
お
か
げ
さ
ま
で
２
０
年

～ 11月《霜月しもつき》～

３日 文化の日 １７日 将棋の日

７日 立冬 ２０日 毛皮の日

１２日 鬼子母神 ２２日 いい夫婦の日

１４日 お十夜 ２３日 勤労感謝の日

１５日 七五三 ３０日 カメラの日
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11月号
（通算第241号）

勤
労
感
謝
の
日
と
は
「
勤
労
を
尊
び
、
生
産
を
祝

い
、
国
民
が
た
が
い
に
感
謝
し
あ
う
日
」
と
し
て
制

定
さ
れ
た
「
祝
日
」
で
す
。
戦
前
の
１
１
月
２
３
日

は
「
新
嘗
祭
（
に
い
な
め
さ
い
）
」
と
言
い
、
「
そ
の

年
の
収
穫
物
に
対
し
て
感
謝
し
、
翌
年
も
豊
作
で
あ

る
こ
と
を
神
様
に
願
う
皇
室
の
行
事
」
で
し
た
。
新

嘗
祭
は
１
８
７
２
年
（
明
治
４
年
）
ま
で
は
旧
暦
の

１
１
月
の
２
回
目
の
卯
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
１
８
７
３
年
に
太
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ

暦
）
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
だ
と

新
嘗
祭
が
翌
年
の
１
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
都

合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
新
暦
１
１
月
の
２

回
目
の
卯
の
日
に
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

れ
が
１
１
月
２
３
日
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り

１
１
月
２
３
日
と
い
う
日
付
自
体
に
深
い
意
味

は
な
く
、
た
ま
た
ま
日
本
が
太
陽
暦
を
導
入
し

た
年
（
１
８
７
３
年
）
の
２
回
目
の
卯
の
日
が

１
１
月
２
３
日
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で

す
。翌

１
８
７
４
年
か
ら
は
、
新
嘗
祭
は
１
１
月

２
３
日
に
固
定
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
１
９
４
８

年
に
は
、
祝
日
法
に
よ
り
「
勤
労
感
謝
の
日
」

と
い
う
名
称
で
「
祝
日
」
と
し
て
制
定
さ
れ
、

今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

早
い
も
の
で
、
暮
ら
し
の
瓦
版
は
今
回
で
、

創
刊
（
１
９
９
８
年
１
１
月
）
か
ら
２
０
年
に

な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
皆
様
か
ら
の
応
援
に
励

ま
さ
れ
な
が
ら
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
後
も

社
員
一
同
、
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
ご
愛
顧
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

勤
労
感
謝
の
日



七
日
市
の
由
来

ボ
ジ
ョ
レ
ー
・
ヌ
ー
ボ
ー

古
く
は
南
黒
川
村
と
い
い
、
旧
黒
岩
村
黒
川

の
分
村
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
七
日
市

と
い
う
地
名
は
、
農
村
で
常
設
の
店
が
な
く
、

月
の
う
ち
七
の
つ
く
日
に
露
店
ま
た
は
仮
小
屋

を
作
っ
て
市
を
立
て
、
そ
こ
に
多
く
の
人
が
集

ま
っ
て
、
物
の
売
買
を
行
っ
た
の
で
七
日
市
と

名
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
福
島
地

区
の
二
日
市
、
南
蛇
井
地
区
の
四
日
市
な
ど
も

同
様
で
す
。

こ
う
し
た
地
名
は
全
国
的
に
多
い
の
で
す
が
、

こ
の
七
日
市
と
い
う
名
も
、
元
和
二
年
（
１
６

１
６
年
）
に
前
田
利
考
が
七
日
市
藩
の
陣
屋
を

設
け
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。そ

の
こ
ろ
市
の
立
っ
て
い
た
場
所
は
、
現
在

の
七
日
市
よ
り
や
や
東
北
方
に
ず
れ
て
い
て
、

「
椿
森
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
南
東
部
・
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
ボ

ジ
ョ
レ
ー
（
ボ
ー
ジ
ョ
レ
）
地
域
で
作
ら
れ
る
ワ
イ

ン
は
、
毎
年
こ
の
時
期
話
題
に
な
り
ま
す
。
そ
の
年

に
収
穫
さ
れ
た
ガ
メ
イ
種
の
ブ
ド
ウ
を
年
内
に
仕
込

ん
で
ワ
イ
ン
に
し
ま
す
。
地
元
住
民
の
間
で
は
１
８

０
０
年
代
か
ら
楽
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
最
初
フ
ラ

ン
ス
政
府
は
１
１
月
１
１
日
を
解
禁
日
と
し
、
後
に

１
１
月
１
５
日
と
し
ま
し
た
。
そ
の
後
１
９
８
４
年

か
ら
は
、
曜
日
に
よ
る
売
上
の
変
動
（
落
ち
込
み
）

を
防
ぐ
た
め
に
、
毎
年
１
１
月
の
第
３
木
曜
日
が
解

禁
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

通
常
、
ワ
イ
ン
は
あ
る
程
度
年
数
を
お
い
て
熟
成

さ
せ
て
か
ら
楽
し
む
の
で
す
が
、
こ
の
ボ
ジ
ョ
レ
ー

・
ヌ
ー
ボ
ー
は
、
そ
の
年
の
「
若
い
味
」
を
楽
し
む

ワ
イ
ン
だ
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
毎
年
の
輸
入
量
自

体
は
減
少
傾
向
で
す
が
、
根
強
い
人
気
が
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
か
ら
世
界
に
出
荷
さ
れ
る
量
の
約
半
分
は
日

本
向
け
だ
そ
う
で
す
。

立
冬
の
「
立
」
に
は
季
節
の
始
ま
り
の
意
味

が
あ
り
、
文
字
通
り
冬
の
始
ま
り
の
日
で
す
。

秋
分
と
冬
至
の
中
間
で
、
暦
の
上
で
は
、
立
冬

か
ら
立
春
の
前
日
ま
で
の
間
が
冬
と
な
り
ま
す
。

立
冬
の
頃
は
季
節
の
変
わ
り
目
で
、
昼
夜
の

寒
暖
差
が
大
き
く
な
る
時
期
で
も
あ
り
、
一
年

の
中
で
最
も
体
調
を
崩
し
や
す
い
時
期
で
す
。

そ
の
た
め
立
冬
は
十
分
な
休
息
と
栄
養
を
取

り
、
冬
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
準
備
を
す
る
期

間
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
冬
至
に
は
カ
ボ
チ

ャ
を
食
べ
る
と
よ
い
、
な
ど
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

立
冬
に
は
明
確
に
こ
れ
と
決
ま
っ
た
食
べ
物
は

あ
り
ま
せ
ん
。
暦
の
上
で
は
冬
の
始
ま
り
で
す

の
で
、
本
格
的
に
冬
が
到
来
す
る
前
に
冬
支
度

を
始
め
る
目
安
と
す
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

!!

立

冬



漢
字
読
め
ま
す
か
？

す
き
焼
き

日
本
で
は
明
治
期
に
な
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
肉

食
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
牛
や
馬
は
農
作
業

の
大
切
な
労
働
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
食
べ
る
と
バ

チ
が
あ
た
る
、
と
も
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
一
部
の
農
家
で
は
鹿
や
猪
、
牛
な
ど

の
肉
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
砂
糖
や
醤
油
が
貴
重

だ
っ
た
当
時
は
、
農
作
業
の
道
具
で
あ
る
鋤
（
す

き
）
の
鉄
刃
の
部
分
に
味
噌
で
堤
を
つ
く
り
、
そ

の
中
に
動
物
の
肉
を
入
れ
て
火
に
か
け
ま
し
た
。

焼
け
る
に
つ
れ
て
味
噌
が
溶
け
だ
し
、
肉
の
脂
と

混
ざ
っ
て
と
て
も
美
味
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

明
治
時
代
に
な
っ
て
肉
食
が
解
禁
と
な
り
、
堂

堂
と
鉄
鍋
を
使
っ
て
牛
肉
を
焼
く
「
牛
鍋
」
が
関

東
を
中
心
に
流
行
し
ま
し
た
。
一
方
、
関
西
で
は

「
す
き
焼
き
」
と
い
う
名
で
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
（
す
き
焼
き
の
語
源
は
諸
説
あ
り
ま
す
）
。

と
こ
ろ
が
、
大
正
時
代
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ

て
牛
鍋
屋
は
大
打
撃
を
受
け
、
廃
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
関
西
の
す
き
焼
き
屋

が
関
東
に
進
出
し
、
現
在
の
よ
う
な
関
西
風
の
す

き
焼
き
ス
タ
イ
ル
を
広
め
た
の
だ
そ
う
で
す
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

広
報
委
員
会
か
ら

当
社
の
委
員
会
は
１
０
月
に
再
編
成
し
、

新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
広
報
委
員
会
は
、
主

に
「
暮
ら
し
の
瓦
版
」
の

発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

ブ
ロ
グ
の
更
新
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。
鋭
意
努
力

し
て
い
き
ま
す
。

リ
ー
ダ
ー

五
十
嵐
俊
生

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
納
屋

②
奔
流

③
風
霜

④
堪
忍

⑤
粛
然

⑥
建
立

⑦
紛
糾

⑧
秀
逸

◎
和
室
左
官
工
事

既
存
の
京
壁
が
は
が
れ
て
き
た
と
の
こ
と
で
、
左
官

工
事
を
さ
せ
て
い
た
た
き
ま
し
た
。
フ
ジ
ワ
ラ
化
学
製

の
「
メ
イ
ク
ア
ッ
プ

じ
ゅ
ら
く
調
砂
壁
」
と
い
う
も
の

で
塗
り
替
え
ま
し
た
。
綺
麗
に
な
り
お
客
様
に
も
喜
ん

で
い
た
だ
け
た
の
で
、
う
れ
し
い
で
す
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

宮
本
紘
志

（９月２２日掲載記事）
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解
答

暮らしの雑学・豆知識
●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ サケは白身魚！！～

赤身魚はマグロ、カツオが代表的。白

身魚はタラ、カレイ、アジなどですね。

赤身魚の肉身が赤いのは、ミオグロビン

やヘモグロビンといった生まれつき持っ

ている色素によるものです。白身魚には、

こうした色素があまりないのです。サケ

はといいますと、実は白身魚なのです。

サケの肉身がオレンジ色やピンク色をし

ているのは、エサのオキアミなどに含ま

れるアスタキサンチンという色素の色な

のです。産卵後のサケの肉身は白っぽく

なりますが、これはイクラにその色素が

移るからとのことです。試しに養殖のサ

ケに白身魚のエサだけを与えると、サケ

の肉身は白くなるのだそうです。

①
納
屋
（
な
や
）

・
物
置
小
屋
の
事
。

②
奔
流
（
ほ
ん
り
ゅ
う
）

・
激
し
い
流
れ
。

③
風
霜
（
ふ
う
そ
う
）

・
年
月
の
事
。

④
堪
忍
（
か
ん
に
ん
）

・
た
え
し
の
ぶ
事
。

⑤
粛
然
（
し
ゅ
く
ぜ
ん
）

・
慎
ん
だ
気
持
ち
で
静
ま

り
か
え
る
様
。

⑥
建
立
（
こ
ん
り
ゅ
う
）

・
寺
院
や
堂
塔
を
建
て
る

事
。

⑦
紛
糾
（
ふ
ん
き
ゅ
う
）

・
物
事
の
展
開
が
う
ま
く

い
か
な
い
事
。
も
つ
れ

る
事
。

⑧
秀
逸
（
し
ゅ
う
い
つ
）

・
ず
ば
抜
け
て
す
ぐ
れ
て

い
る
事
。

「
十
日
十
夜
の
念
仏
」
を
略
し
て
「
お
十

夜
（
お
じ
ゅ
う
や
）
」
と
い
い
、
読
経
や
お

数
珠
振
り
な
ど
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
願
い
ま
す
。
鎌
倉
の
光
明
寺
で
始

ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
浄
土
宗
の
呑
龍
上
人
を

祀
る
寺
院
で
行
わ
れ
ま
す
。
富
岡
市
内
で
は

龍
光
寺
で
お
十
夜
を
行
っ
て
お
り
、
毎
年
の

１
１
月
１
４
日
に
は
境
内
一
杯
に
露
店
が
並

び
、
参
詣
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

先
月
の
瓦
版
１
０
月
号
で
、
新
聞
折
り

込
み
し
て
い
る
一
部
の
地
域
に
お
き
ま
し

て
、
第
３
面
と
第
４
面
が
入
れ
替
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
等
の
乱
調
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
、

十
分
注
意
し
て
発
行
す
る
よ
う
に
い
た
し

ま
す
。

お

十

夜

お

詫

び

リフォーム営業職
詳しくは下記までご連絡
ください。お待ちして
おります。

0274-67-2721
（担当：都丸）
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