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４
月
１
日
は
「
エ
イ
プ
リ
ル
・
フ
ー
ル
」
と
い
い
、

社
会
の
秩
序
を
乱
さ
な
い
、
罪
の
な
い
嘘
を
つ
い
て

も
、
と
が
め
ら
れ
な
い
と
い
う
日
で
す
（
嘘
を
つ
け

る
の
は
午
前
中
だ
け
に
限
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
）
。
こ
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
説
が
あ
り
、

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
力
視
さ
れ
て
い
る
説
と

し
て
は
、
「
暦
の
変
更
に
と
も
な
う
も
の
」
が
あ
り

ま
す
。世

紀
頃
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
新
年
が
現
在

16
の
３
月

日
に
あ
た
る
日
で
し
た
。
こ
の
日
か
ら
４

25

月
１
日
ま
で
は
春
を
祝
う
祭
り
が
行
わ
れ
、
そ
の
最

後
の
日
に
は
贈
り
物
を
す
る
、
と
い
う
な
ら
わ
し
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ル
９
世
が
、

１
５
６
４
年
（
永
禄
７
年
）
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採

用
し
て
、
新
年
を
１
月
１
日
に
改
め
ま
し
た
。
し
か

し
旧
教
徒
の
人
々
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
４
月
１
日

を
「
嘘
の
新
年
」
と
し
て
、
新
年
の
真
似
事
を
し
て

ふ
ざ
け
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

灌
仏
会(

か
ん
ぶ
つ
え)

と
言
っ
て
も
今
ひ
と

つ
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
４
月
８
日
の
お
釈
迦
様
の
誕
生

日
を
祝
う
大
切
な
仏
教
の
行
事
の
一
つ
な
の
で

す
。
「
花
祭
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
灌
仏
会
の
行

事
は
、
春
の
花
で
美
し
く
飾
ら
れ
た
花
御
堂
に

お
祀
り
さ
れ
た
お
釈
迦
様
に
甘
茶
を
か
け
て
お

参
り
を
す
る
伝
統
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
春
ら

し
い
華
や
か
な
風
情
が
漂
う
４
月
の
仏
教
行
事

で
す
ね
。

ち
な
み
に
、
花
祭
り
で
出
さ
れ
る
甘
茶
は
、

生
薬
と
し
て
の
効
能
が
あ
り
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性

の
鼻
炎
に
も
有
効
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
前

通
り
甘
く
て
飲
み

や
す
い
お
茶
な
の

で
、
飲
ん
だ
こ
と

の
な
い
方
は
是
非

ト
ラ
イ
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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「
南
蛇
井
」
の
由
来

君

子

蘭

（

ク

ン

シ

ラ

ン

）

桜
ソ
ン
グ
定
番
曲

①
ア
イ
ヌ
語
「
ナ
サ
イ
」
起
源
説

「
ナ
サ
イ
」
は
ア
イ
ヌ
語
で
「
川
の
流
域
が
広

く
な
っ
た
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

鏑
川
を
見
る
と
下
仁
田
あ
た
り
か
ら
川
幅
が
広
く

な
り
、
開
け
た
土
地
が
南
蛇
井
に
あ
た
る
よ
う
で

す
。
ナ
サ
イ
が
な
ま
っ
て
ナ
ン
ジ
ャ
イ
に
な
っ
た

と
い
う
説
で
す
。

②
和
名
類
聚
抄
「
那
射(

な
さ)

」
説

和
名
類
聚
抄
（
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う
）

は
平
安
時
代
中
期
の
書
物
で
「
那
射
（
な
さ
）
」

と
い
う
地
名
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
推
測
に
よ
る

と
現
在
の
南
蛇
井
辺
り
の
事
と
考
え
ら
れ
る
そ
う

で
す
。
古
墳
時
代
か
ら
中
央
集
権
国
家
成
立
の
頃

に
は
す
で
に
「
那
射
郷
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た

よ
う
で
、｢

ナ
サ
→
ナ
サ
イ
→
ナ
ン
サ
イ
→
ナ
ン

ゼ
イ
→
ナ
ン
ジ
ャ
イ｣

と
転
じ
、
そ
れ
に｢

南
蛇
井｣

と
い
う
漢
字
を
あ
て
た
と
す
る
説
で
す
。

③
大
蛇
説

巨
大
な
蛇
が
井
戸
の
付
近
に
い
た
、
と
い
う
事

に
由
来
す
る
と
い
う
説
で
す
。

原
産
地
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
雨
の
少
な
い
樹
林

地
帯
で
す
。
濃
い
緑
色
で
長
く
固
い
葉
っ
ぱ
を
持

ち
ま
す
。
孔
雀
の
よ
う
に
羽
根
を
広
げ
た
よ
う
な

姿
で
、
「
高
貴
な
花
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
君

子
蘭
」
と
い
う
名
前
に
な
り
ま
し
た
。

開
花
時
期
は
３
月
か
ら
５
月
末
頃
で
す
。
茎
の

先
に
橙
色
の
き
れ
い
な
花
を
た
く
さ
ん
つ
け
ま

す
。
花
茎
が
伸
び
な
い
も
の
は
、
温
度
を

度
以

10

下
に
し
て

日
間
お
く
と
よ
い
そ
う
で
す
。

60

種
に
は
針
で
つ
つ
い
た
よ
う
な
茶
褐
色
の
斑
点

が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
発
根
し
て
く
る
の
で
、
こ
の

部
分
が
横
向
き
に

な
る
よ
う
に
植
え

る
の
が
ポ
イ
ン
ト

で
す
。

５
月
頃
が
苗
木

の
植
え
付
け
の
適

期
で
す
。
一
年
た

つ
と
葉
も
伸
び
て

き
ま
す
。

春
と
言
え
ば
桜
で
す
ね
。
今
回
は
春
の
定
番

で
あ
る
、
桜
を
テ
ー
マ
に
し
た
楽
曲
を
ま
と
め

て
み
ま
し
た
。
何
曲
ご
存
じ
で
す
か
？

・
夜
桜
お
七
～
坂
本
冬
美

(

１
９
９
４
年)

・
チ
ェ
リ
ー
～
ス
ピ
ッ
ツ

(

１
９
９
６
年)

・
桜
の
時
～a

ik
o

(

２
０
０
０
年)

・
桜
～J

a
n
n
e
D
a
A
rc

(

２
０
０
０
年)

・
桜
坂
～
福
山
雅
治

(

２
０
０
０
年)

・S
A
K
U
R
A

ド
ロ
ッ
プ
ス
～
宇
多
田
ヒ
カ
ル

(

２
０
０
２
年)

・
さ
く
ら
ん
ぼ
～
大
塚
愛

(

２
０
０
３
年)

・
さ
く
ら(

独
唱)

～
森
山
直
太
朗

(

２
０
０
３
年)

・
桜
～
河
口
恭
吾

(

２
０
０
３
年)

・
さ
く
ら
～
ケ
ツ
メ
イ
シ

(

２
０
０
５
年)

・
桜
色
舞
う
こ
ろ
～
中
島
美
嘉

(

２
０
０
５
年)

・
桜
～
コ
ブ
ク
ロ

(

２
０
０
５
年)

・S
A
K
U
R
A

～
い
き
も
の
が
か
り

(

２
０
０
６
年)

・C
H
E
.R
.R
Y

～Y
U
I

(

２
０
０
７
年)

・

年
桜
～

A
K
B
4
8

(

２
０
０
９
年)

10
・
桜
の
栞
～A

K
B
4
8

(

２
０
１
０
年)

・
桜
の
木
に
な
ろ
う
～A

K
B
4
8

(
２
０
１
１
年)

・
千
本
桜(fe

a
t.

初
音
ミ
ク)

黒
う
さP

(

２
０
１
１
年)



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
建
築
家

が
、
新
し
い
橋
の
デ
ザ
イ
ン
を
提
案
。
こ
れ
に
よ

り
、
新
た
な
市
民
の
憩
い
の
場
を
誕
生
さ
せ
た
い

と
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
歩
行
者
と
自
転
車
が

走
る
道
の
脇
に
は
、
橋
に
集
ま
る
人
々
が
座
っ
て

休
め
る
よ
う
に
階
段
型
の
ベ
ン
チ
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。「
橋
を
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
交
差
点
に

し
た
い
。
沢
山
の
人
々
に
、
座
っ
て
川
辺
の
景
色

を
眺
め
る
こ
と
で
、
地
域
特
有
の
自
然
に
癒
さ
れ

て
ほ
し
い
」
と
の
こ
と
で
す
。

漢
字
読
め
ま
す
か
？

橋
を
憩
い
の
場
に

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

◎
『
木
造
の
自
転
車
置
場
』

木
造
の
自
転
車
置
場
を
作
成
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

当
初
は
柱
を
６
本
建
て
る
方
法
を
検
討
し
て
い
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
母
屋
の
外
壁
に
直
接
取
付
す
る
方
法
に

し
て
頂
き
ま
し
た
。
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
イ
ト
の
波
板
で
屋

根
を
作
成
し
、
雨
樋
も
取
り
付
け
し
ま
し
た
。
後
か
ら

お
客
様
ご
自
身
で
外
壁
を
付
け
た
い
と
の
事
で
し
た
の

で
、
筋
交
い
を
い
れ
て
下
地
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
お
客
様
と
の
打
合
せ
が
し
っ
か
り
出
来

て
、
仕
上
が
り
に
も
満
足
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

田
貝
洋
興

自然を大切に

ゴミは持ち帰りましょう！！

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
同
慶

②
寡
占

③
遊
惰

④
剛
健

⑤
模
索

⑥
覇
気

⑦
閨
閥

⑧
残
滓
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漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

暮らしの雑学・豆知識
●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ 赤目現象 ～

暗い場所や夜にフラッシュを使って

写真撮影すると、人の目が赤く光って

撮影されることがあります。これを「赤

目現象」といいます。

この赤い色は、人の目の中の網膜の

血管の色なのです。暗い場所では、た

くさんの光を取り入れようとして、瞳

の瞳孔が開きます。その状態で急にフ

ラッシュをたくと瞳孔が対応できず、

強い光が網膜に入り込み、そこにある

血管の赤色が反射して、目が赤く光っ

て見えるというわけです。通常、カメ

ラには赤目現象を防止する機能がつい

ています。撮影直前に弱いフラッシュ

を一瞬つけて瞳孔を小さくさせてから

本撮影するというわけです。

「大五建設ブログ」
過去の「暮らしの瓦版」は

大五建設のホームページ
からご覧いただけます。

大五建設 で

①
同
慶
（
ど
う
け
い
）

・
他
人
事
な
が
ら
自
分
に
と

っ
て
も
喜
ば
し
い
事
。

②
寡
占
（
か
せ
ん
）

・
少
数
の
企
業
が
製
品
市
場

の
大
半
を
支
配
す
る
事
。

③
遊
惰
（
ゆ
う
だ
）

・
生
産
的
な
事
を
せ
ず
に
遊

び
暮
ら
す
様
。

④
剛
健
（
ご
う
け
ん
）

・
心
が
強
く
健
康
な
事
。

⑤
模
索
（
も
さ
く
）

・
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
手
探

り
で
探
す
事
。

⑥
覇
気
（
は
き
）

・
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
意
気
。

⑦
閨
閥
（
け
い
ば
つ
）

・
女
性
側
の
親
戚
関
係
で
作

ら
れ
る
派
閥
。

⑧
残
滓
（
ざ
ん
し
）

・
残
り
か
す
の
事
。

ク
チ
ナ
シ
の
色
素
に
つ
い
て

先
月
の
瓦
版
の
「
菱
餅
」
の
記
事
で
、
赤
色
は
ク

チ
ナ
シ
の
色
素
で
、
と
い
う
記
述
に
対
し
、
読
者
の

方
か
ら
「
ク
チ
ナ
シ
の
色
素
は
黄
色
で
は
？
」
と
い

う
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

ク
チ
ナ
シ
か
ら
と
れ
る
色
素
は
、
黄
色
、
赤
色
、

青
色
の
３
色
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
ク
チ
ナ
シ
だ

け
を
材
料
と
し
て
使
う
場
合
は
、
黄
色
の
色
素
と
な

り
ま
す
。
こ
の
黄
色
の
色
素
か
ら
成
分
を
抽
出
し
て
、

あ
る
酵
素
を
加
え
る
と
、
赤
や
青
の
色
素
が
得
ら
れ

ま
す
。
主
原
料
が
自
然
由
来
の
た
め
、
法
律
的
に
は

赤
色
・
青
色
と
も
天
然
色
素
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

通
常
は
化
学
合
成
さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

成
長
力
の
強
い
山
菜
で
、
土
の
上
に
出
な
い
う

ち
に
堀
り
上
げ
な
い
と
、
堅
く
、
え
ぐ
味
も
強
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
い
し
い
の
は
孟
宗
竹
の

子
で
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
て
皮
は
淡
い
褐
色
で
す
。

タ
ケ
ノ
コ
ご
飯
に
す
る
と
、
と
て
も
お
い
し
い
で

す
よ
ね
。

タ
ケ
ノ
コ
は
切
断
直
後
か
ら
、
え
ぐ
味
が
急
激

に
増
加
す
る
の
で
、
掘
り
上
げ
て
か
ら
極
力
早
い

う
ち
に
調
理
や
下
ご
し
ら
え
を
行
う
の
が
よ
い
そ

う
で
す
。
冷
蔵
す
る
と
え
ぐ
味
増
加
の
進
行
を
遅

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
や
は
り
な
る
べ
く

早
く
調
理
す
る
の
が
よ
い
と
の
こ
と
で
す
。

タ
ケ
ノ
コ


