
ひ
な
あ
ら
れ

春

一

番

～3月《弥生》～
や よ い

1日 全国火災予防運動 １７日 彼岸入り
2日 遠山の金さんの日 ２０日 春分の日
3日 ひな祭り・耳の日 ２２日 世界水の日
5日 啓蟄 ２２日 NHK放送記念日
7日 消防記念日 ２３日 世界気象デー
8日 国際女性デー ２３日 彼岸明け

１4日 ホワイトデー ２５日 電気記念日

2020年
3月号
（通算第257号）

ひ
な
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
お
菓
子
が
、
「
ひ
な
あ

ら
れ
」
。
時
期
が
近
づ
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
販

売
さ
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
が
、
同
じ
日
本
で

も
関
東
と
関
西
で
か
な
り
形
態
が
異
な
り
ま
す
。

関
東
の
ひ
な
あ
ら
れ
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
元
々

江
戸
で
流
行
し
た
「
爆
米
」
と
い
う
も
ち
米
や
、
う

る
ち
米
を
使
っ
た
「
ポ
ン
菓
子
」
が
主
体
と
の
事
で

す
。
そ
の
た
め
米
粒
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
も
の
が
多

く
、
砂
糖
を
使
っ
て
甘
く
味
付
け
さ
れ
ま
す
。

関
西
の
ひ
な
あ
ら
れ
は
、
京
都
発
祥
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
宮
中
の
お
抱
え
菓
子
職
人
が
菱
餅
を
砕
い

て
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
直
径

１
セ
ン
チ
ほ
ど
の
コ
ロ
コ
ロ
と
し
た
球
体
で
す
。
こ

れ
は
関
東
の
「
あ
ら
れ
」
に
相
当
す
る
も
の
で
、
素

焼
き
や
塩
味
、
た
ま
り
醤
油
や
え
び
風
味
な
ど
、
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。

立
春
か
ら
春
分
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
吹
く

強
い
南
向
き
の
風
の
こ
と
を
「
春
一
番
」
と
い

い
ま
す
。
春
一
番
の
発
生
条
件
お
よ
び
認
定
基

準
は
、
地
域
や
気
象
台
に
よ
り
多
少
異
な
り
ま

す
が
、
お
お
む
ね
「
立
春
か
ら
春
分
ま
で
の
間

に
、
日
本
海
を
進
む
低
気
圧
に
向
か
っ
て
、
南

側
の
高
気
圧
か
ら
、
１
０
分
間
平
均
で
風
速
毎

秒
８
メ
ー
ト
ル
以
上
の
風
が
吹
き
込
み
、
前
日

に
比
べ
て
気
温
が
上
昇
す
る
事
」
を
条
件
と
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
春
一
番
は
必
ず
し
も
毎
年
発
生
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
「
春
一
番
の
観
測
な
し
」
と

さ
れ
る
年
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
春
一
番
の
観

測
以
降
、
同
じ
年
に
同
様
の
南
風
が
複
数
回
発

生
し
た
場
合
に
は
、
俗
に
「
春
二
番
」
「
春
三

番
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



ア

レ

ル

ギ

ー

性

鼻

炎

啓

蟄

桃

の

花

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
に
は
２
種
類
あ
る
の
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
？

一
つ
は
、「
季
節
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎(

花
粉
症)

」

で
す
。
原
因
と
な
る
花
粉
は
日
本
で
は
約
６
０
種
類
も

あ
る
そ
う
で
す
。
春
先
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
だ
け
で
な
く
、

初
夏
の
シ
ラ
カ
ン
バ
、
秋
の
ブ
タ
ク
サ
や
カ
ナ
ム
グ
ラ

な
ど
、
何
ら
か
の
花
粉
が
一
年
中
飛
ん
で
い
る
わ
け
で

す
ね
。
た
だ
、
人
に
よ
っ
て
ど
の
花
粉
に
反
応
す
る
か

が
異
な
り
ま
す
。
対
策
は
、
と
に
か
く
花
粉
に
触
れ
な

い
こ
と
が
大
切
で
、
サ
ン
グ
ラ
ス
や
メ
ガ
ネ
、
マ
ス
ク
、

帽
子
で
ガ
ー
ド
し
、
帰
宅
時
は
玄
関
に
入
る
前
に
花
粉

を
払
い
、
家
に
入
っ
た
ら
す
ぐ
に
手
洗
い
と
う
が
い
、

そ
し
て
顔
も
洗
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

二
つ
目
は
、「
通
年
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
」
で
す
。

こ
れ
は
花
粉
と
は
関
係
な
く
、
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
や
ダ
ニ

な
ど
が
主
な
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
を
楽
し
む
実
桃
の
花
は
、
桜
に
似
た
一
重
花

の
も
の
が
多
い
で
す
が
、
花
桃
の
方
は
八
重
桜
に

似
て
い
ま
す
。
桃
は
中
国
原
産
で
す
が
、
日
本
で

は
縄
文
時
代
以
前
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
甘
い
品
種
が
な
か
っ
た
た

め
、
主
に
薬
用
や
観
賞
用
の
花
木
と
し
て
楽
し
ま

れ
て
い
ま
し
た
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
「
ペ
ル
シ
ャ
の
メ
ロ
ン
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
「
メ
ロ
ン
」
が

省
か
れ
て
「
ペ
ル
シ
カ
ム
」
と
な
り
、
そ
れ
が
英

語
圏
に
伝
わ
り
「P

e
a
c
h

（
ピ
ー
チ
）
」
と
い
う

語
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
和
名
の
「
モ
モ
」
の

由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
「
た
く
さ
ん
の
実
が

な
る
＝
『
百
（
も
も
）
』
」
、
「
実
が
赤
い
＝
『
燃
実

（
も
え
み
）
』
」
、「
最
も
有
名
な
果
実
＝
『
真
美
（
ま

み
）
』
」
、
「
中
身
が
固
く
外
側
が
柔
ら
か
い
も
の
を

す
べ
て
モ
モ
と
呼
ん
だ
」
な
ど
で
す
。

毎
年
３
月
６
日
頃
（
今
年
は
５
日
）
か
ら
、

春
分
ま
で
の
期
間
を
い
い
ま
す
。
二
十
四
節
気

の
「
雨
水
」
か
ら
数
え
て
１
５
日
目
頃
に
あ
た

り
ま
す
。

啓
蟄
の
「
啓
」
は
「
ひ
ら
く
」
と
い
う
意
味

で
、
「
蟄
」
は
虫
が
冬
ご
も
り
の
た
め
に
土
の

下
に
隠
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
す
。
つ
ま

り
、
冬
ご
も
り
で
隠
れ
た
虫
や
そ
の
他
の
動
物

が
、
暖
か
さ
で
目
覚
め
始
め
る
時
期
な
の
で
す
。

冬
の
間
木
の
幹
に
巻
い
て
い
た
菰
（
こ
も
）

を
外
す
の
を
、
啓
蟄
の
恒
例
行
事
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
多
い
そ
う
で
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
時

節
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
雨
ご
と
に
気
温
が
上

が
り
、
陽
射
し
も
徐
々
に
強
く
な
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
春
雷
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
な
り
や
す
い

時
季
で
も
あ
り
ま
す
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

安
全
帯
に
つ
い
て

高
所
作
業
に
か
か
せ
な
い
「
安
全
帯
」
で

す
が
、
昨
年
の
２
月
か
ら
「
墜
落
制
止
用
器

具
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
規
格
・
基
準
が

厳
し
く
な
り
、
細
か
い
点
ま
で
様
々
な
ル
ー

ル
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
は
ま
だ
経
過

措
置
が
あ
り
ま
す
が
、
完
全
施
行
は
２
０
２

２
年
１
月
２
日
と
な
り
ま
す
。

今
ま
で
多
く
使
わ
れ
て
い
た
胴
ベ
ル
ト
型

の
も
の
は
、
新
規
格
を
満
た
す
も
の
で
な
い

と
使
え
ま
せ
ん
。
特
に
建
設
作
業
で
５
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
場
所
で
は
、
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス

型
を
使
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
フ

ル
ハ
ー
ネ
ス
型
で
あ
っ
て
も
、
旧
規
格
と
新

規
格
で
は
、
ベ
ル
ト
部
分
や
ラ
ン
ヤ
ー
ド
（
吊

り
ヒ
モ
）
部
分
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
旧
規

格
の
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
に
新
規
格
の
ラ
ン
ヤ

ー
ド
を
つ
け
る
の
は
Ｎ
Ｇ
、
と
の
こ
と
で
す

の
で
、
全
て
が
新
規
格
に
の
っ
と
っ
た
墜
落

制
止
用
器
具
を
使
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ブ
ロ
グ
記
事
紹
介

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
設
え
る

②
俯
く

③
嚥
下

④
方
舟

⑤
法
被

⑥
躱
す

⑦
眺
望

⑧
喚
く

◎
和
室
改
修
工
事

伝
統
的
な
和
室
の
、
床
部
の
改
修
を
行
い
ま
し

た
。
シ
ロ
ア
リ
被
害
が
あ
っ
た
た
め
、
下
地
を
組

ん
で
か
ら
床
下
や
木
材
の
消
毒
を
行
い
ま
し
た
。

床
部
は
以
前
と
同
様
、
畳
で
仕
上
げ
ま
し
た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

宮
本
紘
志（2月12日掲載記事）

ブログ記事は毎日更新！！

自然を大切に

ゴミは持ち帰りましょう！！
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解
答

暮らしの雑学・豆知識
●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ ミネラル ～

日本は火山国で酸性の土壌が多

く、地下水や野菜等の農作物に含

まれるカルシウム成分が、西欧諸

国に比べて少ないのです。ヨーロ

ッパ産のトマトと比べた場合、カ

ルシウムは約２０分の1との事。

毎日肉や卵、チーズ等をたくさ

ん摂取するヨーロッパでは、自然

とカルシウム等のミネラル分も摂

取できます。日本人の食生活が欧

米化するにつれ、日本人のミネラ

ル不足が問題になっています。魚

介類、豆類、野菜等で、ミネラル

を積極的に摂取しましょう。

①
設
え
る
（
し
つ
ら
え
る
）

・
美
し
く
整
え
る
事
。

②
俯
く
（
う
つ
む
く
）

・
頭
を
下
げ
下
を
向
く
事
。

③
嚥
下
（
え
ん
か
・
え
ん
げ
）

・
物
を
飲
み
込
ん
で
胃
に

送
る
事
。

④
方
舟
（
は
こ
ぶ
ね
）

・
四
角
い
形
を
し
た
舟
。

⑤
法
被
（
は
っ
ぴ
）

・
祭
り
で
着
る
上
着
。

⑥
躱
す
（
か
わ
す
）

・
身
を
返
し
て
避
け
る
事
。

⑦
眺
望
（
ち
ょ
う
ぼ
う
）

・
見
晴
ら
し
の
事
。

⑧
喚
く
（
わ
め
く
）

・
大
声
で
騒
ぐ
事
。

昔
か
ら
「
春
は
苦
い
も
の
を
食
べ
よ
」
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
苦
味
の
あ
る
山
菜
に
は

ミ
ネ
ラ
ル
や
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
な
ど
、
細
胞

を
活
性
化
さ
せ
る
成
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
体
も
活
動
の

準
備
を
始
め

る
こ
の
時
期

に
ふ
さ
わ
し

い
食
材
な
の

で
す
ね
。

「
上
州
名
物
か
か
あ
天
下
」
と
は
よ
く

い
わ
れ
、
「
妻
が
家
庭
の
実
権
を
握
っ
て
い

る
こ
と
」
を
表
し
ま
す
。
し
か
し
、
元
々

の
意
味
は
違
う
よ
う
で
す
。
養
蚕
が
盛
ん

だ
っ
た
時
代
、
男
は
仕
事
に
（
時
に
は
博

打
に
）
飛
び
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、

妻
は
家
庭
を
守
る
傍
ら
、
機
織
工
女
と
し

て
働
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
女
性
の
方
が

稼
ぎ
が
よ
く
、
男
た
ち
は
「
う
ち
の
か
か

あ
は
天
下
一
」
と
妻
を
自
慢
し
あ
っ
た
と

の
こ
と
で
す
。
（
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
）

旬

の

食

材

か
か
あ
天
下

「大五建設ブログ」
過去の「暮らしの瓦版」は

大五建設のホームページ
からご覧いただけます。

大五建設 で


