
お
か
げ
さ
ま
で
２
１
年

栗
に
つ
い
て

七
五
三

2019年
11月号
（通算第253号）

平
安
時
代
、
３
歳
の
男
女
が
行
う
「
髪
置
き
の
儀

（
か
み
お
き
の
ぎ
＝
髪
を
の
ば
し
始
め
る
）
」
、
５
～

７
歳
で
袴
を
身
に
つ
け
る
「
袴
着
の
儀
（
は
か
ま
ぎ

の
ぎ
）
」
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代

に
は
、
着
物
を
紐
で
は
な
く
帯
を
使
っ
て
結
ぶ
「
帯

解
の
儀
（
お
び
と
き
の
ぎ
）
」
と
い
う
儀
式
が
あ
り

ま
し
た
。
後
に
帯
解
の
儀
は
男
子
が
５
歳
、
女
子
は

７
歳
で
行
う
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
に

は
こ
れ
ら
の
３
つ
の
儀
式
を
ま
と
め
て
「
七
五
三
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

栗
（
ク
リ
）
は
、
ブ
ナ
科
ク
リ
属
の
落
葉
樹

の
果
実
の
総
称
で
す
。
大
き
く
分
け
る
と
、
日

本
栗
、
中
国
栗
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
栗
、
ア
メ
リ
カ

栗
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
日
本
栗
は
自
生

す
る
芝
栗
を
改
良
し
た
も
の
で
、
粒
の
大
き
さ

は
ダ
ン
ト
ツ
で
す
。
栗
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
最

も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
「
丹
波
栗
」

で
し
ょ
う
。
そ
の
他
茨
城
県
笠
間
市
の
「
貯
蔵

栗
」
や
、
岐
阜
県
の
「
恵
那
栗
」
な
ど
、
各
地

で
ブ
ラ
ン
ド
化
へ
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

栗
の
主
成
分
は
デ
ン
プ
ン
で
す
が
、
ビ
タ
ミ

ン
Ａ
、
Ｂ
１
、
Ｃ
も
多
く
含
ま
れ
ま
す
。
通
常
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
熱
に
弱
い
の
で
す
が
、
栗
の
場

合
は
デ
ン
プ
ン
に
包
ま
れ
て
い
る
た
め
、
熱
に

も
強
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、

カ
リ
ウ
ム
も
あ
る
の
で
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
排
出
機

能
を
高
め
、
高
血
圧
や
む
く
み
の
予
防
に
も
よ

い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

～ 11月《霜月しもつき》～

３日 文化の日 １７日 将棋の日

８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

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
１
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
。



記
念
日
は
誰
が
決
め
る
？

酉

の

市

椿
と
山
茶
花

酉
（
と
り
）
の
市
は
、
日
本
各
地
の
鷲
（
お

お
と
り
）
神
社
の
年
中
行
事
で
、
１
１
月
の
酉

の
日
に
、
に
ぎ
や
か
な
市
が
た
つ
こ
と
か
ら
「
酉

の
市
」
と
い
わ
れ
ま
す

縁
起
も
の
が
た
く
さ
ん
つ
い
た
縁
起
熊
手
が

名
物
で
、
新
年
の
開
運
招
福
、
商
売
繁
盛
を
願

う
お
祭
り
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

酉
の
市
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
行
事
で
、
そ

の
起
源
は
、
東
京
都
足
立
区
の
大
鷲
（
お
お
と

り
）
神
社
に
あ
る
と
さ
れ
、
近
隣
の
農
民
た
ち

が
秋
の
収
穫
を
祝
い
、
鷲
大
明
神
（
お
と
り
さ

ま
）
に
鶏
を
奉
納
し
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
奉
納
さ
れ
た
鶏
は
、
祭
り
の
あ

と
浅
草
の
浅
草
寺
に
運
ば
れ
、
観
音
堂
に
放
た

れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
開
運
招
福
、
商
売
繁
盛
を
願
う
祭

り
と
な
り
、
縁
起
熊
手
の
ほ
か
に
も
八
頭
（
里

芋
の
一
種
）
や
黄
金
餅
（
粟
餅
）
な
ど
も
人
気

と
な
っ
て
、
正
月
を
迎
え
る
た
め
の
最
初
の
祭

り
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
「
記
念
日
は
誰
が
決
め
る
の
？
」

と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

１
１
月
も
い
ろ
い
ろ
な
記
念
日
が
あ
り
ま
す
。

毎
日
が
何
ら
か
の
記
念
日
に
な
っ
て
お
り
、
１
つ

の
日
に
複
数
の
記
念
日
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
多
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
記
念
日
は
誰
が

決
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

実
は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
記
念
日
協
会
と
い

う
民
間
団
体
が
日
本
国
内
の
記
念
日
の
認
定
と
登

録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

記
念
日
に
つ
い
て
の
研
究
、
情
報
の
収
集
、
広

報
活
動
を
１
９
８
３
年
か
ら
行
っ
て
き
た
日
本
記

念
日
委
員
会
が
、
記
念
日
に
対
す
る
人
々
の
理
解

．

．

．

と
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
１
９
９
１
年
４
月
１

日
、
日
本
記
念
日
協
会
と
し
て
正
式
に
発
足
、
活

．

．

動
を
開
始
し
ま
し
た
。

秋
冬
見
か
け
る
花
に
、
椿
（
ツ
バ
キ
）
と
山

茶
花
（
サ
ザ
ン
カ
）
が
あ
り
ま
す
。
見
た
目
で

は
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
似
て
い
ま
す
。
椿
と

山
茶
花
の
見
分
け
方
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

・
花
の
落
ち
方
で
見
分
け
る

椿
は
花
が
散
る
時
に
、
花
首
か
ら
落
ち
ま
す
。

山
茶
花
は
花
び
ら
が
落
ち
ま
す

・
花
が
咲
い
て
い
る
開
花
時
期
の
違
い

椿
は
１
２
月
～
４
月
。
山
茶
花
は
１
０
月
～

１
２
月
で
す
。
花
の
品
種
や
種
類
に
よ
っ
て
も

変
わ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
山
茶
花
の
開
花
時

期
の
方
が
早
く
、
椿
の
方
が
遅
い
で
す
。

・
葉
の
裏
側
の
毛
で
見
分
け
る

椿
の
葉
の
裏
に
は
、
ほ
と
ん
ど
毛
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
山
茶
花
の
葉
の
裏
に
は
、
葉
脈
に
沿

っ
て
毛
が
生
え
て
い
ま
す
。



漢
字
わ
か
り
ま
す
か
？

煎
餅
の
歴
史

煎
餅
（
せ
ん
べ
い
）
の
歴
史
は
と
て
も
古
く
、

発
祥
地
は
中
国
と
さ
れ
、
前
漢(

紀
元
前
２
０
２
年

～
紀
元
８
年)

の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国

宮
廷
の
食
事
の
う
ち
、
１
月
７
日
や
３
月
３
日
と

い
っ
た
、
お
め
で
た
い
祝
日
の
食
膳
に
煎
餅
が
加

え
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

日
本
に
は
飛
鳥
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
の
最
初
の
煎
餅
の

記
録
は
、
正
倉
院
所
蔵
７
３
７
年
頃
の
文
書
で
あ

る
『
但
馬
国
正
税
帳
』
に
登
場
す
る

「
い
り
も
ち

ひ(

煎
餅
）
」
で
す
。
形
状
等
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
水
で
小
麦
粉
を
練
っ
た
も
の
を
油
で
煎
っ

た
も
の
で
、
今
の
う
る
ち
米
や
も
ち
米
な
ど
で
作

ら
れ
た
煎
餅
と
は
違
う
も
の
だ
そ
う
で
す
。

ま
た
、
空
海
が
亀
の
子
型
の
煎
餅
の
作
り
方
を

中
国
で
習
い
、
日
本
に
帰
国
し
た
後
に
和
菓
子
屋

に
作
り
方
を
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介※ブログ記事は毎日更新！

ぜひご覧ください！！
http://daigo.kazelog.jp/

＜９月２５日掲載記事＞

今
回
は
「
果
物
に
関
す
る
漢
字
」
を
集
め
て
み

ま
し
た
。
何
の
果
物
か
わ
か
り
ま
す
か
？

①
鳳
梨

②
甘
蕉

③
甜
瓜

④
甘
橙

⑤
万
寿
果

⑥
桜
桃

⑦
檬
果

⑧
葡
萄
柚

⑨
枇
杷

⑩
茘
枝

◎
ト
イ
レ
改
修
工
事

先
日
、
ト
イ
レ
改
修
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

ト
イ
レ
の
調
子
が
悪
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
、
ト
イ
レ
、
手
洗
器
の
交
換
と
壁
の
ク
ロ
ス
、

床
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
フ
ロ
ア
の
張
り
替
え
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ト
イ
レ
は
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
ネ
オ

レ
ス
ト
を
入
れ
、
タ
ン
ク
レ
ス
な
の
で
お
掃
除
も

し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

越
田
裕
紀
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解
答

暮らしの雑学・豆知識

●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ 子持ちシシャモ ～

シシャモの生息地はたった一か所、北

海道の太平洋沿岸です。そのため、とれ

るシシャモの量には限りがあります。

実際、「子持シシャモ」として市場に

出回っている魚の9割は「カペリン（カ

ラフトシシャモ）」という別の種類の魚

だそうです。両者を並べてみると色や見

た目には、かなりの違いがあります。

カペリンをその和名である「カラフト

シシャモ」として販売するのは、法律的

には問題ないそうです。ちょうどクルマ

エビの代用にウシエビ（ブラックタイガ

ー）が使われるのと一緒ですね。

①
鳳
梨
（
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
）

②
甘
蕉
（
バ
ナ
ナ
）

③
甜
瓜
（
メ
ロ
ン
）

④
甘
橙
（
オ
レ
ン
ジ
）

⑤
万
寿
果
（
パ
パ
イ
ア
）

⑥
桜
桃
（
サ
ク
ラ
ン
ボ
）

⑦
檬
果
（
マ
ン
ゴ
ー
）

⑧
葡
萄
柚
（
グ
レ
ー
プ
フ

ル
ー
ツ
）

⑨
枇
杷
（
ビ
ワ
）

⑩
茘
枝
（
ラ
イ
チ
）

１
８
０
０
年
頃
の
江
戸
の
人
口
は
１
０
０

万
人
を
超
え
て
い
た
と
い
わ
れ
、
ロ
ン
ド
ン

（
９
０
万
人
）
、
パ
リ
（
６
０
万
人
）
を
し

の
ぐ
、
世
界
一
の
大
都
市
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

教
育
水
準
も
高
く
、
識
字
率
を
み
る
と
ロ

ン
ド
ン
（
２
０
％
）
、
パ
リ
（
１
０
％
）
に

比
べ
、
江
戸
は
何
と
７
０
％
で
し
た
。
こ
れ

は
驚
異
的
な
数
字
で
、
当
時
の
世
界
最
高
水

準
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
寺
子
屋
」

の
お
か
げ
だ
そ
う
で
す
。

一
卵
性
双
生
児
と
い
う
と
、
他
人
が
見

る
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
そ
っ
く
り
と
い

う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
は
遺
伝
子

的
に
同
じ
だ
か
ら
、
と
い
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
、
遺
伝
子

に
は
少
し
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

し
か
も
そ
の
違
い
は
妊
娠
初
期
で
は
な
く
、

あ
る
程
度
成
長
し
て
か
ら
生
じ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
大
人

に
な
る
に
つ
れ
て
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
の
違

い
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

江
戸
時
代
の
教
育
水
準

求人募集!!
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）

一
卵
性
双
生
児
と
遺
伝
子


