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　正月といえば「しめ飾り」といった光景は大分少なくな
ったのではないでしょうか。以前であれば、玄関や倉庫な
ど、多くの場所で見ることができました。
　今回は失われつつある伝統文化「しめ飾り」を紹介。安田
克徳さんは宮若市日吉地区で 50 年以上しめ飾り作りを続
け、今では小倉城内八坂神社のしめ飾りも担当しています。
日吉地区はしめ飾り業が盛んで最盛期には 30 軒以上あっ
た作り手も、今は７軒になったとのこと。今でもしめ飾り作
りを続ける安田さんにしめ飾りの「いろは」を伺いました。
●問い合わせ　役場広報係☎ 201-4321

Ｑ
し
め
飾
り
と
は
？

　
元
々
神
社
の
「
し
め
縄
」
か
ら
家
庭
用
に
発
展

し
た
も
の
で
す
。
し
め
縄
は
神
社
の
社
殿
を
取
り

囲
む
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
て
、
神
の
領
域

と
現
世
を
分
け
隔
て
る
「
結
界
」
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
新
築
の
際
の
地
鎮
祭
で
土
地
の
四

隅
に
杭
を
立
て
、
し
め
縄
を
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
結

界
を
作
っ
て
土
地
を
清
め
て
い
る
ん
で
す
。

Ｑ
飾
る
意
味
は
？

　
最
初
は
全
国
同
じ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

地
域
ご
と
に
、
そ
の
土
地
の
風
習
で
飾
る
意
味
が

変
化
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
辺
で
は
、「
１
年
の
区

切
り
と
し
て
自
宅
を
清
め
、
神
域
を
作
り
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
正
月
に
豊
作
や
健
康
を
も
た
ら
す

福
神
様
を
自
宅
に
招
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
県
内
で
も
山
を
１
つ
越
え
た
ら
意
味

が
若
干
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
飾
る
場
所
は
？

　
昔
は
玄
関
や
倉
庫
、
蛇
口
、
車
に
も
取
り
付
け

て
い
ま
し
た
が
、
１
つ
飾
る
の
で
あ
れ
ば
玄
関
が

良
い
と
思
い
ま
す
。
神
様
を
迎
え
入
れ
て
幸
福
を

授
け
て
ほ
し
い
場
所
に
飾
る
と
良
い
で
す
。

Ｑ
設
置
す
る
期
間
は
？

　
12
月
30
日
に
飾
り
、
１
月
８
日
に
外
す
の
が
一

般
的
で
す
。
た
だ
、
地
域
で
期
間
が
違
っ
た
り
、

１
年
間
飾
り
続
け
た
り
す
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
し
め
飾
り
業
者
で
50
年
？

　
昔
、
し
め
飾
り
は
各
家
庭
で
作
っ
て
い
た
の
で

販
売
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
す
。
全
国
的

に
農
家
が
減
り
始
め
た
50
年
ほ
ど
前
か
ら
、
し
め

飾
り
の
需
要
が
多
く
な
っ
て
、
こ
の
地
区
で
し
め

飾
り
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
私
の
本
業
は
、
花
屋

な
ど
に
花
や
木
を
売
る
こ
と
で
、
今
の
時
期
だ
け

し
め
飾
り
や
門
松
を
作
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
し
め
飾
り
を
飾
る
家
が
減
っ
た
？

　
作
り
手
が
そ
れ
以
上
に
減
っ
て
い
ま
す
。
し
め

飾
り
の
材
料
は
ワ
ラ
で
す
が
、
準
備
に
手
間
が
か

か
り
ま
す
。
今
、
米
の
収
穫
は
効
率
的
に
機
械
１

台
で
稲
刈
り
と
脱
穀
を
し
ま
す
が
、
こ
の
方
法
だ

と
ワ
ラ
が
痛
ん
で
使
え
ま
せ
ん
。
し
め
飾
り
用
に

は
稲
刈
り
と
脱
穀
を
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
利
益
が
薄
い
上
、
手
間
も
大
変
か
か
る
の

で
、
新
規
で
始
め
る
人
は
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。

Ｑ
国
産
の
し
め
飾
り
に
は
御
利
益
が
？

　
今
は
外
国
産
も
売
ら
れ
て
い
て
国
産
は
高
く
思

わ
れ
が
ち
で
す
。
た
だ
、
国
産
の
も
の
は
使
っ
て

い
る
ダ
イ
ダ
イ
（
代
々
繁
栄
）
や
ウ
ラ
ジ
ロ
（
潔

白
・
神
聖
）、
ユ
ズ
リ
葉
な
ど
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
伝
統
的
な
願
掛
け
が
あ
り

ま
す
。
少
し
出
費
に
は
な
り
ま
す
が
、
多
く
の
方

が
神
様
か
ら
沢
山
の
福
を
授
か
っ
て
、
良
い
１
年

を
始
め
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
、
毎
年
し
め
飾
り
を
作
り
続
け
て
、
こ
の
伝

統
文
化
が
続
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

しめ飾りという

　   伝統文化

安田克徳さん（宮若市）
( 有 ) グリーンハート安田花卉

福
神
様
を家に招く ユ

ズ
リ
葉
（
新
し
い
葉
が
古
い

葉
と
入
れ
替
わ
り
出
て
く
る

性
質
か
ら
家
が
途
切
れ

る
こ
と
な
く
代
々

繁
栄
を
連
想
）

ウラジロ（葉の裏
が白く心の裏に偽
りがない・清廉潔
白を表す）

ダイダイ（何代もの実が同じ木に一緒に
実っていることから、「子孫繁栄」の象徴）

飾



しめ飾り紹介

地域でここまで違う！
　安田さんが作成する主な４型のしめ飾りを紹介。全国的に作られている鶴のしめ
飾りですが、九州では圧倒的にこの形が多いとのこと。ただ、鶴は鶴でも地域で
形が少し異なっています。また、福岡市の「暖簾」や山口県「海老」の形は全国的
にもこの地域にしかない珍しい形です。今回は水巻町で作られるしめ飾りや全国
で作られるしめ飾りも併せて紹介します。

 小倉北区
 行橋市地域

八幡西区・遠賀中間地域

八幡西区近郊では「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、
長寿を象徴する鶴のしめ飾り。小倉北区・行橋地域では形が
若干異なり、羽を絞った形が好まれる。作り方はまるで違い、
八幡西区型は８つの羽が１つずつ分離できるのに対し、小倉北
区型は左右対象の羽が１つのワラでつながっている。

曲がっている形が「腰が曲がるまでに元気に長生きしますよう
に」と健康長寿として考えられる海老を使ったしめ飾り。安田
さんも山口県の業者からの依頼で数年前初めて作った形で、
全国的に見ても珍しいとのこと。

番
外
編
　
全
国
の
し
め
飾
り

水
巻
町
の
し
め
飾
り

玉
飾
り（
北
海
道
・
関
東
）
宝
珠
ホ
シ
ノ
タ
マ（
宮
城
県
）

打
出
の
小
槌（
長
野
市
）

俵（
山
形
県
）

亀（
石
川
県
）

蘇
民
将
来（
三
重
県
伊
勢
市
）

松
竹
梅（
京
都
府
）

し
ゃ
も
じ（
愛
媛
県
松
山
市
）

　
全
国
に
は
亀
や
俵
な
ど
数

多
く
の
し
め
飾
り
が
存
在
し

ま
す
。
図
書
館
の
専
門
図
書

で
確
認
す
れ
ば
、
さ
ら
に
珍

し
い
し
め
飾
り
や
、
そ
の
土

地
で
作
ら
れ
る
背
景
・
意
味

な
ど
も
確
認
で
き
ま
す
。

し
め
か
ざ
り

（
工
作
舎
・
森
須
磨
子 

著
）

福
を
す
く
い
取
る

神
を
待
つ
吉
兆
の
し
る
し

春
を
願
い

　
小
槌
を
振
る

家
の
繁
栄
・
長
寿
の
願
い

切
実
な
豊
作
へ
の
願
い

仏
教
法
具
の
宝
珠
は
雨
を
連
想

魔
除
け
の
木
札
が
特
徴

玉
か
ら
垂
れ
る
サ
ゲ
が
特
徴

鶴つ

る

し
め
飾
り
の
販
売
は

ク
リ
ス
マ
ス
以
降
が
最
盛
期

　水巻町では鶴（八幡西区型）が主流で、数は少なくなりまし
たが今でも自宅用にしめ飾り作りを続けている人がいます。今
回、立屋敷でしめ飾り作りを行う入江さんに話しを伺いました。

　私が子どもの頃は、地元の下二でほとんどの家がしめ飾り
を作っていました。父は鶴や博多風の飾りではなく、かなり大
きな暖簾のような飾りを作っていてすごかったですよ。私も自
分の家を持ってから、鶴の飾りを作るようになったんですが、
今、作っているのは「ごぼう締め」。一般的に神社で使われる
形です。10 年ほど前、宮地嶽神社の大しめ縄作りに参加す
る機会があって、その作り方を真似てミニチュア版を作ってま
す。縄を編む際は左巻きとか、飾る際は穂先が向かって左とか、
しめ飾りは知れば知るほど、奥が深くて面白いですよ。 入江登さん（立屋敷）

ごぼう締め

暖の

れ

ん簾

１年中飾
ってます

！

　
北
九
州
市
内
だ
け
で
も
形
が
違
う
し
め
飾
り
。

全
国
的
に
見
て
み
れ
ば
、
そ
の
地
域
の
風
習
が
大

き
く
影
響
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
農
業
が
盛
ん
な
地
域
や
寒
さ
が
厳
し

い
地
域
で
は
強
く
豊
作
を
願
う
形
が
し
め
飾
り
に

表
さ
れ
る
な
ど
、
本
来
の
意
味
「
新
年
に
福
神
様

を
自
宅
に
招
き
入
れ
、
た
く
さ
ん
の
幸
せ
を
授
け

て
も
ら
お
う
」
に
、
さ
ら
に
思
い
が
込
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
安
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
近
年
で
は
し
め
飾
り
を

飾
る
家
が
減
っ
た
一
方
で
、
新
し
い
形
の
し
め
飾

り
が
誕
生
し
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
は
現
代
風
の
家

に
合
わ
せ
た
洋
風
の
し
め
飾
り
で
、
ク
リ
ス
マ
ス

リ
ー
ス
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
生
産
者
と

し
て
は
、
こ
れ
も
風
習
に
よ
る
変
化
と
同
じ
変
化

と
捉
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
し
め
飾
り
は
生
の
ダ
イ
ダ
イ
や
ユ
ズ
リ
葉
、
ウ

ラ
ジ
ロ
、
竹
な
ど
を
使
い
、
新
鮮
な
状
態
で
正
月

を
迎
え
る
た
め
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
過
ぎ
る
と
一
斉

に
販
売
が
始
ま
り
ま
す
。
今
回
、
生
産
者
の
し
め

飾
り
へ
の
思
い
に
触
れ
、
私
自
身
こ
の
文
化
が
残

っ
て
ほ
し
い
と
切
に
思
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
一

緒
に
し
め
飾
り
文
化
の
「
伝
道
者
」
に
な
っ
て
い

き
ま
せ
ん
か
。

しめ飾りの
　処分方法
　地元の神社で行
われる「どんど焼き」
で処分してくださ
い。町内では毎年１
月中旬に行われてい
ます。詳しくは各神
社に問い合わせてく
ださい。

海え

び老

商人のまち博多らしく、「暖簾型」のしめ飾り。入店する際、両 
手で暖簾を分けている姿が連想される。使用している材料は
北九州地域と全く同じですが、暖簾がけできるよう、上部に
横長の竹が設置されている。宮若市は八幡西区型が主流で、
すぐ隣の篠栗町ではこの形が主流。
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福岡市地域（※博多区が特に多い。）

商人のまち博多らしく、「暖簾型」のしめ飾り。入店する際、両 
手で暖簾を分けている姿が連想される。使用している材料は
北九州地域と全く同じですが、暖簾がけできるよう、上部に
横長の竹が設置されている。宮若市は八幡西区型が主流で、
すぐ隣の篠栗町ではこの形が主流。

山口県地域

曲がっている形が「腰が曲がるまでに元気に長生きしますよう
に」と健康長寿として考えられる海老を使ったしめ飾り。安田
さんも山口県の業者からの依頼で数年前初めて作った形で、
全国的に見ても珍しいとのこと。


