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小正月の伝統行事　だんご木作りに挑戦

税金はどんなことに使われるの？

臼
う す

と杵
き ね

を使った餅つきを体験

新春恒例「初市」

　
１
月
１３
日
、
な
か
や
ま
保
育
園
で

１
年
間
の
無
病
息
災
や
五
穀
豊
穣
を

願
う
小
正
月
の
伝
統
行
事
「
だ
ん
ご

木
作
り
」
が
行
わ
れ
、
年
長
児
が
粘

土
で
作
っ
た
色
鮮
や
か
な
だ
ん
ご
の

飾
り
つ
け
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
昔
な
が

ら
の
農
村
の
暮
ら
し
に
親
し
ん
で
も

ら
お
う
と
、
県
と
Ｊ
Ａ
や
ま
が
た
豊

田
青
年
部
な
ど
が
初
め
て
企
画
・
開

催
し
た
も
の
で
す
。

　
園
児
た
ち
は
、
は
じ
め
に
Ｊ
Ａ
や

ま
が
た
豊
田
青
年
部
の
大
津
規の
り
彰あ

き
部

長
か
ら
飾
り
付
け
の
コ
ツ
や
だ
ん
ご

の
色
に
込
め
ら
れ
た
意
味
な
ど
の
説

明
を
受
け
、
赤
、
青
、
黄
、
白
の
四

色
の
小
麦
粉
粘
土
を
使
っ
て
だ
ん
ご

　
１
月
１２
日
に
豊
田
小
学
校
、
２０
日
に
長
崎
小

学
校
で
「
租
税
教
室
」
が
行
わ
れ
、
６
年
生
の

児
童
が
税
金
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
こ
の
教

室
は
、
次
代
を
担
う
児
童
に
、
町
や
国
の
財
政

を
支
え
る
税
の
意
義
や
役
割
を
正
し
く
理
解
し

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
２
年

前
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
長
崎
小
学
校
で
は
、
町
住
民
税
務
課
職
員
が

講
師
を
務
め
、
税
金
の
種
類
や
仕
組
み
、
そ
の

使
い
道
な
ど
に
つ
い
て
児
童
が
理
解
し
や
す
い

よ
う
、
パ
ネ
ル
等
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
税
金
が
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
」

を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
ア
ニ
メ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ

が
上
映
さ
れ
、
ご
み
の
収
集
な
ど
生
活
に
必
要

な
も
の
が
有
料
に
な
る
こ
と
や
、
警
察
や
消
防

が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
機
能
し
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　
児
童
は
、
終
始
真
剣
な
表
情
で
講
義
に
聞
き

入
っ
て
お
り
、
は
じ
め
は
「
税
金
は
必
要
な

い
」
と
い
う
意
見
の
児
童
が
半
数
を
占
め
て
い

　
１
月
２９
日
、
町
農
業

委
員
会
主
催
の
豊
作
祈

願
餅
つ
き
が
な
か
や
ま

保
育
園
で
行
わ
れ
、
年

長
児
が
臼う
す

と
杵き

ね
を
使
っ

た
昔
な
が
ら
の
餅
つ
き

を
体
験
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
農
業
委
員
の

皆
さ
ん
が
お
手
本
を
披

露
。
園
児
た
ち
は
、
杵

が
振
り
下
ろ
さ
れ
る
た

び
に
歓
声
を
あ
げ
、
臼

　
１
月
１４
日
、
役

場
前
の
上
町
通
り

で
、
新
春
恒
例
の

「
初
市
」
が
開
か

れ
、
縁
起
物
を
求

め
る
買
い
物
客
で

賑
わ
い
ま
し
た
。

　
歩
行
者
天
国
と

な
っ
た
通
り
に

は
、
色
と
り
ど
り

の
だ
ん
ご
木
や
初

飴
、
焼
き
そ
ば
、

ま
し
た
が
、
税

金
が
自
分
た
ち

の
生
活
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る

こ
と
、
み
ん
な

が
住
み
や
す
い

町
に
す
る
た
め

に
税
金
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を

学
び
、
税
金
へ

の
理
解
を
深
め

て
い
ま
し
た
。

の
中
の
も
ち
米
が
お
餅
に
変
わ
っ
て
い
く
様
子
を
興

味
津
々
で
見
学
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
農
業
委
員
の
皆
さ
ん
と
二
人
一
組
に
な

り
、
実
際
に
餅
つ
き
を
体
験
。「
よ
い
し
ょ
！
」
の

掛
け
声
に
合
わ
せ
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
お
餅
を
つ

き
あ
げ
ま
し
た
。

　
つ
い
た
お
餅
は
納
豆
も
ち
に
し
て
振
舞
わ
れ
、
園

児
は
「
と
っ
て
も
お
い
し
い
か
ら
小
さ
い
組
の
み
ん

な
に
も
食
べ
て
も
ら
い
た
い
」「
頑
張
っ
た
後
の
お

餅
は
特
別
お
い
し
い
」
な
ど
と
感
想
を
述
べ
合
い
な

が
ら
、
つ
き
た
て
の
お
餅
を
嬉
し
そ
う
に
味
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

ど
ん
ど
ん
焼
き
な
ど
を
売
る
露
店
が
ず
ら
り
と
並
ん

だ
ほ
か
、
町
観
光
協
会
に
よ
る
甘
酒
や
つ
き
た
て
の

あ
ん
こ
餅
の
振
舞
い
も
行
わ
れ
、
訪
れ
た
人
は
買
い

物
の
合
間
に
冷
え
た
体
を
温
め
て
い
ま
し
た
。

作
り
を
開
始
。
粘
土
の
色
を
混
ぜ
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
だ
ん
ご
を
作
っ
た
り
、

折
り
紙
の
飾
り
を
付
け
た
り
と
、
願

い
を
込
め
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊

か
な
だ
ん
ご
木
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　
谷
口
斗と
う
ま真
く
ん（
梅
ヶ
枝
町
）は
、

「
お
だ
ん
ご
を
丸
め
な
が
ら
、
お
父

さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
い
つ
ま
で
も
元

気
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
兄
ち
ゃ

ん
た
ち
と
喧
嘩
し
な
い
で
仲
良
く
過

ご
せ
る
よ
う
に
と
お
願
い
し
た
」
と

話
し
、
鈴
木
里
穂
子
ち
ゃ
ん
（
南
小

路
）
は
「
家
族
み
ん
な
で
遊
園
地
に

い
き
た
い
と
お
願
い
し
な
が
ら
作
っ

た
。上
手
に
で
き
た
の
で
、き
っ
と
願

い
が
叶
う
と
思
う
」
と
だ
ん
ご
木
の

出
来
栄
え
に
大
満
足
の
様
子
で
し
た
。

あんこ餅の振舞いは「甘すぎず美味しい」と好評でした

長崎小２年生の児童も遊びに来てくれました
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