
土
ど

曜
よう

子
こ

ども教
きょう

室
しつ

徳
とく

川
がわ

美
び

術
じゅつ

館
かん

令
れい

和
わ

6年
ねん

度
ど

月
がつ

のポイント！１

お正
しょう
月
がつ
の準

じゅん
備
び

大
だい
名
みょう
家
け
のお正

しょう
月
がつ

お正
しょう
月
がつ
とは

　お正
しょう

月
がつ

は、新
あたら

しい年
とし

のお祝
いわ

いであり、また「年
とし

神
がみ

様
さま

」を迎
むか

える

行
ぎょう

事
じ

でもあります。昔
むかし

の習
しゅう

慣
かん

では、お正
しょう

月
がつ

を迎
むか

えるとみんな一
いっ

緒
しょ

に一
ひと

つ年
とし

を取
と

りました。お正
しょう

月
がつ

は、みんなの「お誕
たん

生
じょう

祝
いわ

い」の日
ひ

だったのです。年
とし

を取
と

るということには、新
あたら

しい 魂
たましい

を「年
とし

神
がみ

様
さま

」

から与
あた

えられ、生
せい

命
めい

を蘇
よみがえ

らせる意
い

味
み

がありました。

　12月
がつ

 13日
にち

、江
え

戸
ど

城
じょう

で「御
おん

事
こと

納
おさめ

・御
おん

煤
すす

払
はらい

」があり、武
ぶ

家
け

や町
ちょう

人
にん

でも煤
すす

払
はら

い、いわゆる大
おお

掃
そう

除
じ

が行
おこな

われました。正
しょう

月
がつ

に神
かみ

様
さま

を迎
むか

える準
じゅん

備
び

として、家
いえ

の中
なか

や神
かみ

棚
だな

を清
きよ

めました。15日
にち

を過
す

ぎると、

26日
にち

頃
ごろ

をピークに餅
もち

つきが行
おこな

われました。昔
むかし

はそれぞれの家
いえ

で

餅
もち

をつき、つき上
あ

がった餅
もち

はお歳
せい

暮
ぼ

として親
しん

戚
せき

や知
ち

人
じん

に贈
おく

りました。

　大
だい

名
みょう

が江
え

戸
ど

にいる時
とき

は、まず江
え

戸
ど

城
じょう

に行
い

き、将
しょう

軍
ぐん

に年
とし

の始
はじ

めの挨
あい

拶
さつ

をしました。尾
お

張
わり

徳
とく

川
がわ

家
け

は元
がん

日
じつ

の一
いち

番
ばん

、朝
あさ

早
はや

くに江
え

戸
ど

城
じょう

へ行
い

き、挨
あい

拶
さつ

をしました。大
だい

名
みょう

が国
くに

元
もと

にい

るときは、家
か

臣
しん

をはじめ商
しょう

人
にん

、僧
そう

侶
りょ

、村
むら

役
やく

人
にん

など国
くに

にい

るさまざまな人
ひと

々
びと

が大
だい

名
みょう

のいる城
しろ

に挨
あい

拶
さつ

に来
き

ました。

七
なな
草
くさ
の日

ひ
（若

わか
菜
な
の節
せっ
句
く
）

お謡
うた
い初

ぞ
め

年
とし
の始
はじ
めの挨

あい
拶
さつ

具
ぐ
足
そく
祝
いわ
い

節
せつ
分
ぶん
は

年
ねん
末
まつ
の行

ぎょう
事
じ
でした！

七
なな
草
くさ
とは

3日
か

７日
か

１１日
にち

節
せつ

分
ぶん

の豆
まめ

まきは、大
お お み そ か

晦日に目
め

に見
み

え

ない災
わざわ

いを払
はら

う行
ぎょう

事
じ

「追
つい

儺
な

」がルー

ツとされています。次
し

第
だい

に現
げん

在
ざい

の節
せつ

分
ぶん

行
ぎょう

事
じ

になりましたが、今
いま

も昔
むかし

も

「鬼
おに

を払
はら

い、福
ふく

を招
まね

きたい」という変
か

わらない思
おも

いが込
こめ

められています。

平
へい

和
わ

な世
よ

の中
なか

が長
なが

く続
つづ

くようにと、おめでたい内
ない

容
よう

の

お能
のう

を観
み

みました。

一
いち

年
ねん

の健
けん

康
こう

を願
ねが

い、七
なな

草
くさ

がゆを食
た

べます。

鎧
よろい

・兜
かぶと

や武
ぶ

器
き

を飾
かざ

って、その前
まえ

に

餅
もち

を供
そな

えて一
いち

年
ねん

の幸
こう

運
うん

を祈
いの

りまし

た。供
そな

えたお餅
もち

は、雑
ぞう

煮
に

や汁
しる

粉
こ

に

して食
た

べました。現
げん

在
ざい

の鏡
かがみ

開
び

き・

鏡
かがみ

割
わ

りはその名
な

残
ごり

です。

・せり・なずな・ごぎょう・はこべら

・ほとけのざ・すずな・すずしろ野菜七種類のこと

要
よう

筐
きょう

弁
べん

志
し

年
ねんちゅう

中行
ぎょうじ

事（名
な

古
ご

屋
や

市
し

蓬
ほう

左
さ

文
ぶん

庫
こ

蔵
ぞう

）門
かど

松
まつ

「小
お

笠
がさ

原
わら

家
け

伝
でん

書
しょ

」（名
な

古
ご

屋
や

市
し

蓬
ほう

左
さ

文
ぶん

庫
こ

蔵
ぞう

）「具
ぐ

足
そく

祝
いわ

い」にそなえる餅
もち

飾
かざ

り

元
がん
日
じつ

大大
だいだい

名名
みょうみょう

とおとお正正
しょうしょう

月月
がつがつ

NO.12

千
ちよだおんおもて

代田御表 諸
しょこう

侯登
とじょう

城桔
ききょう

梗下
げ ば の ず

馬之図NO.16

華
か

洛
らく

四
し

季
き

遊
ゆう

戯
ぎ

図
ず

巻
かん

  下
げかん

巻（部
ぶ

分
ぶん

）　重
じゅうようびじゅつひん

要美術品

古
こめん

面 （追
つい

儺
な

面
めん

）

NO.1

NO.９
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　みなさんが遊
あそ

ぶ

双
すご

六
ろく

は、紙
かみ

双
すご

六
ろく

と

いい、大
おお

きな紙
かみ

に区
く

画
かく

を施
ほどこ

し

てさまざまな絵
え

を描
えが

き、振
ふ

り

出
だ

し（スタート）から、上
あ

が

り（ゴール）までを、サイコ

ロの出
で

た目
め

によって駒
こま

を進
すす

め

る遊
あそ

びです。東
とう

海
かい

道
どう

五
ご

十
じゅう

三
さん

次
つぎ

の 宿
しゅく

場
ば

をたどる「道
どう

中
ちゅう

双
すご

六
ろく

」や身
み

分
ぶん

が次
し

第
だい

に上
あ

がっていく「出
しゅっ

世
せ

双
すご

六
ろく

」などがあります。

お正
しょう
月
がつ
の遊

あそ
び

　徳
とく

川
がわ

美
び

術
じゅつ

館
かん

には、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

が数
かず

多
おお

く残
のこ

されています。大
だい

名
みょう

かるた、羽
は

子
ご

板
いた

、貝
かい

あわせや、

琴
こと

や三
しゃ

味
み

線
せん

などの楽
がっ

器
き

、その他
た

、将
しょう

棋
ぎ

盤
ばん

や碁
ご

盤
ばん

、双
すご

六
ろく

盤
ばん

があります。さらに、香
こう

木
ぼく

の香
かお

りを聞
き

き分
わ

けて

遊
あそ

ぶ香
こう

道
どう

具
ぐ

、小
こ

型
がた

の弓
ゆみ

矢
や

の遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

である雀
すずめ

小
こ

弓
ゆみ

、ホッケーやラクロスのようにスティックで球
たま

を打
う

つ

打
だ

球
きゅう

など、さまざまです。

　16世
せい

紀
き

にポルトガルから伝
つた

わったカー

ド遊
あそ

びが始
はじ

まりです。江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

には、公
く

家
げ

や大
だい

名
みょう

のお姫
ひめ

様
さま

の教
きょう

養
よう

を高
たか

めるため、

百
ひゃくにんいっしゅ

人一首の和
わ か

歌の上
かみ

の句
く

と下
しも

の句
く

を結
むす

びつけるな

どのかるたが生
う

まれました。

　 目
め

か く し を し て、

目
め

・鼻
はな

・口
くち

などをお

いていき、出
で

来
き

上
あ

がった顔
かお

を

笑
わら

って楽
たの

しみます。「笑
わら

う門
かど

に

は福
ふく

来
きた

る」と縁
えん

起
ぎ

がよいので、

お正
しょう

月
がつ

にふさわしい遊
あそ

びと

なりました。

かるた

羽
は
子
ご
板
いた

福
ふく
笑
わら
い

縁
えん
起
ぎ
物
もの

双
すご
六
ろく

伊
い せ

勢物
ものがたり

語かるた

五
ごがつじゅうろくにちどすいせい

月十六日土水性の人
ひと

うけニ入
い

ル

歌
うた

川
がわ

貞
さだ

房
ふさ

画
が

新
しんばんこどもしゅっせ

板子供出世すご六
ろく

　歌
うたがわ

川貞
さだひで

秀画
が

　

七
しち

福
ふく

神
じん

人
にん

形
ぎょう

NO.24

NO.36

NO.35

NO.43

葵
あおい

紋
もんつき

付左
さぎちょう

義長図
ず は ご

羽子板
いた

NO.6

おめでたい神
かみ

様
さま

や福
ふく

をよぶ

郷
きょう

土
ど

の遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

 室
むろまち

町時
じ

代
だい

に中
ちゅうごく

国

か ら 伝
つた

わ り、 羽
は

子
ご

板
いた

で

羽
は ね

根を打
う

ち合
あ

います。

　羽
は

根
ね

つきの羽
は

根
ね

を蚊
か

などを食
た

べてく

れるトンボに見
み

立
た

てて、夏
なつ

に子
こ

どもが

蚊
か

に刺
ささ

されないようにとのおまじない

であったと伝
つた

えられています。でも、

年
とし

の始
はじ

めに羽
は

根
ね

つきをして、その一
いち

年
ねん

の厄
やく

払
ばら

いをするという意
い

味
み

が込
こ

められ

ていたと考
かんが

えられています。　　

　さらに、美
うつく

しい羽
は

子
ご

板
いた

を調
ととの

えて、お

正
しょう

月
がつ

の贈
おく

り物
もの

とする風
ふう

習
しゅう

もあらわれま

した。


