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細
菌
と
ウ
イ
ル
ス
は
、
ど
ち
ら
も
人
間
に
感
染
症

を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
感
染
症
と
は
、
細
菌
や
ウ
イ

ル
ス
な
ど
の
病
原
体
が
体
に
入
っ
て
増
殖
す
る
こ
と

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
が
出
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
細
菌
と
ウ
イ
ル
ス
は
、
そ
の
大
き
さ
や
構
造
が

全
く
異
な
り
ま
す
。
決
定
的
な
違
い
と
し
て
は
、
細

菌
は
生
物
で
あ
り
、
ウ
イ
ル
ス
は
生
物
と
は
い
い
切

れ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

「
生
物
」
で
あ
る
条
件
と
し
て
は
、
「
細
胞
を
持

つ
」
「
栄
養
を
摂
取
し
、
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

生
産
し
て
い
る
」
「
細
胞
分
裂
を
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
生
存
・
増
殖
を
お
こ
な
っ
て
い
る
」
の
三
つ

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
「
細
胞
が
な
い
」
「
栄
養

を
摂
取
し
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
産
し
た
り
し
な

い
」
「
自
力
で
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
」「
ウ
イ
ル
ス

単
体
で
増
殖
で
き
な
い
」
の
で
生
物
と
は
い
い
切
れ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

立
夏
の
期
間
は
、
五
月
六
日
頃
（
今
年
は
五
月
五

日
）
か
ら
小
満(

今
年
は
五
月
二
十
日)

ま
で
の
期
間

を
い
い
ま
す
。
旧
暦
で
は
、
こ
の
日
か
ら
夏
に
な
り

ま
す
。
こ
の
日
か
ら
立
秋
の
前
日
ま
で
が
、
夏
季
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
春
分
と
夏
至
の

中
間
に
あ
た
り
ま
す
。

新
緑
の
季
節
で
、
九
州
で
は
麦
が
穂
を
出
し
、
北

海
道
で
は
馬
鈴
薯
や
豆
の
種
ま
き
が
始
ま
り
ま
す
。

カ
エ
ル
が
鳴
き
出
す
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
す
。
一
年

の
う
ち
で
も
っ
と
も
過
ご
し
や
す
い
時
期
と
も
い
わ

れ
、
五
月
晴
れ
の
さ
わ
や
か
な
空
が
印
象
的
で
す
ね
。

立
夏
の
時
期
は
、
ニ
ン
ジ
ン
が
旬
を
迎
え
ま
す
。
タ

ケ
ノ
コ
も
芽
が
出
始
め
ま
す
。
タ
ケ
ノ
コ
は
芽
が
出

始
め
た
頃
に
収
穫
す
る
の
が
ベ
ス
ト
の
よ
う
で
す
。

立
夏
の
時
期
の
最
も
有
名
な
イ
ベ
ン
ト
は
『
子
ど
も

の
日
』
で
し
ょ
う
。
鯉
の
ぼ
り
や
兜
な
ど
の
縁
起
物

を
出
し
、
柏
餅
や
ち
ま
き
に
舌
鼓
を
打
ち
な
が
ら
、

子
ど
も
の
成
長
を
お
祝
い
し
ま
す
。
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旬
の
野
菜

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

五
月
人
形

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
は
、
四
月
下
旬
か
ら

五
月
上
旬
の
、
祝
日
が
続
く
期
間
の
事
を
い
い

ま
す
。
最
短
で
は
五
月
三
日
か
ら
五
日
が
該
当

し
ま
す
。
こ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
由
来

は
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
一
説
に
よ
る

と
、
昭
和
二
十
六
年
に
現
在
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
期
間
中
に
「
自
由
学
校
」
と
い
う
映
画

が
上
映
さ
れ
、
お
正
月
や
お
盆
よ
り
も
興
行
結

果
が
良
か
っ
た
の
で
、「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
」

と
名
づ
け
ら
れ
、
翌
年
か
ら
定
着
し
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
ま
だ
週
休
二
日
制
が

定
着
し
て
お
ら
ず
、
土
曜
日
の
出
勤
が
一
般
的

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
飛
び
石
連
休
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
六
十
年
以
降
に
祝
日
法

が
改
正
さ
れ
、
三
連
休
が
出
来
上
が
り
、
飛
び

石
連
休
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し

た
。

五
月
に
食
べ
る
野
菜
と
言
え
ば
、
春
キ
ャ
ベ

ツ
、
チ
ン
ゲ
ン
菜
、
ニ
ラ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

山
菜
で
は
、
わ
ら
び
、
フ
キ
、
よ
も
ぎ
な
ど
が

あ
り
ま
す
ね
。
旬
と
は
、
最
も
生
育
条
件
が
整

っ
た
環
境
で
育
ち
、
最
も
成
熟
し
て
い
る
時
期

の
こ
と
を
い
う
よ
う
で
す
。
旬
の
時
期
に
収
穫

し
た
野
菜
は
、
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
栄
養

価
が
最
も
高
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
初

夏
の
野
菜
は
、
安
く
て
、
栄
養
価
が
高
い
で
す
。

特
に
お
す
す
め
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
で
す
。
輸
入

品
も
多
い
の
で
、
旬
の
時
期
が
わ
か
ら
な
い
と

い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

は
、
四
月
ご
ろ
に
芽
が
出
て
、
五
月
以
降
に
収

穫
し
ま
す
。
現
在
は
い
つ
で
も
収
穫
で
き
ま
す

が
、
美
味
し
い
時
期
は
五
月
で
す
。
生
の
ま
ま
、

炒
め
物
、
パ
ス
タ
等
の
添
え
物
な
ど
、
使
い
勝

手
が
良
く
て
便
利
で
す
。

五
月
人
形
と
は
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句

に
飾
る
人
形
で
す
。
男
の
子
の
誕
生
を
祝
う
と

と
も
に
、
無
事
に
成
長
し
て
、
強
く
、
た
く
ま

し
く
、
賢
い
大
人
に
な
る
よ
う
に
、
と
の
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
主
流
に
な
っ
て

い
る
家
の
中
に
飾
る
「
内
飾
り
」
に
は
、
鎧
ま

た
は
兜
飾
り
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
子
供
の
人

形
に
鎧
を
着
せ
た
若
大
将
と
い
わ
れ
る
も
の
や
、

以
前
は
五
月
人
形
の
代
名
詞
の
よ
う
に
言
わ
れ

た
「
桃
太
郎
」
や
「
金
太
郎
」
な
ど
の
武
者
も

の
も
あ
り
ま
す
。
「
外
飾
り
」
は
鯉
の
ぼ
り
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
鯉
の
ぼ
り
は
、
立
身
出
世
を
祈

る
た
め
の
も
の
で
す
。
将
来
の
無
事
な
成
長
を

祈
る
た
め
の
内
飾
り
と
、
質
も
意
味
合
い
も
違

い
ま
す
の
で
、
で
き
れ
ば
両
方
を
飾
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
五
月
人

形
は
五
月
中
旬
ま
で
に
片
付
け
ま
し
ょ
う
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
日

五
月
九
日
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
日
で
す
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
た
一
九
六
四

年
に
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
消
費
拡
大
を
願

っ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
日
本
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
協
会
が
記
念
事
業
を
開
催
し
、

都
内
の
施
設
や
病
院
に
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。
日
本
の
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
起
源

は
幕
末
に
遡
り
ま
す
。
徳
川
幕
府
の
使
節
団

が
、
訪
問
先
の
ア
メ
リ
カ
で
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
を
食
べ
た
の
が
、
日
本
人
と
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
の
初
め
て
の
出
会
い
で
し
た
。
一
行
は

そ
の
あ
ま
り
の
美
味
し
さ
に
驚
愕
し
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
次
第
に
民
間
の
レ
ス
ト
ラ

ン
や
お
店
で
も
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

（4月5日掲載記事）

今
回
は
明
る
さ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
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
明
瞭

②
閃
光

③
陽
光

②
光
芒

⑤
光
輝

⑥
一
閃

⑦
燐
光

⑧
明
々

⑨
旭
暉

⑩
蛍
光

⑪
煌
々

⑫
月
気

⑬
光
発

⑭
後
光

⑮
寂
光

雨
戸
が
古
く
な
り
、
動
き
が
悪
く
使
い
に
く
い

と
い
う
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
全
部
で
四
ヶ
所
あ

る
う
ち
、
一
ヶ
所
は
古
く
な
っ
た
雨
戸
を
三
枚
交

換
し
、
他
の
三
ヶ
所
は
、
戸
車
を
交
換
し
ま
し
た
。

下
枠
も
傷
ん
で
い
た
た
め
、
全
て
新
し
い
木
に
交

換
し
て
溝
を
彫
り
、
レ
ー
ル
替
わ
り
に
ア
ル
ミ
の

フ
ラ
ッ
ト
バ
ー
を
取
付
け
し
ま
し
た
。
戸
の
動
き

が
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
周

囲
の
枠
や
戸
袋
（
鏡
板
）
を
塗
装
し
直
し
ま
し
た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

宮
本
紘
志
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暮らしの雑学・豆知識
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～端午の節句～

由来は昔、中国で同じ数字の月と日

が 重なる日にお祝いをする習わしが

ありました。端午の節句は月初めの“

午の日”の事を指し、初めは5月に行

われる行事ではなかったようです。

午の「午」という字を違う読み方で

読むと“ご”と読め、午と漢数字の五

をかけて、毎月5日の事を指すように

なり、そして“5月5日”を端午の節

句と言うようになったと伝えられてい

ます。端午の節句では、“邪気をはら

う力”があるといわれる、菖蒲（しょ

うぶ）を家の中に置いていました。

①
め
い
り
ょ
う(

明
瞭)

②
せ
ん
こ
う(

閃
光)

③
よ
う
こ
う(

陽
光)

④
こ
う
ぼ
う(

光
芒)

⑤
こ
う
き(

光
輝)

⑥
い
っ
せ
ん(

一
閃)

⑦
り
ん
こ
う(

燐
光)

⑧
あ
か
あ
か(

明
々)

⑨
き
ょ
っ
き(

旭
暉)

⑩
け
い
こ
う(

蛍
光)

⑪
こ
う
こ
う(

煌
々)

⑫
げ
っ
き(

月
気)

⑬
こ
う
は
つ(

光
発)

⑭
ご
こ
う(

後
光)

⑮
じ
ゃ
っ
こ
う(

寂
光)

い
か
が
で
し
た
か
？
明

る
さ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
漢

字
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

ね
。

五
月
一
日
は
「
ス
ズ
ラ
ン
の
日
」
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
お
世
話
に
な
っ
た
人
に
ス

ズ
ラ
ン
を
贈
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
ス
ズ
ラ

ン
を
贈
ら
れ
た
人
に
は
幸
運
が
訪
れ
る
、
と

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
日
だ
け
は

誰
で
あ
っ
て
も
ス
ズ
ラ
ン
を
売
っ
て
も
良
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
根
が
あ
る
も

の
や
花
屋
さ
ん
か
ら
離
れ
た
場
所
で
売
る
な

ど
、
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
ス
ズ
ラ

ン
は
良
い
香
り
が
あ
る
た
め
、
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
も
期
待
で
き
そ
う
で
す
ね
。

五
月
十
日
は
母
の
日
で
、
プ
レ
ゼ
ン
ト

と
し
て
多
い
の
は
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

し
か
し
、
生
花
は
い
ず
れ
枯
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
長
期
保
存
で
き
る
花
と
し
て
は
、「
プ

リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
」
が
あ
り
ま
す
。

一
年
か
ら
三
年
以
上
、
み
ず
み
ず
し
さ
を

保
っ
た
ま
ま
、
色
鮮
や
か
に
咲
き
続
け
ま

す
。
ま
た
、
花
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
人
に

対
し
て
も
心
配
あ
り
ま
せ
ん
。
生
花
よ
り

も
破
損
し
や
す
い
な
ど
の
欠
点
は
あ
り
ま

す
が
、
ず
っ
と
喜
ん
で
も
ら
え
る
花
と
し

て
、
良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

プ
レ
ゼ
ン
ト

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー

「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


