
相
手
へ
の
心
を 

贈
り
も
の
に
託
す 
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
切
な 

お
中
元
・
お
歳
暮 

贈りものは、相手への心を形に表したもの。心とマッチした品を選
びましょう。たとえば｢くつろぎ｣の印象を贈るには嗜好品が、｢清潔｣
のイメージを伝えるには石鹸などがピッタリ。新入生に筆記用具、
新社会人に名刺入れなど、新生活を期待させるものもいいですね。 

お中元は７月上旬～中旬、お歳暮は12月中旬～下旬に贈るの
が最適ですが、その品がどう利用されるかを考えてタイミングを決
めるとなおベター。お正月用のお酒など、先方でも準備すると思
われるものは、前もってお贈りすることを伝えるとさらに喜ばれます。 

　
正
月
の
お
年
玉
か
ら
初
夏
の
お
中
元
、年

末
の
お
歳
暮
に
い
た
る
ま
で
、日
本
に
は
一
年

の
う
ち
何
度
も„
贈
り
も
の
“を
や
り
と
り

す
る
行
事
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
い
た
だ
い

た
お
祝
い
に„
お
返
し
“を
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、こ
ち
ら
も
世
界
で
は
珍
し
い
習
慣
。

た
と
え
ば
結
婚
式
の
引
き
出
物
や
内
祝
い
と

い
っ
た
行
事
は
、欧
米
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う

で
す
。
日
本
人
は
、贈
り
も
の
の
好
き
な
民

族
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
こ
の
よ
う
な
「
贈
答
の
文
化
」
は
、お
互
い

を
支
え
あ
っ
て
い
た
地
域
社
会
が
生
み
出
し

た
も
の
で
す
。
冠
婚
葬
祭
や
病
気
の
見
舞
い

に
は
食
べ
物
や
お
金
を
提
供
し
あ
い
、余
っ
た

も
の
を
お
返
し
と
し
て
配
る
な
ど
、も
ち
つ

も
た
れ
つ
で
暮
ら
し
て
き
た
も
の
が
、い
つ
し

か
感
謝
の
気
持
ち
と
今
後
の
変
わ
ら
ぬ
関

係
発
展
を
願
う
贈
り
も
の
や
お
返
し
の
習

慣
に
変
わ
り
、現
在
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま

し
た
。 

　
こ
う
し
て
発
展
し
て
き
た
贈
答
の
文
化
も
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
と
と
も
に
少
し
ず

つ
形
を
変
え
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は
相
手
を

直
接
訪
問
し
て
渡
し
て
い
た
も
の
が
、や
が
て

デ
パ
ー
ト
な
ど
の
ギ
フ
ト
に
と
っ
て
か
わ
り
、

手
紙
や
電
話
な
ど
で
簡
単
な
あ
い
さ
つ
を
か

わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に
最
近
で

は
、手
軽
な
パ
ソ
コ
ン
の
電
子
メ
ー
ル
や
携
帯 

贈
り
も
の
編 

人
が
人
を
思
う
心
。そ
の
心
が
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
育
ま
れ
、 

か
た
ち
と
な
っ
て
根
付
い
て
い
る
の
が
、マ
ナ
ー
や
習
慣
で
す
。 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、そ
の「
お
も
い
や
り
」に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
、シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

今
回
は
、お
も
い
や
り
の
心
が
生
ん
だ
、日
本
の
美
し
い
贈
答
の
習
慣
に
つ
い
て
、 

そ
の
起
源
や
心
遣
い
の
ポ
イ
ン
ト
を
中
心
に
ご
紹
介
す
る「
贈
り
も
の
編
」講
座
で
す
。 

贈
り
も
の
の
原
点
は„
心
を
贈
る
“こ
と 

さ
り
げ
な
い
心
遣
い
で
、
贈
り
も
の
が
よ
り
素
晴
ら
し
い
も
の
に
変
わ
り
ま
す 



病気のお見舞いに鉢植えなど、広く知られているタブーのほかに、
趣味性の強いものや肌に直接つける品なども避けた方がいい
でしょう。一般的には、日用品や雑貨類、食品などさりげないもの
が喜ばれます。奇をてらいすぎないのも、贈り手のマナーなのです。 

贈った品が喜んでもらえると、こちらの気持ちも受け入れられたよう
で嬉しくなりますね。親しい間柄の場合、受け取ったその場で包装
をとくこともありますが、開けた瞬間の喜びは贈り手にも伝わるもの。
喜びを分かちあえば、お互い記憶に残る贈りものになるでしょう。 

嬉
し
さ
を
分
か
ち
あ
う 

リ
ア
ク
シ
ョ
ン 

ア
イ
テ
ム
を
そ
え
て 

よ
り
ス
マ
ー
ト
に 

さ
り
げ
な
い
品
を
選
ぶ 

心
遣
い 
メ
ー
ル
で
も
伝
わ
る 

お
も
い
や
り
の
気
持
ち 

お祝い返しという文化。この伝統を現代風にアレンジしてみましょう。
いただいた品に義理第一に返礼するのではなく、たとえば旅先での美
しい風景写真を添えたメールでのお礼を送ってみては。「あのときはあ
りがとう」の気持ちがこもったお礼はたとえメールでも嬉しいものです。 

より明確に気持ちを伝えたいなら、メッセージカードがおすすめ。
カードはあとに残されることが多く、こちらの気持ちも色あせない
でしょう。餞別やお祝いにお金を贈る場合には、花束などをそえ
ると仰 し々く感じません。アイテム選びも贈り手のセンスなのです。 

電
話
を
使
い
、お
祝
い
状
や
お
礼
状
な
ど
の

グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド
を
贈
る
人
も
増
え

て
き
て
い
ま
す
。 

　
贈
り
も
の
や
お
返
し
は
、お
互
い
を
支
え

あ
い
、苦
楽
を
分
か
ち
あ
っ
て
き
た
伝
統
が

生
み
だ
し
た
、す
ば
ら
し
い
文
化
で
す
。
長
い

歳
月
と
と
も
に
私
た
ち
の
心
に
育
ま
れ
て
き

た
、お
も
い
や
り
の
心
。こ
れ
か
ら
も
大
切
に

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

先祖への感謝の心が生んだ、お中元とお歳暮 

　わが国独特の習慣といわれるお中元とお歳暮。その原点には、
祖先や両親への感謝の気持ちがあるようです。お中元は、祖先の
霊をなぐさめる仏教のお盆の行事と、道教の祭日「中元」とが混ざっ
たもので、お盆に集まった親戚縁者にお礼の品をふるまうようになっ
たことがきっかけです。またお歳暮も、他家に嫁いだ者や奉公に出
ていた者などが年末に帰省するとき、正月のお供えものを持って帰っ
たことから広まりました。これらが転じて、お世話になった人に感謝
の気持ちを込めて品物を贈りあう、現在のお中元やお歳暮に発展
していったようです。 

出典・参考文献：「日本人の新作法」辰巳渚著 幻冬舎 


	くらし夏14.pdf
	くらし夏15.pdf

