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気
管
支
や
肺
の
働
き
を
良
く
す
る
食
べ
物
で
す
。
痰
の
多
い
咳
や
喘
息
な

ど
の
症
状
に
は
、
常
食
す
る
と
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
頻
尿
に
も
良
い
と

さ
れ
、
夜
尿
症
の
子
供
に
は
、
焼
い
た
銀
杏
を
食
べ
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。
無
色
又
は
白
色
の
お
り
も
の
が
多
い
時
に
も
用
い
ら
れ
ま

す
。
但
し
、
銀
杏
は
微
量
の
毒
性
の
あ
る
成
分
が
含
ま
れ
る
た

め
、
一
度
に
大
量
に
食
べ
る
と
、
嘔
吐
、
消
化
不
良
、
呼
吸
困

難
な
ど
の
中
毒
症
状
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。 
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来
る
11
月
５
日
・
６
日
に
、
こ
こ
つ

く
ば
に
て
鍼
灸
の
世
界
学
会
が
開
催

さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
鍼
灸
の
世
界
学
会
と
は
、
当

院
で
行
っ
て
い
る
経
絡
治
療
だ
け
で

な
く
、
世
の
中
の
様
々
な
治
療
法
を

行
っ
て
い
る
鍼
灸
師
が
集
い
、
国
際

的
な
学
術
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
、

世
界
各
地
の
鍼
灸
団
体
が
理
解
・
協

力
し
、
人
類
の
健
康
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て1

9
8

7

年
に
設
立
さ

れ
た
団
体
で
す
。 

 

名
称
を
『
世
界
鍼
灸
学
会
連
合

会
』
と
い
い
、
英
語
表
記
で
あ
るT

h
e 

 

鍼
灸
の
歴
史
は
、
中
国
の
新
石
器
時
代
に

「
砭
石(

へ
ん
せ
き)

」
が
発
明
さ
れ
た
事
に

始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
類
が
疾
病
と
闘
う

た
め
に
創
意
工
夫
し
た
原
初
的
な
医
療
器
具

と
さ
れ
て
お
り
、
時
代
が
進
む
の
と
共
に
鍼

灸
医
療
器
具
も
発
展
し
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
何
十
世
紀
に
も
亘
っ

て
伝
え
ら
れ
て
き
た
治
療
経
験
を
体
系
化

し
、
東
洋
医
学
思
想
と
為
し
て
き
ま
し
た
。 

 

現
在
で
は
、
人
の
生
存
に
対
す
る
実
践
的

医
療
と
し
て
、
統
合
医
療
、
災
害
医
療
、
介

護
医
療
、
終
末
期
医
療
、
予
防
医
療
、
全
人

的
医
療
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
今
は
世
界
に
広
く
伝
播
さ
れ
普
遍
的
で
あ

り
な
が
ら
、
各
地
域
固
有
の
文
化
と
融
合

し
、
多
種
多
様
性
の
あ
る
「
最
も
古
く
、
最

も
新
し
い
健
康
観
を
内
包
し
た
医
療
」
と
し

て
世
界
各
国
で
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

今
回
は
、
日
本
で
の
開
催
な
の
で
、
経
絡

第
29
回 

世
界
鍼
灸
学
会

 

in

 

つ
く
ば
!! 

銀
杏 

申
脈(

し
ん
み
ゃ
く) 

 

「
申
」
は
あ
き
ら
か
と
い
う
い
う
意
味
で

す
。
「
脈
」
は
経
脈
の
脈
で
す
。
東

洋
医
学
で
は
身
体
の
機
能
に
関
係
の

あ
る
ツ
ボ
の
道
す
じ
を
経
絡
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
縦
の
道
す
じ

を
経
脈
、
横
の
道
す
じ
を
絡
脈
と
い

い
、
経
脈
と
絡
脈
に
は
、
心
身
の
活

力
と
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
巡
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ツ
ボ
名
は
、
明
ら
か
に

 
 

治
療
な
ど
の
伝
統
医
学
を
中
心
に
、
災
害

医
療
で
あ
る
被
災
者
に
対
す
る
医
療
な
ど

が
講
演
さ
れ
ま
す
。
他
に
も
中
医
学
に
お

け
る
歴
史
や
ア
フ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る

結
核
患
者
に
対
す
る
灸
治
療
な
ど
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
講
演
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

現
代
医
学
の
歴
史
は
ま
だ2

0
0

年
に
も
満

た
な
い
で
す
が
、
日
本
の
鍼
灸
は
約1

5
0

0

年
も
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、
実
際
に
実
践

し
人
類
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
の
世
界
の
中
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と

な
る
『
持
続
可
能
な
医
療
』
と
し
て
、
今

後
も
鍼
灸
は
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

今
回
は
市
民
講
座
も
開
催

さ
れ
て
お
り
、
要
予
約
で
す

が
一
般
の
方
も
無
料
で
参
加

出
来
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

当
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ

ロ
グ
を
ご
覧
下
さ
い
。 

W
o

rld
 F

ed
era

tio
n

 o
f A

cu
p

u
n

c-

tu
re-m

o
x

ib
u

stio
n
 
S

o
cieties

の

頭

文
字
を
取
っ
て
『W

F
A

S

』
と
称

し
ま
す
。 

 
W

F
A

S

は
、
世
界
の
鍼
灸
関
係

の
学
術
団
体
、
53

ヵ
国1

7
8

団
体

が
加
盟
し
て
い
る
国
際
的
な
団
体

で
、1

9
8

7

年
の
設
立
の
年
に
、
第

１
回
世
界
鍼
灸
学
術
大
会
と
し
て

北
京
に
て
開
催
さ
れ
、
第
７
回
大

会
を
京
都
に
て
開
催
し
、
こ
こ
日

本
で
は
23
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 

し
か
も
『
in 

つ
く
ば
!!
』 

経
脈
の
触
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ツ
ボ
と
い

う
意
味
か
ら
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

場
所
は
、
外
く
る
ぶ
し
の
す
ぐ
下

で
、
指
で
押
す
と
く
ぼ
む
所
に
取
り

ま
す
。 

 

足
首
の
痛
み
、
気
分
が
動
揺
し
て

落
ち
着
か
な
い
、
頭
痛
、
め
ま
い
、

足
首
の
関
節
炎
、
リ
ウ
マ
チ
、
な
ど
に
用

い
ら
れ
ま
す
。 

今
月
の
ツ
ボ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fillust-imt.jp%2Farchives%2F004204%2F&psig=AFQjCNGLSNFRhfdpcWwfaoaW7LQBrh4HoQ&ust=1476515036880968


季
節
の
た
の
し
み 

    

十
一
月
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
る
鷲(

お
お
と

り)

神
社
の
祭
礼
を
酉
の
市
と
い
い
、
昔
か
ら

「
お
酉
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
東
京
で
は
、
浅
草
の
鷲
神
社
や
新
宿
の

花
園
神
社
、
目
黒
の
大
鳥
神
社
の
祭
礼
が
有
名

で
す
。
当
日
は
境
内
に
縁
起
物
の
熊
手
を
売
る

屋
台
が
出
て
、
商
売
繁
盛
を
願
う
参
拝
客
で

ご
っ
た
返
し
ま
す
。 

 

十
一
月
最
初
の
酉
の
日
を
「
一
の
酉
」
、
二

番
目
を
「
二
の
酉
」
と
い
い
、

三
番
目
は
あ
る
年
と
な
い
年
が

あ
り
ま
す
が
、
三
の
酉
ま
で
あ

る
年
は
火
事
が
多
い
と
い
う
言

い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。 

執
筆
余
話 

 

今
年
の
秋
は
、
小
学
校
と
幼
稚
園
の
運

動
会
に
参
加
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
土
曜

し
か
お
時
間
が
作
れ
な
い
患
者
さ
ん
に
は

ご
迷
惑
を
お
か
け
致
し
ま
し
た
。
お
ま
け

に
今
年
はW

F
A

S

の
開
催
も
あ
り
、
ご
迷

惑
の
連
続
で
申
し
訳
な
い
限
り
で
す
。 

 

一
人
で
仕
事
を
し
て
い
る
分
、
今
ま
で

は
運
動
会
に
参
加
し
な
い
方
針
だ
っ
た
の

で
す
が
、
昨
年
の
常
総
市
の
鬼
怒
川
の
氾

濫
で
運
動
会
が
中
止
に
な
り
、
患
者
さ
ん

に
は
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
参
加
出
来
る

時
は
参
加
し
よ
う
と
心
変
わ
り
し
、
今
年

は
初
め
て
幼
稚
園
の
運
動
会
に
参
加
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
ご
迷
惑
を
か
け
た
の
で

申
し
訳
な
い
思
い
な
の
で
す
が
、
子
供
た

ち
の
頑
張
っ
て
い
る
姿
に
と
て
も
親
心
が

く
す
ぐ
ら
れ
、
ま
た
子
供
と
一
緒
に
参
加

す
る
競
技
で
も
楽
し
い
思
い
出
を
作
ら
せ

て
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

で
も
、
幼
稚
園
は
終
了
直
後
よ
り
大

雨
、
小
学
校
は
雨
天
延
期
で
日
曜
開

催
…
。
初
め
て
の
参
加
な
の
に
、
私
は
雨

男
な
の
で
し
ょ
う
か
…
？ 

二
十
四
節
気
と
七
十
二
候 

 
日
本
に
は
美
し
い
四
季
が
あ
り
ま
す
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
…
折
々
の
豊
か
な
表
情

は
日
々
の
生
活
に
彩
り
を
与
え
ま
す
。
日
本
人
は
昔
か
ら
季
節
感
を
大
切
に
し
て
暮

ら
し
の
中
に
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
が
、
『
二
十
四
節
気
』
で
す
。
地
球
か
ら
見
た
太

陽
の
通
り
道
「
黄
道
」
三
六
〇
度
を
十
五
度
ず
つ
二
十
四
に
区
切
り
、
そ
の
一
つ
一

つ
に
節
気
を
配
し
て
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
し
た
も
の
で
す
。
一
つ
の
節
気
は
十

五
日
程
度
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
二
十
四
節
気
の
一
つ
一
つ
を
さ
ら
に
三
区
分
し
、
季
節
の
風
物
を
言
葉
で

表
現
し
た
も
の
が
『
七
十
二
候
』
で
す
。
こ
ち
ら
は
だ
い
た
い
五
日
単
位
で
、
そ
の

季
節
の
特
徴
的
な
自
然
現
象
を
意
味
す
る
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

二
十
四
節
気 

 
 

  

暦
の
上
で
は
、
ま
さ
に
今
が
冬
の
始
ま
り
で
す
。
北
国
か
ら
初
雪
の
便

り
が
届
い
た
り
、
冬
の
季
節
風
が
吹
き
始
め
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。

「
今
朝
の
冬
」
と
い
う
季
語
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
立
冬
の
日
の
朝
の

こ
と
を
示
し
ま
す
。 

立
冬 

(

十
一
月
七
日) 

山
茶
始
開(

つ
ば
き 

は
じ
め
て 

ひ
ら
く) 

七
十
二
候 

     

ツ
バ
キ
科
の
花
に
は
大
き
く
分
け
て
ツ
バ
キ
と

サ
ザ
ン
カ
の
種
が
あ
り
ま
す
。
冬
の
初
め
に
先
駆

け
と
し
て
咲
く
の
は
サ
ザ
ン
カ
で
、
垣
根
に
ポ
ツ

リ
ポ
ツ
リ
と
花
を
つ
け
始
め
、
冬
の
訪
れ
を
予
感

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ツ
バ
キ
科
の
仲
間
は
、
種
類

に
よ
っ
て
開
花
期
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
春
ま
で
の
長

い
期
間
を
か
け
て
咲
き
分
け
ま
す
。
同
じ
ツ
バ
キ

科
で
も
、
サ
ザ
ン
カ
と
ツ
バ
キ
は
、
花
の
形

は
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
花
弁

の
散
り
方
に
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。 

「
く
ら
し
の
こ
よ
み
」
よ
り 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

11月 

○印はお休みです 

11月5日(土)はWFAS出席のため午

前中のみとなります。 

 
 
 

『
低
い
心
で
学
ぶ
』 

  

い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
す
る
人
に
で
も
、
私
た
ち
は
、

そ
の
人
の
親
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
、
そ
の
人
の
心
を
な
ぐ
さ
め
、
そ
の
人
が
少
し
で

も
よ
く
な
る
よ
う
に
願
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
人
の
悪
い
と
こ
ろ
を
見
た
ら
、
そ
れ

は
、
自
分
へ
の
忠
告
と
し
て
、
低
い
心
で
学
び
た
い
も
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
親
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
心
づ
か
い
」
で
人
を
な
ぐ
さ
め
、
同
時
に

低
い
心
で
学
ぶ
と
こ
ろ
に
、
幸
せ
へ
の
道
が
あ
る
の
で
す
。 

 

そ
う
い
う
心
が
け
で
、
私
た
ち
が
努
力
し
て
い
け
ば
、
仮
に
相
手
の
人
が
よ
く
な
っ
て

も
、
よ
く
な
ら
な
く
て
も
、
私
た
ち
の
努
力
は
無
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
品

性
は
一
歩
ず
つ
向
上
し
て
い
き
ま
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
一
日
一
話
」
よ
り 

 

酉
の
市 

(

十
一
月
八
日~

十
二
日
頃) 


