
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

【
こ
の
季
節
の
楽
し
み
方
色
々
】 

花
あ
る

数
寄
屋
（
５
）「
敷
石
」 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」
（
５
）
ヤ
ブ
ツ
バ
キ 

 

か
さ
ね
の
色
（
５
）
「
雪
の
下
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築

（
５
） 

鶏
足
山 

金
倉
寺 

天
台
寺
門
宗 

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

平成２１年１２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
。 

表紙写真：四国の山、12月の寒い夕。 苔に付いた水滴が凍り付いていた。 
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善
通
寺
市
に
あ
る
「天
台
寺
門
宗
鶏
足
山
金

倉
寺
」は
い
わ
ゆ
る
檀
家
寺
で
は
な
く
、
寺
領
を

持
っ
た
寺
と
し
て
宝
亀
５
年
（七
七
四
年
）に
開

山
さ
れ
た
、
天
台
宗
寺
門
派
の
寺
だ
。
（四
国
霊

場
第
７６
番
札
所
） 

開
山
し
た
の
は
智
証
大
師
（天
台
宗
比
叡
山

延
暦
寺
五
代
座
主
。
弘
法
大
師
の
甥
［姪
の
子
］

と
し
て
も
知
ら
れ
る
）の
祖
父
・和
気
道
善
。 

延
長
６
年
（九
二
八
年
）に
醍
醐
天
皇
に
よ
り

「金
倉
寺
」と
改
称
さ
れ
て
か
ら
、
全
盛
期
に
は

［境
内
南
北
二
里
東
西
里
餘
（余
）神
祠
仏
閣
数

十
宇
僧
坊
百
三
十
二
ヶ
院
あ
り
］［原
田
・木
徳
・

垂
水
・岸
上
・真
野
の
五
郷
を
寺
領
に
充
て
勤
務

の
大
衆
千
餘
（余
）人
あ
り
］と
描
写
さ
れ
る
威

容
を
誇
っ
た
と
い
う
。 

ま
た
、
金
倉
寺
は
訶
利
帝
母
尊
（鬼
子
母
神
）

日
本
最
初
出
現
の
地
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
訶

利
帝
堂
の
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
る
他
、
本
堂
の

本
尊
・薬
師
如
来
は
智
証
大
師
の
作
と
い
う
由

緒
あ
る
寺
で
あ
る
。 

し
か
し
、
建
武
の
争
乱
時
に
略
奪
に
遭
い
、
永

正
天
文
の
兵
火
で
伽
藍
が
焼
失
。
多
く
の
寺
領

や
建
物
、
宝
物
を
失
っ
た
も
の
の
、
幸
い
本
尊
は

残
さ
れ
、
一
〇
〇
余
年
を
経
た
後
に
、
寛
永
の

末
、
松
平
頼
重
候
に
よ
り
再
建
、
復
興
を
果
た

し
た
。 

 

そ
の
金
倉
寺
へ、
現
住
職
の
村
上
法
照
氏
が
赴

任
し
た
の
は
昭
和
４７
年
の
こ
と
。
隆
盛
を
誇
っ

た
金
倉
寺
も
、
当
時
は
見
る
影
も
な
く
寂
れ
、

松
が
生
い
茂
り
、
雨
も
れ
し
な
い
お
堂
は
な
い

と
い
う
く
ら
い
傷
ん
で
い
た
。 

「格
式
の
あ
る
寺
で
嬉
し
い
よ
う
に
思
え
る

け
れ
ど
、
実
際
に
金
倉
寺
を
目
に
し
た
ら
、
『は

い
』と
の
返
事
を
た
め
ら
っ
た
。
結
局
、
住
職
候

補
と
し
て
向
か
う
ま
で
に
、
一
年
く
ら
い
は
返

事
を
留
保
し
て
い
た
か
な
。
（村
上
氏
）」。 

そ
も
そ
も
村
上
住
職
は
愛
媛
県
の
宇
和
島
出

身
で
、
金
倉
寺
に
縁
が
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
前
三
代
ま
で
妻
帯
が
禁
じ
ら
れ
て
い

た
金
倉
寺
で
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
血
縁
で
後

を
継
い
だ
例
が
無
く
、
ま
た
、
施
設
も
老
朽
化

が
激
し
く
檀
家
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

次
期
住
職
が
決
ま
ら
ず
、
総
代
が
総
本
山
園
城

寺
〃お
ん
じ
ょ
う
じ
〄（三
井
寺
）へ相
談
。
結
果
、

白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
村
上
住
職
だ
っ
た
。 

そ
ん
な
村
上
氏
が
住
職
と
な
っ
た
の
は
、
昭

和
５１
年
。
当
時
、
３４
歳
の
若
さ
だ
っ
た
。
赴
任

後
は
、
客
殿
の
隅
で
寝
泊
ま
り
を
す
る
日
々
。

明
治
に
は
乃
木
将
軍
の
宿
泊
所
と
な
っ
た
客
殿

も
、
雨
の
日
に
は
雨
滴
受
け
の
盥
が
ず
ら
っ
と
並

ぶ
ほ
ど
、
傷
み
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
。
事
実
、

昭
和
６１
年
に
当
社
が
こ
の
客
殿
の
改
修
を
行
っ

た
際
に
は
、
建
物
全
体
が
歪
み
、
建
具
は
上
下

で
１０
セ
ン
チ
ほ
ど
の
隙
間
が
出
来
て
閉
ま
ら
な

い
。
お
ま
け
に
、
地
盤
が
悪
く
、
沈
下
し
た
建
物

を
ジ
ャ
ッ
キ
で
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
か
え
っ
て

基
礎
の
石
が
沈
ん
で
い
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
有

様
だ
っ
た
。 

「寺
領
」を
失
っ
た
寺
に
と
り
、
「檀
家
が
少
な

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
。 

「
鶏
足
山 

金
倉
寺 

天
台
寺
門
宗

」 
物
語
の
あ
る

建
築
（
５
） 

 

施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社 

―
名
刹
復
興
に
か
け
る
― 

歌
舞
伎
十
八
番
の
内
に
、
「勧
進
帳
」と
い
う
話
が
あ
る
。 

 

源
頼
朝
の
怒
り
を
買
っ
た
源
義
経
一
行
が
、
山
伏
に
身
を
や
つ
し
て
奥
州
へ逃
げ
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
安
宅
の
関
で
関
守
の
富
樫
左
衛
門
に
呼
び
止
め
ら
れ
る
。
富
樫
は
一
行
が
義
経
ら
で
あ
る 

と
感
づ
き
な
が
ら
も
、
義
経
を
打
擲
し
て
で
も
疑
い
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
弁
慶
の
誠
と
、
黙
っ
て 

弁
慶
を
信
じ
る
義
経
の
様
子
に
心
を
打
た
れ
、
そ
の
心
情
を
思
い
や
っ
て
、
騙
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て 

逃
が
し
て
や
る
…
と
い
う
一
幕
で
あ
る
。 

こ
の
芝
居
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
の
が
、
今
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
、
勧
進

か
ん
じ
ん

と
い
う
言
葉
。 

も
と
も
と
は
僧
侶
が
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
行
う
活
動
を
さ
す
も
の
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
、 

寺
院
・仏
像
な
ど
の
建
立
、
修
復
の
為
に
浄
財
の
寄
付
を
求
め
る
行
為
を
さ
す
言
葉
と
な
っ
た
。  

な
か
で
も
最
も
衆
目
を
集
め
た
の
は
、
平
氏
の
焼
き
討
ち
に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
た
「東
大
寺
」 

の
復
興
の
際
の
勧
進
で
あ
る
。
後
白
河
法
皇
の
号
令
の
下
、
重
源
を
大
勧
進
長
に
行
わ
れ
た 

こ
の
大
規
模
な
勧
進
活
動
に
よ
り
、
再
興
に
必
要
な
資
金
が
集
ま
り
、
そ
れ
を
元
手
に
技
術
者
・

職
人
が
実
際
の
再
建
事
業
に
従
事
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
東
大
寺
は
再
建
さ
れ
た
の
だ
。 

 

右
記
の
芝
居
の
中
に
も
、
山
伏
を
演
じ
る
弁
慶
が
、
あ
り
合
わ
せ
の
巻
物
を
山
伏
の
行
脚
の 

証
拠
、
「勧
進
帳
」で
あ
る
と
偽
っ
て
朗
々
と
読
み
上
げ
て
み
せ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
「勧
進
帳
」 

こ
そ
が
、
焼
失
し
た
東
大
寺
再
建
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

今
回
の
「物
語
の
あ
る
建
築
」は
、
こ
の
【勧
進
】を
彷
彿
と
さ
せ
る
、 

金
倉
寺
住
職
・村
上
法
照
氏
の
「物
語
」で
あ
る
。 

 

た
ら
い 



い
」と
い
う
こ
と
は
、
寺
社
建
築
の
た
め
の
資
金

が
集
ま
り
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
ま
ま
手
を
拱
い
て
い
て
は
金
倉
寺
は

荒
ん
で
し
ま
う
。
村
上
住
職
は
本
堂
建
設
の
必

要
性
を
痛
切
に
感
じ
て
い
た
も
の
の
、
富
士
建
設

と
の
工
事
請
負
契
約
を
交
わ
す
直
前
ま
で
迷
い

つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
。 

悩
む
住
職
の
背
中
を
押
し
た
の
は
、
総
代
の
、

「あ
な
た
が
契
約
書
に
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
建
築
は
で
き
ん
。
思
い
切
っ
て

押
せ
。
」と
の
言
葉
だ
っ
た
。
１０
年
か
け
て
資
金

を
集
め
よ
う
、
資
金
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で

建
築
を
中
断
し
て
休
ん
で
も
構
わ
な
い
…
、
そ

ん
な
覚
悟
で
臨
む
住
職
を
助
け
る
た
め
、
総
代

は
密
か
に
自
分
の
田
畑
を
売
る
心
づ
も
り
さ
え

し
て
い
た
と
い
う
。
結
局
、
５
年
か
け
て
建
築
を

行
い
、
借
入
金
も
７
年
で
返
済
し
終
え
た
。
「
１０

年
よ
り
は
早
か
っ
た
な
。
」と
村
上
氏
は
笑
う
。 

 

さ
て
、
金
倉
寺
の
本
堂
の
前
に
立
ち
、
じ
っ
く

り
と
そ
の
建
物
を
眺
め
た
と
き
、
何
か
気
付
く

こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？ 

実
は
こ
の
本
堂
は
、
桧
な
ど
よ
く
日
本
建
築

に
使
わ
れ
る
木
材
で
出
来
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
サ
メ
ラ
（ア
フ
ロ
ル
モ
シ

ア
）
と
い
う
マ
メ
科
の
広
葉
樹
の
材
木
で
あ
る
。

そ
の
特
長
は
“重
硬
で
木
理
は
交
錯
し
て
い
る
”

と
さ
れ
、
固
い
上
に
目
が
通
っ
て
い
な
い
と
い
う
、

ま
さ
に
大
工
泣
か
せ
と
も
言
え
る
材
料
だ
。 

本
堂
新
築
の
計
画
時
、
木
材
価
格
は
高
騰
。

頭
を
抱
え
て
い
た
と
き
に
Ｓ
製
材
か
ら
、
こ
の
材

を
紹
介
さ
れ
た
。
「ま
あ
、
見
て
み
ま
い
。
こ
の

材
料
は
自
信
を
持
っ
て
薦
め
ら
れ
る
」と
、
１
年

以
上
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
製
材
さ
れ
た
板

を
み
れ
ば
、
狂
い
も
な
く
美
し
い
。
価
格
も
日

本
の
桧
、
台
湾
桧
に
比
べ
て
も
格
段
に
安
い
。 

「こ
れ
し
か
な
い
！
」と
感
じ
た
村
上
住
職
は
、

原
木
で
ア
サ
メ
ラ
を
大
量
に
買
い
付
け
た
。  

「素
人
が
原
木
で
買
う
な
ん
て
、
恐
ろ
し
い
こ

と
を
す
る
…
と
、
後
で
設
計
士
さ
ん
に
も
心
配

さ
れ
た
が
、
原
木
で
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
く

ら
い
、
こ
の
材
料
で
な
け
れ
ば
建
た
な
い
、
と
思

い
込
ん
で
い
た
。
（村
上
氏
）」。 

ア
サ
メ
ラ
で
こ
ん
な
大
規
模
な
建
築
を
行
う

の
は
、
当
時
初
め
て
の
試
み
で
、
大
工
、
製
材
所
、

余
所
の
寺
の
住
職
、
設
計
家
等
全
国
か
ら
見
学

に
や
っ
て
き
た
と
い
う
。 

材
料
が
決
ま
り
、
和
気
総
代
か
ら
“気
骨
が

あ
っ
て
間
違
い
が
な
い
”と
推
薦
さ
れ
た
富
岡
設

計
士
に
設
計
を
依
頼
。 

「設
計
中
、
『資
金
が
な
い
な
ら
、
も
っ
と
建
物

を
小
さ
く
し
て
は
…
』と
何
度
も
言
わ
れ
た
が
、

現
在
の
仁
王
門
の
辺
り
か
ら
建
設
予
定
地
を
眺

め
た
ら
、
ど
う
し
て
も
こ
の
大
き
さ
じ
ゃ
な
け

れ
ば
似
合
わ
な
い
。
何
度
考
え
て
も
、
何
度
イ

メ
ー
ジ
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
今
の
大
き
さ
じ
ゃ
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
（村
上
氏
）」。 

本
堂
新
築
当
初
か
ら
金
倉
寺
全
体
の
復
興
後

の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
…
と
い
う
村

上
住
職
は
、
度
々
の
忠
告
に
も
譲
ら
な
か
っ
た
。 

本
堂
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
山
で
あ
る
天
台
寺

門
宗
総
本
山
園
城
寺
（三
井
寺
）で
あ
る
。
あ
の

美
し
い
檜
皮
葺
の
国
宝
の
建
物
の
屋
根
に
強
い
印

象
を
受
け
て
い
た
村
上
氏
が
、
ぜ
ひ
に
と
望
み
、

三
井
寺
を
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
し
た
よ
う
な

建
物
で
あ
る
、
同
じ
く
天
台
宗
の
湖
東
三
山 

西

明
寺
を
参
考
に
、
瓦
葺
き
で
同
様
の
屋
根
の
ラ

イ
ン
を
再
現
し
た
。
そ
し
て
設
計
が
で
き
、
施
工

す
る
工
務
店
を
入
札
で
決
定
。
落
札
し
た
の
が

当
社
、
富
士
建
設
だ
っ
た
。 

「富
士
建
設
が
落
札
し
た
け
れ
ど
、
当
時
、
お

た
く
は
竹
林
寺
の
五
重
塔
の
建
立
中
。
も
う
少

し
で
で
き
る
か
ら
、
そ
れ
が
完
成
し
て
か
ら
…

と
い
う
こ
と
で
、
少
し
待
た
さ
れ
た
。
あ
ん
な
台

風
銀
座
の
所
に
本
当
に
五
重
塔
な
ん
て
建
つ
の

か
な
、
と
思
っ
て
み
て
い
た
ら
、
無
事
に
建
っ
た
の

で
、
今
の
大
楠
の
木
の
あ
る
と
こ
ろ
に
大
工
小
屋

を
建
て
、
工
事
を
始
め
た
。
忘
れ
も
し
な
い
昭

和
５７
年
に
完
成
、
５８
年
に
落
慶
法
要
を
行
っ

た
。
（村
上
氏
）」。 

金
倉
寺
の
棟
梁
を
担
当
し
た
の
は
、
京
都
宇

治
の
宮
大
工
・岩
上
政
雄
氏
。
竹
林
寺
の
五
重
塔

の
棟
梁
と
同
じ
で
あ
る
。
宮
大
工
で
名
を
馳
せ

た
西
岡
常
一
棟
梁
と
同
僚
だ
っ
た
と
い
う
岩
上

氏
は
、
「腕
は
西
岡
に
負
け
ん
」と
誇
っ
て
い
た
と

い
う
が
、
大
工
泣
か
せ
の
ア
サ
メ
ラ
を
使
う
金

倉
寺
本
堂
に
は
ぴ
っ
た
り
の
棟
梁
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

↑この角度から見る本堂が一番美しい、と村上住職は言う。 

↑本堂正面。 

も
く
り 



                              

「
最
初
に
ア
サ
メ
ラ
の
材
木
が
運
ば
れ
て
き
た

と
き
、
八
角
形
に
製
材
し
て
あ
っ
た
。
あ
れ
、
丸

じ
ゃ
な
く
て
八
角
形
か
…
と
思
っ
て
い
た
ら
、
現

地
で
鉋
で
丸
く
仕
上
げ
始
め
た
の
で
、
正
直
な

と
こ
ろ
驚
い
た
。
で
も
、
見
て
い
る
と
、
８
角
形

を
１６
角
形
に
、
１６
角
形
を
３２
角
形
に
…
と
ど

ん
ど
ん
繰
り
返
し
て
い
っ
て
、
と
う
と
う
丸
く
し

て
し
ま
っ
た
。
手
間
だ
っ
て
か
か
っ
て
い
る
け
ど
、

だ
い
た
い
、
ア
サ
メ
ラ
は
、
固
い
上
に
目
も
通
っ

て
い
な
い
、
板
を
割
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
ま
っ
す

ぐ
に
割
れ
な
い
、
そ
ん
な
木
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
、

凄
い
も
の
だ
と
感
じ
た
。
（村
上
氏
）」。 

ア
サ
メ
ラ
と
い
う
材
料
の
使
い
方
に
も
大
胆

さ
を
発
揮
し
た
村
上
住
職
は
、
本
堂
の
設
計
に

も
本
領
を
み
せ
る
。
そ
れ
は
、
本
堂
内
の
御
本

尊
の
配
置
で
あ
る
。 

通
常
、
密
教
様
式
の
建
物
の
場
合
、
棟
の
中
心

に
御
本
尊
が
く
る
。
つ
ま
り
、
お
堂
自
体
が
仏
様

の
も
の
で
、
一
般
の
人
が
お
堂
に
入
っ
て
何
か
を

す
る
よ
う
に
は
作
ら
れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
村

上
住
職
は
、
そ
れ
で
は
使
い
勝
手
が
悪
い
…
と

北
の
須
弥
壇
に
仏
様
が
来
る
よ
う
に
改
革
。
結

果
、
お
堂
に
人
が
入
れ
る
寺
の
本
堂
と
し
て
は

四
国
で
も
１
．
２
を
争
う
広
さ
を
有
す
る
本
堂

と
な
っ
た
。  

そ
し
て
昭
和
５７
年
に
い
よ
い
よ
本
堂
が
完
成
。 

昭
和
５８
年
１１
月
に
落
慶
法
要
を
行
っ
た
が
、

翌
月
１７
日
に
茶
室
が
火
事
に
な
っ
た
。
富
士
建

設
、
富
岡
設
計
、
市
の
職
員
、
近
所
の
人
…
大
勢

が
心
配
し
て
駆
け
つ
け
た
。 

「そ
ば
に
あ
る
消
火
器
を
使
っ
て
消
火
に
努
め

た
け
れ
ど
、
火
が
消
え
な
い
う
ち
に
消
化
液
が

無
く
な
っ
た
。
い
よ
い
よ
ダ
メ
か
…
と
思
っ
た
と

き
に
、
消
防
車
が
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
順
調
に
消

火
で
き
て
一
安
心
…
と
思
っ
た
ら
庨
裏
の
屋
根

裏
に
火
が
回
っ
て
い
て
、
気
が
付
く
の
が
遅
か
っ

た
も
の
だ
か
ら
、
屋
根
裏
は
炭
に
な
っ
た
。
虫
が

付
か
な
く
て
良
い
…
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い

け
れ
ど
、
や
は
り
驚
い
た
な
。
（村
上
氏
）」 

本
堂
完
成
に
は
こ
ぎ
つ
け
た
も
の
の
、
平
成
元
年

に
は
智
証
大
師
千
百
年
御
遠
忌
の
法
要
を
控
え

て
い
る
。
続
い
て
客
殿
の
修
復
に
取
り
か
か
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
総
代
と
共
に
“
勧
進
”
に
回
る

日
々
を
、
「今
は
と
て
も
あ
ん
な
こ
と
で
き
な
い
。

若
さ
も
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
。
」と
村
上
住
職
は

振
り
返
る
。
そ
し
て
客
殿
が
完
成
、
無
事
に
智

証
大
師
千
百
年
御
遠
忌
の
法
要
を
盛
大
に

終
え
た
。 

そ
の
後
、
本
堂
新
築
時
に
頭
に
描
い
て

い
た
金
倉
寺
復
興
後
の
姿
を
胸
に
、
３３
年

の
歳
月
を
か
け
て
十
一
面
観
音
を
納
め
た

観
音
堂
の
再
建
（結
果
的
に
は
ほ
ぼ
新
築

と
な
る
）、
訶
利
帝
堂
移
築
・修
理
、
仁
王

門
再
建
、
祖
師
堂
（智
証
大
師
、
神
変
大
菩

薩
〃役
行
者
〄等
）の
改
修
…
と
そ
の
夢
を

実
現
し
て
い
く
。
村
上
住
職
の
半
生
は
、
ま

さ
に
、
名
刹
の
復
興
に
か
け
た
三
十
三
年

間
だ
。 

寺
に
と
っ
て
５０
年
、
１００
年
は
あ
っ
と
い

う
間
。
金
倉
寺
も
、
開
山
以
来
千
二
百
三

十
五
年
を
数
え
る
。 

「八
十
八
ヶ
寺
の
調
査
の
一
環
で
、
金
倉
寺
の

調
査
を
本
年
し
に
来
た
人
が
い
た
が
、
当
寺
に

残
さ
れ
て
い
る
“書
き
物
”の
量
は
圧
倒
的
に
多

い
ら
し
い
。
そ
の
書
き
物
を
見
て
い
た
ら
、
安
政

年
間
に
客
殿
を
建
立
し
た
際
の
こ
と
も
載
っ
て
い

た
。
（村
上
氏
）」 

村
上
法
照
住
職
の
残
し
た
金
倉
寺
の
数
々
の

建
物
と
そ
の
記
録
も
、
１００
年
後
、
２００
年
後
、
…

後
世
に
語
り
継
が
れ
る
金
倉
寺
の
歴
史
の
一
部

と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。  

 
 
 
 
 
 
 

四
国
霊
場
第
７６

番
札
所 

別
格
本
山 

金
倉
寺 

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
一
一
六
〇 

〇
八
七
七
（
六
二
）
〇
八
四
五 

↑古い客殿（左側の建物）の写真      ↑乃木大将に係る様々な資料も残されている。 



 

↑明治34年に作成された絵図。多くの建物が建ち並び松の茂るさまが感じ取れる。 



 

 

 「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
暮
ら
す
。（
５
）【
こ
れ
か
ら
の
季
節
の
楽
し
み
色
々
】 

 

① ツワブキの花 ② クリスマスと冬の干菓子 ③ 季節の和三盆 ④⑤ フユイチゴ ⑥ フユイチゴを寒天菓子に ⑦ 霜の降りた草むら 

⑧ フキノトウ ⑨ 梅がほころぶ ⑩ 満開の梅 ⑪ ボケの花 ⑫ 桃の花 ⑬ 沈丁花 ⑭ 水仙と菜の花  

冬から春に向けてのこの季節は、あちこちで色々な楽しみの見つかる頃。 

きらきらと輝く霜の降りた朝、香りの良い梅や沈丁花の開花、ふきのとうや球根の芽が顔を覗かせる日…。 

その嬉しさを、おすそ分けです。 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ ⑬ ⑭ 



      

 

         

花
あ
る
数
寄
屋
（
５
） 

「
敷
石
」 

わ
た
し
た
ち
が
提
案
し
た
い
の
は
、
依
頼
主
の
美
学
を
反
映
し
た
空
間
。 

品
格
・
調
和
・
色
気
・
遊
び
・
技
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、 

数
寄
屋
の
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

門
か
ら
玄
関
ま
で
、
ま
た
、
庩
の
散
策
用
に
置
か
れ
た
「敷
石
」。 

庩
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
点
景
と
し
て
の
役
割
は
も
ち
ろ
ん
、
歩
く
ひ
と
の

目
線
を
惹
き
つ
け
視
線
を
あ
や
つ
る
の
も
敷
石
の
役
割
と
言
え
ま
す
。 

日
本
の
建
築
や
美
術
に
は
、
書
道
の
楷
書
（真
）・行
書
（行
）・草
書

（草
）の
よ
う
に
、
「真
・行
・草
」の
考
え
方
が
全
般
的
に
見
ら
れ
ま
す

が
、
こ
の
敷
石
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

切
石
（加
工
石
）の
み
を
用
い
て
幾
何
学
的
に
意
匠
し
た
真
体
、
自
然

石
の
み
を
用
い
た
草
体
、
切
石
と
自
然
石
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
行
体
、
と

大
き
く
分
け
て
３
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
ま
す
。 

単
純
な
よ
う
で
す
が
、
た
と
え
ば
瓦
を
埋
め
込
ん
だ
り
、
色
味
の
違

う
石
を
組
み
合
わ
せ
た
り
…
、
個
性
を
出
し
や
す
く
様
々
な
ア
レ
ン
ジ

が
効
く
の
も
、
敷
石
の
魅
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

南
禅
寺
の
敷
石

な
ど
、
古
い
も
の
に
も
ど
こ
か
し
ら
凛
と
し
た
美
し
さ
を
漂
わ
せ
る
も

の
も
多
く
、
興
味
を
持
ち
は
じ
め
る
と
あ
ち
こ
ち
で
素
敵
な
デ
ザ
イ
ン

の
敷
石
に
気
付
き
ま
す
。 

さ
て
、
上
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、
な
ん
だ
か
、
自
分
で
も
デ
ザ
イ
ン

で
き
そ
う
な
気
分
に
な
っ
て
き
ま
せ
ん
か
？ 

お
家
の
デ
ザ
イ
ン
、
お
庩

の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
と
き
、
ぜ
ひ
、
「敷
石
」に
も
注
目
し
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
。 



   

池
泉
の
最
も
奥
ま
っ
た
位
置
（
西
北
端
）
に
、

昔
か
ら
尊
崇
さ
れ
て
い
る
石
投
げ
地
蔵
尊
の
祠
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
付
近
は
、
樹
齢
２
５
０
年
前
後

の
ク
ロ
マ
ツ
の
巨
木
が
最
も
多
く
生
育
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
高
木
の
松
の
下
で
共
生
し
て
い

る
の
が
、
亜
高
木
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
で
あ
り
ま
す
。 

瀬
戸
の
松
籟
に
じ
っ
と
耐
え
抜
き
、
春
の
到
来

を
今
か
今
か
と
待
ち
わ
び
て
い
た
か
の
よ
う
に
、

紅
色
の
大
輪
の
花
弁
を
大
空
に
向
け
て
力
一
杯
開

く
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
。
ま
こ
と
に
『
い
じ
ら
し
い
』
植

物
の
生
命
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
こ
ろ
で
古

来
の
日
本
人
は
春
に
咲
く
木
と
い
う
意
味
で
、
現

在
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
椿
」
と
い
う
和
製

漢
字
を
作
り
出
し
ま
し
た
。 

こ
の
ツ
バ
キ
は
サ
ク
ラ
と
並
ん
で
日
本
を
代
表

す
る
生
粋
の
日
本
原
産
の
樹
木
で
、
万
葉
集
に
数

多
く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
の
ツ
バ
キ
の

種
類
は
殆
ど
が
野
生
種
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
で
あ
り
ま

し
た
。 

            

           

こ
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
は
本
州
・
四
国
・
九
州
（
特

に
西
日
本
の
温
暖
地
帯
）
の
海
岸
沿
い
の
照
葉
樹

林
に
多
く
自
生
し
て
い
ま
す
。 

な
お
ツ
バ
キ
の
名
前
の
由
来
は
、
葉
が
厚
く
て

艶
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
厚
葉
木
」「
艶
葉
木
」
が

訛
っ
て
ツ
バ
キ
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

巨
勢
山
の 

つ
ら
つ
ら
椿 

つ
ら
つ
ら
に 

見
つ
つ
思
は
な 

巨
勢
の
春
野
を 
 

（
万
葉
集
巻
一
―
五
四 

坂
門
人
足
） 

巨
勢
山
の
沢
山
の
椿
よ
。
今
は
ま
だ
秋
景
色
だ
が
、 

心
ゆ
く
ま
で
楽
し
み
た
い
も
の
だ
。
一
斉
に
椿
の 

花
の
咲
い
た
美
し
い
巨
勢
の
春
野
の
さ
ま
を
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
長
岡 

公
） 

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
５
）
ヤ
ブ
ツ
バ
キ 
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【
編
集
後
記
】 

富
士
建
設
の
こ
と
を
も
っ
と
好
き
に
な
っ

て
ほ
し
い
、
建
設
業
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い
…
と

始
め
た
こ
の
通
信
も
、
早
一
年
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
４
つ
の

『
物
語
の
あ
る
建
築
』
を
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た

か
？
建
築
主
の
皆
さ
ま
の
熱
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
良
い
ナ
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
、
皆
さ
ま
の
夢
や
歴
史
の
お
話

を
う
か
が
え
て
、
と
て
も
幸
せ
な
一
年
で
し
た
。 

お
客
さ
ま
に
ベ
ス
ト
の
品
質
、
価
格
を
ご
提
案
す
る
。
そ
れ
は 

建
設
会
社
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。
で
も
そ
の
上
で
、
お
互
い
に
、

「
あ
な
た
と
一
緒
に
お
仕
事
が
し
た
い
。
だ
っ
て
、
信
頼
し
て
い
る

し
、
好
き
だ
か
ら
。」
と
大
切
に
思
い
合
っ
て
お
仕
事
に
臨
み
た
い
。 

…
ワ
ガ
マ
マ
な
よ
う
で
す
が
、
私
は
、
い
つ
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
っ
て
、
大
好
き
な
人
が
夢
を
叶
え
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
な
ら
応

援
し
た
い
し
、
信
頼
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
一
緒
に
何
か
を
し
た
い
。

そ
の
気
持
ち
は
、
当
た
り
前
の
も
の
で
す
よ
ね
？ 

そ
の
想
い
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
お
仕
事
を
さ
ら
に
大
切
な
幸
せ
な

も
の
へ
と
変
え
て
い
く
ん
だ
と
、
信
じ
て
い
ま
す
。 

大
好
き
な
相
手
の
た
め
、「
自
分
を
信
じ
て
く
れ
る
誰
か
の
た
め
」

な
ら
、
人
間
は
も
の
す
ご
く
が
ん
ば
れ
る
！ 

「
好
き
」
は
、
ど
ん
な
と
き
で
も
、
魔
法
の
こ
と
ば
で
す
ネ
。 

か
さ
ね
の
色
（
５
） 

「
雪
の
下
」 

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

表：白／裏：紅梅 

着用時期は冬。 

「雪の下紅梅」と言われ、 

雪に埋もれた紅梅の 

花を表した色目。 

室町時代に生まれたとされる。 

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
…
。 

 

【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 

 


