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満
員
の
バ
ス
の
車
内
は
、
立
ち
並
ぶ
人
の
熱
気
と
暖
房
と
で
、
不
快
な
も
の
で
し
た
。

バ
ス
が
静
か
に
走
り
出
し
た
時
、
後
方
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
の
火
の
つ
い
た
よ
う
な
鳴
き
声

が
聞
こ
え
ま
し
た
。
私
に
は
、
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
詰
め
の
バ
ス

と
、
人
の
熱
気
と
暖
房
と
で
、
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
苦
し
く
、
泣
く
以
外
に
方

法
が
な
か
っ
た
の
だ
、
と
思
え
ま
し
た
。
泣
き
叫
ぶ
赤
ち
ゃ
ん
を
乗
せ
て
、
バ
ス
は
新

宿
に
向
か
い
走
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

バ
ス
が
次
の
バ
ス
停
に
着
い
た
時
、
何
人
か
が
降
り
始
め
ま
し
た
。
最
後
の
人
が
降

り
る
時
、
後
方
か
ら
、「
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
降
り
ま
す
。」
と
若
い
女
の
人
の
声
が
聞

こ
え
ま
し
た
。
そ
の
人
は
人
の
間
を
か
き
わ
け
る
よ
う
に
前
の
方
へ
進
ん
で
来
ま
す
。 

 

そ
の
時
、
私
は
、
そ
の
人
が
、
泣
い
た
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
い
る
お
母
さ
ん
だ
と
分

か
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
お
母
さ
ん
が
、
運
転
手
さ
ん
の
横
ま
で
行
き
、
お
金
を
払
お
う
と
す
る
と
、
運

転
手
さ
ん
は
、「
目
的
地
は
こ
こ
で
す
か
。」
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
女
性
は
、
気
の

毒
そ
う
に
小
さ
な
声
で
、「
新
宿
ま
で
な
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
泣
く
の
で
、
こ
こ
で
降

り
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
運
転
手
さ
ん
は
、
少
し
考
え
て
か
ら
マ
イ
ク
の
ス

イ
ッ
チ
を
入
れ
ま
し
た
。「
皆
さ
ん
、
こ
の
若
い
お
母
さ
ん
は
新
宿
ま
で
行
く
の
で
す
が
、

赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
い
る
の
で
、
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
が
か
か
る
の
で
、
こ
こ
で
降
り
る

と
言
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
は
小
さ
い
時
は
、
泣
き
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
泣
く
の
が
仕

事
で
す
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
、
少
し
の
時
間
、
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
を
一
緒
に
乗
せ
て

く
だ
さ
い
。」
と
言
い
ま
し
た
。 

 

私
は
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
ず
、
多
分
み
ん
な
も
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ほ

ん
の
何
秒
か
が
過
ぎ
た
時
、
一
人
の
拍
手
に
つ
ら
れ
て
、
バ
ス
の
乗
客
全
員
の
拍
手
が

返
事
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
若
い
お
母
さ
ん
は
何
度
も
頭
を
下
げ
て
い
ま
し
た
。 

こ
ん
な
社
会
（
世
の
中
）
に
な
れ
ば
… 

「
バ
ス
と
赤
ち
ゃ
ん
」 

 

先
日
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
た
ら
、
外
国
で
の
あ
る
で
き
ご
と
を

伝
え
て
い
ま
し
た
。
泣
き
じ
ゃ
く
る
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
母
親
が
、
満
員
の
バ

ス
の
中
に
い
る
映
像
で
し
た
。
バ
ス
は
な
か
な
か
出
発
せ
ず
、
バ
ス
の
運
転

手
は
、
そ
の
母
親
の
い
る
座
席
に
行
き
、「
あ
な
た
が
い
る
か
ら
、
バ
ス
が
発

車
で
き
な
い
の
よ
」
と
強
い
口
調
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
母

親
も
周
り
の
乗
客
も
何
も
答
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
間
も
赤
ち
ゃ
ん
の
泣

き
声
は
、
車
内
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
次
の
瞬
間
、
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
ま

ま
母
親
は
、
バ
ス
を
降
り
途
方
に
く
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

日
本
に
も
、
数
十
年
前
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
こ
こ
で
、
道
徳
の
授
業
で
活
用
し
て
い
る
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。 

こ
ん
な
資
料
で
の
光
景
に
は
、
な
ん
と
な
く
心
温
ま
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
バ
ス
と
い
う
小
さ
な
社
会

で
の
人
々
の
心
の
つ
な
が
り
が
、
大
き
な
社
会
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
す
て
き
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
是
非
、
そ
ん
な
社
会
を
目
指
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
最
初
に
お
話
し
し
た
外
国
で
の
バ
ス
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
後
の
話
し
が
あ
り
ま
す
。

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
が
、
バ
ス
か
ら
降
り
た
後
、
乗
客
が
一
人
、
ま
た
一
人
バ
ス
を
降
り
始

め
ま
し
た
。
バ
ス
を
降
り
た
乗
客
の
一
人
は
、
そ
の
母
親
に
対
し
て
、「
あ
な
た
が
降
り
る
な
ら
、
私
た

ち
も
降
り
る
わ
…
」
と
声
を
か
け
て
、
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
バ
ス
の
す
べ
て
の
乗
客
が
降

り
た
の
で
し
た
。 

 

日
本
で
も
外
国
で
も
、
世
界
中
で
、
人
の
優
し
さ
や
思
い
や
り
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
感

じ
た
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。 

 

お正月に語り合ってみませんか 

～子どもたちの心を育てるチャンスです～ 

 お正月は、日本の伝統的な行事であることは言うまでもありません。し

め飾り、鏡もち、おせち料理、お雑煮などがあります。最近では、これら

のことをすべて行う家庭は、少なくなったのかもしれませんが、お正月の

時期には、誰もが様々な場面で目にすることがあります。 

 お正月の行事には、ひとつひとつに意味があります。その意味を子ども

たちに語ることで、いにしえの人々の思いや知恵を知るとともに、今を生

きていることの大切さを感じることもできるのではないでしょうか。 

 ここで、正月の由来等を紹介します。 

昔から、元旦には「年神様（としがみさま）」という新年の神様が、1年

の幸福をもたらすために各家庭に降臨するとされています。新しい年を“迎

える”と表現したり、“一年の計は元旦にあり”といったりするのも、年神

様を元旦にお迎えするからで、お正月の行事や風習には、年神様をめぐる

一連のストーリー（物語）があります。神様をお迎えするためにしめ飾り

や鏡もちが飾られます。おせち料理は、神様への収穫物の報告や感謝の意

でつくられます。料理１つ１つに子孫繁栄などの願いが込められ 

ています。 

 子どもたちと、ゆっくりそんなことを語り合うことが 

できる正月にしたいものです。 よいお年をお迎えください。 


