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｢春｣の語源は、草木の芽が

｢張る｣が転じて｢春｣となった

という説が有力だそうです

が、その他にも、田畑を｢墾る

(はる)｣からきているという説

や、気候の｢晴る(はる)｣が由

来する説等があるのだそうで

す。すなわち｢春｣とは、四季

の中でも生命を芽吹かせ、躍

動し、成長する季節であるこ

とを示した言葉だと言えるで

しょう。 

 

 

 

 

春と言えば、花見ですが、かつては、田の神さまにその年の豊作を祈る「祭」の意味があったとか・・・ 

桜の「さ」は、田の神さまに与えられた古代の美しい呼び名で、 

「くら」とは、それが座する場所のこと。つまり、桜が染まっているあの山のあたりで、 

田の神さまが見守ってくれていると、人びとは深く感謝を捧げつつ、「サ・クラ（桜）」と読んだのでした。 

四季の移ろいは、日本人の心の祈りのつながりなのかもしれません。 

 

春分の前後３日を合わせた日間が春のお彼岸です。 

弥生・３月・・・いよいよ春の始まり、新たな季節がめぐってきます！ 

 日本人が愛して止まない「桜」 

春になれば、桜の開花を心待ちにし、 

お花見を楽しむ方も多いのではないでしょうか。 

でもなぜ、日本人はこんなにも桜に魅せられるのでしょう

… 

「仏教には『無常感』というものがあります。変わらないものはなにもない、移り変わるものと 

いう意味ですが、そんな日本人の感性に桜の花はぴったりで気持ちが寄り添いやすい木・・・ 

はっきりとした四季があり、自然のめぐりを見てきた日本人にとって、 

たった１週間ほどで散ってしまう桜の花の儚さや美しさに惹かれてしまうのかもしれませんね 

 

また、日本全国、どこ行っても目に付くところにある桜は、話題にもしやすく、開花の頃には 

毎日その変化を目にすることができる身近な花でもあります。 

「つぼみから１分咲きになり、3 分咲き、5 分咲き、8 分咲き、そして満開と、その都度、見る側の 

気持ちも変わりますよね。咲いては散ってのくり返しに、人生を重ね合わせ『また次がある』という 

希望を感じさせるのかもしれません。」 

また、農家は、古くから桜を農業の目安にしてきました。 

つぼみが七部ほど膨らむと稲の籾まきを始め、花が満開になると桜の下で豊作を祈願しました。 

夏、桜が青々とした姿に変わるとセミ時雨に包まれ、そして畑作の準備を開始。 

豊作祈願の神事では、花の咲き方で今年の収穫を占うこともあったそうです。 

桜は日本人の心に深く根ざした、美しい花です。 

その一覧を眺めるだけで、人々の心は温かくなります。 

春の訪れとともに満開に色づき、そして潔く散りゆく桜・・・ 

桜前線の北上という情報とともに、皆さんも特別な桜の季節を迎えませんか？ 

 

標準木に付いた蕾が 5～6 輪咲いたことが確認された日が、

その年の「開花日」とされていますが、東京では靖国神社内に

ある観測木が指標となっています。 

なぜ、観測木が靖国神社になったのか？きっかけは 1966 年ごろからで 

元々は靖国神社の近くにあった気象庁の構内に標準木があったそうです。 

庁舎移転したことから、気象庁構内で標準木を確保することができなくなったことが理由です。 

ただ、どのような経緯で靖国神社に決定したのかは、資料が残っていないので分かりませんが、

気象庁近くにある桜の名所で、桜の木の管理がきちんとできていることに加えて、 

気象庁の業務に協力的なところという観点で選ばれたのではないかと思われます。 

靖国神社にあるカフェで、靖国神社の拝殿などを描いた

見事なラテアートが楽しめると注目を集めています。 

Café の名前は 

アティックルーム靖国外苑 cafe＆dining 

参道沿いに店を構える、オシャレなカフェダイニングで

す靖国神社の創立１５０周年事業として、 

２０１９年１０月にオープンしました 

とっても素敵なカフェですよ 

おすすめです(o^―^o)ﾆｺ 



 

春分の前後３日を合わせた7日間が春のお彼岸です。 

今年は３月２０日が春分ですので、その３日前の３月１７日に 

彼岸入りし、３日後の２３日が彼岸明けとなります。 

 仏教では、三途の川を挟んで「彼岸（三途の川のあちら側）」と 

「此岸（私達の住む側）」に分かれると考えられています。 

また極楽浄土は彼岸は西の彼方にあるそうで太陽が真西に沈む春分と秋分は、 

夕日が彼岸への道しるべになると伝えられています。 

お彼岸は、お盆のように、浄土から帰ってくるわけではありません・・・ 

彼岸と此岸が最接近する春分の日と秋分の日は、ご先祖様へもっとも思いを 

伝えやすいと考えられることから、亡き人のいる西の彼方の浄土を思い、 

供養をする期間なのです。 

お彼岸が７日間もある理由としては、お彼岸の中日である春分の日と秋分の日はご先

祖様を偲ぶ日。中日以外の６日間は本来「修行を積む期間」なのです。 

 

仏教で定められた６つの修行とは「親切」「言行一致」「忍耐」「努力」「反省」「修養」を 1日１つずつおこなうこと 

修行というとハードルが高い......という人は、たとえば人にやさしくする、迷いや煩悩をおさえる、 

自分自身を見直すなど、心穏やかに過ごしてみるのも良いですね。 

 

お彼岸は日本独特の仏教行事・先祖供養と追善のお墓参り 

春分の日を中心とする7日間は我が身につながるご先祖様をしのびます。 

お彼岸の風習があるのは日本だけ 

一般的にはお墓の周りをきれいに清掃し、花やお線香を手向けたあとでお参りします。 

春のお彼岸のお供えは甘い小豆あんをたっぷりまとった牡丹餅が定番です。 

ご先祖様を敬い、供養するお墓詣りは、善行と功徳につながると考えられています。 

さらに現世に生きる私たちが積んだ善行を ご先祖様に振り向ける意味（追善回向）も 

あるのだとか・・・ 

 
ぼたもちとおはぎ 

春のお彼岸に食べられている「ぼたもち」の由来は「牡丹餅」 

春のお彼岸の頃は牡丹の花が咲く時期で、その時期に食べられること

からこう呼ばれ始めました。 

牡丹は女性の血を調える漢方として古くから知られていたこと、また

華やかな縁起のいい花に見立てることで、魔除けや病除けを期待する

という心の表れでもあったと考えられます。 

 

一方、秋のお彼岸に食べられている「おはぎ」の由来は「お萩」です。 

おはぎに使用する粒あんを秋に咲く萩の花に見立て、 

こう呼ばれるようになりました。 

萩の花も牡丹の花と同じく、濃いピンク色をしています。 

かつて赤色は魔よけの色とされていたため、 

魔を祓う効果を求めたのでしょう。 

春に食べられるぼたもちは基本的にこしあんで、 

秋に食べるおはぎは粒あんで作られます 



 

  

２０２４年３月１６日、東京駅と金沢駅を結ぶ北陸新幹線が敦賀駅まで延伸開業。 

東京駅と敦賀駅が最速３時間８分、福井駅は最速２時間５１分で結ばれます。 

２０１５年の長野―金沢間の開業以来９年ぶりの延伸となります 

延伸するのは金沢―敦賀駅間の１２５㎞ 

新幹線駅は小松駅・加賀温泉駅・芦原温泉駅・福井駅・越前たけふ駅・敦賀駅の６ヵ所が新設され、

これらの駅と東京が乗り換えなしで結ばれることになります。 

新設開業区間を走る列車は東京発着の最速達列車の「かがやき」準速達列車の「はくたか」 

そして富山・金沢―敦賀間の区間運転列車「つるぎ」の３種 

敦賀駅で大阪方面の特急「サンダーバード」と名古屋方面の特急「しらさぎ」に接続します。 

 

 

北陸新幹線で首都圏から福井まで一直線 

ろ！ 

 

２０２４年３月１６日 北陸新幹線福井開業！開業記念イベント情報

開業日には、福井駅周辺の４会場で「北陸新幹線ウェルカムフェスタ」が開催 

そのうちハピテラス会場で行われるイベントオープニングには『福井市特別 1 日駅長』に就任することになった EXILE/EXILE THE SECOND の橘ケンチさんが登場! 

「日本さくら名所１００選」に選ばれている「足羽山の桜・足羽川の桜並木」では、ふくいに春を告げる「ふくい桜まつり」が 3 月 23 日から開催、記念の花火が打ち上げられ

3 月 31 日には、全国 47 都道府県で一番最後のフルマラソン「ふくい桜マラソン」もスタート 

 

 

観光庁は、能登半島地震に伴う観光支援策として、北陸４県（石川・富山・福井・新潟）を対象に 

「北陸応援割」を実施すると発表しました。 

対象４県への旅行・宿泊料金の割引を支援するもので、対象４県への旅行商品、宿泊料金を 

５０％割り引くものです。対象上限金額は、１泊の場合で１人当たり２万円、交通付き宿泊旅行商品が 

２泊以上で１人当たり３万円、宿泊地が２県以上の周遊型旅行商品の場合で１人当たり３万５千円となります。 

 北陸応援割の対象期間は 3 月 16 日宿泊分から 4 月 25 日宿泊分まで 

北陸には、名湯、名所、絶景、絶品がいっぱいです。文化のまち「金沢」「高岡」に、温泉郷「芦原」や 

「加賀」、絶品のお寿司をプッシュする「富山」、目を見張る絶景が望める「越前海岸」、「立山連峰」、「雨晴海岸」

などなど。魅力たっぷりの北陸旅へ、みなさん是非お越しください。 

 

 

北陸の明日につながれキャンペーン  

北陸応援割で福井へ行こう 

能登半島の支援に、北陸新幹線開業に、観光客のお

もてなしに、必死にがんばる皆さんと北陸全体の 

これからに向けてひとつに 

つながりたいという 

キャンペーンが福井から始まります。 

福井の有名な観光地と言えば、嶺北では東尋坊・越前岬・恐竜博物館 

大本山永平寺・一乗谷朝倉氏遺跡・丸岡城など‥ 

嶺南には気比神宮・気比松原・三方五湖・熊川宿・奈良東大寺二月堂への 

「お水送り」神事で有名な神宮寺…また豊かな自然と水に育まれた「福井グルメ」は 

レベルが高く、たっぷりの大根おろしをのせて食べる「越前おろしそば」や 

冬の味覚の王様「越前がに」に「若狭ふぐ」B 級グルメではソースかつ丼やオムライスの上に

トンカツをのせて自家製ソースをたっぷりかけた「ボルガライス」は有名です。 

 

 

水ようかんは福井の冬の風物詩物 

「雪が降り、寒くなったら、暖かいこたつに入りながら冷たい水ようかんを食べる」ことが冬の楽しみという 

福井人。家族みんなで一枚流しの水ようかんを切れ目に沿って、付属のヘラですくってそのまま食べる。 

人と人とのつながりの中でコミュニケーションツールとして水ようかんは愛されてきました。 

 



 

1934 年の３月１６日、内務省がは瀬戸内海・雲仙（現在の雲仙天草）・霧島（現在の霧島屋久）の 

３箇所を国立公園に指定し、日本初の国立公園が誕生しました。西の方が多いですね。 

国立公園は我が国の風景を代表する自然の景勝地で、環境大臣が指定した公園です。 

現在日本の国立公園は、北海道に６ヵ所・東北に３ヵ所・関東に６ヵ所・中部に６ヵ所・近畿に６ヵ所 

中国四国に２ヵ所・九州に９ヵ所・近畿・中国四国・九州をまたぐ形で１ヵ所、全国で３４ヵ所があります。 

そのうち 9 ヵ所が世界遺産 として登録されています。 

国立公園の面積合計は２１１万ヘクタールあり日本の国土面積の約５.６％を占めています 

５.６％というと２０分の１以上ですね・・ 

 

利用者全体、訪日外国人ともに 「富士箱根伊豆国立公園」が TOP 

訪日外国人 TOP5 

国立公園は、環境大臣が指定して国が管理する公園。 

世界に誇れる日本の風景を維持することが目的。34 ヵ所 

国定公園は、環境大臣が指定して都道府県が管理する公園。 

美しい日本の風景を維持することが目的で 58 ヵ所 

国営公園は、国土交通大臣が設置して国が管理する公園。 

災害時の活動拠点として設置されているものもある１７ヵ所 

 

国立公園という制度の発祥の地はアメリカだということをご存知でしょうか？ 

１８７２年、当時の大統領ユリシーズ・S・グラント氏によって、 

世界最初の国立公園として 

イエローストーン国立公園が指定されたのがはじまりです。 

現在、アメリカには 59 の国立公園が存在し、 

このうち１０ヶ所が世界遺産に登録されています。 

日本とアメリカの国立公園の大きな違い 

アメリカの国立公園は国有地で生態系保護を目的としているのに対して、 

日本の国立公園は私有地を含み景観の保護も目的になっています。 

壮大な自然、息をのむような美しい動植物を保護し、持続的に楽しませてもらうことに加えて、 

その自然に育まれた伝統や食文化など、地域特有の文化や暮らしに触れることができるのが 

日本の国立公園の最大の魅力です。 

日本の国立公園の中で最も広いのは 226,764ha の面積を誇る大雪山国立公園 

1949 年に国立公園に指定されています 
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