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3 月ですね～。この間、通りかかった公園に河津桜がきれいに咲いていました。少し濃いめのピンク色がと
ても可愛らしかったです。今年はソメイヨシノの開花は少し遅れそうですが、入学式の頃に咲いてくれたら
記念写真が華やかになりますね。震災で暗くなりがちですが、桜を見て元気が出るといいなと思います (^-^)

3 月イベント ・ 行事

3/3 （日） ひな祭り

3/5 （火） 啓蟄

3/8 （金） ミツバチの日

　　　　　　　　 国際女性デー

　　　　　　　　 （ミモザの日）

3/13 （水） ～ 5/13 （月）

　　　　　　　　 十三参り

3/14 （木） ホワイトデー

3/17 （日） ～ 3/23 （土）

　　　　　　　　 春のお彼岸

3/20 （水） 春分の日

3 / 14　ホワイトデー
ホワイトデーは日本発祥のイベントです。その由来は諸説あるようですが、「鶴乃子」
で有名な福岡県にある石村萬盛堂が制定した「マシュマロデー」だと言われていま
す。昭和 52 年（1977 年）に当時の社長だった石村僐悟氏がお菓子作りのヒントを
探して少女雑誌を見ていたところ、「男性からバレンタインデーのお返しがないのは
不公平。ハンカチやキャンディー、マシュマロでも・・・」という投稿を見つけたこ
とがきっかけとなり、バレンタインデーのお返しとしてチョコレートを包んだマシ
ュマロを作りました。日付を決めるのに難航しましたが、福岡の百貨店「岩田屋（現
三越岩田屋）」さんの「一番暇になる 3 月 14 日がベストやね。」とのアドバイスもあ
り決まったそうです。ところがマシュマロデーはなかなか定着しませんでした。数
年後に百貨店からマシュマロだけでなく、もっと幅広くバレンタインデーのお返し
の文化としてできないか？との申し出があり、マシュマロの白色を想起させる「ホ
ワイトデー」に名称を変え、お菓子業界にとどまらず、その他の食品や衣料品など
各種業界が参入し、現在の「ホワイトデー」の文化が定着したそうです。

花言葉・・思いやり・明るい性格・光輝・終わりのない友情
由来・・・オーストラリア原産。乾燥や寒さには強い。高温多湿
に弱く、日本の夏を越せず一年草として扱われることも。紙の様
なカサカサした花びらが特徴ですが、花びらに見える部分は「総
苞（そうほう）」という葉が変形したもので、この総苞は夜になる
と閉じます。本当の花は中心部に密集した黄色い筒状の筒状花で
す。花茎の上に一つだけ丸くて赤い蕾をつけます。この蕾がかん
ざしに似ていることから「花かんざし」と呼ばれていますが、こ
れは流通名で学名は「ローダンテ・アンテモイデス」といい、草
丈は 15 ～ 25ｃｍ、花径 2ｃｍほど。よく混同されますが、正式
に「ハナカンザシ」と和名がつけられているのは別の品種のクロ
ロセファラ種で、草丈 40 ～ 60ｃｍ、花径 3ｃｍほど。又、和名
「ヒロハノハナカンザシ」という品種もあり、草丈 30 ～ 50ｃｍ
花径 3～ 4ｃｍ。似たものが色々あり、見分けるのが難しそうで
すが、「花かんざし」は白色のみ。「ハナカンザシ」と「ヒロハノ
ハナカンザシ」は白の他にピンク、ローズピンクなどもあるそう。

花かんざし

今 月 の 花

ヒロハノハナカンザシ 花かんざし

花 粉 症
花粉症のシーズンといえば、花粉症の原因で最も多い
スギ花粉が飛散する 2 月から 5 月ですが、花粉症の原
因になる花粉は、ほぼ年間通して日本中で飛散してい
ます。飛散時期はスギ（2 月～ 4 月）ヒノキ（3 月～
5 月）シラカンバ（4 月～ 6 月）イネ（4 月～ 11 月）
ブタクサ（8 月～ 11 月）ヨモギ（8 月～ 10 月）など
で、最近は「通年病」とも 言われつつあるそうです。
夏や秋の花粉症を知らない場合、風邪だと思っていた
けど、スギ・ヒノキ以外の花粉によるものだったとい
うこともあるかもしれないですね。花粉症の原因にな
りやすい花粉は風で運ばれる「風媒花」の比較的小さ
な花粉ですが、虫が運ぶ「虫媒花」の花粉は風に飛ば
されにくい形状で比較的大きいので花粉症の原因にな
りにくいそうです。群生する黄色い花で目を引くセイ
タカアワダチソウは虫媒花ですが、風媒花のブタクサ
に見た目がよく似ていた為、ブタクサと混同されてし
まい現在でもセイタカアワダチソウが花粉症の原因と
勘違いされる事が多いようです。両者を見分けるには
葉っぱを見るとよいです。笹の葉のような形の葉がセ
イタカアワダチソウで、ヨモギに似たギザギザの葉が
ブタクサです。どちらも外
来種なので駆除が必要です
が、セイタカアワダチソウ
には抗炎症作用やデトック
ス効果などの効能があり、
入浴剤やお茶なども販売さ
れているそうですよ。 セイタカアワダチソウ ブタクサ

今月のレシピ 「焼きアスパラとカブの

　　　じゃこドレッシングサラダ」

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】

① カブはよく洗い、 皮付きのまま 8 等分のくし切りにする。

アスパラガスは根元から 3ｃｍ程度の部分をピーラーで薄く皮をむいて、 3ｃｍ幅程

度に切ります。

② フライパンにオリーブオイルを入れ、①を並べ焼き色がつくまでじっくりと焼きます。

③ 焼き色がついたらＡを加えて加熱し、 器に盛り付けて出来上がり。

・ アスパラガス　2 本

・ かぶ　2 個 （100ｇ×2 個）

・ オリーブオイル　大さじ 1

・ ちりめんじゃこ　大さじ 2

・ めんつゆ （2 倍濃縮） 大さじ 1

・ オリーブオイル　大さじ 1

・ ポン酢　大さじ 1/2

A

☆焼いて甘さが増した野菜とじゃこの美味しいサラダです～♪

＠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/

2024年

2月28日

水曜日

能登町の九十九湾の津波の被害状況、有名旅館が津波被害を受けた、凄い被害状況に声も出
ない位のショックを受けました。津波の脅威がこれ程に強力な力が在るとは思いもしません
でした。これが現実に起きた
被害です。ドアに残る津波の
高さに驚き、高さを計算する
と優に４ｍを超えている事が
分かりました。津波の脅威を
改めて実感しました。以前の
ような姿には 1 年位の月日が
掛かりそうです。お客様の為
に少しづつですが復興してい
きます。
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建築吉日
（たいら）

建築吉日（さだん）

※祝日は法律の改正により変更になる場合があります。

2024 年 3 月　　建 築 吉 日 カ レ ン ダ ー

啓蟄ひな祭り ミツバチの日
国際女性デー

十三参り

　　～ 5/13

春分の日

ホワイトデー

春のお彼岸

　　　～ 3/23
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世界中に生息するハチの種類は約２０万種以上といわれていますが、そのうちミツバチは 9 種類しかいないそうです。
日本に生息するミツバチは 2 種類で、日本の在来種のニホンミツバチと明治時代に輸入されたセイヨウミツバチです。
それぞれの特徴は以下の通りです。

ミツバチのオスとメスと女王蜂
ミツバチの性別はたまたま決まるものではなく、卵の段階で決まっています。有精卵ならメス、無精卵ならオスになり
有精卵と無精卵は女王蜂が産み分けています。男女の比率は同じではなく、オスが圧倒的に少なく巣の中の 1 割程度と
言われているそうです。残りはすべてメスということになるのでミツバチの世界ではメスが優位になります。ちなみに
働き蜂は全員がメスで、女王蜂も働き蜂も、元々は全く同じメスのミツバチです。女王蜂の産まれるタイミングは先代
の女王蜂の寿命が近付いたり、群れの個体数が増えて飽和状態になった時です。どのようにして女王蜂になるかという
と、女王蜂を育てる為の専用個室「王台」が数個～ 10 個程度作られ、そこで産まれたメス蜂が女王蜂候補となります。
候補となった卵から一番先に生まれた幼虫は、ライバルである他の卵を破壊します。同時に生まれた場合には決闘の末
生き残った幼虫が女王蜂の地位を獲得します。この時点では、まだ働き蜂との違いはありませんが、女王蜂はさなぎに
なるまで栄養価の高いローヤルゼリーだけを与えられて大きく育ちます。一方で働き蜂は孵化して 3 日ほど経つと、ロ
ーヤルゼリーの代わりに花粉が多く与えられるようになります。この与えられる餌の違いが女王蜂になるか働き蜂にな
るかを決定します。新しい女王蜂が産まれると先代女王蜂は働き蜂の半数を連れて引っ越します。これを分蜂（ぶんぽ
う）と呼びます。分蜂が行われるのは、春から夏の暖かくて天気の良い日です。分蜂時には大量のミツバチが電柱や木
に集まっていることがあります。これは、新しい巣の引っ越し先を決める会議をしているそうです。会議の時間はまち
まちで、10 分で決まる時もあれば、数日かかることも。引っ越し先が決まると、みんなで一斉に飛び去っていきます。
女王蜂・働き蜂・オス蜂の役割と寿命
女王蜂・・・産卵を担うメスの蜂で、ミツバチの場合１つの巣に 1 匹だけいます。1 日 1000 ～ 2000 個もの卵を産みま
す。寿命は３～５年ほど。「女王」と聞くと、群れの全てを取り仕切っているイメージですが、実際には女王蜂に意思決
定権はありません。営巣場所もオス蜂や女王蜂を産むタイミングもすべて働き蜂によって決められているからです。
働き蜂・・・女王蜂と同じメスの蜂ですが、卵は産みません。巣にいる個体の 9 割が働き蜂で、1 か月程度の短い寿命
のなかで、様々な仕事を行います。羽化から日齢が進むに従って仕事の内容が変わっていくので「日齢分業」と呼ばれ
ています。環境や個体差で日数に差がありますが、概ね以下の様な流れです。

オス蜂・・・4 ～ 6 月頃の繁殖期にだけ産まれます。オス蜂の役割は遺伝子を残すことだけで、巣の運営にかかわる仕
事は一切行いません。他の巣で産まれた新しい女王蜂を探しに毎日出掛けていきます。子孫を残せたオス蜂の寿命は 1
か月前後（交尾をした時点で命が尽きてしまいます）ですが、パートナーの見つからなかったオス蜂は秋になると働き
蜂によって巣から追い出されてしまい、冬を超すことはありません。　

羽化からの日数
～ 5 日目

体の変化と仕事内容

3 ～ 12 日目

8 ～ 16 日目

12 ～ 18 日目

16 ～ 24 日目

２０日目～

巣の中の掃除をする

下咽頭腺が発達して体内でローヤルゼリーを作れるようになると、幼虫や女王蜂の世話をする

ろう腺が発達して蜜ろうが作れるようになり、巣作りをする

下咽頭腺が再発達して酵素を分泌できるようになり、ハチミツを作る

門番として外敵から巣を守る

巣の外に出て花の蜜や花粉を集める

危険度
低

高

3 月 8 日のミツバチの日にちなんで、

　　　　　　　　　　ミツバチについて調べてみました (* ’▽’ )ミツバチ

ニホンミツバチ

体長　　働き蜂：約１．３ｃｍ
オス蜂：約１．６ｃｍ
女王蜂：約２ｃｍ

体表　　全体的に黒い
生息地　本州・四国・九州

特徴　日本の固有種で、昔から養蜂に活用されています。屋根
裏や地中などの閉鎖的空間、太い樹木の間に巣を作ることが多
いです。群れを構成する蜂の数は数千～ 2万匹ほどで、比較的
小さい集団で行動します。北海道や沖縄にはあまり分布してい
ません。採れるハチミツの量は少ないです。

セイヨウミツバチ

体長　　働き蜂：約１．２～１．４ｃｍ
オス蜂：約１．５～１．７ｃｍ
女王蜂：約１．５～２ｃｍ

体表　　全体的に黄色い
生息地　北海道・本州・四国・九州・沖縄

特徴　明治以降に輸入された種で、現在は主に養蜂用として全国に分
布しています。野生ではあまり生息しておらず、ニホンミツバチと比
べると気性が荒く攻撃的な傾向があります。木の枝の様な開放的空間
に巣を作ることが多い。約 2万～ 4万匹で群れを構成していて、ニホ
ンミツバチよりも多くハチミツが採れます。

ミツバチがいなくなったら
世界の至る所で「ミツバチがいなくなった」という報告が増えていて、欧米を中心に生息数を減らしています。この現
象は「蜂群崩壊症候群」と呼ばれ、大量の働き蜂が女王蜂や幼虫を巣に残したまま失踪してしまい、残された蜂たちは
死滅してしまいます。北米、欧州、日本、台湾、インド、ブラジルなどで確認されていて、失踪の原因は農薬によって
帰巣能力が喪失してしまったと考えられているそう。森林伐採、気候変動などの様々な要因が重なり合い、十数年後の
絶滅まで危惧されています。世界の 1/3 の農作物がミツバチによる受粉で支えられているので、ミツバチは私たちの生
活になくてはならない存在といえます。感謝しないといけませんね（*^_^*）
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啓 蟄 （けいちつ）

3 月 5 日頃

春 分 （しゅんぶん）

3 月 20 日頃

春雷が鳴り響き、 大地が目を覚ますように冷たい風から暖かい

風に変わっていきます。 冬眠していた動植物たちは、 新しい季

節の到来で地中から姿を現し、 活気づきます。

「暑さ寒さも彼岸まで」 という言葉があるように、 寒さが和らい

で過ごしやすい季節になります。 桜の開花情報が聞かれるよう

になり、 本格的な春の到来です。

蟄虫啓戸　すごもりのむしとをひらく　3/5 ～ 3/9 頃

虫といっても、 いわゆる昆虫だけでなくヘビやカエル、 トカゲ

など土に潜んで冬を越す様々な生き物のことを指しています。

桃始笑　ももはじめてわらう　3/10 ～ 3/14 頃

桃の花は、 梅と桜の間を繋ぐように咲きます。 どれもバラ科に

属する木の花ですが、 それぞれに違った魅力があります。

菜虫化蝶　なむしちょうとなる　3/15 ～ 3/19 頃

菜虫とは、 大根や蕪などの葉を食べる青虫で、 一般的には蝶の

幼虫です。 幼虫から蝶になり、 美しく舞う姿は春の象徴です。

雀始巣　すずめはじめてすくう　3/20 ～ 3/24 頃

雀の繁殖期で、 早朝から夕方まで枯草などをせっせと集めて巣

作りを始めます。 「雀の巣」 は春の季語です。

桜始開　さくらはじめてひらく　3/25 ～ 3/29 頃

桜の花が開き始める頃。 桜の開花とは標本木の花が 5 ～ 6 輪

咲いた状態で、 満開とはつぼみの 8 割以上が開いた状態です。

雷乃発声　かみなりすなわちこえをはっす　3/30 ～ 4/3 頃

立春後に初めて鳴る雷は 「初雷」、 春に鳴る雷は 「春雷」 と呼び

ます。 春雷は夏の雷と違い一つ二つ鳴ったら止んでしまいます。

梅 桃

桜

はちみつ
はちみつは「パーフェクトフード」と呼ばれるほど天然の栄養成分が豊富な食べ物です。さまざまな栄養がバランス
よく含まれていて、咳や喉の痛み対策、風邪予防、スキンケア、腸内環境を整えたり、疲労回復にも効果があります。
ハチミツの栄養成分の約８０％を占めるブドウ糖と果糖は、エネルギーの吸収の早い単糖類なので、消化吸収に手間
がかからず、即エネルギーとして使うことができます。さらに、はちみつにはビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素
やポリフェノールなど 150 種類以上の栄養成分が含まれています。ハチミツの成分が糖分だけではない理由は、ミツ
バチが花の蜜を集める際に花粉も一緒に持ち帰るためで、その花粉にはビタミンやミネラルなどが入っています。人
が花粉を口にしても基本的には問題ないですが、特定のアレルギーを持っている人は花粉に反応して症状が現れる可
能性があります。例えば、そばアレルギーの人がそばの花から作られたはちみつを食べると、そばの花粉に反応して
アレルギー症状が出る場合があります。アレルギーをお持ちの方は、何の花から採取されたはちみつなのか確認して
から食べたほうが良いですね。はちみつの成分のビタミンや酵素は高温に弱いので、料理に使う時は冷めてから入れ
たり、結晶化したはちみつを解かす湯煎の温度は５０℃位が良さそうです。とはいえ、解けるまでに 1 時間くらいは
かかるようなので、私はあまり気にせずホットコーヒーに入れて飲んじゃってます (´ 艸｀*) シャリシャリのままや
わらかくしたバターに混ぜてトーストに乗せて食べても美味しいですし、はちみつは食べる以外にも使えるので、入
浴剤の代わりに湯船のお湯に大さじ 2 ～ 3 杯加えて全身の保湿にも使えます。栄養価の高いはちみつですが、1 才未
満の乳児は「乳児ボツリヌス症（食中毒）」を発症するリスクがあり絶対に与えないでください。乳児のいる家庭では
はちみつの使用に十分注意が必要です。はちみつ入りのお風呂や飲料なども 1 歳を過ぎるまで待たないとですね！

住宅建築
まめ知識

今回のテーマは 屋根の形　入母屋（いりもや） 次回のテーマは

錣（しころ）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。

入母屋屋根

（いりもややね）

上部が切妻屋根の形で、 下部が寄棟屋根

の形をしていて、 日本の伝統的な格式の

高い屋根です。

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

・ 重厚で高級感があり、 瓦のもつ美しさを最大限に引き出せます。

・ 切妻屋根と同じく高低差のある広い屋根裏は通気がよく換気性能が高い。

・ 4 方向に軒を下ろしているため、 壁が雨風の影響を直接受けにくく、 耐

久性が高い。

・ 複雑な形状のため、 雨漏りのリスクが高い。 雨漏りは基本的に屋根の接

合部や谷、 隙間などで発生します。 複雑な構造は原因を特定することが

難くなり、 調査や修理費用が高くなることも。

・ 切妻屋根と寄棟屋根が合わさったような形状は通常の屋根に比べて非常

に重くなります。 重い屋根は耐震性能が低くなります。

編集後記

ami

新聞の作成が思うように進まず、大変お待たせしてしまって申し訳ありません m(__)m
震災からもうすぐ 3 か月ですが、復興にはまだまだ時間がかかりますね。能登へ向かう道はなんとか通れる
ようになったようですが、あちらこちらで亀裂や段差、倒壊した家屋がそのままになっていて時間が止まっ
たように感じられ、何とも言えない気持ちになります。元の生活が少しでも早く取り戻せるよう、一歩一歩
1 日 1 日、前へ進んで行けるように微力でもできることをしていきたいと思います。


