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～ 1月《睦月 》～むつき

１日 元日 １５日 小正月

５日 囲碁の日 １７日 防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの日

７日 七草 ２６日 文化財防火デー

１０日 １１０番の日 ２８日 逸話の日

１３日 成人の日 ２９日 みその日

わ
か
る
こ
と

5

「
環
境
に
い
い
」
こ
と

7

頭
部
の
正
面
部
分

9

話
題
と
な
っ
た
固
体
燃
料
式
ロ
ケ
ッ
ト

10

「
ご
飯
と
味
噌
◯
◯
」

11

酢
と
味
噌
の
合
わ
せ
調
味
料
で
和
え
た
料
理

12

ア
イ
ヌ
語
で
神
格
を
有
す
る
高
位
の
霊
的
存
在

14

「
も
う
◯
◯
◯
寝
る
と
お
正
月
」

16

ヌ
メ
ヌ
メ
粘
膜
の
ド
ラ
ゴ
ン
タ
イ
プ
の
ポ
ケ
モ
ン
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４
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Ｇ

Ｆ
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応
募
ご
希
望
の
方
は
、
解
答
（
カ
タ
カ
ナ

、
氏
名
、
住
所
、

）

電
話
番
号
、
気
に
入
っ
て
い
る
記
事
と
感
想
を
ハ
ガ
キ
に
書
い

て
、
一
月
二
◯
日
（
月
）
必
着
で
お
送
り
下
さ
い
。

【
送
り
先
】
〒
３
７
０
ー
２
４
５
６

富
岡
市
上
小
林
２
１
６
の
２

㈱
大
五
建
設

ク
イ
ズ
係

宛

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
春
特

別
企
画
と
し
て
、
恒
例
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
を

。

、

実
施
し
ま
す

正
解
者
の
中
か
ら
十
名
の
方
に
対
し

三
千
円
分
の
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し

ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ん
ふ
る
っ
て
ご
応
募

く
だ
さ
い

（
昨
年
よ
り
締
切
が
早
い
の
で
ご
注
意

。

く
だ
さ
い
）

【
タ
テ
の
カ
ギ
】

海
等
が
陸
に
く
い
こ
ん
で
で
き
た
地
形

1

春
の
七
草
の
一
つ

2

「
出
る
◯
◯
は
打
た
れ
る
」

3

音
声
の
無
線
放
送
を
聞
く
機
器

4

骨
を
つ
く
る
の
に
大
切
な
元
素

6

電
線
等
を
く
る
く
る
巻
い
た
も
の

8

世
界
三
大
映
画
祭
の
一
つ

9

ス
ポ
ー
ツ
等
で
技
を
比
べ
勝
敗
を
競
う
こ
と

11

貴
重
な
物
品
や
大
切
な
も
の

13

肉
等
に
パ
ン
粉
を
つ
け
て
油
で
揚
げ
た
も
の

14

「
馬
の
耳
に
念
仏

「
◯
◯
に
論
語
」

」

15【
ヨ
コ
の
カ
ギ
】

東
京
都
知
事
の
姓
（
二
○
一
三
年
十
一
月
現
在
）

1

世
界
最
大
の
哺
乳
類

3 謹
賀
新
年

新
春
特
別
企
画
！

ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
を
解
こ
う
！

～
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
プ
レ
ゼ
ン
ト
～



新
年
の
ご
挨
拶

株
式
会
社
大
五
建
設

小

井

土

靖

代

表

取

締

役

皆
様
、
明
け
ま
し

て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
何
時
も
瓦

版
を
ご
愛
読
下
さ
い

ま
し
て
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
お
陰
様
で
弊
社
は
四
十
回
目
の

新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
も

ひ
と
え
に
ご
愛
顧
下
さ
い
ま
す
皆
様
方
の
お
陰

と
、
衷
心
よ
り
深
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
本

年
は
消
費
税
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
諸
々
の
税
金

も
上
が
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
「
め
で
た
い

な
ど
と
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
」
と
お
叱
り
の

声
も
あ
る
事
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

昨
年
も
多
発
し
た
自
然
災
害
に
遭
う
こ
と
も
な

く
、
こ
う
し
て
新
た
な
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
本
当
に
め
で
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

近
年
の
気
象
を
観
て
い
る
と
、
温
暖
化
の
弊。

害
が
一
段
と
強
く
な
っ
て
い
る
様
に
思
い
ま
す

台
風
は
大
型
化
し
爆
弾
低
気
圧
が
頻
発
し
竜
巻

も
多
発
し
て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
当
群
馬

県
は
未
だ
異
常
気
象
と
言
わ
れ
る
災
害
に
は
遭

遇
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
先
い
つ

遭
遇
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
三
日
分
位
の

水
や
食
糧
の
備
蓄
、
家
族
間
の
連
絡
方
法
の

取
り
決
め
等
、
備
え
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
年
頭
か
ら
暗
く
な
る
よ
う
な

挨
拶
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
悪
い
こ

と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
中
の
人

が
日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
識
し
、
百

万
人
を
超
す
観
光
客
が
来
日
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
富
岡
製
糸
場
が
世
界
遺
産
登

録
と
な
れ
ば
、
多
く
の
外
国
観
光
客
が
来
県

す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
家
守
と
し
て
、
ど
ん

な
事
で
も
迅
速
に
対
応
し
て
参
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
本
年
も
ご
愛
顧
の
ほ
ど
、
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

感
謝

営
業
ス
タ
ッ
フ
か
ら

新
年
の
ご
挨
拶

◎
小
林
清
孝
（
こ
ば
や
し
・
き
よ
た
か
）

建
具
は
し
ぶ
く
な
い
で
す

か
？
床
鳴
り
は
？
気
に
な
っ

た
ら
何
で
も
良
い
の
で
電
話

く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

◎
飯
野
弘
信
（
い
い
の
・
ひ
ろ
の
ぶ
）

増
改
築
相
談
員
と
し
て
、

ど
ん
な
事
で
も
対
応
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
何
で
も
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◎
安
藤
金
光
（
あ
ん
ど
う
・
か
ね
み
つ
）

「
安
藤
さ
ん
に
任
せ
て
よ
か

っ
た
」
と
い
つ
も
言
わ
れ
る

よ
う
に
が
ん
ば
り
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

◎
田
貝
洋
興
（
た
が
い
・
ひ
ろ
お
き
）

富
岡
市
内
を
中
心
に
営
業

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
伺
っ
た
際
は
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

『
焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
』

『
力
あ
わ
せ
る
○
○
万
』

「
上
毛
か
る
た
」
の
中
で
も
、
読
み
替
え
札
と

し
て
有
名
な
も
の
が
『
力
あ
わ
せ
る
○
○
万
』
で

す
ね
。
○
○
の
部
分
に
は
、
そ
の
時
期
の
群
馬
県

の
人
口
が
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
皆
さ

ん
が
そ
れ
ぞ
れ
上
毛
か
る
た
を
覚
え
た
時
期
に
よ

、「

」

。

っ
て

世
代

を
表
す
指
標
と
も
な
る
の
で
す

そ
の
数
字
の
変
遷
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
一
九
四
七
年
（
初
版
）

～
力
あ
わ
せ
る
一
六
○
万
～

◎
一
九
七
三
年～

力
あ
わ
せ
る
一
七
○
万
～

◎
一
九
七
七
年～

力
あ
わ
せ
る
一
八
○
万
～

◎
一
九
八
五
年～

力
あ
わ
せ
る
一
九
○
万
～

◎
一
九
九
三
年～

力
あ
わ
せ
る
二
○
○
万
～

た
だ
、
現
在
群
馬
県
の
人
口
は
減
少
傾
向
に
あ

る
と
聞
き
ま
す
の
で
、
ま
た
一
九
○
万
に
も
ど
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
棟
梁

②
生
業

③
易
者

④
律
儀

⑤
窯
業

⑥
投
網

⑦
猪
口

⑧
狼
煙

⑨
羊
羹

⑩
炬
燵

⑪
独
楽

⑫
双
六

⑬
功
徳

⑭
祝
詞

⑮
億
劫

⑯
畢
竟

自然を大切に

ゴミは持ち帰りましょう！！

縁
日
な
ど
の
お
店
で
よ
く
み
か
け
る
「
焼
き
ま
ん

じ
ゅ
う

。
古
く
か
ら
群
馬
県
の
人
に
親
し
ま
れ
て

」

い
る
食
べ
物
で
す
が
、
県
外
の
人
に
は
あ
ま
り
馴
染

み
が
な
い
よ
う
で
す
。

と
い
う
の
も

「
ま
ん
じ
ゅ
う
」
と
い
う
と
、
ど

、

う
し
て
も
「
あ
ん
こ
」
の
入
っ
た
も
の
を
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
実
際
に
は
「
ま
ん
じ
ゅ

う
」
と
い
う
よ
り
も
「
蒸
し
パ
ン
」
に
近
い
で
す
。

で
も
蒸
し
パ
ン
に
味
噌
だ
れ
を
塗
る
、
と
い
っ
て
も

、

。

や
は
り

県
外
の
人
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
よ
う
で
す

焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

説
が
あ
り
、
一
概
に
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。
有
力

な
説
と
し
て
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
、
伊
勢

崎
方
面
の
庄
屋
が
、
小
麦
粉
と
も
ち
米
に
ど
ぶ
ろ
く

を
混
ぜ
て
発
酵
さ
せ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た
と
い

う
説
で
す
。
現
在
で
も
発
酵
技
術
を
使
っ
て
焼
き
ま

ん
じ
ゅ
う
の
生
地
は
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
確
か

に
パ
ン
に
近
い
食
べ
物
と
も
言
え
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
群
馬
県
人
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド

で
も
あ
る
焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
末
永
く
県
民
に
愛

さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
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一 口 知 識
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

～七草粥～

春の七草や餅などを具材とす

る塩味の粥で、その一年の無病

息災を願って食べられます。正

月の祝膳や祝酒で弱った胃を休

めるためとも言われています。

平安時代にはすでに行われて

いたようですが、室町時代の汁

物が原型という説もあります。

、 、 、春の七草とは セリ ナズナ

ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノ

ザ スズナ カブ スズシロ ダ、 （ ）、 （

イコン）です。地域によってそ

れぞれ異なる具材やつくり方が

あります。正月に七草がとれな

い東北地方などでは、七草の代

わりにゴボウ、ニンジン、コン

ニャク、油揚げなども使われる

そうです。

漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

ブログ 【http://daigo.kazelog.jp/】
【 】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daigo-kensetu.co.jp/

Eﾒｰﾙ 【daigo-tm@daigo-shiki.jp】

ブログ 【http://shikinosumai-blog.net/】
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ【http://www.shikinosumai.net/】
Eﾒｰﾙ 【shiki@daigo-shiki.jp】

!!大工さん大募集中
～家のことなら何でも 0120-388-406 まで～

（通話無料：フリーダイヤル）

①
と
う
り
ょ
う

②
な
り
わ
い

③
え
き
し
ゃ

④
り
ち
ぎ

⑤
よ
う
ぎ
ょ
う

⑥
と
あ
み

⑦
ち
ょ
こ

⑧
の
ろ
し

⑨
よ
う
か
ん

⑩
こ
た
つ

⑪
こ
ま

⑫
す
ご
ろ
く

⑬
く
ど
く

⑭
の
り
と

⑮
お
っ
く
う

⑯
ひ
っ
き
ょ
う

門
松
（
か
ど
ま
つ
）
と
は
、
正
月
に

家
の
門
の
前
な
ど
に
立
て
ら
れ
る
一
対

に
な
っ
た
松
や
竹
の
正
月
飾
り
の
こ
と

で
す
。
最
近
は
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な

り
ま
し
た
ね
。

木
の
こ
ず
え
に
神
が
宿
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
門
松
は
年
神
を

家
に
迎
え
入
れ
る
た
め
の
依
り
代
と
い

う
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
特
に
松
は

「
祀
る
」
に
つ
な
が
る
樹
木
で
あ
り
、

中
国
で
も
生
命
力
、
不
老
長
寿
、
繁
栄

の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
の
で
、
日
本
で

も
お
め
で
た
い
樹
と
し
て
、
正
月
の
門

松
に
飾
る
習
慣
と
な
っ
た
の
で
す
。

門
松
に
つ
い
て


