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に ほ ん しょうがつ

☆ 日本のお正月 ☆
しんねん

新年あけましておめでとうございます。
ねんまつね ん し やす す

みなさんは年末年始のお休みをどのように過ごされたで

しょうか？
あたら とし はじ しょうがつ なつ ぼん

新しい年の始まりであるお正月は、夏のお盆とともに、
にほんじん とくべつ い み も

日本人にとっては特別な意味を持っています。
きゅうか り よ う かいがい こくない りょこう で ひと

休暇を利用して海外や国内の旅行に出かける人もいる
いっぽう と か い ふるさと かえ か ぞ く いっしょ しょうがつ むか

一方、都会から故郷へ帰って、家族と一緒にお正月を迎え
ひと おお しょうがつき ぶ ん あさ さけ いっぱい

る人も多いようです。“正月気分”で朝からお酒を一杯や
ねしょうがつ たの とう

りながら、のんびりと“寝正月”を楽しんだお父さんもい

たことでしょう。
しょうがつ むか かた ち い き か て い ちが

お正月の迎え方は地域や家庭によって違います。
こんかい おこな しょうがつ しゅうかん

今回は、これまでなんとなく行ってきた「お正月の習慣」
も い み かんが おも

が持っている意味について考えてみたいと思います。

しょうがつ

＊正月
しょうがつ とし ゆた いちねん ねが とし

正月とは、その年が豊かな一年になることを願って歳
がみさま しょうがつ むか かみさま とし ほうさく か ぞ く

神様（お正月に迎える神様で、その年の豊作や、家族
けんこう こうふく さず むか いわ

の健康と幸福を授けてくれるという）をお迎えし、祝う
ぎょうじ

行事です。
しょうがつ ちか かどまつ みせさき かざ

お正月が近づくと、門松（スーパーの店先などに飾
たけ まつ つか いっつい かざ かざ いね

ってある竹や松を使った一対の飾り）や、しめ飾り（稲
くき ほ つく なわ えん ぎ よ

の茎を干した“わら”で作ったしめ縄と縁起の良いと
しょくぶつ は つく かざ しょうがつかざ もんぜん

される植物の葉で作った飾り）などの正月飾りを門前
げんかん かざ いえじゅう そ う じ としがみさま

や玄関に飾ったり、家中をきれいに掃除して、歳神様
むか じゅんび

を迎える準備をします。
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はつ

＊初もうで
あたら いちねん ぶ じ こうふく いの とし あ はじ

新しい一年の無事や幸福を祈って、年が明けてから初
じんじゃ てら まい はつ

めて神社やお寺にお参りすることを初もうでといいま

す。
にん き し ゃ じ はつ きゃく ひとびと

人気のある社寺は初もうで客でにぎわい、人々はおみ
しんぶつ いの きっきょう うらな ひ えんぎもの

くじ（神仏に祈って吉凶を占うくじ）を引いたり、縁起物
よ いわ しなもの か もと

（良いことがあるようにと祝うための品物）を買い求め
ふりそで そで なが き も の き こいびと いっしょ

たりします。振袖（袖の長い着物）を着て、恋人と一緒
まい わか じょせい すがた は よ

にお参りする若い女性の姿も晴れやかで良いものです。

はつ ひ で

＊初日の出
がんたん いちがつついたち あさ あ さ ひ ごらいこう おが

元旦（１月１日の朝）の朝日を「御来光」として拝
しゅうかん ひとびと ひ で み み は よ

む習慣があります。人々は日の出を見に、見晴らしの良
おか やま かいがん みさき で

い丘や山、海岸や岬へと出かけます。
あたた ふくそう おおみそか がつ にち よる

できるだけ暖かい服装で、大晦日（１２月３１日）の夜
で ひとびと さむ ひ で

のうちに出かけます。人々は寒さをこらえて日の出の
しゅんかん ま あたら とし はじ ど う じ のぼ

瞬間をじっと待ちます。新しい年の始まりと同時に登
たいよう おが すがすが き も しんねん むか

ってくる太陽を拝んで、清々しい気持ちで新年を迎えま

す。

ねんがじょう

＊年賀状
しんねん ね ん が は が き か だ

新年のあいさつを年賀葉書に書いて出します。
ひご ろ せ わ ひと ほか あ ゆうじん

日頃お世話になっている人の他、ふだん会えない友人
ちじ ん ねんがじょう つう たが きんきょう し

知人などとも年賀状を通じて互いに近況を知らせあいま
さいきん しゃしん つか

す。最近はパソコンやデジカメの写真を使ってオリジナ
ねんがじょう つく ひと ふ すべ いんさつ

ルの年賀状を作る人も増えています。全て印刷ではな
て が ひとこ と そ ほう よろこ

く、手書きのメッセージを一言添えた方が喜ばれるよう

です。

ぞう に

＊お雑煮
しょうがつ た もち さまざま ざいりょう い しる ち い き

お正月に食べる、餅や様々な材料を入れた汁です。地域
しゅるい いっぱん かんとう

によって様 （々さまざま）な種類があります。一般に関東
ぞう に し か く もち はい じる じ た かんさい ぞ う に

の雑煮は四角い餅の入ったすまし汁仕立て、関西の雑煮
まるもち しろ み ぞ じ た か て い い ぐ

は丸餅に白味噌仕立てですが、家庭によって入れる具は
ちが か が わ ぞ う に ぜんこく めずら

違います。香川の「あんもち雑煮」は全国でも珍しい、
あま ぞ う に

甘いお雑煮です。

りょうり

＊おせち料理
しょうがつ た とくべつ りょうり じゅうばこ かさ つか はこがた

お正月に食べる特別な料理で、重箱（重ねて使う箱型
よう き ち そ う いろど よ も つ

の容器）にいろいろなご馳走が彩り良く盛り付けられて
ひ も よ とくちょう むかし いそが し ゅ ふ

います。日持ちが良いのが特徴で、昔、忙しい主婦が
しょうがつ りょうり て やす

お正月ぐらいは料理の手を休めてゆっくりできるように
はじ りょうり げんざい つく たいへん

と始まった料理だそうです。が、現在では作るのが大変
かん ひと おお こ う か りょうり か もと

だと感じる人も多く、高価なおせち料理セットを買い求
ひと

める人もいます。
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かがみ

＊鏡もち（おかがみさん）
だいしょうふた まる もち かさ は

大小二つの丸い餅を重ね、葉のついたみかんをのせ
は ほ がき

ます。シダの葉や干し柿などをあしらうこともありま
としがみさま そな しょうがつ お

す。これも歳神様へのお供えです。正月が終わると、
かがみびら ひ い っ か しあわ ねが かがみ わ

「鏡開き」の日に、一家の幸せを願って鏡もちを割り、
あず き さ と う あま に もち だ ん ご い しる

ぜんざい（小豆を砂糖で甘く煮て餅や団子を入れた汁）
い た

などに入れて食べます。

しょくば つか こ と ば

☆ 職場でよく使われる言葉 ☆
き ほ ん

１）基本のあいさつ

にんげんかんけい き ほ ん い

人間関係の基本はまずあいさつから、と言われます。あ
あい て ぞんざい みと ど う じ ねが

いさつには相手の存在を認めると同時に、「よろしくお願
い み ふく しょくば つか

いします」といった意味も含まれています。職場でよく使
しょうかい

われているあいさつのことばについて紹介します。

「おはようございます」
あさ き も よ

朝のあいさつで気持ちの良い一日が始まります。

「いらっしゃいませ」
きゃく き こ と ば むか

お客さんが来たら、この言葉でお迎えします。

せ わ

「いつもお世話になっております」
せ わ あ い て たい

ふだんから世話になっている相手に対して。

しょうしょう ま

「 少々お待ちください」
あ い て ま

相手に待ってもらうときに。

「かしこまりました」
あ い て し じ い ら い う ていねい ひょうげん

相手の指示や依頼を受けるときの丁寧な表現。

しつれい

「失礼いたしました」
あ い て ま とき じ ぶ ん あやま とき

相手を待たせてしまった時や、自分のミスを謝る時の

ことば。

－３－



もう わけ

「申し訳ございません」
あ い て ようぼう い ら い ことわ とき きゃく ふ か い おも

相手の要望、依頼を断る時、お客さんに不快な思いを
とき

させてしまった時などに。
しつれい あらた わ

「失礼いたしました」よりも改まったお詫び。

おそ

「恐れいります」
ていねいご

「すみません」の丁寧語。

「ありがとうございます（ました）」
かんしゃ らいきゃく み お く とき つか

感謝のことば。来客を見送る時にも使います。

ねが

「よろしくお願いいたします」
ひと い ら い きょうりょく たの

人に依頼したり、 協力を頼むときなどに。

い

「行ってまいります」
がいしゅつ み お く ほう

外出するときに。見送る方は「いってらっしゃい」と
こえ かえ かえ

声をかける。帰ってきたら、「お帰りなさい」

さき しつれい

「お先に失礼いたします」
し ご と お しょくば で

仕事を終えて職場を出るときのあいさつ。

つか

「お疲れさまです（でした）」
し ご と お ひと

仕事を終えた人へのねぎらいのことば。

こと ば

２）クッション言葉

あい て たの あ い て い ら い ことわ

相手に頼みごとをしたり、相手の依頼を断るときに、ス
ひょうげん やわ こ と ば

トレートな表現を和らげるための言葉としてよく使われま

す。

しつれい

「失礼ですが」
しつれい な ま えいただ

Ex）失礼ですが、お名前頂いてもよろしいですか？

おそ い

「恐れ入りますが」
おそ えんりょねが

Ex）恐れいりますが、おタバコはご遠慮願えませんで

しょうか。

もう わけ

「申し訳ございませんが」
もう わけ た な か がいしゅつ

Ex）申し訳ございませんが、あいにく田中は外出して

おります。
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つか そんけいご けんじょうご

３）よく使われる尊敬語と謙譲語

に ほ ん ご あ い て うやま ひょうげん そんけいご じ ぶ ん

日本語には相手を敬う表現である「尊敬語」と、自分を
あい て ひく もの ひょうげん けんじょうご しょくば

相手より低い者として表現する「謙譲語」があります。職場
つか ひょうげん しょうかい

でよく使う表現を紹介します。

く い

◇来る・行く
そんけいご

⇒尊敬語「いらっしゃる、おいでになる」

Ex）「会長は会議室へいらっしゃいました。」
けんじょうご

⇒謙譲語「伺う、参る」

Ex）「明日の朝、お宅へ伺ってもよろしいですか？」
あ

◇会う
そんけいご あ

⇒尊敬語「お会いになる」

Ex）「社長は明日、山本様とお会いになります。」
けんじょうご め

⇒謙譲語「お目にかかる」

Ex）「火曜にお目にかかれますか？」
い

◇言う
そんけいご

⇒尊敬語「おっしゃる」

Ex）「課長のおっしゃるとおりです。」
けんじょうご もう もう あ

⇒謙譲語「申す、申し上げる」

Ex）「私から申し上げます。」
き

◇聞く
そんけいご き

⇒尊敬語「お聞きになる」

Ex）「山田さんの件、もうお聞きになりましたか？」
けんじょうご うかが

⇒謙譲語「伺う」

Ex）「その件は初めて伺いました。」
し

◇知っている
そんけいご ぞ ん じ

⇒尊敬語「ご存知」

Ex）「部長はご存知なのでしょうか？」
けんじょうご ぞん あ

⇒謙譲語「存じ上げる」

Ex）「鈴木さんのことは私も存じ上げております。」
み

◇見る
そんけいご らん

⇒尊敬語「ご覧になる」

Ex）「一度、会場をご覧になってはいかがですか？」
けんじょうご はいけん

⇒謙譲語「拝見する」

Ex）「拝見させていただきます」

◇する
そんけいご

⇒尊敬語「なさる」

Ex）「タクシーになさいますか？」
けんじょうご

⇒謙譲語「いたす」

Ex）「お待ちいたしております」
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し

☆ お知らせコーナー ☆
がいこくじん じんけん ほうりつそうだん

�外国人のための人権・法律相談
かいけつ もんだい かか こま

ひとりで解決できない問題を抱えて困っていませんか？
べ ん ご し ほうむきょくしょくいん そうだん おう

弁護士、法務局職員が相談に応じます。
にち じ がつ にち きん がつ にち きん がつ にち きん

◇日時：１月１６日（金）、２月２０日（金）、３月１３日（金）

いずれも１３：００～１５：００
ばし ょ か が わかいぎしつ

◇場所：アイパル香川会議室
もうしこみ じ ぜ ん よ や く ひつよう

◇申込：事前予約が必要です

がいこくじん せいかつそうだんまどぐち

�外国人のための生活相談窓口
かがわけん な く なや

香川県での慣れない暮らしにひとりで悩んでいません
そうだんいん せいかつ そうだん

か？相談員が生活の相談にのります。
ばし ょ か が わかいぎしつ

◇場所：アイパル香川会議室
もうしこみ じ ぜ ん よ や く ひつよう

◇申込：事前予約が必要です

といあわ もうしこ

�、�の問合せ、申込み
ざい かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい

⇒（財）香川県国際交流 協会

�：０８７－８３７－５９０８

こくさいこうりゅう しょうがつかい

�「さぬき国際交流お正月会」
がいこくじん にほんじん みないっしょ しょうがつ いわ

外国人、日本人、皆一緒にお正月を祝いませんか？
かいさい び がつ にち にち

◇開催日：１月１１日（日）１３：００～１６：００
ばし ょ か が わ かいかいぎしつ

◇場所：アイパル香川３階会議室

しゅんせつゆうこうこうりゅうかい

�「春節友好交流会」
ちゅうごく しょうがつ しゅんせつ たの

中国のお正月にあたる「春節」をみんなで楽しみませ
がいこくじん にほんじん さ ん か

んか？外国人、日本人、どなたでも参加できます。
かいさい び がつ にち にち

◇開催日：１月２５日（日）
ばし ょ か が わ かいかいぎしつ

◇場所：アイパル香川３階会議室

といあわ もうしこ

�、�の問合せ、申込み
ざい たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

⇒（財）高松市国際交流 協会

�：０８７－８３７－６００３

財団法人 香川県国際交流協会

〒７６０－００１７

高松市番町１丁目１１－６３

香川国際交流会館（アイパル香川）

Tel：０８７－８３７－５９０８
Fax：０８７－８３７－５９０３
URL : http : //www.i-pal.or.jp/
休館日：月曜日、１２月２９日～１月３日

（月曜が祝日の場合は翌日が休館）
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