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8月はまちゃん新聞
梅雨が明けて本格的に暑くなりましたね (^^;) セミの元気な鳴き声も聞こえてきます。 今年は全国各地でたくさん

のお祭りが開かれているようです。 お祭りといえば屋台。 りんご飴にベビーカステラ、 射的にヨーヨー釣りなどは

屋台の定番ですよね。 新しい屋台を見つけるのも楽しいですし、 新型コロナの影響で開催中止が多かった花火大会

も今年は開催が増えているようなので、 熱中症に気を付けて夏を満喫して楽しみたいですね～☆

8 月イベント ・ 行事

8/6 （日） 広島の原爆の日

8/8 （火） 立秋

8/9 （水） 長崎の原爆の日

8/10 （木） 道の日

8/11 （金） 山の日

8/13 （日）～ 8/16 （水） お盆

8/15 （火） 終戦記念日

8/22 （火） 伝統的七夕

8/23 （水） 処暑

8 / 10　道の日
道の日は、 道路の意義 ・ 重要性に対する国民の関心を高めるため、 昭和６１年

（１９８６年） に建設省 （現在の国土交通省） が８月１０日に制定しました。 大正

９年 （１９２０年） ８月１０日は日本で最初の道路整備についての 「第一字道路改

良計画」 が実施された日であり、 ８月は 「道路ふれあい月間」 であることから、

８月１０日になったそう。 「道路ふれあい月間」 は、 国土交通省が中心となり毎

年８月１日からの 1 か月間、 道路の役割や重要性を改めて認識し、 道路を常に

広く美しく安全に利用するための道路の愛護活動や正しい利用の啓発など、 各

種活動を推進しています。 取り組みの一環として推進標語の募集や、 道路清掃、

植樹帯の整備、 広報誌や新聞等による PR を行っています。 道路は、 生活に欠

かせないものですが、 身近すぎて普段あまり意識することがなかったです。 道

路のゴミを拾うなど簡単なことでも一人ひとりが意識して行う事が大事ですね。

花言葉 ・ ・ あなただけを見つめる ・憧れ ・情熱
由来 ・ ・ ・ 北アメリカ原産。 紀元前からアメリカ先住民の間で栄
養豊富な食用作物として栽培されていました。 コロンブスによっ
てアメリカ大陸の存在がヨーロッパに伝わり、 1510 年にこの地
を訪れたスペイン人医師が持ち帰った種はマドリードの植物園で
観賞用に育てられました。 その後、 フランス、 イギリス、 ロシアと
ヨーロッパの各地に広まっていき、ロシアでは再び食用として改良
されロシアを代表する作物のひとつとなりました。 日本には 17世
紀頃に伝わり、 始めは観賞用でしたが、 明治時代からは種を食用
や油の原料に、 茎や葉は家畜の飼料としても使用されたそう。 ひ
まわりの大きな花は 2種類の花から出来ていて、 一つは真ん中に
ある丸い粒々の小さな花です。 この花の数だけ種ができます。 も
う一つの花は、 外側の花びらに見える部分で、 おしべもめしべも
ないので種はできませんが、 目立つことで虫を引き付ける役割が
あるそう。 この様な花の構造は、 キク科の花の特徴でもあります。

ひまわり （向日葵）

今 月 の 花

クラレット大輪ひまわり ミニひまわり

小　夏

開花した管状花

舌状花
ぜつじょうか

管状花のつぼみ

かんじょうか

今年のスーパームーンは

　　　　　8 月 31 日です

スーパームーンとは、 地球に特に近づいた時の満月

あるいは新月のことをいいます。 新月は太陽の手前

に月が重なり、 月の影だけで暗くて何も見えないの

で、 通常は満月の時にスーパームーンと呼びます。

月は地球の周りを回っていますが、 この軌道は楕円

形をしているため、 地球との距離が近づいたり、 遠

ざかったりと差が出ます。 楕円形の軌道の最も近い

端の地点は地球から約 36 万ｋｍで、 この位置から

一番近い所での満月がその年のスーパームーンとな

ります。 スーパームーンの周期は約 411.8 日なの

で一年に 1 度見ることができます。 今年は一番近く

なる時間帯が日本では午前 10 時 36 分頃なので日

中のため観察には適していませんが、 30 日の夜か

ら 31 日の朝方にかけて満月直前の月が見られます。

スーパームーンと反対に地球からの距離が一番遠く

なる地点の距離は約 40 万 km でこの位置から一番

近い所での満月をマイクロムーンと呼びます。 スー

パームーンとマイクロムーンの大きさを比べるとスー

パームーンの方が約 14％大きく、 明るさも 30％

程度明るくなっています。 その年によってスーパー

ムーンとなる満月の軌道の位置が変わるので大きさ

や明るさも多少変わりますが、 いつもより大きな満

月はとても神秘的。 当日は晴れるとよいですね～♪

※スーパームーンは天文用語ではなく俗称です。

今月のレシピ 「じゃがいもとピーマンの塩コンバター炒め」

旨味たっぷり塩昆布を使った簡単レシピ♪お弁当にもおススメです！

四万十にお住まいの 「みやちゃん」 さんの

素敵なお料理ブログからレシピをご紹介♪

四万十住人の簡単料理ブログ

http://shimanto-miyachan.blog.jp/

四万十にお住まいの 「みやちゃん」 さんの

素敵なお料理ブログからレシピをご紹介♪

四万十住人の簡単料理ブログ

http://shimanto-miyachan.blog.jp/

【材料 ： 2 人分】 【作り方】

・ じゃがいも　250ｇ

　　　　　　　　　（正味）

・ ピーマン　3 個

・ バター　20ｇ

・ 塩昆布　10ｇ

・ 白ごま　適量

①じゃがいもは 5ｍｍ幅の半月切りにし、 耐熱

ボウルに入れてふんわりとラップをかけて電

子レンジ 600ｗで 4 分加熱する。

② フライパンにバターを入れて中火にかけ、 じ

ゃがいもを加えて炒める。 ある程度焼き色

がついたらピーマンも加えて更に炒める。

③ ピーマンに火が通りしんなりしたら塩昆布を

加えて全体に絡ませるように混ぜ合わせる。

器に盛り付けて白ごまをふったら出来上がり。

＠hamahome2021

Follow Me！
やってます。

濱田工務店の facebook

なるべく毎日更新中！　http://hama-home.jp/wp/

2023年

7月8日

土曜日

お陰様で神社様の改修工事の工期が決まりました。私の
右足のリハビリが完治し左足の手術の前に取り掛かりま
す。私の弟子たちに作業の内容が伝授でき、見届けられ
ます。又、室堂にある祈祷殿の補修と山頂の御紋が落下
し新たに左右の御紋を取り替えとなり、写真で大きさや
形を採寸し新調いたします。20 日の日に登拝し 21 日に
作業を終えて下山します。この作業も以前に祈祷殿を建
てさせて頂いた居りに一緒に建て方や造作をした弟子に
お願いしての作業と成ります。20 日は丁度、私が手術
する日と重なります。此れも何かのご縁と心得て頑張り
ます。
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※祝日は法律の改正により変更になる場合があります。

202３年 8 月　　建 築 吉 日 カ レ ン ダ ー
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陽炎（かげろう）・蜃気楼（しんきろう）・逃げ水
陽炎 ・ 逃げ水 ・ 蜃気楼はどれも光の屈折による自然現象ですが、 見えるもの、 見える条件、 見える場所

に違いがあるようです。 それぞれの特徴を調べてみました。

陽 炎

（かげろう）

逃げ水

（にげみず）

蜃気楼 （しんきろう）

陽炎は、 急に日差しが強くなり、 地面付近の空気が熱せら

れて空気が上昇する現象で、 地面から炎のような揺らめき

が立ち上がって見えます。 夏のアスファルトの上の景色が

もやもやして見えたり、 ロウソクの炎の上の景色がゆらゆら

しているのが陽炎です。 空気は熱せられると、 軽くなり上

昇するので地面から空へ向かって空気が流れます。 熱せら

れ密度が小さくなった空気は、 風などによって異なる密度

の空気と乱雑に混ざり、 通過する光が不規則に屈折するこ

とで景色がゆらいで見えます。 陽炎はほんの一部分だけの

温度差で見られるのが特徴です。

逃げ水とは、 炎天下にアスファルトの道などで遠くに水た

まりがあるように見える現象です。 いくら追いかけても追

いつくことができない事から逃げ水と言われています。 別

名地鏡 （じかがみ） とも呼ばれています。 逃げ水は、 蜃気

楼の一種で、 下位蜃気楼に含まれます。 下位蜃気楼は、 実

物の下側に現れる蜃気楼で海水や地面表面の空気の温度

が高く上部の空気が冷たい時に現れる蜃気楼です。 アスフ

ァルトが太陽の熱で熱せられ、 地面付近に温かい空気の層

ができます。 その層と空気中の冷たい空気の層の境目で光

が屈折することで、 地面に鏡の様な水たまりがあるように

見えます。 同じ下位蜃気楼にだるま太陽があります。 海水

表面が暖かく上部の空気が冷たい時に、 太陽の下側にもう

一つ太陽があるように見え、 だるまの形になります。 逃げ

水を含む下位蜃気楼は低いところに暖気層、 その上に冷気

層がある時に見られるのが特徴です。

蜃気楼とは上位蜃気楼のことで、 下位蜃気楼とは逆に低い

所に冷気層があり、 その上に暖気層がある時に遠くの景色

が上下に伸びたり上下が反転して見えます。 （遠くといって

も何百キロも離れた外国などの景色が見えるわけではあり

ません） 蜃気楼の見え方は、 冷気と暖気の境目での温度変

化がゆるやかな場合、 光は小さく曲がって上方に伸びて見

え、 温度変化が急激な場合は光は大きく曲がって上方に反

転して見えます。 蜃気楼は富山湾や琵琶湖など限られた場

所でしか見ることができませんでしたが、 近年、 知識の普

及により全国各地で見られる観測地が増えてきているそう

です。 蜃気楼の歴史は古く、 日本で判明している確実な最

も古い記録は寛文 9 年 （１６６９年） に加賀藩に仕えた儒学

者で沢田宗堅 （さわだそうけん） が魚津の蜃気楼を記述し

た 「寛文東行記」 です。 また、 １７００年代に記された 「魚

津古今記」 では、 加賀前田家五代 （利家を初代とした場合）

前田綱紀が魚津で蜃気楼を見た後、 蜃気楼を 「喜見城 （き

けんじょう）」 と呼ぶように命じたと伝えられています。 そ

れから、 同じ加賀前田家十一代 ・ 前田治脩 （はるなが） は

寛政 9 年４月 （現在の暦で１７９７年 5 月） に江戸から金沢

への道中に魚津の御旅屋 （おたや ： 加賀藩主の宿泊所） で

蜃気楼に出会い、 家来に蜃気楼の絵を描かせました。 この

絵図は、 時間とともに変化する蜃気楼を 6 枚の図幅で描き

実景の絵の上に順次重ねて見るように工夫され、 図中には

日時や変化する様子などを記した文章も添えられています。

この絵図 「喜見城之図」 は、 金沢市にある玉川図書館近世

資料館に収蔵されているそうです。

                  ※資料名 ： 魚津蜃気楼之図附喜見城之図断

蜃気楼の名前は、 古代中国の言い伝えに由来します。 蜃気

楼の 「蜃」 は大ハマグリのことで、 昔の中国では大ハマグ

リが暖かい日にあくびをすると、 その吐いた気から空中に

楼閣 （高い建物） が現れると考えられていました。 その為

このような現象を 「蜃気楼」 と呼ぶようになったそうです。

実景 上位蜃気楼

下位蜃気楼

伸び

上に反転下に反転

下に反転 （浮島現象）実景

対象物とその

上の空が一緒

に反転すると

水平線が反転

した空で隠れ

てしまい島が

浮いた様に見

えます。
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立 秋 （りっしゅう）

8 月 8 日頃

処 暑 （しょしょ）

8 月 23 日頃

立秋とは、 暑さが続くが秋の気配をほのかに感じる頃。 まだま

だ暑い盛りですが、 暦の上では秋の始まり。 時折吹く涼しげな

風に秋の訪れを身近に感じられます。

処暑の 「処」 には止まるという意味があり、 暑さがおさまる頃

を表わします。 残暑は厳しいものの、 夏の太陽の勢いが徐々に

鎮まり、 朝晩は過ごしやすくなる時期です。

涼風至　すずかぜいたる　8/8 ～ 8/12 頃

厳しい暑さが続きますが、 季節は少しずつ確実に進んでいます。

日が暮れると涼しい風が吹いてきたり、 草むらから聞こえてくる

虫の声も季節が秋へと進んでいることを実感させてくれます。

寒蝉鳴　ひぐらしなく　8/13 ～ 8/17 頃

ヒグラシは強い日差しや暑さが苦手なようで、 早朝や夕暮れを

待って鳴くそうです。 夕暮れ時に 「カナカナカナ…」 と鳴くヒグ

ラシの声は淋しげに聞こえ、 夏の終わりを感じさせます。

蒙霧升降　ふかききりまとう　8/18 ～ 8/22 頃

早朝の森や水辺では、 霧が立ち込め幻想的な風景が見られます。

濃い霧が発生した時に、 葉や枝に付いた霧の粒が集まって水滴

として落ちてきた物を 「樹雨 （きさめ）」 と呼ぶそうです。

綿柎開　わたのはなしべひらく　8/23 ～ 8/27 頃

綿の実を包むガクが開き始め、 白い綿が顔を出す頃。 綿の木は

7 月～ 8 月にかけて黄色い花を咲かせ、 実をつけます。 実がは

じけて綿花が現れたら、 種を包む綿毛をほぐして糸を紡ぎます。

天地始粛　てんちはじめてさむし　8/28 ～ 9/2 頃

「粛」 は鎮まる、 弱まるという意味があり、 ようやく夏の暑さが

収まり始める頃。 朝晩の空気が段々と冷たくなり、 秋の気配が

漂ってくる時季です。 万物が改まる時季ともされています。

禾乃登　こくものすなわちみのる　9/3 ～ 9/7 頃

田に稲が実り、 稲穂が色付いてくる頃。 「登」 には実るという意

味があり、 「禾 （のぎ）」 の字は、 もともと穂を垂らした稲の姿

を描いた象形文字だったそう。 稲や麦などの穀物を指します。

熱中症対策には塩分も大切です！

人間は大量の汗をかくと体内の水分や塩分が失われ、体温を一定に保つことができなくなります。このように体温を下
げる機能が気温上昇に追いつかなくなると体温が上昇し熱中症を発症する原因となります。体から塩分が失われると低
ナトリウム血症などを起こして痛みを伴う筋肉のけいれんが起きます。また、体温が上昇すると体表から熱を逃がそう
と皮膚の血管が広がり皮膚の血流が増加します。その結果、脳やその他の重要な臓器への血流が減ってしまい、めまい
や頭痛、吐き気などの全身性の症状を伴います。症状が出たら涼しい場所へ避難し、服をゆるめて体を冷します。氷水
や保冷剤などを首、わきの下、太ももの付け根（股関節部分）にあてて冷したり、手足など露出した皮膚に水をかけて
うちわや扇風機であおいで冷すのも効果的です。意識がはっきりしていて自分で飲めるようならスポーツドリンクや経
口補水液を飲ませます。水分を自分で摂取できない場合や、水分・塩分を補給しても症状がよくならない場合には医療
機関を受診して下さい。早めに受診することが大事です。力が入らない、ごくんと飲み込めず口からこぼれてしまった
り、呼びかけに応じないなど意識障害がある場合は危険な状態なので、すぐに救急車を呼びましょう！！熱中症になっ
てしまった時の対処もとても大事ですが、そうならなように気を付けることが一番です。熱中症で受診した患者さんは
水やお茶をたくさん飲んでいたのに熱中症になってしまったという方が多いそうで、体内の塩分・ミネラルが不足した
ことが原因だったようです。たくさん汗をかいた時には水分だけでなく塩分もセットで補給して下さいね (^o^) ／～

※熱中症の予防・対処について、持病のある方、水分・塩分の制限のある方は医師にご相談の上、指示に従ってください。

住宅建築
まめ知識

今回のテーマは 屋根の形（片流れ屋根） 次回のテーマは

　　　　寄棟屋根　です。

屋根の形には色々な種類があります。 外観のイメージに合わせて選ぶことも大事ですが、 メンテナンスの手間や太陽光発電システ

ムの設置、 落雪対策なども考えて最適な形を選びます。 今号からは、 それぞれの特徴やメリット ・ デメリットをお伝えします。

片流れ屋根 （かたながれ）

一方向に傾斜した屋根の形状を指し

すっきりした印象で人気があります。

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

・ 形がシンプルなので他の屋根に比べて材料費や工事費用が抑えられる

・ スタイリッシュでデザイン性が高い

・ 屋根の傾斜の角度によって、 屋根下のスペースを屋根裏部屋として活用で

き、 屋根が片側のみなので壁に窓が付けられます

・ 大きな 1 枚の屋根は太陽光パネルを多く設置することができ太陽光発電に

有利です。 南向きにして屋根勾配を調節すれば、 効率よく発電できます。

・ 屋根がかからない壁面は、 風雨にさらされ劣化を早めてしまう。

・ 雨水が一方向にすべて流れていくため、 屋根や雨樋に負担がかかる

・ 傾斜が北向きの場合は太陽光発電を設置するメリットが享受できない

・ 空気が循環しにくいため湿気を溜めやすい

編集後記

ami

熱中症の予防に手のひらを冷す方法があります。洗面器やバケツに 10 ～ 15℃程度の冷たい水を張って 5 ～ 10
分両手をつけるというもので、効率よく血液の温度を下げることができるそう。冷たいペットボトルを握るだけ
でも効果があるので手軽にできてよいですが、冷たすぎると逆効果になるのでほどよい冷たさを守って下さいね。
あと、水分補給にお茶を飲む場合は麦茶がおススメです。麦茶にはミネラル（ナトリウム、カリウム）が含まれ
ていて脱水症状対策に効果的です。まだまだ暑い日が続きますので、お体に気を付けて過ごして下さいね (^-^)


