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岸

招
き
猫
の
日
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（通算第263号）

「
春
分
の
日
」
と
「
秋
分
の
日
」
は
、
昼
と
夜
の

長
さ
が
、
ほ
ぼ
等
し
く
な
り
ま
す
。

祝
日
法
で
は
、

春
分
の
日
は
「
自
然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し

む
」
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
秋
分
の
日
は
「
祖
先
を

敬
い
、
亡
く
な
っ
た
人
々
を
偲
ぶ
」
日
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
春
分
の
日
」
と
「
秋
分
の
日
」
を
中
心
と

し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
前
後
三
日
間
の
計
七
日
間
が
「
お

彼
岸
」
で
す
。
春
分
の
日
・
秋
分
の
日
を
「
彼
岸
の

中
日
」
と
い
い
、
彼
岸
の
初
日
を
「
彼
岸
入
り
」
、

最
終
日
を
「
彼
岸
明
け
」
と
い
い
ま
す
。
現
世
と
来

世
の
境
を
川
に
例
え
、
煩
悩
の
多
い
現
世
を
川
の
こ

ち
ら
の
岸
「
此
岸
（
し
が
ん
）
」
、
悟
り
の
境
地
で
あ

る
来
世
を
川
の
向
こ
う
岸
「
彼
岸
」
と
呼
び
ま
す
。

仏
教
で
は
、
西
の
彼
方
に
極
楽
浄
土
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
春
分
・
秋
分
に
は
太
陽
が
真
西
に
沈

む
の
で
、
極
楽
浄
土
の
場
所
が
よ
く
わ
か
り
阿
弥
陀

仏
を
礼
拝
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
一
般
の
家
庭
で
も
お
仏
壇
を
清
め
、
お
供

え
を
し
て
、
ご
先
祖
様
の
お
墓
参
り
に
行
き
ま
す
。

招
き
猫
の
日
は
、
招
き
猫
の
愛
好
家
の
団
体

で
あ
る
日
本
招
猫
倶
楽
部
が
制
定
し
ま
し
た
。

日
付
は
「
く
る
（
九
）
ふ
（
二
）
く
（
九
）
」
（
来

る
福
）
と
読
む
語
呂
合
わ
せ
か
ら
九
月
二
十
九

日
と
な
り
ま
し
た
。
招
き
猫
の
魅
力
を
ア
ピ
ー

ル
し
、
多
く
の
人
に
福
を
招
い
て
も
ら
う
こ
と

が
目
的
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
を
中
心
に
、

三
重
県
・
伊
勢
の
「
お
か
げ
横
丁
」
の
「
来
る

福
招
き
猫
ま
つ
り
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
国

各
地
で
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ま
た
縁
起
物
の
招
き
猫
に
は
、
右
手
を
あ
げ

た
猫
と
左
手
を
あ
げ
た
猫
の
二
種
類
が
あ
り
ま

す
。
「
右
手
」
は
お
金
や
福
を
呼
ぶ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
「
左
手
」
は
客
な
ど
の
人
を
招

く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
国
一
の
生
産
地
・
愛

知
県
常
滑
市
の
業
者
に
よ
る
と
、
一
九
九
七
年

春
頃
か
ら
「
右
手
」
の
注
文
が
増
え
始
め
、
従

来
の
「
右
一
対
左
九
」
の
比
率
が
「
右
七
対
左

三
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
招
き
猫

発
祥
の
地
と
の
説
が
あ
る
東
京
・
世
田
谷
の
豪

徳
寺
で
も
同
じ
傾
向
の
よ
う
で
す
。

～9月《長月》～
な が つ き

１日 関東大震災記念日 ９日 救急の日
防災の日 １５日 老人の日

２日 宝くじの日 １９日 彼岸入り
４日 くしの日 ２１日 敬老の日
５日 石炭の日 ２２日 秋分の日
８日 サンフランシスコ ２２日 彼岸の中日

条約調印記念日 ２５日 彼岸明け



歯
の
生
え
変
わ
り

熱
帯
夜

九
月
の
誕
生
石

夜
の
最
低
気
温
が
二
十
五
度
以
上
の
場
合
を

熱
帯
夜
と
呼
び
ま
す
。
今
年
は
二
十
七
度
以
上

の
ス
ー
パ
ー
熱
帯
夜
と
呼
ば
れ
る
日
が
あ
り
ま

す
。
ち
な
み
に
、
気
象
庁
に
よ
る
と
熱
帯
夜
の

時
間
帯
は
、
決
ま
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

熱
帯
夜
で
の
熱
中
症
は
、
気
づ
き
に
く
く
、
悪

化
し
や
す
い
で
す
。
例
年
は
最
低
気
温
が
二
十

度
～
二
十
四
度
く
ら
い
で
推
移
し
て
い
ま
す
が
、

今
年
は
二
十
七
度
以
上
の
温
度
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
特
に
、
高
齢
者
の
熱
中
症
は
ゆ
っ
く

り
と
進
行
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
夏
バ
テ
と
混

同
す
る
こ
と
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
す
。
熱

中
症
防
止
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
エ
ア
コ
ン
の

『
設
定
温
度
』
で
は
な
く
『
室
温
』
が
重
要
で

す
。
エ
ア
コ
ン
が
二
十
七
度
設
定
の
時
、
室
温

は
三
十
度
を
超
え
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

体
調
に
変
化
は
出
に
く
い
の
で
、
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
湿
度
を
ま
め
に
気
に
す
る

事
も
大
切
で
す
。
快
適
に
過
ご
せ
る
湿
度
は
五

十
～
六
十
％
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
湿
度
が
二

十
％
違
う
と
体
感
温
度
は
四
度
程
変
わ
り
ま
す
。

子
供
の
歯
（
乳
歯
）
は
全
部
で
二
十
本
あ
り
、

そ
れ
は
全
て
抜
け
ま
す
。
大
人
の
歯
（
永
久
歯
）

は
全
部
で
三
十
二
本
あ
り
、
そ
の
内
四
本
は
親
知

ら
ず
で
す
。
親
知
ら
ず
は
、
生
え
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
通
常
乳
歯
は
、
六
歳
頃
か
ら
抜
け
始
め

て
い
き
ま
す
。
あ
ご
の
中
で
乳
歯
の
下
に
永
久
歯

が
根
を
作
り
始
め
る
と
、
乳
歯
の
根
が
少
し
ず
つ

溶
け
、
押
し
出
す
形
で
永
久
歯
に
生
え
か
わ
る
仕

組
み
で
す
。
こ
の
時
期
は
子
ど
も
が
み
が
い
た
後

の
点
検
が
大
切
で
す
。
六
歳
～
九
歳
の
子
ど
も
に

は
、
上
の
前
歯
や
第
一
大
臼
歯
の
溝
の
部
分
に
、

み
が
き
残
し
が
な
い
か
確
認
を
し
た
方
が
よ
い
と

思
い
ま
す
。

九
月
の
誕
生
石
は
、
サ
フ
ァ
イ
ア
で
す
。
宝

石
言
葉
は
、
慈
愛
、
誠
実
、
徳
望
で
す
。
サ
フ

ァ
イ
ア
を
持
つ
と
自
信
が
つ
き
、
成
功
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

イ
ラ
イ
ラ
や
心
配
事
を
吹
き
飛
ば
し
、
人
を
愛

し
、
真
実
を
探
求
し
、
貞
節
を
守
る
能
力
を
与

え
ら
れ
ま
す
。
サ
フ
ァ
イ
ア
は
ラ
テ
ン
語
の
青

色
が
語
源
で
、
古
く
は
す
べ
て
の
青
色
の
宝
石

の
呼
び
名
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
哲
学
者
、

聖
人
の
石
と
言
わ
れ
、
神
の
恩
寵
を
受
け
、
精

神
の
再
生
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
聖
職
者
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
石
と
考
え
ら

れ
、
枢
機
卿
や
司
教
の
指
輪
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て

す
う
き
き
よ
う

い
ま
す
。
そ
の
指
輪
を
し
た
手
で
信
者
に
触
れ

る
こ
と
は
、
誠
実
や
慈
悲
を
与
え
、
病
を
癒
し
、

人
々
を
悩
み
か
ら
救
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
サ
フ
ァ
イ
ア
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
シ
ン
ボ

ル
で
す
。
サ
フ
ァ
イ
ア
が
清
ら
か
さ
と
神
の
王

国
の
輝
か
し
い
力
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
た
め
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
聖
母
マ
リ
ア
を
象
徴
す
る

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

栗

栗
は
、
縄
文
時
代
か
ら
食
用
に
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
長
野
県
の
遺
跡
か
ら
は
、
一
万
二
千
九
百
年

ほ
ど
前
の
栗
が
出
土
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
和
名

「
く
り
」
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
古
事
記
の

中
に
ク
リ
を
黒
実
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
来

て
い
る
説
や
、
果
実
が
黒
実(

ク
ロ
ミ)

に
な
る
の

で
、
こ
れ
が
転
じ
て
ク
リ
と
な
っ
た
説
な
ど
で
す
。

栗
は
奈
良
時
代
の
天
平
宝
寺
年(

七
五
八
年)

の

文
書
に
よ
る
と
、
米
の
一
升
五
文
に
対
し
て
、
栗

は
八
文
と
価
値
の
あ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

当
時
の
天
皇
が
、
栗
を
全
国
に
植
え
る
よ
う
に
指

示
を
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
当
時
の
栗
の
村
が
現

在
も
栗
栖
と
い
う
地
名
と
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
丹
波
地
方
は
「
栗
の
ふ
る
さ
と
」
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
栽
培
歴
が
最
も
古
く
「
古
事
記
」

や
「
万
葉
集
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
栗
は
、

米
の
代
わ
り
に
年
貢
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
は
、
貴
重
な
穀
果
類
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
栗
が
美
味
し
く
な
る
時
期

で
す
ね
。
食
べ
る
際
に
栗
の
歴
史
を
知
る
の
も
良

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

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/

＜7月14日掲載記事＞

今
回
は
体
に
関
す
る
漢
字
を
集
め
て
み
ま
し

た
。
次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
踵

②
雀
斑

③
旋
毛

④
脹
脛

⑤
鳩
尾

⑥
黒
子

⑦
肋

◎
ド
ア
リ
モ
工
事

お
客
様
宅
で
、
玄
関
の
ド
ア
を
Ｙ
Ｋ
Ｋ
の
通
風
可

能
な
タ
イ
プ
の
物
に
交
換
し
ま
し
た
。
暑
い
季
節

に
な
り
ま
す
の
で
、
風
通
し
が
よ
く
な
り
、
快
適

に
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
商
品
は
ド

ア
リ
モ
と
言
い
、
既
存
の
ド
ア
枠
を
新
し
い
ド
ア

枠
で
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
す
。
既
存
の
壁
を
傷
め

な
い
た
め
、
一
日
で
工
事
が
可
能
で
す
。
是
非
、

ご
検
討
く
だ
さ
い
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

宮
本
紘
志
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漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答
と
意
味

お
詫
び

暮らしの雑学・豆知識

●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ナシ～

果物には、樹の上で熟してから収穫

するものと、収穫してから熟させるも

の、と大きく2つの種類があります。

この収穫してから熟させることを「追

熟」といいます。梨はりんごやメロン

などと違い、追熟しない果物になりま

す。そのため、ご家庭に届いたタイミ

ングが食べごろで、一番おいしく頂け

ます。日が経つにつれ、美味しくなる

ことはありません。そうはいっても、

1度に中々食べることは難しいです。

そうした場合は、冷蔵庫の野菜室に新

聞紙で包んで保存すれば、１週間程度

はおいしくいただくことが出来ます。

①
か
か
と(

踵)

②
そ
ば
か
す(

雀
斑)

③
つ
む
じ(

旋
毛)

④
ふ
く
ら
は
ぎ(

脹
脛)

⑤
み
ぞ
お
ち(

鳩
尾)

⑥
ほ
く
ろ(

黒
子)

⑦
あ
ば
ら(

肋)

ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
結
構
難
し
い
で
す

ね
。

ホームページは、下記
からご覧いただけます。

先
月
号
の
記
事
で
、

す
だ
れ(

葦
簀)

や
よ

し
ず(

簾)

と
の
漢
字

が
逆
で
し
た
。
正
し

く
は
、
す
だ
れ(

簾)

や
よ
し
ず(

葦
簀)

で

し
た
。
大
変
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
。

主
婦
休
み
の
日

年
に
三
回
、
「
主
婦
休
み
の
日
」
が
あ
る
の

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
会
社
勤
め
の
人
は
休

日
が
あ
り
ま
す
が
、
家
事
に
休
日
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
九
年
に
サ
ン
ケ
イ
リ
ビ

ン
グ
新
聞
社
が
一
月
、
五
月
、
九
月
の
二
十
五

日
は
、「
主
婦
休
み
の
日
」
と
制
定
し
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
左
記
の
三
つ
が
提
唱
さ
れ
て
い

ま
す
。

一
．
主
婦
が
家
事
や
育
児
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で

き
る
日
。

二
．
家
族
が
元
気
に
な
っ
て
、
日
本
も

元
気
に
な
る
日
。

三
．
夫
や
子
ど
も
が
家
事
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
日
＆
パ
パ
と
子
ど
も
が
一

緒
に
行
動
す
る
日
。

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
が
続
い
て
お
り
ま
す
の

で
、
家
族
で
協
力
し
て
家
事
を
行
う
の

も
良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。


