
桃の花（３月の花） 

「桃の花」は誰でもが知っていそう

で、知らない花ではないでしょう

か？ 

桃の花を置いていると「もう桜が咲

いてる」とか「きれいな梅だね。色が

すこし薄いのかな」と言われる場合

が多く、「桃の花」と言い当てる人は

少ないようです。 

便 

り 
 

 

望
洋
荘
に
住
む
人
た
ち
を
考
え
る
（
そ
の
１
） 
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年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
少
し
ず
つ
知
的
機
能
が
低
下
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
誰
も
が
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
現
実
で
す
。
そ
し
て
、
痴
呆
の
状
態
に
陥
る
の
を
く
い
止
め
る
こ
と
も
な
か

な
か
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
ど
も
、「
望
洋
荘
」
で
は
、
個
室
化
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト

ケ
ア
形
式
で
の
生
活
環
境
の
中
に
、
一
部
の
痴
呆
の
進
行
し
た
方
々
も
入
れ
た
入
所
者
８
０
名

と
３
５
名
の
介
護
職
員
が
共
に
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。
痴
呆
の
障
害
の
程
度
に
差
は
あ
れ
、
独

自
の
人
間
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
こ
と
、
人
間
と
し
て
様
々
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、

市
民
と
し
て
同
じ
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
お
一
人
お
一
人
に
適
し
た
対
応
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
を
絶
え
ず
年
頭
に
置
い
て

日
々
介
護
を
心
が
け
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
入
所
者
の
方
々
は
、
自
分
の
感
情

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
、
社
会
に
適
応
す
る
能
力
等
が
徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
減
退
の

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
私
ど
も
は
痴
呆
の
進
行
を
も
念
頭
に
入
れ
た
、
ケ
ア
・
ア
ン

ド
・
キ
ュ
ア
を
実
践
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
認
識
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
開
所
以
来
、
最
も
心
を

砕
い
て
い
る
こ
と
は
、
入
所
者
の
方
々
が
最
も
快
適
に
過
ご
せ
る
環
境
作
り
で
あ
り
ま
す
。
開

所
間
も
な
い
た
め
若
干
不
備
な
点
も
見
ら
れ
ま
す
が
概
ね
順
調
に
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
と
自

負
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
回
と
次
回
は
痴
呆
の
方
々
が
表
す
症
状
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

症
状
を
大
き
く
２
つ
に
分
類
い
た
し
ま
す
と
『
中
核
症
状
』
と
『
周
辺
症
状
』
に
分
け
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
今
回
は
『
中
核
症
状
』
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。『
中
核
症
状
』
は
「
生

き
る
機
能
の
障
害
」「
人
間
ら
し
く
生
き
る
機
能
の
障
害
」「
自
分
ら
し
く
生
き
る
機
能
の
障
害
」

の
３
つ
の
分
野
に
分
け
て
説
明
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。「
生
き
る
機
能
の
障
害
」
で
は
、
人
が

生
き
て
い
く
う
え
で
重
要
な
、
自
発
性
、
気
力
に
低
下
の
障
害
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
り

ま
す
。
比
較
的
初
期
の
段
階
か
ら
生
じ
、
周
囲
が
気
づ
か
ず
、
本
人
の
や
る
気
や
自
発
性
を
損

な
う
こ
と
を
し
た
り
、
お
と
な
し
い
ま
ま
放
置
す
る
と
、
何
も
自
分
か
ら
し
よ
う
と
し
な
い
状

態
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

「
人
間
ら
し
く
生
き
る
機
能
」
と
は
「
認
知
機
能
」「
感
情
機
能
」
に
分
け

て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
認
知
機
能
と
は
人
間
が
人
間
と
し
て
物
を

記
憶
し
、
周
囲
と
の
関
係
の
中
で
自
分
の
立
場
を
判
断
し
、
意
思
表
示
を
し

た
り
、
自
分
の
行
動
を
組
み
立
て
行
動
し
て
ゆ
く
能
力
で
す
。
認
知
を
す
る

た
め
に
は
、
時
間
が
分
か
る
と
か
、
場
所
が
分
か
る
と
か
、
人
が
分
か
る
等

の
見
当
づ
け
る
力
（
見
当
識
）
が
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
能
力

が
欠
落
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
座
標
軸
が
失
わ
れ
、

普
段
の
行
動
に
次
々
と
ミ
ス
が
生
じ
て
き
ま
す
。
気
を
紛
ら
わ
せ
る
事
柄
が

な
い
と
、
見
当
づ
け
が
出
来
な
い
不
安
が
頭
を
も
た
げ
、
落
ち
着
き
が
な
く

な
っ
た
り
、
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
り
し
ま
す
。
感
情
機
能
は
説
明
す
る
ま
で

も
な
く
、
喜
怒
哀
楽
の
よ
う
な
感
情
を
多
様
に
表
し
、
人
間
性
豊
か
に
生
き

る
源
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
能
に
障
害
が
生
じ
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

で
の
適
切
な
表
現
が
難
し
く
な
っ
て
参
り
ま
す
。
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
だ
と

周
囲
の
人
が
驚
き
ま
す
が
、
人
格
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
感
情
抑
制
が

利
か
な
い
状
態
な
の
で
す
。 

 

「
自
分
ら
し
く
生
き
る
機
能
の
障
害
」
も
説
明
に
多
く
の
言
は
必
要
な
い

と
思
い
ま
す
。
た
だ
単
に
判
断
力
の
欠
如
で
は
な
く
、
自
分
が
ど
う
し
た
い

の
か
、
自
分
の
暮
ら
し
が
ど
う
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
自
分
の
あ
り

方
を
見
つ
め
る
能
力
が
減
退
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
す
。
痴
呆
化
が
進
行
す

る
こ
と
は
本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
す
。
次
回
は
、『
周
辺
症
状
』
の
説
明
と
望

洋
荘
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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“ひな祭り” 

女の子の健やかな成長と幸せを願って雛人形を飾り菱餅や桃の花

を供えて白酒で祝う行事。 

旧暦の３月３日は桃の花が咲く頃ですので『桃の節句』とも呼ばれ

ます。 

今から千年くらい前から行われていた三月上巳（じょうし）の節句

行事（お祓いをして無病息災を願う）から生まれたもの。平安貴族の

女子の間で人形や小さな調度品を並べて遊ぶ『雛（ひいな）遊び』と

いうままごこが行われていましたが、これが結びついて長い年月の間

に今のような形になりました。雛祭りとしての歴史は比較的新しく、

江戸時代に五節句の一つに定められてからです。 

豆まきでは年男、あるいは一家の主人が「福は内、

鬼は外」といいながら煎った大豆をまき、みんな自

分の年の数だけ豆を食べるとこれから１年病気に

ならないと言われています。また妊婦のいる家庭で

はこの豆を安産のお守りにもします。もともと宮中の

行事が一般家庭に普及したものとされますが、最

近は大きな神社などで芸能人やスポーツ選手など

を招いて豆まき大会をやっているケースも多いよう

です。 

  

  

                   

玄
関
（
事
務
室
の
カ
ウ
ン
タ
ー
）
に 

お
雛
さ
ま
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。 

穏
や
か
な
お
顔
。
い
い
で
す
ね
ぇ 

♪
二
人
並
ん
で
す
ま
し
顔
♪ 

            

『
今
は
昔
』 

 
 
 

ワ
タ
シ
ら
が
学
校
へ
入
っ
た
頃
（
大
正
時
代
の
半
ば
か
ら
昭
和
の
初
め
頃
） 

  

四
月
だ
っ
た
ナ
、
初
め
て
の
集
団
生
活
で
泣
く
子
も
居
た
。
カ
バ
ン
は
布
で

作
っ
て
肩
掛
け
だ
っ
た
。
ラ
ン
ド
セ
ル
な
ん
か
は
買
え
な
か
っ
た
ナ
、
着
る
物

は
赤
い
ネ
ル
の
腰
巻
で
パ
ン
ツ
な
ん
て
は
、
は
い
て
い
な
か
っ
た
し
、
着
物
だ

っ
た
。
洋
服
の
子
も
い
た
け
ど
、
い
い
家
の
子
だ
っ
た
。
履
物
は
靴
で
な
く
、

下
駄
か
雪
駄
だ
っ
た
よ
。
弁
当
は
麦
飯
に
梅
干
の
日
の
丸
弁
当
な
ん
だ
。
教
科

書
は
、
ハ
ナ
、
ハ
ト
、
マ
メ
、
ミ
ノ
、
カ
サ
、
カ
ラ
カ
サ
で
始
っ
て
た
。
遊
び

は
ね
ぇ
、
お
手
玉
、
お
は
じ
き
、
玉
こ
ろ
が
し
な
ん
か
で
暗
く
な
る
ま
で
遊
ん

で
ね
。
小
遣
い
な
ん
て
な
か
っ
た
け
ど
『
山
神
さ
ま
』
の
お
祭
り
に
は
、
ば
あ

ち
ゃ
ん
か
ら
五
銭
も
ら
っ
て
、
馬
方
羊
か
ん
が
買
え
た
し
飴
も
買
え
た
。
祭
り

は
賑
や
か
だ
っ
た
し
楽
し
み
だ
っ
た
な
ぁ
。 

※
こ
れ
は
昔
の
内
郷
綴
町
で
育
っ
た
三
人
の
女
性
よ
り
聞
き
と
り
ま
と
め

た
も
の
で
す
。
年
齢
は
八
十
代
の
三
人
で
す
。 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ひ
な
祭
り
『
雛
人
形
』
を
飾
り
ま
し
た
。 

入
居
者
の
方
か
ら
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ｋ
ｋ
の 

今
月
の
言
葉
そ
の
③
（
倫
理
研
究
所
編
標
語
集
か
ら
） 

『
望
洋
荘
』
豆
ま
き
の
様
子 

２
月
３
日 

２００４年 望洋荘便り 10頁 



柳家 小団治 
（やなぎや こだんじ） 

 

本 名  

吉田 武脩  

生年月日 

昭和 19年 11月 23日 

出身地 

東京都 

特 技 

剣道（六段） 

スポーツ全般 

昭和四十年三月  

五代目柳家小さんに入門 前座名「武助」  

昭和四十二年三月  

中央大学経済学部卒業  

昭和四十五年四月  
二ツ目昇進 六代目「柳家小団治」を襲名する  

昭和五十四年九月  

真打昇進 

 
『
長
老
の
座
り
の
位
置
』 

須
田 
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老
人
は
家
の
宝
と
我
が
国
で
は
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
文
化

を
築
い
て
き
た
功
労
者
で
あ
り
ま
す
。
老
人
を
敬
う
こ
と
は
、
彼
等
か
ら
の
智

慧
を
授
か
り
、
己
の
命
に
目
覚
め
、
活
力
、
気
力
の
充
実
に
繋
が
り
ま
す
。
老

人
を
大
切
に
す
る
家
風
が
満
ち
て
い
る
家
は
、
仕
事
が
栄
え
、
家
族
が
健
康
で

あ
り
子
供
も
立
派
に
育
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
状
況
で
異
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
主
人
及
び
長
老
の
居
間

で
の
座
る
場
所
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ
の
あ
る
居
間
の

ど
の
場
所
を
占
め
て
い
る
の
か
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
又
、
就
寝

時
や
、
体
調
の
悪
い
時
に
は
ど
の
部
屋
に
臥
せ
て
い
る
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
医

者
に
と
っ
て
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
医
療
保
険

制
度
の
も
と
に
、
高
齢
者
を
含
め
病
人
の
お
宅
に
医
者
や
看
護
婦
が
往
診
を
し
、

訪
問
診
療
、
訪
問
看
護
が
実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
折
、
家
に
入
り
部
屋

に
案
内
さ
れ
た
だ
け
で
、
病
人
の
大
切
に
さ
れ
て
い
る
度
合
い
が
判
断
出
来
た

も
の
で
す
。
私
が
往
診
し
て
い
た
家
の
老
人
は
幸
い
な
こ
と
に
皆
、
相
応
し
い

部
屋
に
臥
せ
て
居
り
ま
し
た
。 

介
護
保
険
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
現
在
、
訪
問
診
療
、
訪
問
介
護
等
々
を

利
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
介
護
度
認
定
訪
問
調
査
員
が
訪
れ
調
査
を
行
い

ま
す
。
介
護
認
定
に
伴
っ
て
、
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
―
ジ
ャ
―
）
も

訪
問
し
ま
す
。
家
族
以
外
の
人
々
が
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
サ
―
ビ
ス
提
供
者
は
、
高
齢
者
が
”
家
”
の
中
で
占
め
る
位
置
を
知
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
人
で
あ
っ
て
も
家
族
の
一
員
と
し
て
サ
―
ビ
ス

を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

高
齢
者
の
健
康
す
な
わ
ち
心
（
精
神
機
能
）
と
身
（
身
体
機
能
）
の
バ
ラ
ン

ス
を
図
る
た
め
、
サ
丨
ビ
ス
の
提
供
者
は
今
ま
で
以
上
に
細
や
か
な
観
察
力
を

働
か
し
、
仕
事
に
邁
進
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。 

医
者
の
目
―
福
島
民
報 

（
健
康
欄
へ
の
寄
稿
文
か
ら
） 

 

 

一
月
二
十
九
日
（
木
）
利
用
者
の
方
の
希
望
に
よ
り
、
平
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

に
行
っ
て
来
ま
し
た
。 

『
満
面
の
笑
み
』
で
、
一
〇
〇
円
シ
ョ
ッ
プ
で
の
買
い
物
、
そ
し
て
食
堂
で

の
昼
食
な
ど
、
楽
し
い
一
日
で
し
た
。 

                           

理
事
長
の
著
作
集
よ
り 

そ
の
④ 

『
望
洋
荘
』
買
い
物
ツ
ア
ー 

Ｉ
Ｎ 

平 
 

ｋ
ｋ
の 

『
第
八
十
五
回
い
わ
き
寄
席
』
の
ご
案
内 

 

ｋ
ｋ
の 

２００４年 望洋荘便り 11頁 

柳家 小団治師匠 独演会 

日  時 平成１６年３月２３日（火） 

開演時間 午後６時３０分 入場無料 

場  所 いわき市内郷『報徳苑』 

主  催 須田 医院 

ご家族、お友達お誘い合せの上おいで下さい。 



介
護
老
人
福
祉
施
設 

『
望
洋
荘
』 

 
職
員
紹
介
④
＆
コ
メ
ン
ト
集 

 

編
集
後
記 

『
望 

洋 

荘
』
便
り 

平
成
十
六
年
三
月
一
日
発
行 

発
行
所 

い
わ
き
市 

平
豊
間
字
合
磯
三
十
九
番
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人 

り
ん
さ
く
福
祉
会 

 
 
 
 
 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

望
洋
荘 

電 

話 

（
０
２
４
６
）
５
５
‐
７
３
７
３ 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

（
０
２
４
６
）
５
５
‐
７
２
５
５ 

      

看
護
師 

穂
積 

一
子 

 

『
ひ
と
り
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス

（
介
護
）
を
す
る
。』
と
い
う
事
を
目
標
に
こ
の
望

洋
荘
に
入
社
し
て
来
ま
し
た
。
時
間
に
追
わ
れ
ず
、

家
庭
的
な
雰
囲
気
で
、
自
然
豊
か
な
環
境
の
中
で
生

活
し
て
い
る
入
居
者
の
方
々
に
親
し
ま
れ
る
看
護

師
に
な
れ
る
よ
う
精
一
杯
頑
張
り
ま
す
の
で
、
皆
様

ど
う
ぞ
、
お
願
い
致
し
ま
す
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

松
崎 

弘
美 

 

望
洋
荘
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
と
し
て
、
働
く
機
会

に
恵
ま
れ
、
す
べ
て
が
新
し
い
一
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

と
な
り
希
望
と
不
安
の
中
、
若
い
ス
タ
ッ
フ
と
共
に

人
生
の
先
輩
で
あ
る
利
用
者
の
方
々
を
、
よ
り
家
庭

的
な
、
快
適
な
環
境
の
中
で
生
活
し
て
頂
け
る
様
に
、

又
、
精
神
的
安
定
を
図
り
、
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ

に
合
っ
た
介
護
が
出
来
る
様
、
私
自
身
も
努
力
し
、

勉
強
に
励
み
、
知
識
や
技
術
向
上
に
努
め
、
初
心
を

忘
れ
ず
共
に
歩
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

伊
藤 

正
寿 

 

山
と
海
に
囲
ま
れ
た
こ
の
素
晴
ら
し
い
環
境
で
、

一
緒
に
美
味
し
い
空
気
を
共
に
出
来
て
と
て
も
嬉

し
く
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
利
用
者
の
方
と
た
く
さ

ん
交
流
を
持
ち
家
庭
的
な
雰
囲
気
で
、
楽
し
い
日
々

を
送
っ
て
頂
け
る
様
、
日
々
精
進
し
て
行
き
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
御
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

又
、
至
ら
な
い
点
等
あ
り
ま
し
た
ら
遠
慮
せ
ず
に

言
っ
て
下
さ
い
。
何
で
も
言
い
合
え
る
関
係
を
築
け

れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す

が
、
少
し
で
も
利
用
者
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
日
々

頑
張
り
ま
す
の
で
、
何
卒
お
願
い
致
し
ま
す
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
員 

佐
藤 

早
苗 

  

医
療
・
介
護
の
現
場
で
働
く
事
は
初
め
て
の
経
験

で
あ
り
、
入
社
し
て
三
ヶ
月
が
ま
た
た
く
間
に
経
ぎ

ま
し
た
。 

 

事
務
職
と
し
て
入
所
者
と
関
わ
る
機
会
が
少
な

い
分
、
自
分
自
身
の
モ
ッ
ト
ー
は
常
に
相
手
の
立
場

を
考
え
つ
つ
、
自
分
ら
し
さ
を
出
し
な
が
ら
業
務
に

徹
し
て
行
き
た
い
と
心
が
け
て
い
ま
す
。 

 

 

『
ケ
ア
』 

 

世
話
、
介
護
、
看
護
、
援
助 

 

『
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』 

 

対
象
者
の
社
会
生
活
上
で
の
複
数
の
ニ
ー
ズ
を

充
足
さ
せ
る
た
め
に
、
適
切
な
社
会
資
源
と
結
び
手

続
き
の
総
体
。
機
能
と
し
て
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
・
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が

そ
の
中
核
で
あ
る
。 

 

『
ケ
ア
プ
ラ
ン
』 

 

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
を

組
み
合
わ
せ
る
計
画
。
な
お
、
最
近
で
は
、
介
護
保

険
制
度
下
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
と
施
設
サ
ー
ビ

ス
計
画
を
目
差
す
こ
と
に
多
用
さ
れ
る
。 

                

介
護
保
険
一
口
メ
モ 

 

④ 

２００４年 望洋荘便り 12頁 


