
　

元
旦
は
年
の
初
め
、
去
年
ま
で

あ
っ
た
良
い
事
も
良
く
な
い
事
も

色
々
含
め
、
新
た
な
気
持
ち
で
希

望
を
持
っ
て
第
一
歩
を
ス
タ
ー
ト

し
た
い
も
の
で
す
。

　

さ
て
、
１
月
７
日
は
七
草
粥
を

食
べ
る
正
月
行
事
の
習
慣
が
あ
り

ま
す
。
平
安
時
代
頃
に
中
国
か
ら

日
本
へ
伝
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
お

せ
ち
料
理
で
疲
れ
た
胃
を
休
め
、

野
菜
不
足
の
冬
場
に
栄
養
を
補
う

意
味
も
あ
る
よ
う
で
す
。
七
草
の

名
前
は
そ
の
時
期
に
は
覚
え
て
い

て
も
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
で

す
。
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ
ョ
ウ
、

ハ
コ
ベ
ラ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
ス
ズ

ナ
、
ス
ズ
シ
ロ
。
い
い
機
会
な
の

で
図
鑑
を
調
べ
て
勉
強
し
直
し
ま

し
た
。

　

私
の
母
は
１
月
７
日
生
ま
れ
で

し
た
が
、
自
身
の
誕
生
日
で
あ
っ

て
も
七
草
粥
は
必
ず
食
卓
に
並
び

ま
し
た
。
母
は
私
の
無
病
息
災
を

祈
っ
て
料
理
し
て
く
れ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

昨
今
で
は
正
月
に
な
れ
ば
ど
の

ス
ー
パ
ー
で
も
七
草
粥
の
パ
ッ
ク

入
り
が
販
売
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で

は
手
作
り
だ
っ
た
正
月
行
事
が
、

時
代
が
変
わ
り
衰
退
し
て
い
く
よ

う
に
感
じ
ら
れ
、
少
し
寂
し
い
気

が
し
て
お
り
ま
す
。　

  （
M
・
O
）

公
民
館

の
歴
史

節
目
の
年
を
迎
え
て
私
達
の
公
民
館

　

昭
和
22
年
に
発
足
し
た
松
本
市

の
公
民
館
は
、
平
成
29
年
に
70
周

年
の
節
目
を
迎
え
る
。公
民
館
は
、

住
民
の
交
流
と
学
習
拠
点
の
場
と

し
て
整
備
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
多
く

の
住
民
が
集
い
、
親
睦
を
深
め
、

地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
き
た
。

　

市
町
村
合
併
や
人
口
増
加
等
の

中
で
、
地
域
拠
点
と
し
て
の
公
民

館
は
、
少
し
ず
つ
数
を
増
や
し
、

現
在
36
館
と
な
っ
た
。

　

我
々
庄
内
人
が
拠
点
と
す
る
庄

内
地
区
公
民
館
は
、
開
館
が
平
成
18

年
4
月
で
あ
る
。
松
本
市
は
各
地

　

庄
内
地
区
公
民
館
は
、
ゆ
め
ひ
ろ

ば
庄
内
と
い
う
複
合
施
設
の
一
部
で

あ
り
、
駐
車
場
の
広
さ
か
ら
他
の
公

民
館
よ
り
も
使
い
や
す
く
、
庄
内
地

区
内
外
か
ら
大
勢
の
方
々
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
公
民
館
を
利
用

し
た
い
と
申
し
出
の
あ
っ
た
サ
ー
ク

ル
活
動
を
行
う
団
体
数
は
２
０
０
に

迫
る
勢
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
、公
民
館
に
訪
れ
る
方
々

は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
夏
場
、

ふ
と
ロ
ビ
ー
に
目
を
向
け
る
と
学

生
た
ち
が
涼
み
に
来
て
い
る
。
道

路
事
情
に
詳
し
く
な
い
県
外
か
ら

の
観
光
客
が
地
理
を
教
え
て
ほ
し

い
と
窓
口
に
来
る
。
冬
場
は
温
か

い
飲
み
物
を
抱
え
て
休
憩
し
て
い

る
ご
年
配
の
方
が
い
る
。
大
勢
の

方
々
が
行
き
か
う
か
ら
、
季
節
感

を
味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
、ロ
ビ
ー

に
展
示
す
る
鯉
の
ぼ
り
や
門
松
等

の
飾
り
付
け
に
も
力
が
入
る
。

　

そ
ん
な
季
節
の
風
物
詩
の
前
で

賑
や
か
に
し
て
い
る
の
が
、
保
育

園
児
等
の
子
ど
も
達
だ
。
友
達
同

士
で
は
し
ゃ
ぎ
回
り
、
時
に
大
声

を
上
げ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
元
気

区
の
公
民
館
の
整
備
を
平
成
７
年

か
ら
開
始
し
、庄
内
地
区
公
民
館
が
、

合
併
前
の
旧
市
29
地
区
の
最
後
に

完
成
し
た
の
だ
。
そ
れ
ま
で
は
隣

の
松
南
地
区
と
共
に
南
部
公
民
館

の
エ
リ
ア
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
南
部
公
民
館
が
発
足
し
た

の
が
昭
和
62
年
４
月
。
上
記
写
真

は
昭
和
63
年
に
発
刊
さ
れ
た
公
民

館
報
な
ん
ぶ
版
第
１
号
で
あ
る
。

　

当
時
、
地
域
行
事
や
学
習
活
動

が
盛
ん
な
も
の
の
、
公
民
館
や
地

域
活
動
で
の
男
性
不
在
が
課
題
の

よ
う
で
あ
っ
た
。
高
齢
化
社
会
を

懸
念
す
る
記
事
も
あ
っ
た
。

す
ぎ
る
た
め
、
お
母
さ
ん
に
注
意

さ
れ
て
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
姿

も
ま
た
微
笑
ま
し
い
と
こ
ろ
だ
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
お
母
さ
ん
た
ち

は
、
普
段
ど
ん
な
お
気
持
ち
で

公
民
館
を
訪
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
館
報
編
集
委
員
会
で
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

●
A
さ
ん
の
場
合

「
今
日
は
子
ど
も
達
と
プ
ー
ル
に
来

ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
家
で
は
は

し
ゃ
い
で
し
ま
う
の
で
、
プ
ー
ル

が
終
わ
っ
た
後
に
図
書
コ
ー
ナ
ー

の
机
を
借
り
て
宿
題
を
さ
せ
て
い

ま
す
。
こ
う
い
う
静
か
な
場
所
だ

と
勉
強
が
は
か
ど
る
の
で
、
土
日

も
利
用
し
て
い
ま
す
」

●
B
さ
ん
の
場
合

「
料
理
教
室
の
帰
り
で
す
。
公
民
館

主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
よ
く
参
加

し
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
は
何
か

と
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
子

ど
も
が
側
に
い
る
と
落
ち
着
い
て

料
理
が
で
き
な
い
の
で
、
で
き
れ

ば
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
と
う

れ
し
い
で
す
ね
」

●
C
さ
ん
の
場
合

「
保
育
園
に
子
ど
も
を
迎
え
に
き

て
、
今
は
休
憩
中
で
す
。
帰
っ
た

ら
夕
飯
作
ら
な
い
と
い
け
な
い
の

で
。
こ
こ
は
天
気
に
関
係
な
く
過

ご
せ
る
の
で
、
つ
い
つ
い
寄
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
私
の
子
ど
も
は
こ

こ
で
新
し
い
友
達
を
作
っ
た
事
が

あ
っ
て
、
そ
の
流
れ
で
私
も
マ
マ

友
が
で
き
ま
し
た
」

　

現
代
は
身

近
な
道
具
が

進
歩
し
、
便

利
さ
は
追
求

さ
れ
て
い
る

が
、
当
時
か

ら
の
問
題
は

ど
れ
だ
け
解

決
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
。
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平
成
28
年
12
月
４
日
、

庄
内
地
区
の
小
学
校
５
～

６
年
生
と
そ
の
親
を
対
象

に
し
た
「
三
九
郎
講
習
会
」

が
、
庄
内
地
区
子
ど
も
会

育
成
会
主
催
で
開
か
れ
た
。

　

前
半
は
元
小
学
校
長
の

大
輪
先
生
を
講
師
と
し
て

お
招
き
し
、
三
九
郎
の
由

来
、
歴
史
、
呼
び
名
等
平

安
時
代
か
ら
続
く
伝
統
に

つ
い
て
学
ん
だ
。

　

後
半
は
三
九
郎
の
や
ぐ

ら
を
実
際
に
ど
う
組
み
立

て
る
の
か
、
体
験
型
の
学

習
会
を
行
う
。
丸
太
の
組

み
方
や
縄
の
縛
り
方
の
コ

ツ
に
つ
い
て
経
験
者
の
指

導
を
受
け
、
子
ど
も
達
は

実
際
に
や
ぐ
ら
を
組
み
立

て
た
の
だ
っ
た
。

　

一
昔
前
は
誰
で
も
知
っ

て
い
た
こ
と
も
、
今
は
経

験
者
が
き
ち
ん
と
し
た
形

で
伝
え
な
け
れ
ば
、
伝
統

行
事
を
続
け
て
い
く
の
は

難
し
い
の
だ
と
い
う
。
現

代
社
会
の
特
徴
と
も
言
え

よ
う
。
そ
れ
故
、
教
え
る

側
の
大
人
達
も
真
剣
か
つ

熱
心
で
あ
っ
た
。
子
ど
も

に
と
っ
て
は
た
っ
た
１
日

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
必
ず
今
日
の
体
験
が

後
々
実
を
結
ぶ
は
ず
だ
。

三九郎の由来
～起源～
・平安時代の宮廷行事。短冊等を燃やす火祭
りが由来
～呼び名～
・人名説（神主 福間三九郎）
・三苦説（凶作、重税、疾病）

（上記以外にも由来は諸説あり）
～他の名称～
三九郎は松本地域独特の呼び名で、他の地域
ではサギチョー、ドンド焼き等と呼ばれる。

三九郎よもやま話
○ この前三九郎に行ったが、昔と随分様子が

変わってたよ。
○ 今までは1月15日の小正月だった。前の日

にやぐらを作ったら夜通し見張り番をしな
いと燃やされちゃうんだよな。

○ そう。どっかのいたずら小僧がな。うちはわ
らを盗まれたよ。今じゃあ考えられないな。

○ 場所も田んぼだったが今は河川敷だ。どう
してだろう？

○ 燃えカスに針金のクズとかが混じるからな。
田んぼを貸すことが敬遠されるのさ。

○ まゆ玉とかおもちを焼く時か。どうしてまゆ
玉を焼くのかを知ってる子どもはいるかな？

○ さあ？ おかいこ様が由来とも聞くが、今の
子どもは養蚕業が盛んだったことなんて知
らないだろうしなぁ。

○三九郎の歌があったの覚えているか？
○ ああ。あのちょっと卑猥なやつか。ちと、

孫には教えられないな。
○ そういえば、うちの孫が12月に三九郎講習

会に行ったぞ。子ども会育成会が主催で、
公民館に友達と集まったそうだ。

○ きちんと作り方を教えないと後世に伝わら
ない時代になったのかなぁ。

○ 来年は孫と一緒に三九郎に行って、火にあ
たりながら昔話を聞かせてやろう。

立派に組み立てられた三九郎。燃
え盛る炎に何を願うのか。
庄内地区公民館１Fロビーにて、庄
内地区15町会の三九郎写真を展
示しております。

三九郎って何？
大輪先生より
歴史を学ぶ。

▲三九郎やぐらの作り方を教わる。
子どもだけでなく、親も一緒に。

親
子
×
地
域
の
人
、集
い

冬
空
へ
願
い
を
乗
せ
て

 12/4

 1/7・8

伝統を教わる子どもたち
「三九郎講習会」開催

三九郎

～
平
成
29
年 

三
九
郎
～
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