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お
花
見
は
、
古
来
か
ら
祓
（
は
ら
）
い
の
た
め
の

宗
教
的
行
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
野
山
に
出
か
け
て

花
を
愛
で
、
そ
の
下
で
楽
し
む
こ
と
で
、
厄
を
祓
（
は

め

ら
）
い
、
神
さ
ま
と
一
緒
に
過
ご
せ
る
、
と
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
豊
作
祈
願
の
一
環
と
し
て
、
開
花
の
様

子
で
吉
凶
を
占
う
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

奈
良
時
代
に
は
、
花
と
い
え
ば
梅
や
萩
な
ど
を
指

し
て
い
ま
し
た
が
、
平
安
時
代
か
ら
は
、
桜
が
春
の

花
の
代
表
格
と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
春
の
行
楽
と
し
て
の
お
花

見
が
庶
民
に
も
広
が
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
と
い
う

ス
タ
イ
ル
の
お
花
見
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た

桜
自
体
の
品
種
改
良
も
進
み
、
身
近
な
場
所
で
お
花

見
が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
桜
の

お
よ
そ
８
割
を
占
め
る
「
染
井
吉
野
」
は
、
江
戸
時

代
末
期
に
、
染
井
村
（
現
在
の
豊
島
区
駒
込
）
の
植

木
屋
が
、
「
大
島
桜
」
と
「
江
戸
彼
岸
桜
」
を
交
配

し
て
観
賞
用
に
作
り
だ
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

４
月
の
誕
生
石
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
す
。

結
婚
を
連
想
さ
せ
る
「
永
遠
の
絆
」
の
象
徴
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
宝
石
で
す
ね
。
ま
た
、

悪
霊
や
邪
気
を
祓
っ
た
り
、
人
脈
や
財
産
を
引

き
寄
せ
た
り
、
持
ち
主
の
想
い
を
増
強
さ
せ
た

り
す
る
と
い
っ
た
パ
ワ
ー
が
あ
る
そ
う
で
す
。

結
婚
や
婚
約
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
活
躍
で
き
る
立
派
な
パ
ワ
ー
ス
ト
ー
ン
だ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
透
明
な
も
の
ば
か
り
で
は

な
く
て
、
色
の
つ
い
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
、

そ
の
意
味
あ
い
も
異
な
り
ま
す
。
ピ
ン
ク
は
恋

愛
運
、
イ
エ
ロ
ー
は
金
運
、
レ
ッ
ド
は
勝
負
運

を
高
め
る
そ
う
で
す
。

最
近
で
は
人
工
的
な
合
成
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と

区
別
す
る
た
め
に
、
天
然
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
加

工
品
に
は
、
レ
ー
ザ
ー
で
シ
リ
ア
ル
ナ
ン
バ
ー

を
刻
む
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

～4月《卯月》～
う づ き

１日 エイプリルフール １８日 発明の日

７日 世界保健デー ２０日 郵政記念日

８日 花まつり ２９日 昭和の日

１１日 メートル法公布記念日 ３０日 退位の日



地
名
の
由
来
～
富
岡

四
月
一
日

灌
仏
会
（
花
祭
り
）

富
岡
市
富
岡
は
、
鏑
川
流
域
の
ほ
ぼ
中
心
に

あ
た
る
地
域
で
す
。
ト
ヨ
キ
イ
リ
ヒ
コ
の
命
の

子
孫
が
、
百
済
に
赴
い
て
止
美
邑
呉
女
を
め
と

り
、
そ
の
子
孫
が
止
美
之
連
（
と
み
の
む
ら
じ
）

と
い
う
姓
を
賜
わ
っ
た
と
新
撰
姓
氏
録
に
あ
り

ま
す
。
帰
化
人
系
の
姓
が
こ
の
土
地
に
現
存
し

て
お
り
、
そ
れ
が
地
名
の
起
り
に
関
係
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
鏑
川
流
域
中
最

も
広
い
平
野
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
富
む
岡
」

の
意
味
で
富
岡
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

説
も
。
富
岡
と
い
う
地
名
が
文
書
に
初
め
て
出

る
の
は
、
永
禄
十
年
（
１
５
６
７
年
）
で
す
。

現
在
の
富
岡
は
代
官
中
野
七
蔵
の
命
令
に
よ
り

慶
長
十
七
年
（
１
６
１
２
年
）
に
宮
崎
地
域
か

ら
集
団
移
住
し
て
創
設
さ
れ
た
富
岡
新
田
と
の

こ
と
で
す
。
※
地
名
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
。

人
の
姓
に
関
す
る
お
話
で
す
が
「
四
月
一
日
」

と
書
い
て
、
「
わ
た
ぬ
き
」
と
読
み
ま
す
（
「
四
月

朔
日
」
も
同
様
で
す
）
。

新
暦
で
の
４
月
１
日
頃
は
、
ま
だ
ま
だ
寒
い
日

も
多
い
の
で
す
が
、
旧
暦
で
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ

ー
ク
頃
に
な
り
ま
す
。
さ
す
が
に
こ
の
頃
に
な
る

と
「
寒
い
」
と
い
う
日
は
少
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
た
め
、
昔
は
こ
の
日
を
境
に
綿
の
入
っ
た
「
綿

入
れ
」
着
か
ら
、
綿
の
な
い
「
袷
」(

あ
わ
せ)

着

に
衣
替
え
を
し
ま
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
「
四

月
一
日
」
や
「
四
月
朔
日
」
と
書
い
て
、
「
わ
た

ぬ
き
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
こ
の
姓
は
、
北
陸
か
ら
北
海
道
に
か

け
て
点
々
と
分
布
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
う
し

た
日
常
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
名
字
と
い
う
も
の

は
、
一
か
所
に
集
中
す
る
こ
と
な
く
広
い
範
囲
に

分
布
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。

灌
仏
会
と
は
、
仏
教
を
開
い
た
お
釈
迦
様
の

誕
生
を
祝
う
行
事
で
、
一
般
的
に
は
４
月
８
日

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
現
在
の
ネ

パ
ー
ル
の
ル
ン
ビ
ニ
の
花
園
で
誕
生
し
た
と
い

わ
れ
て
お
り
、
寺
院
で
は
た
く
さ
ん
の
花
で
飾

っ
た
花
御
堂
（
は
な
み
ど
う
）
を
作
っ
て
祝
う

こ
と
か
ら
、
「
花
祭
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、
仏
生
会
（
ぶ
っ
し

ょ
う
え
）
、
降
誕
会
（
こ
う
た
ん
え
）
な
ど
の
呼

び
名
も
あ
り
ま
す
。

日
本
で
も
、
灌
仏
会
に
は
様
々
な
寺
院
で
法

要
が
営
ま
れ
、
花
御
堂
に
安
置
さ
れ
た
誕
生
仏

に
甘
茶
を
か
け
た
り
、
甘
茶
を
飲
ん
だ
り
し
ま

す
。
中
に
は
稚
児
行
列
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、

と
て
も
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

自
宅
で
花
を
飾
っ
た
り
甘
茶
を
飲
ん
だ
り
し
て

楽
し
む
方
も
い
ま
す
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

昭
和
の
日

４
月
２
９
日
は
国
民
の
祝
日
「
昭
和
の
日
」
で

す
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
始
ま
り
と
な
る
こ

と
が
多
い
日
で
、
元
々
は
「
昭
和
天
皇
の
誕
生
日
」

で
し
た
。
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
り
、
年
号
が
平
成

に
な
っ
て
か
ら
は
、
「
み
ど
り
の
日
」
と
い
う
名
称

で
し
た
が
、
そ
の
後
２
０
０
７
年
に
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
「
昭
和
の
日
」
と
呼

び
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
国
民
の
休
日

だ
っ
た
５
月
４
日
が
「
み
ど
り
の
日
」
と
い
う
名

称
に
変
更
さ
れ
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
の
日
は
「
激
動
の
日
々
を
経
て
、
復
興
を

遂
げ
た
昭
和
の
時
代
を
顧
み
、
国
の
将
来
に
思
い

を
い
た
す
」
と
い
う
崇
高
な
理
念
の
記
念
日
だ
そ

う
で
す
。
昭
和
生
ま
れ
が
人
口
に
占
め
る
割
合
は

約
７
割
と
の
事
で
す
が
、
激
動
の
昭
和
の
日
本
を

知
る
人
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
映
像
や

写
真
等
の
記
録
を
き
ち
ん
と
残
し
て
お
く
こ
と
も

大
切
で
し
ょ
う
ね
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

瓦
版
読
者
の
方
か
ら
「
シ
リ
ー
ズ
も
の
」
を
検

討
し
て
ほ
し
い
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
今
回
は
「
性
格
」
に
関
す
る
漢
字
を
集
め

て
み
ま
し
た
。

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
真
摯

②
寡
黙

③
朴
訥

④
狡
猾

⑤
傲
慢

⑥
癇
癪

⑦
饒
舌

⑧
粗
忽

◎
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
入
れ
替
え
工
事

Ｌ
型
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
を
、
Ｉ
型
に
変
更

し
、
大
き
さ
は
ス
リ
ム
に
な
り
ま
し
た
が
収
納
力

は
ア
ッ
プ
し
、
お
客
様
に
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
け

ま
し
た
。
天
板
は
ア
ク
リ
ル
人
造
大
理
石
で
掃
除

も
し
や
す
く
、
上
の
電
動
吊
戸
棚
に
は
乾
燥
機
能

も
つ
い
て
い
る
の
で
、
と
て
も
便
利
で
す
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

越
田
裕
紀

（2月16日掲載記事）
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漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

暮らしの雑学・豆知識
●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ ご飯は左、汁物は右 ～

和食の基本的な献立の「一汁三

菜」を見ますと、ご飯を左側、汁

物を右側に置きます。なぜかとい

うと、日本には伝統的に「左上位」

の考え方があるからです。儒教の

教えに「天帝は北辰に坐して南面

す」とあり、帝は不動の北極星を

背にして南向きに座ります。する

と日の昇る東が左側、日の沈む西

が右側となり、左を上位とする考

えに至ったのだそうです。お米は

とても大切なものですから、左側

に置くという慣わしが出来あがっ

たのですね。

①
真
摯
（
し
ん
し
）

・
ま
じ
め
で
熱
心
な
事
。

②
寡
黙
（
か
も
く
）

・
口
数
が
少
な
い
事
。

③
朴
訥
（
ぼ
く
と
つ
）

・
飾
り
気
が
な
く
素
朴
な

事
。

④
狡
猾
（
こ
う
か
つ
）

・
ず
る
賢
い
事
。

⑤
傲
慢
（
ご
う
ま
ん
）

・
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
人

を
見
下
す
事
。

⑥
癇
癪
（
か
ん
し
ゃ
く
）

・
強
く
腹
を
立
て
る
事
。

⑦
饒
舌
（
じ
ょ
う
ぜ
つ
）

・
や
た
ら
と
話
す
事
。

⑧
粗
忽
（
そ
こ
つ
）

・
そ
そ
っ
か
し
い
事
。

地
震
学
者
の
話
で
は
、
日
本
の
ど
こ
に
い

て
も
地
震
に
あ
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
、

安
全
な
場
所
を
特
定
す
る
の
は
困
難
と
の
こ

と
で
す
。
あ
え
て
言
う
な
ら
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

沿
岸
の
一
部
の
地
域
で
は
、
地
下
の
プ
レ
ー

ト
の
性
質
が
異
な
り
、
日
本
に
し
て
は
珍
し

く
地
震
が
少
な
い
所
が
あ
る
そ
う
で
す
。

た
だ
し
、
そ
こ
は
厳
寒
の
地
、
住
む
の
に

は
適
さ
な
い
と
か
。
や
は
り
、
備
え
あ
れ
ば

憂
い
な
し
。
普
段
の
準
備
が
肝
心
で
す
ね
。

桐
た
ん
す
は
、
防
湿
・
保
温
効
果
が
高

く
抗
菌
性
に
す
ぐ
れ
、
腐
食
し
に
く
い
、

と
い
っ
た
利
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

他
の
木
に
比
べ
て
燃
え
に
く
い
と
い
う
の

も
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
桐

と
て
木
で
す
か
ら
、
強
い
炎
に
あ
た
れ
ば

燃
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
桐
は
強

い
乾
燥
状
態
で
も
変
形
が
少
な
い
の
で
す
。

一
般
的
な
木
材
で
は
、
高
熱
で
変
形
し
て

内
部
に
空
気
と
炎
が
入
り
込
み
、
中
の
物

が
す
ぐ
に
燃
え
て
し
ま
い
ま
す
。

地
震
が
起
き
に
く
い
地
点

桐
た
ん
す
の
良
さ

「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。
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