
できあがったダイコン舟

のどぼとけ

甲状腺

 

皆
さ
ん
は
甲
状
腺
が
ど
こ
に
あ
る
か

ご
存
知
で
す
か
？
甲
状
腺
は
、
喉
仏
の

数
セ
ン
チ
下
に
あ
り
ま
す
。
縦
4
㌢
、

重
さ
約
15
㌘
ほ
ど
で
、
蝶
が
羽
を
広
げ

た
よ
う
な
形
で
す
。
自
分
で
は
見
つ
け

に
く
い
小
さ
な
臓
器
で
す
。

　

で
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
臓
器
が
何
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
実
は
ホ
ル
モ
ン
を
作
っ
て
い
る
の

で
す
。
甲
状
腺
が
作
る
ホ
ル
モ
ン
を
甲

状
腺
ホ
ル
モ
ン
と
い
い
、
体
の
元
気
を

維
持
し
て
く
れ
る
大
切
な
ホ
ル
モ
ン
で

す
。
こ
の
ホ
ル
モ
ン
は
、
多
け
れ
ば
良

い
と
い
う
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
少
な

す
ぎ
て
も
元
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
丁
度
良
い
量
が
大
切
で
す
。

　

ホ
ル
モ
ン
が
多
す
ぎ
る
病
気
の
代
表

は
「
バ
セ
ド
ウ
病
」
で
す
。
ド
キ
ド
キ

す
る
、
首
が
腫
れ
る
、
目
が
ギ
ョ
ロ
っ

と
し
て
き
た
、
手
が
震
え
る
、
暑
が
り

に
な
る
、
食
べ
て
も
太
ら
な
い
、
息
切

れ
が
す
る
、
落
ち
着
き
が
な
く
な
る
、

い
ら
い
ら
す
る
、
な
ど
と
い
っ
た
様
々

な
症
状
が
現
れ
ま
す
。
原
因
は
甲
状
腺

を
刺
激
す
る
物
質
が
体
内
に
で
き
る
た

め
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
治
療
法
は
内

服
、
手
術
、
放
射
線
治
療
で
、
約
半
数

の
か
た
が
内
服
治
療
で
安
定
し
ま
す
。

ホ
ル
モ
ン
値
が
正
常
に
戻
れ
ば
自
覚
症

状
は
消
え
、
普
段
通
り
の
生
活
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

前
記
の
よ
う
な
症
状
に
心
当
た
り
の

あ
る
か
た
は
、
一
度
か
か
り
つ
け
医
で

甲
状
腺
の
検
査
を
し
て
も
ら
う
と
よ
い

で
し
ょ
う
。
普
段
、
観
察
す
る
こ
と
の

少
な
い
自
分
の
首
。
一
度
、
鏡
の
前
で

自
分
の
首
を
眺
め
て
み
て
は
い
か
が
て

し
ょ
う
か
。

甲
状
腺
っ
て
な
に
を
し
て
い
る
の
？

　
　

          

―
小
さ
い
け
ど
重
要
な
臓
器
―

岡
崎
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市
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「
か
か
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つ
け
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の
紹
介
状
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お
持
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だ
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。
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残
る
当（
頭
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②
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わ
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ら

と
う

や　
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し
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石
座
神
社
（
石
原
町
）
の
神
迎
え
行
事
は
、

神
社
の
六
座
社
に
オ
シ
ロ
ジ
ロ
（
し
と
ぎ
餅
）

と
特
殊
神
饌
を
献
供
す
る
神
事
で
、
旧
暦
の

一
一
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
六
座
社
と
は
、

本
殿
四
座
の
「
石
座
」
「
日
吉
」
「
稲
荷
」

「
天
照
皇
太
神
」
と
、
旧
田
原
坂
村
に
あ
っ
た

「
猿
田
彦
」
、
室
合
内
で
祀
っ
て
い
る
「
山
の

神
」
の
六
社
を
い
い
ま
す
。
献
供
す
る
特
殊
神

饌
は
、
ダ
イ
コ
ン
で
造
っ
た
舟
に
白
神
酒
（
甘

酒
）
を
入
れ
た
も
の
で
す
。

　

神
事
に
従
事
す
る
人
た
ち
は
、
前
日
か
ら
境

内
の
集
会
所
で
オ
コ
モ
リ
を
し
な
が
ら
準
備
を

行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
神
事
当
日
の
早
朝
に

は
、
境
内
横
の
室
合
内
川
で
神
事
の
中
心
と
な

る
人
の
禊
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
神
事
で
は
、

神
饌
と
な
る
甘
酒
の
責
任
を
全
て
負
う
「
甘
酒

当
」
と
呼
ば
れ
る
当
（
頭
）
屋
の
四
人
（
一
〜

四
番
）
が
、
く
じ
で
選
ば
れ
ま
す
。
中
で
も
、

甘
酒
当
一
番
は
、
献
餞
を
行
う
神
事
に
直
接
か

か
わ
る
重
要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。

　

神
迎
え
当
日
の
朝
六
時
。
新
社
守
が
酒
器

を
、
甘
酒
当
一
番
が
ダ
イ
コ
ン
舟
の
三
方
を
持

っ
て
、
急
勾
配
の
石
段
を
登
り
本
殿
に
進
ん
で

い
き
ま
す
。
四
座
を
前
に
「
石
座
神
」「
稲
荷

神
」「
日
吉
社
」「
天
照
皇
太
神
」
の
順
に
ダ
イ
コ

ン
舟
に
甘
酒
を
注

ぎ
、
オ
シ
ロ
ジ
ロ

一
切
れ
を
二
つ
折

に
し
た
白
紙
の
上

に
置
い
て
い
き
ま

す
。
こ
の
時
、
中

央
に
祀
ら
れ
て
い

る
石
座
神
の
方
に

向
く
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
左
右
の
向

き
を
変
え
て
置
い
て
い
き
ま
す
。
次
に
本
殿
と

拝
殿
の
間
に
あ
る
「
猿
田
彦
神
」
を
祀
る
石
の

祠
前
に
て
献
餞
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
再
び

拝
殿
に
戻
り
石
座
祝
詞
、
玉
串
奉
奠
を
行
い
神

事
が
終
了
し
ま
す
。
甘
酒
は
、
当
日
、
参
詣
者

に
も
振
舞
わ
れ
ま
す
。
式
後
、
神
社
か
ら
南
へ

少
し
下
っ
た
山
の
入
口
に
祀
ら
れ
て
い
る
残
り

の
一
座
社
「
山
の
神
」
へ
甘
酒
当
一
番
と
新
社

守
が
献
餞
を
行
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、

ダ
イ
コ
ン
舟
の
舳
先
は
石
座
神
社
の
方
へ
向
け

て
置
く
慣
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

石
座
神
社
の
神
迎
え
神
事
は
、
伝
統
を
守

り
、
将
来
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
世
代
間
の

調
和
が
と
て
も
よ
く
取
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

ま
す
。
地
域
の
人
々
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
行
事
の
一
つ
で
す
。

む
ろ
ご
う
ち

ま
つ

へ
さ
き

ほ
う
て
ん

け
ん
せ
ん

ほ
こ
ら

な
ら

こ
う
ば
い

と
く
し
ゅ
し
ん
せ
ん

み
そ
ぎ
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