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地
域
に
支
え
ら
れ

地
域
を
支
え
る

子
供
た
ち
に

水
谷
小
学
校
長

大
畠

仁

水
谷
小
学
校
に
着
任
し
て

早
５
年
目
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
地
域
の
皆
様
に
は
、

本
校
の
教
育
活
動
に
ご
理
解

ご
協
力
い
た
だ
き
、
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
の
皆
様
に
は
様
々
な

場
面
で
お
世
話
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
日
も

栽
培
飼
育
委
員
会
の
児
童
と

と
も
に
社
協
の
方
々
に
植
栽

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
が
彩

り
ま
し
た
。
児
童
数
が
多
く

心
配
な
登
下
校
の
時
間
帯
に

は
、
地
域
の
皆
様
に
辻
々
に

立
っ
て
い
た
だ
き
、
毎
日
、

児
童
の
見
守
り
を
行
な
っ
て

い
た
だ
い
て
い
る
方
々
も
い

ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
着
任

以
来
交
通
事
故
は
０
件
で
す
。

学
習
に
も
お
力
添
え
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

特
に
総
合
的
な
学
習
の
時

間
に
は
、
地
域
の
農
家
の
方
、

古
く
か
ら
伝
わ
る
ほ
う
き
作

り
の
伝
承
会
の
方
、
地
域
の

お
囃
子
保
存
会
の
方
、
地
域

の
パ
ン
屋
さ
ん
な
ど
、
お
か

げ
さ
ま
で
児
童
が
体
験
を
通

し
、
深
い
学
び
を
行
う
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
他

に
も
、
水
谷
小
学
校
区
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
で
は
、
水
谷

小
学
校
の
児
童
の
た
め
に
ラ

ジ
オ
体
操
、
安
全
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
し
て
い
た
だ
い
た
り
、

青
少
年
育
成
市
民
会
議
水
谷

支
部
で
は
夏
休
み
の
宿
題
教

室
や
か
る
た
大
会
な
ど
児
童

が
楽
し
め
る
企
画
を
し
て
い

た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
児
童
は
温
か

い
地
域
の
皆
様
に
見
守
ら
れ

た
り
、
遊
び
や
活
動
の
場
を

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
り
と
、

地
域
の
中
で
楽
し
く
安
全
に

過
ご
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
は
地
域
の
行
事
な
ど
に
、

ぜ
ひ
、
児
童
も
係
の
一
員
と

し
て
活
躍
す
る
場
を
設
け
て

い
た
だ
き
、
地
域
の
一
員
で

あ
る
こ
と
の
自
覚
や
地
域
愛

を
深
め
ら
れ
る
と
あ
り
が
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
水
谷
小
学
校
の

児
童
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

お正月に欠かせないおせち料理は、季節の節目に当たる「節（せつ）」の特別な料理で、平安時代の朝廷は正月を含む５つの節（七草、

桃の節句、菖蒲の節句、七夕、重陽の節句）の「五節会」という儀式に「御節供（おせちく）」という料理を神様にお供えしていました。

食材には五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄を願う意味が込められています。江戸時代に幕府が「節句」を祝日と定めてから、おせち料理は

庶民の暮らしに浸透しました。 編集委員 柴田妙子

鏡

餅
二
段
の
丸
餅
は
太
陽
と
月
を
表
し
、

「
福
が
重
な
る
」
「
円
満
に
年
を
重
ね
る
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
餅
の
上
の
橙
は
家

が
代
々
栄
え
る
よ
う
に
、
裏
白
は
古
い
葉

が
落
ち
ず
に
新
し
い
葉
が
出
る
生
命
力
と

長
寿
の
象
徴
、
ゆ
ず
り
葉
は
世
代
が
ゆ
ず

ら
れ
続
く
よ
う
に
と
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

お
屠
蘇
（
お
と
そ
）

お
屠
蘇
は
平
安
貴
族
の
正
月
行
事
の
ひ

と
つ
で
し
た
。
中
国
の
三
国
時
代
、
名
医

が
災
難
厄
除
け
の
た
め
に
生
薬
を
調
合
し

お
酒
に
浸
し
て
飲
ん
だ
の
が
始
ま
り
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
お
屠
蘇
に
は
、
邪
気
を

「
屠
（
ほ
ふ
）
っ
て
魂
を
「
蘇
」
ら
せ
る

と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
邪
気
や
病
を
追

い
払
い
新
し
い
魂
を
甦
ら
せ
る
た
め
の
も

の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
雑
煮

歳
神
様
に
お
供
え
し
た
野
菜
や
餅
を
一

緒
に
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
を
込
め
た
の

が
お
雑
煮
で
神
様
の
力
を
分
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。
お
雑
煮
を
い
た
だ
く
と
き
に
使

う
祝
箸
は
両
端
が
細
く
な
っ
て
い
て
、
一

方
は
神
様
の
た
め
、
も
う
一
方
は
人
間
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
が
育
っ
た
中
国
地
方

の
お
雑
煮
は
関
東
地
方
と

異
な
り
丸
餅
で
す
。

味
付
け
は
昆
布
と
鰹
で

取
っ
た
出
汁
で
、
す
ま
し

汁
が
ベ
ー
ス
で
す
。
茹
で

た
て
丸
餅
の
上
に
セ
リ
、

ご
ぼ
う
、
ユ
リ
根
、
し
い

た
け
、
か
ま
ぼ
こ
の
具
が

入
り
ま
す
。
特
徴
的
な
の

は
十
六
島
海
苔
（
う
っ
ぷ

る
い
の
り
）
を
の
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
で
す
。

ま
た
、
か
ぶ
の
甘
酢
漬

け
を
箸
休
め
に
食
べ
る
と

さ
っ
ぱ
り
と
し
て
美
味
し

い
で
す
。
家
族
皆
こ
の
お

雑
煮
が
大
好
き
で
元
旦
の

朝
は
み
ん
な
が
期
待
し
て

い
る
分
、
緊
張
し
ま
す
。

結
婚
し
て
50
年
、
今
も

続
け
て
い
る
母
か
ら
の
雑

煮
で
す
。

水
子
在
住

中
山
さ
ん

＊
う
っ
ぷ
る
い
の
り

ア
サ
ク
サ
ノ
リ
の
仲
間
。

島
根
県
出
雲
市
十
六
島
（
う
っ
ぷ

る
い
）
周
辺
で
採
れ
る
海
苔

現代風

オリジナルおせち

イクラがたっぷり
のった仙台のお雑
煮。本来は焼きハ
ゼの上にイクラが

のっています。

水谷小学校 大畠校長

腰が曲がる年齢まで、長生

きする。長寿の願いを込め

て。

子がたくさんあることから、

子宝に恵まれることに

なぞらえ子孫繁栄を願って。

イワシは昔、田畑の高級な

肥料として使われた。

豊作の祈りを込めて。

巻物は学問の象徴。

知恵を授かる願いを込めて。

蒲の穂のような形から変化

した。赤は魔除け、白は清

浄の意味がある。

新年もマメに働き、暮らせ

るようにとの願いを込めて。

ごぼうは地中に深く根を張

ることから家族や家業が土

地に根付き、代々続くよう

に。

穴がたくさんあることから、

将来を見通すという意味で

先見のある一年を願って。

祝いの紅白の水引をかたどっ

て、祝いの形を表す。

（大根とニンジン）

子宝を願って…

意味を込めた縁起物。

黄金色の小判をイメージし、

お金が貯まるようにとの願

いを込めて。

たたきごぼう

れんこん

紅白なます

イクラ

栗きんとん

黒 豆

蒲 鉾

伊達巻

田作り

数の子

海老

こ
ん
に
ち
は
コ
ー
ナ
ー

わ
が
家
の
夫
、
そ
し
て

小
学
生
と
三
歳
の
息
子
た

ち
は
伝
統
的
な
お
せ
ち
料

理
が
少
し
苦
手
。

無
病
息
災
を
祈
っ
て
、

丁
寧
に
下
ご
し
ら
え
を
し

た
お
煮
し
め
や
花
型
の
酢

蓮
根
を
作
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
食
べ
て
も

ら
え
な
い
ん
じ
ゃ
仕
方
な

い
。
お
義
母
さ
ん
と
一
緒

に
年
越
し
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
数
年
前
に
、
お
正

月
料
理
を
見
直
し
ま
し
た
。

今
、
私
が
作
る
の
は
、

り
ん
ご
を
い
れ
た
芋
き
ん

と
ん
に
息
子
た
ち
が
大
好

き
な
き
ん
ぴ
ら
蓮
根
。
当

日
は
夫
が
醤
油
ベ
ー
ス
の

お
雑
煮
を
作
り
ま
す
。
取

り
寄
せ
た
洋
風
お
せ
ち
を

テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
置
き
、

ハ
ム
と
か
ま
ぼ
こ
を
切
り
、

お
義
母
さ
ん
お
手
製
の
伊

達
巻
き
と
松
風
を
盛
り
付

け
た
ら
元
旦
ご
は
ん
の
出

来
上
が
り
。
縁
起
物
の
食

材
か
ら
パ
ワ
ー
を
い
た
だ

き
つ
つ
、
家
族
が
も
り
も

り
食
べ
て
く
れ
る
こ
の
形

が
、
わ
が
家
の
お
正
月
料

理
で
す
。

水
子
在
住

Ｏ
さ
ん

わ
が
家
の
特
製
お
せ
ち

わ
が
家
の
特
製
お
雑
煮

本年もよろしくお願い申しあげます 新年合併号 特集 おせち料理


