
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

【
鯉
の
ぼ
り
／
端
午
の
節
句
】 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」
（
10
）
若
葉
の
頃 

 

か
さ
ね
の
色
（
10
）
「
蓬
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築

（
10
） 

「
香
川
町
の
家
」 

建
設
に
携
わ
る
こ
と
の
幸
せ
を
、
お
す
そ
わ
け
。 

平成２３年６月発行 

「
非
日
常
」
と
「
日
常
」
の
、
日
本
の
風
情
の
か
た
ち
を
楽
し
む
暮
ら
し
を
ご
提
案
す
る
季
刊
誌
で
す
。 
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香
川
町
の
家
が
完
成
し
た
の
は
、
昨

年
、
平
成
二
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
実
は
、施
主
で
あ
る
藤
澤
さ
ん
は
、

今
の
年
齢
で
の
自
宅
の
建
設
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
。「
い
つ
か
建
て
る

と
し
て
も
ま
だ
ず
っ
と
先
」
…
そ
ん
な

ふ
う
に
漠
然
と
考
え
て
い
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。 

 

そ
れ
が
、「
女
房
の
満
足
す
る
理
想
の

家
を
建
て
よ
う
」と
考
え
始
め
た
の
が
、

数
年
前
。
６
年
前
、
大
病
を
患
っ
た
こ

と
に
よ
る
。 

「
ま
だ
ず
っ
と
長
生
き
で
き
る
」
と
思

っ
て
い
た
矢
先
の
、
病
気
の
宣
告
。
藤

澤
さ
ん
は
、「
命
に
か
か
わ
る
危
険
性
が

高
い
と
言
わ
れ
て
、
す
ぐ
に
手
術
。
結

果
と
し
て
、
元
ど
お
り
の
健
康
な
身
体

に
な
れ
た
。
だ
け
ど
、
再
発
し
た
ら
、

人
生
終
わ
る
ん
か
ナ･･

、
そ
う
思
っ
た

と
き
、
女
房
の
た
め
に
自
分
の
家
の
計
画
に
入

ろ
う
と
思
え
た
。」
と
振
り
返
る
。 

 
 

さ
て
、
今
回
の
香
川
町
の
家
は
、
御
覧
の
通

り
、
す
っ
き
り
と
し
た
美
し
い
建
物
だ
。
わ
た

し
自
身
も
、
何
度
か
、「
あ
そ
こ
、
何
が
出
来
る

ん
？
美
術
館
か
ギ
ャ
ラ
リ
ー
み
た
い
な
ん
？
」

「
カ
フ
ェ
か
な
ん
か
？
」
と
友
人
か
ら
尋
ね
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

そ
ん
な
、
あ
る
意
味
「
住
宅
」
ら
し
く
な
い

よ
う
な
こ
の
建
物
の
中
で
、
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト

を
占
め
る
の
が
、「
ガ
レ
ー
ジ
」
だ
。 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
…
。
な
ん
と
、
御
主
人
の

趣
味
は
、
モ
ト
ク
ロ
ス
と
車
。
特
に
モ
ト
ク
ロ

ス
の
レ
ー
ス
に
お
け
る
実
績
に
は
、
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
る
の
だ
。 

藤
澤
さ
ん
が
モ
ト
ク
ロ
ス
の
レ
ー
ス
に
出
場

し
て
い
た
の
は
、
43
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の
3

年
間
。
そ
の
間
わ
ず
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

九
九
九
年
、
軽
井
沢
で
行
わ
れ
た
レ
ー
ス
（
シ

ニ
ア
の
部
（
40
歳
以
上
））
で
125

cc
、
250

cc

の
両
方
で
優
勝
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。

し
か
も
、
前
年
の
埼
玉
の
レ
ー
ス
で
も
、
ス
タ 

ー
ト
時
に
隣
の
バ
イ
ク
の
転
倒
に
巻
き
込
ま
れ
、

大
幅
に
遅
れ
た
出
足
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
競
り
合
い
の
末
２
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
た

と
い
う
。 

 

さ
ぞ
若
い
頃
か
ら
…
と
思
い
尋
ね
る
と
、

「
28
歳
の
頃
、
ミ
ニ
バ
イ
ク
の
ロ
ー
ド
で
の
レ

ー
ス
で
優
勝
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
程
度
」
の
経

験
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。 

 

そ
ん
な
藤
澤
さ
ん
が
ダ
ー
ト
で
の
レ
ー
ス
を

始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
息
子
さ
ん

が
16
歳
に
な
り
、
バ
イ
ク
の
免
許
を
取
り
た
い
、

と
言
い
始
め
た
こ
と
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
も
バ

イ
ク
に
乗
り
た
い
、
と
い
う
息
子
に
出
し
た
条

件
が
、『
一
緒
に
山
の
レ
ー
ス
を
や
る
こ
と
』。 

「
山
の
レ
ー
ス
を
経
験
す
れ
ば
、
ロ
ー
ド
の

怖
さ
も
よ
り
分
か
る
し
、
少
々
の
こ
と
で
は
事

敀
を
起
こ
さ
な
い
。
…
結
果
、
二
人
で
組
ん
で

物
語
の
あ
る
建
築
（
２
） 

「
琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

桜
の
抄
／
紅
梅
亭
」 

平
成
十
八
年
、
秋
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

紅
梅
亭
の
「
花
て
ら
す
」
に
お
け
る
食
事
会
で
、 

近
兼
孝
休
会
長
（
当
時
社
長
）
が
、
当
社
と
の
「
な
れ
そ
め
」
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

過
去
に
係
わ
っ
た
が
、
当
社
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
、
貴
重
さ
を
、 

実
感
し
た
一
瞬
で
し
た
。 

そ
の
と
き
の
感
動
が
、
こ
の
「
ハ
レ
と
ケ
」
通
信
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
ま
つ
わ
る
、
素
敵
な
物
語
。 

そ
れ
は
、
大
き
な
夢
を
み
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
で
き
た
男
と
、 

「
こ
の
男
に
賭
け
て
み
る
ワ
」
と
、
そ
の
夢
を
信
じ
た
男
と
の
、
魅
力
的
な
物
語
で
す
。 

「
香
川
町
の
家
」 

物
語
の
あ
る

建
築
（
10
） 

 

設
計
／
㈲
土
岐
建
築
設
計
事
務
所
・
施
工
／
富
士
建
設
㈱ 

 

「物
語
の
あ
る
建
築
」も
、
10
回
目
。
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、 

こ
の
「香
川
町
の
家
」は
、
初
め
て
の
『住
宅
』に
ま
つ
わ
る
物
語
で
す
。 

建
物
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
形
で
あ
る
『住
宅
』。
そ
れ
は
、
家
族
が
、
安
全
に
幸
せ
な
日
々
を 

送
る
た
め
の
「器
」で
も
あ
り
ま
す
。
…
今
回
も
、
素
敵
な
物
語
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

  

↑ガレージ面より 



出
場
し
た
レ
ー
ス
で
は
、
連
戦
連
勝
だ
っ
た
。」 

そ
し
て
、
二
年
後
、
18
歳
に
な
っ
た
息
子
さ

ん
は
、
今
度
は
車
へ
憧
れ
を
向
け
始
め
る
。 

「
小
さ
い
頃
か
ら
、
父
親
の
気
に
入
っ
た
車

に
乗
せ
て
、
ド
ラ
イ
ブ
に
連
れ
出
し
て
い
た
。

車
の
格
好
良
さ
、
魅
力
は
身
に
染
み
つ
い
て
い

た
だ
ろ
う
か
ら
、そ
れ
に
取
り
憑
か
れ
る
の
は
、

仕
方
が
な
い
」。 

そ
の
後
、
怪
我
を
し
た
こ
と
も
あ
り
、
息
子

さ
ん
は
徐
々
に
モ
ト
ク
ロ
ス
の
世
界
か
ら
は
離

れ
、
四
輪
の
レ
ー
ス
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
。 

 

だ
が
、
藤
澤
さ
ん
自
身
は
、
全
国
規
模
の
レ

ー
ス
へ
進
出
、
ま
さ
に
破
竹
の
勢
い
で
勝
利
を

重
ね
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
軽
井
沢
の
レ
ー
ス

で
ダ
ブ
ル
で
勝
ち
、「
そ
ろ
そ
ろ
止
め
ど
き
か

な
」
と
レ
ー
ス
の
世
界
か
ら
引
退
し
た
。（
ち
な

み
に
、
そ
の
後
、
息
子
さ
ん
は
、
岡
山
国
際
サ

ー
キ
ッ
ト
、
姫
路
セ
ン
ト
ラ
ル
サ
ー
キ
ッ
ト
で

の
レ
ー
ス
を
始
め
多
く
の
四
輪
の
レ
ー
ス
で
優

勝
。
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が

付
い
た
り
…
と
今
も
活
躍
中
で
あ
る
。） 

…
と
聞
く
と
華
や
か
な
趣
味
ば
か
り
を
想
像

し
が
ち
だ
が
、
今
の
趣
味
の
ひ
と
つ
は
、
意
外

に
も
「
家
庭
菜
園
」
だ
と
か
。
家
の
畑
で
様
々

な
野
菜
を
作
る
他
、
日
曜
日
に
は
母
親
を
連
れ

て
、
離
れ
た
田
ん
ぼ
へ
も
出
掛
け
て
い
く
。
そ

し
て
「
こ
れ
も
親
孝
行
」
と
言
う
。 

 

さ
て
、
そ
の
藤
澤
さ
ん
の
家
は
、
息
子
さ
ん

ご
家
族
と
の
二
世
帯
住
宅
で
あ
る
。
設
計
に
取

り
か
か
る
際
に
建
築
家
へ
出
し
た
要
望
は
、
ま

ず
第
一
に「
生
活
感
の
な
い
建
物
で
あ
る
こ
と
」。 

ご
夫
婦
揃
っ
て
好
み
が
似
て
い
る
と
い
う
だ

け
あ
っ
て
、
確
か
に
、
住
み
始
め
て
数
ヶ
月
経

っ
た
今
で
も
、家
の
中
は
ス
ッ
キ
リ
と
片
づ
き
、

余
分
な
も
の
は
一
切
収
納
の
外
へ
出
て
い
な
い
。 

そ
し
て
次
に
挙
げ
た
要
望
が『“
パ
テ
ィ
オ
が

ほ
し
い
』『
陽
射
し
が
た
っ
ぷ
り
ほ
し
い
』
…
そ

し
て
、『
目
の
前
の
綺
麗
な
屋
島
の
景
色
、
夜
景

を
見
な
が
ら
、ビ
ー
ル
を
飲
み
た
い
』だ
っ
た
。 

結
果
、
建
築
家
か
ら
は
、〃
親
世
帯
、
息
子
世

帯
の
両
方
か
ら
夜
景
を
楽
し
め
る
左
右
同
型
に

な
っ
た
プ
ラ
ン
〄
と
〃
親
世
帯
を
一
階
に
、
息

子
世
帯
を
二
階
に
置
い
た
プ
ラ
ン
〄
の
二
つ
の

プ
ラ
ン
を
提
案
さ
れ
る
。 

「
夜
景
を
見
な
が
ら
、
花
火
を
見
な
が
ら
、

ビ
ー
ル
が
飲
み
た
い
…
と
先
生
に
お
願
い
を
し

た
け
れ
ど
、
今
回
の
プ
ラ
ン
は
２
世
帯
住
宅
。

…
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
よ
う
に
親
世
帯

を
一
階
に
取
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
僕
に
は
夜

景
は
見
え
な
い
。
こ
の
僕
の
希
望
の
せ
い
で
、

建
築
家
の
先
生
は
結
構
悩
ん
だ
よ
う
。」と
藤
澤

↑玄関壁にもタイルを使用。印象的な場所に 

↑床は希望通り「つるっとしたタイル」。 



さ
ん
は
話
す
が
、
結
果
的
に
は
〃
親
世
帯
を
一

階
に
置
く
〄
プ
ラ
ン
に
決
定
。 

「
屋
島
の
夜
景
を
見
な
が
ら
ビ
ー
ル
…
と
思

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
僕
ら
の
世
帯
を
一
階
に
置

い
た
プ
ラ
ン
の
方
が
、
間
取
り
も
外
観
も
良
か

っ
た
。
そ
れ
に
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
二
階
へ
上

が
れ
ば
夜
景
は
見
え
る
し
、
二
階
に
住
ん
で
い

る
の
は
息
子
夫
婦
。
仲
良
し
な
ん
だ
か
ら
、
花

火
を
楽
し
み
た
い
と
き
に
は
『
上
が
る
ぞ
』
っ

て
声
を
か
け
て
一
緒
に
見
れ
ば
良
い
。」…
そ
し

て
決
定
し
た
の
が
、
今
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
。 

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
西
が
低
く
、
東
が
高
い
敷

地
を
活
か
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー

ク
を
設
け
る
な
ど
の
工
夫
が
あ
る
他
、
何
よ
り

も
、「
間
取
り
や
敷
地
、
配
置
に
沿
っ
た
自
然
な

格
好
良
さ
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
格
好
良
く
お

洒
落
に
見
せ
る
た
め
に
無
理
に
作
ら
れ
た
外
観

で
な
く
、
理
に
適
っ
た
、
自
然
体
の
格
好
良
さ

な
の
だ
。
当
社
の
営
業
担
当
者
だ
っ
た
矢
原
も

「
こ
っ
ち
の
プ
ラ
ン
の
方
が
断
然
良
か
っ
た
。

正
直
に
こ
ち
ら
に
決
ま
っ
て
良
か
っ
た
、
と
思

っ
た
。」
と
言
う
ほ
ど
。 

そ
し
て
プ
ラ
ン
が
決
ま
り
、
い
よ
い
よ
仕
上

材
や
設
備
の
選
択
に
と
り
か
か
っ
た
わ
け
だ
が
、

実
は
、
そ
の
時
に
も
、
藤
澤
さ
ん
な
ら
で
は
の

コ
ダ
ワ
リ
が
あ
っ
た
。 

そ
れ
は
、「
真
夏
に
、
タ
イ
ル
の
上
を
素
足
で

歩
き
た
い
！
」、
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
床
を

タ
イ
ル
貼
り
に
し
た
い
と
願
っ
た
の
だ
。だ
が
、

藤
澤
家
に
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
シ
ュ
ナ
ウ
ザ
ー
の
愛

犬
、『
人
（
ジ
ン
）』
く
ん
が
い
る
。 

「
僕
自
身
は
、
滑
っ
て
ひ
っ
く
り
返
っ
て
も

い
い
か
ら
（
笑
）、
つ
る
っ
と
し
た
光
っ
た
質
感

の
タ
イ
ル
が
良
か
っ
た
。
で
も
、
ジ
ン
く
ん
の

た
め
に
は
ペ
ッ
ト
専
用
の
ム
ク
材
の
フ
ロ
ア
の

方
が
良
い
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
先
生
に
も
言
わ

れ
て
…
。
結
局
、
色
々
な
素
材
の
床
の
上
に
ジ

ン
く
ん
を
乗
せ
て
み
て
、
思
っ
た
よ
り
も
タ
イ

ル
の
床
が
滑
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、

希
望
通
り
タ
イ
ル
に
し
た
。」 

ま
た
、
外
観
に
つ
い
て
も
、「
ボ
ー
ダ
ー
タ
イ

ル
と
打
ち
っ
放
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
組
み
合

わ
せ
」
を
希
望
。
建
築
家
と
相
談
の
結
果
、
質

感
が
好
き
な
ボ
ー
ダ
ー
タ
イ
ル
は
内
装
に
も
使

用
し
、
二
階
の
和
室
に
は
打
ち
っ
放
し
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
面
を
剥
き
出
し
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
に

し
た
。 

和
室
に
打
ち
っ
放
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
？
と

丌
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
は
、

藤
澤
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
日
、
ち
ょ
う

ど
そ
の
部
屋
に
は
緋
毛
氈
が
敷
か
れ
、
雛
人
形

が
飾
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
部
屋
に
似
合

↑ミニチュアシュナウザーの愛犬「人くん」。 玄関での一枚。 



う
こ
と
！
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、「
す
ご
い

絵
に
な
る
な
あ
！
」
と
思
わ
ず
声
を
挙
げ
た
ほ

ど
だ
。（
前
ペ
ー
ジ
写
真
） 

キ
ッ
チ
ン
、風
呂
な
ど
の
設
備
に
つ
い
て
も
、

シ
ッ
ク
な
も
の
を
選
択
。「
高
い
も
の
、
グ
レ
ー

ド
の
良
い
も
の
が
〃
自
分
に
と
っ
て
好
き
な
も

の
〄で
は
な
い
か
ら
、夫
婦
で
相
談
し
な
が
ら
、

好
き
な
も
の
を
厳
選
し
た
。」 

そ
し
て
、
こ
の
家
の
出
来
映
え
は
、
こ
の
記

事
に
掲
載
の
写
真
で
御
覧
の
と
お
り
だ
。 

家
は
、大
切
な
家
族
の
命
や
生
活
を
守
る
器
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
ご
家
族
の
考
え
方
や

生
き
方
、
価
値
観
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
存

在
で
も
あ
る
。 

藤
澤
さ
ん
ご
一
家
の
感
覚
、
ス
タ
イ
ル
を
活

か
し
た
こ
の
素
敵
な
場
所
で
、
こ
れ
か
ら
も
ず

っ
と
、
御
家
族
が
幸
せ
な
人
生
を
送
っ
て
い
っ

て
ほ
し
い
…
、
そ
う
心
か
ら
願
う
、
今
回
の
「
物

語
の
あ
る
建
築
」
で
あ
っ
た
。 

  

（
以
下
、
施
工
担
当
者
に
よ
る
「
苦
労
話
」
へ 

つ
づ
く
） 

 

                            

                            

「
香
川
町
の
家
」
の
施
工
に
つ
い
て 

今
回
の
「
香
川
町
の
家
」
の
施
工
を
担
当
し
た
の
は
、 

工
務
部
建
築
家
主
任
（
１
級
建
築
施
工
管
理
技
士
）
の
大
西
正
人
。 

も
と
も
と
ビ
ル
等
大
型
物
件
の
施
工
を
手
が
け
る
こ
と
の
多
か
っ
た
大
西
で
す
が
、 

こ
の
物
件
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
か
な
り
苦
労
を
し
た
よ
う
で
す
。 

お
客
さ
ま
か
ら
も
、「
夜
遅
い
時
間
で
も
、
現
場
事
務
所
に
電
気
が
つ
い
と
っ
て
ナ
。 

そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
う
ち
の
家
か
ら
見
え
る
ん
よ
。
そ
れ
を
見
た
ら
、 

『
大
西
さ
ん
、
が
ん
ば
っ
と
る
な
ぁ
』
と
思
っ
て
ね
え
…
」
と
言
っ
て
も
ら
っ
た
、 

【
真
面
目
で
が
ん
ば
り
や
さ
ん
】（
で
も
、
何
と
な
く
ノ
ン
ビ
リ
・
飄
々
と
し
て
い
る
気
も
…
）
な
大
西
の
、 

『
苦
労
話
』
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。 

全
て
に
関
し
て
『
難
易
度
の
高
い
建
物
』
で

し
た
が
（
笑
）、
特
に
苦
労
し
た
点
を
あ
げ
る
と

…
。 ま

ず
、
第
一
点
は
、「
外
壁
塗
装
パ
ネ
ル
打
放

し
仕
上
げ
の
精
度
」。 

真
四
角
の
建
物
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
今
回
の

建
物
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
段
差
が
あ
り
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
品
質
管
理
・
打
設
管
理
を
、
特

に
綿
密
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
中
で
、
ク
ラ
ッ
ク
防
止
措
置
と
し
て
行
っ

た
の
が
、
下
写
真
の
手
法
。 

開
口
部
（
窓
な
ど
）
及
び
打
継
周
り
に
ガ
ラ
ス

繊
維
ネ
ッ
ト
を
貼
り
付
け
て
、
経
年
後
も
で
き

る
だ
け
ク
ラ
ッ
ク
が
入
ら
な
い
よ
う
、
工
夫
し

ま
し
た
。 

↑鉄筋の一部に風車の羽根のような形で貼られているのがガラス繊維ネット。 



                            

                            

              

              

も
う
一
つ
、
一
番
難
し
か
っ
た
の
が
、「
キ
ャ
ン
チ
階
段
（
片

持
ち
階
段
）
の
施
工
。 

こ
の
階
段
の
施
工
で
は
、
型
枠
工
事
、
造
作
工
事
と
も
苦
労

を
し
ま
し
た
。 

 
 ま

ず
型
枠
工
事
で
は
、
階
段
の
全
て
の
踏
み
段
が
単
独
で
、

か
つ
キ
ャ
ン
チ
（
片
持
ち
／
固
定
で
き
る
接
点
が
片
面
に
し

か
な
い
こ
と
。
左
写
真
・
図
参
照
）
の
た
め
、
固
定
方
法
を

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

仕
上
が
り
の
美
し
さ
、
精
度
を
考
え
る
と
、『
後
打
ち
コ
ン
ク
リ
ー

ト
』
で
施
工
す
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
で
す
が
、
構
造
的
に
考
え
る
と
、

壁
と
一
体
打
ち
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
な
い
と
構
造
ク
ラ
ッ
ク
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
絶
対
に
『
一
体
打
ち
』
し
か
な
い
と
思
い
、
型
枠
大

工
と
打
合
せ
を
行
い
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
内
側
に
仮
型
枠
を
組
み
立
て
て
、
段
型
枠
を
取
り
付

け
る
方
法
で
施
工
を
行
い
ま
し
た
。 

 

次
に
、
段
板
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
踏
み
段
の
上
に
乗
る
、
木
の
板
）

の
取
付
方
法
で
す
が
、
設
計
の
先
生
よ
り
「
固
定
ビ
ス
を
見
せ
な

い
よ
う
に
し
た
い
」
と
の
指
示
が
あ
り
、
今
度
は
造
作
大
工
と
打

合
せ
を
。
そ
の
結
果
、『
下
地
を
ア
リ
加
工
し
、
側
面
か
ら
段
板
を

打
ち
込
む
』
方
法
を
採
り
ま
し
た
。 

 

段 

壁 

ここだけが 

接点（支点）と 

なる。 

段板 

アリ加工 

打放し仕上げ 

そ
の
結
果
、
固
定
金
具
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、
段
板
の
浮
き
上

が
り
に
も
強
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

い
ず
れ
も
難
易
度
の
高
い
施
工
方
法
で
し
た
が
、
型
枠
・
造
作

工
事
と
も
、『
高
度
な
職
人
の
技
量
』
に
よ
り
、
す
っ
き
り
と
し

た
納
ま
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

（
文
・
大
西
正
人
） 

  



 

   

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
が
近
づ
く
四
月
下
旬

頃
に
な
る
と
、
青
空
を
悠
々
と
泳
ぐ
色
と
り
ど

り
の
鯉
の
ぼ
り
が
、
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
に
向
け
、
男
の

子
の
い
る
家
庭
で
は
鯉
の
ぼ
り
が
飾
ら
れ
ま
す

が
、
そ
も
そ
も
端
午
の
節
句
と
は
ど
う
い
っ
た

も
の
で
、
な
ぜ
鯉
の
ぼ
り
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

◆
古
代
中
国
か
ら
の
由
来
◆ 

 

端
午
の
節
句
の
起
源
は
、
古
代
中
国
の
楚
に

遡
り
ま
す
。
楚
の
国
王
の
側
近
で
詩
人
で
も
あ

っ
た
屈
原
（
く
つ
げ
ん
）
と
い
う
人
は
、
人
望

を
集
め
た
政
治
家
で
し
た
が
、
陰
謀
に
よ
り
失

脚
し
、
川
に
身
を
投
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

を
知
っ
た
国
民
た
ち
が
、
と
む
ら
い
と
魚
が
遹

体
を
突
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
川
に
ち
ま

き
を
投
げ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
や
が

て
屈
原
の
命
日
で
あ
る
五
月
五
日
に
は
、
屈
原

の
供
養
の
た
め
に
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
風
習
が
次
第
に
、
病
気
や
災
厄
を
さ

け
る
た
め
の
大
切
な
宮
中
行
事
へ
と
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
三
国
志
の
時
代
、
魏
の
国
に
よ
り

旧
暦
五
月
五
日
が
端
午
の
節
句
と
定
め
ら
れ
、

そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

   

◆
日
本
の
端
午
の
節
句
◆ 

日
本
に
お
い
て
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
中

国
（
＝
唐
）
よ
り

※

五
節
句
（
人
日
、
上
巳
、

端
午
、
七
夕
、
重
陽
）
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
当

時
貴
族
の
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
季
節
の
節
目
に

身
の
け
が
れ
を
祓
う
大
切
な
行
事
と
し
て
、
蓬

（
よ
も
ぎ
）
や
菖
蒲
な
ど
の
薬
草
を
摘
み
に
野

に
出
て
、
そ
れ
を
家
臣
に
配
っ
た
り
、
悪
鬼
を

退
治
す
る
為
に
午
か
ら
弓
矢
を
射
た
り
し
た
そ

う
で
す
。 

 

こ
れ
が
武
家
時
代
に
な
る
と
、「
菖
蒲
」が「
尚

武
（
武
士
を
尊
ぶ
）」
と
音
が
通
ず
る
た
め
、
尚

武
の
節
日
と
し
て
盛
ん
に
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
幕
府

は
、
五
月
五
日
を
重
要
な
日
と
定
め
、
大
名
や

旗
本
が
式
服
で
お
祝
い
の
品
を
携
え
、
江
戸
城

に
出
向
く
行
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。ま
た
、武
家
に
男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
、

門
前
に
馬
印
や
幟
を
立
て
て
、
男
児
の
誕
生
を

知
ら
せ
、
お
祝
い
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
風
習
が
や
が
て
、
裕
福
な
庶
民
の

間
へ
と
拡
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、
庶
民
に
は
幟

旗
を
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

代
わ
り
に
鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。鯉
は
も
と
も
と
、清
流
だ
け
で
な
く
、

池
で
も
沼
で
も
生
き
ら
れ
る
生
命
力
の
強
い
魚

と
さ
れ
、
環
境
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
立

派
に
成
長
し
、
立
身
出
世
す
る
よ
う
に
願
っ
て

飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
、
薬
草

を
摘
ん
で
邪
気
を
は
ら
う
と
い
う
端
午
の
行
事

が
、
男
の
子
の
誕
生
の
祝
い
へ
と
結
び
つ
い
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

そ
の
他
に
も
、
日
本
で
は
田
植
え
前
の
こ
の

時
期
、
女
性
だ
け
が
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て

身
を
清
め
、
田
植
え
の
神
に
祈
願
す
る
と
い
う

風
習
と
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
端
午
と
が
結
び

付
け
ら
れ
た
、『
女
性
の
節
句
』
だ
っ
た
と
い
う

説
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

◆
鯉
の
ぼ
り 

五
色
の
吹
き
流
し
◆ 

 

鯉
の
ぼ
り
の
一
番
上
に
つ
い
て
い
る
五
色
の

吹
き
流
し
で
す
が
、
こ
れ
は
、『
万
物
は
、
木
・

火
・
土
・
金
・
水
の
五
つ
の
要
素
で
形
成
さ
れ

て
い
る
』
と
い
う
五
行
説
に
由
来
し
ま
す
。
木

は
青
、
火
は
赤
、
土
は
黄
、
金
は
白
、
水
は
黒

を
表
現
し
、
幼
子
の
無
事
な
成
長
を
願
っ
て
魔

よ
け
の
意
味
で
飾
ら
れ
ま
し
た
。
竿
の
先
に
付

い
て
い
る
矢
車
も
同
様
の
意
味
で
、
吹
き
流
し

は
家
の
象
徴
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

    

◆
菖
蒲
の
い
ろ
い
ろ
◆ 

 

季
節
の
変
わ
り
目
で
疲
れ
が
出
や
す
い
こ
の

季
節
。
薬
草
と
さ
れ
、
端
午
の
節
句
に
受
け
継

が
れ
て
き
た
菖
蒲
を
使
っ
て
、
体
や
気
分
を
癒

し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

（
文
・
イ
ラ
ス
ト
／
土
岐
倫
子
） 

                

 

     

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
暮
ら
す
。（
１０
）【 

鯉
の
ぼ
り 

／ 

端
午
の
節
句 

】 

 

 

軒菖蒲 … 

 

 

菖蒲湯 … 

 

 

 

菖蒲枕 … 

菖蒲とよもぎを束ねて軒下に吊るしておくと 

火事にならないといわれています。 

 

10 本くらいをざっと束ねて、お風呂に入れ、 

42～43 度の温度で沸かして香りを高め、 

好みの温度にぬるめてから入ります。 

 

適当に切った菖蒲を束ね、4 日の夜に枕の下

に敷いて寝ると香りで邪気をはらって 

くれます。 

※ 五節句  

人日（じんじつ）…旧暦１月７日「七草がゆ」 
上巳（じょうし）…旧暦３月３日「桃の節句」 
端午（たんご）…旧暦５月５日「端午の節句」 
七夕（たなばた）…旧暦７月７日「七夕祭り」 
重陽（ちょうよう）…旧暦９月９日「菊の節句」 



                            

             

雰
囲
気
か
ら
察
す
る
に
、
仏
教
の
聖
地
と
さ
れ
て

い
る
中
イ
ン
ド
の
「
鶏
足
山
」
に
あ
や
か
っ
て
命

名
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
般
的
に
モ
ミ
ジ
と
言
え
ば
、
多
く
の
人
は
鮮

や
か
に
紅
葉
す
る
晩
秋
の
紅
葉
狩
り
を
思
い
浮

か
べ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
紅
葉
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
初
夏
の
爽
や
か
な
青
空
の
下
で
小
さ
な

若
葉
を
い
っ
せ
い
に
広
げ
、
太
陽
の
光
を
い
っ
ぱ

い
に
浴
び
て
宝
石
の
よ
う
に
光
り
輝
く
新
緑
の

モ
ミ
ジ
も
捨
て
が
た
い
風
情
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
鶏
足
領
の
双
璧
と
し
て
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ

と
共
に
景
観
を
構
成
し
て
い
る
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク

も
、
こ
の
新
緑
の
季
節
、
地
上
の
ト
キ
ワ
ツ
ユ
ク

サ
を
掻
き
分
け
て
、
筍
が
ニ
ョ
コ
ニ
ョ
コ
と
顔
を

覗
か
せ
る
一
方
、
地
上
で
は
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の
新

葉
が
伸
び
出
る
の
と
機
を
同
じ
く
し
て
、
古
葉
が

紅
葉
し
て
薫
風
に
舞
う
『
竹
の
秋
』
の
シ
ョ
ウ
を

演
じ
て
く
れ
ま
す
。（
長
岡 
公
） 

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
10
）
若
葉
の
頃

」 
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***********御意見、御感想をお聞かせ下さい************************************* 

【
編
集
後
記
】 

こ
の
３
月
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
大

地
震
と
津
波
で
多
く
の
方
々
が
亡
く
な
り
、
ま
た
、
被
災
さ
れ

ま
し
た
。
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
私
た
ち
建
設
業

に
携
わ
る
人
間
に
と
っ
て
は
、「
建
設
物
の
意
味
」
を
考
え
さ

せ
ら
れ
る
出
来
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

時
々
、「
も
し
か
す
る
と
、
人
間
も
植
物
み
た
い
に
光
合
成

を
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
」
と
感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま

す
。
悩
ん
だ
と
き
、
煮
詰
ま
っ
た
と
き
、
落
ち
込
ん
だ
と
き
、

た
だ
外
へ
出
て
太
陽
の
光
を
浴
び
る
だ
け
で
、
ス
ッ
キ
リ
と
頭

が
晴
れ
、
元
気
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
時

の
気
分
は
、
ま
さ
に
「
生
き
返
っ
た
」
と
い
う
形
容
が
ぴ
っ
た

り
で
、
植
物
が
緑
鮮
や
か
に
頭
を
も
た
げ
、
葉
を
ピ
ン
と
尖
ら

せ
る
様
と
重
な
り
ま
す
。 

 

そ
ん
な
、
太
陽
や
自
然
か
ら
私
た
ち
が
受
け
取
る
こ
と
の
出

来
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
皆
さ
ま
に
お
届
け
し
た
く
て
、
今
回
の

「
花
の
歳
時
記
」
は
「
若
葉
の
頃
」
を
選
び
ま
し
た
。
い
つ
も

魅
力
的
な
文
と
写
真
で
綴
ら
れ
る
長
岡
さ
ま
の
「
花
の
歳
時

記
」
で
す
が
、
こ
の
生
命
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
新
緑
ほ
ど
、

心
を
癒
す
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

古
来
よ
り
季
節
を
感
じ
さ
せ
た
「
色
」
を
知
る
。 

【長岡 公 氏】 
昭和2 年10月  香川県丸亀市津森町に生まれる。 

昭和26年3月  鹿児島大学鹿児島農林専門学校農学科卒業 

昭和26年4月以降 香川県公立高等学校教員として 

主基高等学校・飯山高等学校・ 

笠田高等学校・農業経営高等学校教諭、 

高松南高等学校・飯山高等学校教頭 

昭和63年3月  定年退職 香川西高等学校教頭 

現 在     （財）中津万象園保勝会 理事 

※主な著書に「讃岐の名園紀行」（栗林･玉藻編／中･西讃編）がある。 

＜中津万象園・丸亀美術館へのアクセス＞ 

瀬戸中央道路 坂出北ＩＣより約8.5km／約15分 

坂出ＩＣより約14km／約20分 

高速道路善通寺ＩＣより約5km約10分 

 

か
さ
ね
の
色
（
10
） 

「
蓬
」 

表：淡萌黄／裏：濃萌黄 

着用時期は夏。 

夏の成長した蓬の葉の色を写した 

色目。蓬は邪気を払う植物として、 

端午の節句に菖蒲とともに用いられる。 

万
象
園
を
訪
れ
ま
す
と
園
内
の
植
物
は
、
四
季

折
々
の
顔
で
私
た
ち
を
温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
新
し
い
生
命
の
生
長

を
謳
歌
す
る
新
緑
の
季
節
は
格
別
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
万
象
園
の
新
緑
の
幽
玄
境
と
し
て
、
皆
さ

ま
に
お
勧
め
し
た
い
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

東
西
に
長
い
園
の
中
央
南
端
付
近
に
位
置
す
る

「
鶏
足
領
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
鶏
足
領
の
丘
を

水
源
と
す
る
渓
流
は
北
方
に
流
れ
て
八
景
池
に

注
い
で
い
ま
す
が
、
こ
の
渓
流
の
水
源
付
近
の
丘

に
は
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
や
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
が
生
い

茂
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ン
チ
に
座
し
て
瞑
想
し
ま
す

と
、
薫
風
に
揺
れ
る
モ
ミ
ジ
や
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の

葉
ず
れ
や
、
サ
ラ
サ
ラ
と
流
れ
落
ち
る
渓
流
、
そ

し
て
木
々
を
飛
び
交
う
小
鳥
の
さ
え
ず
り
が
耳

に
入
り
、
あ
た
か
も
深
山
幽
谷
に
身
を
置
い
た
よ

う
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
ま
す
。 

こ
の
「
鶏
足
領
」
の
命
名
の
由
来
に
つ
き
ま
し

て
は
つ
ま
び
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
の 

日
本
人
の
季
節
を
感
じ
る
心
、 

美
し
い
と
感
じ
る
色
彩
感
覚
。 

そ
う
い
っ
た
も
の
の
結
晶
と
も
言
え
る
「
重
色
目
（
か
さ
ね

い
ろ
め
）」
は
、
平
安
時
代
に
生
ま
れ
、
季
節
の
移
り
変
わ

り
を
表
現
す
る
配
色
と
し
て
併
せ
仕
立
て
の
着
物
な
ど
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
で
も
し
つ
ら
え
な
ど
に
い
か
し

て
、
平
安
の
風
雅
を
味
わ
っ
て
み
て
は
…
。 

 


