が
始
ま
る
に
あ
た
り
、
気
に

な
る
話
題
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
。
な
に
よ
り
楽
し
み

な
「
初
売
り
」
に
つ
い
て
佐
賀
玉
屋
の
田
中
丸
雅
夫
社

長
に
聞
い
た
。
同
社
で
昔
か
ら
続
く
初
売
り
名
物
の
裏

話
の
ほ
か
、
佐
賀
市
民
の
〝
生
活
〟
を
支
え
る
デ
パ
ー

ト
と
し
て
の
思
い
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
秀
島
敏
行
・

佐
賀
市
長
に
は
こ
れ
か
ら
の
佐
賀
市
政
に
つ
い
て
ざ
っ

く
ば
ら
ん
に
聞
い
た
。
お
正
月
に
家
庭
や
街
中
に
あ
ふ

れ
る
「
正
月
飾
り
」。
五
節
供
を
楽
し
む
会
代
表
の
中
島

紀
代
子
さ
ん
に
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て

教
え
て
も
ら
っ
た
。

お正月だから聞きたい !!!特 集



―
― 「
都
市
の
暮
ら
し
や
す
さ
全
国
１
位
」
と
い
う
調

査
結
果
が
出
ま
し
た
が
、
そ
の
要
因
は
何
だ
と
思
い
ま

す
か
？

　調
査
結
果
を
見
る
と
、
医
療
機
関
や
小
売
店
、
飲
食

店
が
整
っ
て
い
て
、
そ
し
て
住
宅
を
は
じ
め
、
少
な
い

コ
ス
ト
で
質
の
高
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

な
ど
が
評
価
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
の
強
さ
な
ど
も
評
価
が
高

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　私
が
、
暮
ら
し
や
す
さ
を
感
じ
る
の
は
、
や
は
り
食

べ
物
が
美
味
し
い
と
い
う
こ
と
と
自
然
が
豊
か
だ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

　そ
れ
に
、
人
の
つ
な
が
り
は
重
要
で
す
ね
。
隣
近
所

の
お
付
き
合
い
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
し
っ
か

り
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

こ
と
に
繋
が
り
ま
す
か
ら
。

 

　地
域
に
「
一
体
感
」
醸
成

―
― 

こ
れ
ま
で
の
３
期
を
振
り
返
っ
て
の
自
己
採
点

（
1
0
0
点
満
点
で
何
点
か
）
と
、
そ
の
根
拠
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　75
点
ぐ
ら
い
い
た
だ
い
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　私
は
、
８
市
町
村
の
合
併
で
新
し
く
な
っ
た
佐
賀
市

の
最
初
の
市
長
で
す
の
で
、
ま
ず
は
市
民
の
皆
さ
ん
が

「
一
体
感
」
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
力
を
入
れ
ま
し

た
。
地
域
が
一
体
感
を
持
ち
、
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
経
済
、
産
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
活
性
化
に
繋

が
っ
て
い
く
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
は
じ
め

に
取
り
組
ん
だ
の
が
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
」

で
す
。

　そ
れ
か
ら
、
三
重
津
海
軍
所
跡
の
世
界
遺
産
登
録
、

東
よ
か
干
潟
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
登
録
、
そ
し
て

熱
気
球
世
界
選
手
権
の
開
催
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
、

地
域
に
誇
り
を
持
ち
「
一
体
感
」
を
感
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
中
、
昨
年
７
月
に
野
村
総
研
が
発
表
し
た

「
成
長
可
能
性
都
市
ラ
ン
キ
ン
グ
」
に
お
い
て
「
暮
ら
し

や
す
さ
」「
子
育
て
し
や
す
さ
」
で
高
い
評
価
を
受
け
た

こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
し
た
し
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で

取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
概
ね
正
し
か
っ
た
の
だ
と
確

認
で
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　25
点
分
の
マ
イ
ナ
ス
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
た

事
業
の
な
か
に
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
い
く
ら

か
あ
っ
た
こ
と
で
す
か
ね
。

―
― 

今
後
４
年
間
の
施
策
に
つ
い
て
秀
島
市
長
は
「
６

本
の
柱
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

狙
い
と
具
体
的
な
策
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　１
つ
目
の
柱
は
、「
経
済
・
産
業
の
活
性
化
」
で
す
。

暮
ら
し
や
す
い
町
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

「
働
く
場
」
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
新

し
い
工
業
団
地
の
整
備
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
の
活
用
、
事
業
承
継
の
仕
組
み
づ

く
り
に
よ
る
雇
用
の
場
の
確
保
に
努
め
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　２
つ
目
の
柱
は
、「
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
の
推
進
」

で
す
。
地
球
温
暖
化
の
原
因
物
質
で
あ
る
二
酸
化
炭
素

を
減
ら
す
こ
と
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
二
酸
化
炭
素
を
有

効
な
資
源
と
し
て
活
用
す
る
方
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
藻
類
は
も
と
よ
り
、
農
業
へ
の
活

用
や
有
効
成
分
の
抽
出
と
い
っ
た
工
業
分
野
へ
も
使
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
で
、
市

内
産
業
の
活
性
化
と
雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。　３

つ
目
の
柱
は
、「
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
推
進
」
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
は
、
佐
賀
国
体

の
開
催
に
向
け
て
、
施
設
や
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
し
て
は
、
校
区

ご
と
に
設
置
を
お
願
い
し
て
い
る
「
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」
に
地
域
活
動
の
核
と
な
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
支

援
を
充
実
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　４
つ
目
の
柱
は
、「
子
育
て
・
教
育
環
境
の
充
実
」
で

す
。
特
に
子
育
て
に
関
し
て
は
、
増
加
傾
向
が
続
く
発

達
障
が
い
児
の
ト
ー
タ
ル
ラ
イ
フ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ

う
な
体
制
の
整
備
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　５
つ
目
の
柱
は
、「
福
祉
・
健
康
の
増
進
」
で
す
。
先

日
、
市
役
所
の
庁
舎
改
修
に
あ
わ
せ
て
設
置
し
た
福
祉

総
合
窓
口
の
機
能
強
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
全
国
か

ら
注
目
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　６
つ
目
の
柱
は
、「
安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
」
で
す
。

特
に
、
大
雨
に
際
し
て
は
、
ポ
ン
プ
場
な
ど
の
ハ
ー
ド

整
備
に
加
え
、
合
併
し
て
川
上
か
ら
川
下
ま
で
一
つ
の

自
治
体
に
な
っ
た
佐
賀
市
の
市
民
連
携
に
よ
っ
て
、
浸

水
被
害
を
軽
減
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

　
1
5
0
年
後
へ
人
材
育
成

―
― 

2
0
1
8
年
は
「
明
治
維
新
1
5
0
年
」、
佐

賀
市
の
1
5
0
年
先
を
ど
の
よ
う
に
想
像
し
ま
す
か
？
　

ま
た
、
そ
の
未
来
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
う

こ
と
は
何
で
す
か
？

　人
工
知
能
が
、
も
の
す
ご
い
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
す

の
で
、
1
5
0
年
後
を
想
像
す
る
の
は
大
変
難
し
い
で

「幸 福感」感じるまちづくりへ

佐賀市の未来予想図

す
が
、
人
工
知
能
や
機
械
が
、
私
た
ち
が
人
間
ら
し
い

暮
ら
し
を
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
1
5
0
年
前

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
佐
賀
市
が
全
国
は
も
と
よ

り
、
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
都
市
に
な
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

　そ
の
実
現
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
も
1
5
0
年

前
の
佐
賀
と
同
じ
よ
う
に
、
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
と
、

失
敗
を
恐
れ
ず
に
、
様
々
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

毎
年
お
正
月
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
ま
す
か
？ 

ま
た
お
正
月
の
思
い
出
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　元
旦
は
、
午
前
零
時
に
佐
嘉
神
社
で
行
わ
れ
る
、
カ

ノ
ン
砲
祝
砲
神
事
に
行
き
ま
す
。
一
晩
寝
て
翌
朝
は
、

毎
年
恒
例
の
新
春
五
社
詣
に
行
き
、
そ
の
後
地
元
の
由

緒
あ
る
神
社
な
ど
に
初
詣
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　普
段
家
で
過
ご
す
時
間
が
少
な
い
の
で
、
お
正
月
は
、

で
き
る
限
り
家
族
と
一
緒
に
お
雑
煮
を
食
べ
た
り
し
ま

す
ね
。

―
― 

最
後
に
2
0
1
8
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
佐

賀
市
民
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
!!

　私
は
、
10
月
に
新
し
い
４
年
間
の
市
政
運
営
を
お
任

せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
３
期
12
年
間
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
健
康
で
普
通
の
暮
ら
し
が
で
き
る

こ
と
、
例
え
ば
、
快
適
な
住
宅
に
住
ん
で
、
安
全
で
美

味
し
い
食
事
が
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
普
通
の
生
活
こ
そ

が
、
皆
さ
ん
が
、
一
番
「
幸
福
感
」
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
だ
と
考
え
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
様
々
な

事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
「
幸
福
感
」
を
感

じ
て
い
た
だ
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
全
力
で
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
支
援
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

プロフィール

ひでしま・としゆき
昭和17年／佐賀市本庄町に生まれる
昭和36年／佐賀高校卒業
昭和41年／熊本大学 法文学部 法学科卒業
佐賀市役所職員
平成 9 年／佐賀市消防長
平成11年／佐賀市水道局長
平成15年／佐賀広域シルバー人材センター 
事務局長
この間、本庄町体育協会役員として 20 年間
活動
平成17年／佐賀市長 就任
平成21年／佐賀市長　二期目当選
平成25年／佐賀市長　三期目当選
平成29年／佐賀市長　四期目当選

秀島敏行市長

お正月だから聞きたい !!!特 集



言葉遊びと願い　に心を込めて
族
で
食
べ
る
と
幸
せ
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
今
回
は
料
理
に
使
わ
れ
る
素
材
で
「
お
せ

ち
飾
り
」を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。「
お
め
で
た
い
、

と
い
う
意
味
に
つ
な
が
る
『
芽
出
し
』
の
野
菜

を
集
め
て
み
ま
し
た
。
人
参
は
、
赤
色
に
邪
気

払
い
の
意
味
が
あ
り
、
百
合
根
は
『
百
が
合
う
』

こ
と
か
ら
み
ん
な
仲
良
く
、
蓮
根
は
穴
が
開
い

て
い
る
の
で
『
見
通
し
が
利
く
』。
く
わ
い
は

良
い
芽
が
出
る
こ
と
か
ら
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

満
ち
て
い
ま
す
。
紅
白
の
か
ぶ
は
『
お
め
で
た

い
』。
金
柑
は
金
色
が
金
運
に
通
じ
る
。
栗
を

干
し
た
『
勝
栗
』
は
勝
つ
こ
と
。
飾
り
に
使
う

南
天
は
、
難
を
転
じ
る
こ
と
か
ら
災
難
除
け
の

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
」。
ダ
ジ
ャ
レ
の

よ
う
な
言
葉
遊
び
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
願
い
を
込

め
る
様
子
に
、
日
本
の
伝
統
の
軽
や
か
さ
を
感

じ
る
。

　「ち
ょ
っ
と
細
か
い
気
が
し
ま
す
が
、
小
さ
な

こ
と
に
意
味
を
見
出
し
て
い
く
の
が
面
白
い
と

こ
ろ
で
す
。
正
月
飾
り
を
始
め
と
し
て
、
日
本

の
年
中
行
事
に
は
、
そ
の
時
期
に
収
穫
さ
れ
る

力
の
あ
る
農
産
品
な
ど
で
四
季
の
循
環
を
感
じ

つ
つ
、
そ
こ
に
祈
り
や
願
い
を
込
め
ま
す
。
そ

れ
を
毎
日
の
生
活
に
採
り
入
れ
る
こ
と
で
、
自

然
と
共
生
し
た
無
理
の
な
い
丁
寧
な
暮
ら
し
に

少
し
ず
つ
近
づ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
中
島
さ
ん
は
語
る
。
床
の
間
が
な
い
家
庭
が

増
え
た
現
代
だ
が
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
や
棚
の
中

な
ど
、
工
夫
次
第
で
季
節
を
感
じ
る
も
の
を
置

く
こ
と
は
で
き
る
。「
自
然
を
感
じ
る
も
の
を

家
の
中
の
ど
こ
か
に
、
自
分
な
り
に
作
る
こ
と

で
、
心
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
の
贅
沢
に
ぜ
ひ
挑
戦
し

て
く
だ
さ
い
」。

◆しめ飾り…家の入口に飾り、神さまがやって
くる清められた場所であることを示す。悪いも
のが侵入するのを防ぐ。しめ縄は地方によって
様々だが一般的に新しく収穫したワラで編まれ
る。飾りには、ゆずり葉やウラシロ、シデを使う。

◆門松…家の門や入口に立てる、松や竹でつくっ
た飾り。木の幹や枝の先に神さまが宿ると考え
られていたことから、年神さまが迷わず家に来
られる目印になっている。「松」は神さまを「待
つ」につながっているほか、常に青いことから
長寿のシンボルとされている。鎌倉時代から竹
を一緒に飾るようになったという。まっすぐに
伸びる竹にも長寿の願いを込められている。玄
関に左右一対で置かれ、向かって左を雄松、右
を雌松と呼ぶ。

◆お年玉…本来はお金ではなく、年神さまにお
供えしたお米やモチだった。新しい「とし」の「た
ま」しいをもらうという意味で、新年を元気に
暮らせるようにとの願いが込められている。江
戸時代、商家の主人が、奉公人へ餅の代わりに
お金を渡す風習が広まったという。

◆正月あそび…「凧揚げ」は男の子が無事に育
つようにとの願いを込めて、男の子が生まれて
初めて迎える正月や初節句に贈った凧を空に揚
げたことが始まり。「羽根つき」はコンコンと羽
子板で羽をつく音で、災難や邪気を「はね」の
けることができる

◆初夢…元旦の夜から2日の朝にかけて見る夢
のこと。縁起が良い夢とされる「一富士」は無事、
「二鷹」は高く、「三茄子」は事をなす、を意味
している。

お正月風習の由来

正
月
飾
り
の
意
味

新
春
に
い
つ
も
目
に
す
る
「
正
月
飾
り
」。

飾
ら
れ
て
い
る
植
物
や
器
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
は
、
実
は
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
年
中
行
事
に
因
ん
だ
植
物
や
調
度
品
を
飾

る
「
し
つ
ら
い
」
を
日
々
の
暮
ら
し
に
採
り
入

れ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
「
五
節
供
を
楽
し
む

会
」。
小
学
校
や
大
学
で
の
講
演
経
験
も
豊
富

な
同
会
代
表
の
中
島
紀
代
子
さ
ん
に
正
月
飾
り

に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
っ

た
。　「正

月
と
は
年
神
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
行
事

の
こ
と
で
す
。
年
神
さ
ま
は
新
し
い
年
の
幸
せ

や
健
康
を
も
た
ら
す
と
い
わ
れ
る
神
さ
ま
。
豊

作
を
も
た
ら
す
農
耕
の
神
様
で
あ
り
各
家
庭
の

ご
先
祖
で
す
」
と
中
島
さ
ん
は
解
説
す
る
。
昔

は
12
月
13
日
の「
正
月
事
始
め
」か
ら
「
す
す
は

ら
い
」
と
し
て
家
の
掃
除
を
始
め
、
30
日
ま
で

に
は
し
め
縄
や
門
松
な
ど
を
飾
り
終
え
正
月
を

迎
え
る
準
備
を
終
え
た
と
い
う
。「
12
月
29
日

は
苦
に
つ
な
が
る
、
大
晦
日
は
急
場
し
の
ぎ
で

良
く
な
い
、
と
さ
れ
、
12
月
28
日
か
30
日
ま
で

に
準
備
を
終
え
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
」。

　
　
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
味
が

　正
月
飾
り
の
代
表
で
あ
る
「
鏡
餅
」。「
お
餅

に
は
稲
の
霊
が
宿
っ
て
い
て
、
食
べ
る
と
力
が

授
け
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

昔
の
人
は
様
々
な
も
の
を
映
す
『
鏡
』
に
神
秘

的
な
力
を
感
じ
、
そ
こ
に
は
神
さ
ま
が
宿
る
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
お
餅
を
鏡
を
模
し
た
丸
い

形
に
す
る
こ
と
で
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
。
さ
ら
に
お

餅
を
２
つ
重
ね
る
こ
と
で
太
陽
と
月
を
表
し
た

り
、
多
く
の
幸
せ
が
重
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

鏡
餅
の
飾
り
方
は
地
域
や
家
庭
で
少
し
ず
つ
異

な
り
ま
す
。
今
回
は
我
が
家
に
伝
わ
る
も
の
を

紹
介
し
ま
す
」
と
中
島
さ
ん
。
ま
ず
「
三
方
」

の
上
に
奉
書
紙
を
敷
く
。「
尊
い
方
の
た
め
の

台
で
あ
る
三
方
に
は
３
カ
所
に
宝
珠
状
の
穴
が

空
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
年
神
さ
ま
の
声
を
聞

く
た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
い
て
い
な
い
方

向
を
後
ろ
に
し
て
置
き
ま
す
」。
鏡
餅
を
ひ
と

つ
置
き
、
昆
布
と
ス
ル
メ
、
シ
ダ
科
の
ウ
ラ
ジ

ロ
、
ゆ
ず
り
は
、
干
し
柿
を
置
く
。「
ス
ル
メ

は
日
持
ち
の
良
い
食
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
末

永
く
幸
せ
が
続
く
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
昆
布
は
喜
ぶ
。
ウ
ラ
ジ
ロ
は
『
裏
黒
』

の
逆
で
清
ら
か
な
心
を
意
味
し
ま
す
。
２
つ
の

葉
を
向
き
合
わ
せ
て
供
え
る
こ
と
で
、
夫
婦
の

髪
が
白
く
な
る
ま
で
仲
良
く
暮
ら
す
と
い
う
願

い
を
込
め
て
い
ま
す
。
ゆ
ず
り
は
は
、
新
葉
が

出
て
か
ら
親
葉
が
落
ち
る
こ
と
か
ら
、
代
々

受
け
継
い
で
繁
栄
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま

す
。
ま
た
赤
い
茎
が
邪
気
を
払
う
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
柿
は
「『
嘉
来
』
と
も
表
し
、
喜
び
が

来
る
と
い
う
縁
起
が
良
い
食
べ
物
で
す
。
カ
ラ

ス
も
食
べ
な
い
よ
う
な
渋
柿
で
も
寒
風
を
耐
え

忍
ぶ
こ
と
で
甘
み
が
増
す
こ
と
か
ら
、
修
行
し

て
成
長
し
た
と
い
う
意
味
で
、
干
し
柿
の
こ
と

を
修
練
柿
と
も
呼
び
ま
す
」。
２
つ
め
の
鏡
餅

を
重
ね
た
ら
、
一
番
上
に
橙
だ
い
だ
いを
置
く
。「
橙
は
、

読
み
方
と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
木
に
何
代
も
の

実
が
な
る
こ
と
か
ら
、
代
々
家
が
続
き
ま
す
よ

う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
柑

橘
類
は
橘
が
吉
に
通
じ
ま
す
。
大
き
け
れ
ば
大

き
い
ほ
ど
『
大
吉
』
と
な
り
縁
起
が
良
い
と
言

わ
れ
ま
す
」。
今
回
は
隼
人
瓜
と
干
支
で
あ
る

戌
の
置
物
も
飾
っ
た
。「
隼
人
瓜
の
若
草
色
は

新
春
の
色
で
あ
り
、
大
変
生
命
力
が
あ
る
植
物

で
す
。
隼
人
は
、
先
駆
け
る
こ
と
か
ら
一
番
を

意
味
し
ま
す
。
別
名『
千
成
瓜
』と
い
い
ま
す
が
、

千
成
と
は
結
果
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
で
縁
起

物
で
す
」。
１
月
11
日
の
「
鏡
開
き
」
は
年
神

さ
ま
に
お
供
え
し
た
鏡
餅
を
、
お
さ
が
り
と
し

て
も
ら
い
、
力
を
分
け
て
も
ら
う
行
事
。「『
切

る
』
と
い
う
と
神
さ
ま
と
の
縁
が
切
れ
る
こ
と

に
繋
が
る
の
で
、『
開
く
』
と
い
う
言
葉
を
使
い
、

木
づ
ち
な
ど
で
砕
い
て
食
べ
ま
す
」。

　
　

床
の
間
な
く
て
も
O
K

　正
月
料
理
の
と
い
え
ば
「
お
せ
ち
」。
年
神

さ
ま
に
お
供
え
す
る
特
別
な
料
理
で
あ
り
、
家

中
島
紀
代
子
さ
ん

お正月だから聞きたい !!!特 集


