
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 
 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た
（
７
） 

 

【
星
に
願
い
を
込
め
て
／
七
夕
祭
り
】 

中
津
万
象
園 

「

花
の
歳
時
記
」
（
７
）
美
松
（
う
つ
く
し
ま
つ
） 

 

か
さ
ね
の
色
（
７
）
「
紫
苑
」 

 物
語
の
あ
る

建
築

（
７
） 

「
き
な
子
～
見
習
い
警
察
犬
の
物
語
～

ロ
ケ
セ
ッ
ト
」 

 

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

平成２２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
。 

表紙写真：７月になると、多度津町のブドウ園ではデラウェアが鈴なりに 

第
７
号 

二
〇
一
一
年
の 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
、 

「江 

～
姫
た
ち
の
戦
国
～

」（
上
野
樹
里
さ
ん
主
演
）
決
定
！ 

 
 

こ
の
『江
姫
』、 

中
津
万
象
園
と
も
ご
縁
が
あ
る
っ
て
、
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？ 



                

平
成
21
年
８
月
20
日
。 

当
社
の
営
業
担
当
者
よ
り
、
施
工
を
担
当
す

る
坂
田
へ
、
あ
る
案
件
の
概
算
見
積
書
と
図
面

が
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
小
林
組
「き
な
子
が
行

く
！
」の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
設
置
工
事
で
あ
る
。 

工
期
は
わ
ず
か
に
、
約
二
〇
日
間
。
そ
の
間

に
、
番
場
警
察
犬
訓
練
所
の
犬
舎
・小
屋
・事
務

所
棟
・母
屋
の
建
物
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
予
算
も
厳
し
い
が
、
そ
れ
以
上
に
工
期

が
厳
し
い
。 

ま
た
、
何
よ
り
も
、
通
常
の
建
築
物
と
、
ロ
ケ

セ
ッ
ト
と
で
は
建
物
の
出
来
映
え
、
品
質
に
求
め 

            

    

る
も
の
が
全
く
違
う
。
つ
ま
り
「建
設
業
の
プ
ロ
」 

と
し
て
こ
れ
ま
で
経
験
を
積
ん
で
き
た
監
督
に

と
っ
て
、
相
手
の
求
め
る
仕
上
が
り
と
、
建
設
業

界
の
「
常
識
」に
は
、
ど
う
し
て
も
相
容
れ
な
い

感
覚
的
な
差
が
生
じ
て
し
ま
う
。
普
通
の
工
事

と
は
商
慣
習
の
違
い
も
あ
る
。 

 

ロ
ケ
地
は
、
荘
内
半
島
の
「箱
」地
区
。
詫
間
町

役
場
な
ど
町
の
中
心
部
か
ら
は
、
車
で
二
十
分

程
か
か
る
、
長
閑
で
風
光
明
媚
な
場
所
だ
。
楽

し
み
と
共
に
丌
安
な
思
い
も
抱
え
つ
つ
、
当
社
に

と
っ
て
初
め
て
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
建
築
が
始
ま
っ
た
。 

   

   

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
。 

「
き
な
子 

～
見
習
い
警
察
犬
の
物
語
～ 

ロ
ケ
セ
ッ
ト
製
作
」 

香
川
県
西
部
、
県
内
一
の
面
積
を
誇
る
三
豊
市
。 

私
た
ち
富
士
建
設
株
式
会
社
（本
社
）は
、
こ
の
三
豊
市
の
詫
間
町
に
あ
る
。 

美
し
い
自
然
を
有
す
る
三
豊
市
だ
が
、
中
で
も
荘
内
半
島
は
海
と
夕
日
で
知
ら
れ
、  

詫
間
町
随
一
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。 

そ
の
荘
内
半
島
の
美
し
い
風
景
の
な
か
で
撮
影
さ
れ
た
映
画
が
、
今
夏
一
般
公
開
さ
れ
る
。 

「き
な
子
～
見
習
い
警
察
犬
の
物
語
～
」と
い
う
作
品
で
あ
る
。 

香
川
県
で
は
知
ら
な
い
人
の
い
な
い
、
実
在
す
る
人
気
見
習
い
警
察
犬
の
【き
な
こ
】。 

彼
女
を
モ
デ
ル
に
昨
年
撮
影
さ
れ
た
こ
の
映
画
の
制
作
に
あ
た
り
、 

当
社
は
、
「ロ
ケ
セ
ッ
ト
」建
設
を
担
当
す
る
縁
に
恵
ま
れ
た
。 

初
め
て
取
り
組
ん
だ
「ロ
ケ
セ
ッ
ト
」製
作
。
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
【物
語
】を
、 

施
工
の
指
揮
を
執
っ
た
当
社
誯
長
・坂
田
憲
生
の
日
誌
に
基
づ
き
、
ご
紹
介
し
た
い
。 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
７
） 

 

施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社
（
平
成
21
年
度
） 

（※公開された題名は「きな子～見習い警察犬の物語～」であるが、工事中は仮題として「きな子が行く！」と付けられていた。 

その題名に馴染みがあるため、今回の『物語のある建築』では、仮題の「きな子が行く！」を使用した。） 

 

↓ロケ地全景。 



***

以
下
、
坂
田
の
日
誌
よ
り******* 

 

【平
成
21
年
８
月
20
日
】 

詫
間
町
本
社
に
て 

着
工
前
打
ち
合
わ
せ 

 

共
同
テ
レ
ビ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
竹
内
氏
、
吉
岡

氏
と
、
美
術
担
当
の
瀬
下
氏
、
禪
洲
氏
が
詫
間

町
の
当
社
へ
来
社
。
初
め
て
の
顔
合
わ
せ
、
着
工

前
の
打
合
せ
を
行
う
。
共
同
テ
レ
ビ
か
ら
渡
さ

れ
た
設
計
図
は
、
方
眼
紙
に
描
か
れ
、
寸
法
表

示
は
「尺
」で
あ
る
。 

現
場
で
は
未
だ
尺
に
よ
る
寸
法
が
使
わ
れ
る
こ

と
も
多
い
と
は
い
え
、
設
計
図
は
メ
ー
ト
ル
法
の

表
記
が
ほ
と
ん
ど
。
そ
れ
に
慣
れ
た
人
間
に
と
っ

て
、
「尺
」表
記
の
設
計
図
は
新
鮮
だ
。 

工
期
も
短
い
。
早
速
段
取
り
に
入
る
。 

 【平
成
21
年
８
月
21
日
】 

現
地
の
草
刈
開
始
。 

 

現
地
の
草
刈
り
を
開
始
す
る
。 

 

【平
成
21
年
８
月
22
日
】 

現
地
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
再
確
認 

 

「き
な
子
が
行
く
！
」の
監
督
、
小
林
氏
と
助

監
督
が
箱
の
ロ
ケ
地
へ
や
っ
て
き
た
。
再
度
ロ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
確
認
を
行
う
。 

二
人
は
ラ
フ
な
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
で
、
犬
舎
予
定
地

に
あ
る
楠
に
登
り
始
め
た
。
大
き
く
立
派
な
楠

だ
が
、
現
在
の
配
置
図
で
は
、
こ
の
木
は
伐
採
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
旨
を
説
明
す
る
と
、

「こ
の
木
は
残
し
ま
し
ょ
う
」と
変
更
の
指
示
が
。

犬
舎
の
配
置
を
変
え
、
現
場
を
進
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。 

実
は
こ
の
３
本
の
楠
は
、
地
元
・箱
小
学
校
の

卒
業
生
が
記
念
に
植
樹
を
し
た
も
の
。
子
ど
も

た
ち
の
思
い
の
こ
も
っ
た
楠
を
伐
ら
ず
に
映
画
に

活
か
す
こ
と
が
出
来
て
、
嬉
し
い
。 

そ
し
て
ま
た
、
箱
小
学
校
側
に
鬱
蒼
と
繁
っ

て
い
た
草
む
ら
を
「バ
ッ
サ
リ
刈
っ
て
下
さ
い
」と

の
指
示
も
。  

こ
の
草
刈
り
を
終
え
る
と
瀬
戸
内
海
が
一
望

出
来
る
よ
う
に
な
り
、
粟
島
・本
島
・広
島
等
の

島
並
み
が
素
晴
ら
し
い
。
そ
の
景
色
の
美
し
さ
に

あ
ら
た
め
て
感
動
し
た
。 

 

【こ
の
日
よ
り
現
場
は
ス
タ
ー
ト
。
】 

 

映
画
撮
影
の
ロ
ケ
開
始
ま
で
約
20
日
間
程
度
、

９
月
11
日
ま
で
に
完
成
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と

な
る
。 

 

【平
成
21
年
８
月
24
日
】 

事
務
所
棟
の
基
礎
工
事
を
開
始
。 

 

事
務
所
棟
の
基
礎
工
事
を
開
始
す
る
。 

い
よ
い
よ
本
格
的
な
ス
タ
ー
ト
だ
。 

 

【平
成
21
年
８
月
27
日
】 

事
務
所
棟 

木
材
の
建
て
方
開
始
。 

 

今
日
よ
り
事
務
所
棟
の
建
て
方
を
開
始
す
る
。

（建
て
方
と
は
建
物
の
骨
組
み
を
組
む
工
事
） 

今
回
は
厳
し
い
工
期
で
段
取
り
が
「命
」だ
。 

地
元
詫
間
の
喜
田
建
材
の
大
工
が
６
．
７
人

と
集
ま
り
、
見
て
い
る
内
に
あ
っ
と
い
う
間
に
完

成
に
向
か
っ
て
い
く
。
結
果
、
５
日
間
程
度
で
造

作
工
事
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
。 

今
回
の
大
工
の
親
方
は
、
地
元
・香
田
（ロ
ケ

地
の
あ
る
荘
内
半
島
の
一
地
区
。
香
川
高
専
の

あ
る
辺
り
）の
山
下
さ
ん
。
こ
の
山
下
さ
ん
の
指

揮
に
よ
り
、
効
率
よ
く
仕
事
を
終
え
た
。
彼
は

一
級
建
築
士
の
資
格
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
が
、

素
晴
ら
し
く
良
い
大
工
さ
ん
だ
っ
た
。 

 

【平
成
21
年
８
月
29
日
】 

犬
舎
棟 

木
材
の
建
て
方
開
始
。 

 

基
礎
工
事
も
ま
だ
出
来
な
い
内
か
ら
、
地
元

の
喜
田
木
材
か
ら
プ
レ
カ
ッ
ト
材
（現
場
で
材
木

に
刻
み
を
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
工
場
で
機
械

に
よ
り
刻
み
を
入
れ
た
材
木
の
こ
と
。
）の
搬
入

が
あ
る
。
「大
工
が
遊
ば
な
い
よ
う
に
」（材
料
が

な
い
せ
い
で
大
工
が
仕
事
に
か
か
る
こ
と
が
出

来
ず
、
無
駄
な
タ
イ
ム
ラ
グ
が
発
生
す
る
こ
と
）

と
の
心
配
り
だ
。 

こ
の
あ
と
も
毎
日
の
よ
う
に
、
時
に
は
１
日
２

回
も
喜
田
社
長
自
ら
が
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
、

現
場
ま
で
木
材
を
運
搬
し
て
く
れ
た
。
本
当
に

あ
り
が
た
い
。 

 【平
成
21
年
８
月
29
日
】 

母
屋 

鉄
骨
工
事
を
開
始
。 

 

母
屋
の
鉄
骨
工
事
を
開
始
す
る
。
た
か
ぎ
鉄
工

が
担
当
し
、
こ
れ
も
み
る
み
る
う
ち
に
一
日
で

完
成
し
た
。 

さ
と
す 

↑楠の周りの草を刈る。 



【８
月
末
よ
り
美
術
の
禪
洲
氏
が
現
場
に
常
駐

と
な
る
。
】 

 

８
月
末
よ
り
常
駐
し
、
指
示
を
細
か
く
出
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
美
術
の
禪
洲
さ
ん
。 

繰
り
返
し
言
わ
れ
た
の
が
、
「綺
麗
す
ぎ
る
工
事

を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
」と
い
う
言
葉
だ
。 

「綺
麗
す
ぎ
る
工
事
は
い
ら
な
い
」。
…
つ
ま

り
、
通
常
建
物
を
つ
く
る
と
き
に
心
が
け
る
美

し
い
出
来
映
え
、
精
確
な
品
質
は
丌
要
、
む
し

ろ
迷
惑
だ
と
い
う
意
味
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
今
回
の

建
物
は
「映
画
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
」。
求
め
ら
れ
て
い

る
の
は
新
品
の
ピ
カ
ピ
カ
し
た
建
物
で
は
な
く
、

長
い
年
月
に
よ
る
風
化
・劣
化
を
感
じ
さ
せ
る

建
物
な
の
だ
。 

と
は
い
え
、
当
社
は
「建
設
業
者
」。
そ
う
い
っ

た
“綺
麗
で
は
な
い
”出
来
映
え
に
す
る
…
い
や

む
し
ろ
「そ
ん
な
出
来
映
え
で
良
い
」こ
と
自
体

が
、
な
か
な
か
馴
染
み
に
く
い
。
長
い
年
月
現
場

の
監
督
と
し
て
携
わ
っ
て
き
た
な
か
で
も
、
初
め

て
の
体
験
だ
。 

戸
惑
い
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
木
工
事
も
喜

田
建
材
の
大
工
を
中
心
に
、
ど
ん
ど
ん
順
序
よ

く
進
み
、
結
果
的
に
は
ゆ
と
り
を
も
っ
て
建
築

工
事
を
終
了
し
た
。 

 
【平
成
21
年
９
月
７
日
】 

完
成
し
た
建
物
の
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
開
始
。 

 

建
物
が
完
成
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
い
よ
い

よ
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
る
。  

 

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
聞
け
ば
美
し
く
飾
る
イ
メ

ー
ジ
が
あ
る
が
、
今
回
は
反
対
。
“い
か
に
そ
れ

ら
し
く
汚
す
か
”が
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。 

ま
ず
、
塗
装
か
ら
開
始
と
な
る
。 

塗
装
業
者
の
岡
田
塗
装
（同
じ
く
地
元
詫
間

出
身
）が
綺
麗
に
仕
上
げ
た
ペ
ン
キ
塗
装
を
、
東

京
か
ら
や
っ
て
き
た
職
人
さ
ん
が
、
翌
日
か
ら

早
速
“汚
し
て
”い
く
。 

普
通
な
ら
綺
麗
に
仕
上
げ
る
の
が
建
築
の
仕

事
だ
が
、
こ
の
ペ
ン
キ
職
人
は
“汚
す
”の
が
仕
事
。

白
木
の
柱
や
梁
の
木
材
に
も
、
薄
い
グ
レ
イ
色
の

塗
料
を
何
度
も
何
度
も
吹
き
付
け
、
経
年
に
よ

り
劣
化
し
た
風
合
い
を
出
し
て
い
く
。
そ
の
様
子

は
ま
さ
に
“プ
ロ
”の
仕
事
で
あ
る
。 

犬
舎
の
屋
根
も
、
清
和
板
金
工
業
が
綺
麗
に

仕
上
げ
た
も
の
を
、
錆
び
た
感
じ
を
出
す
為
に

“錆
色
”を
ブ
ツ
ブ
ツ
と
し
た
質
感
と
な
る
よ
う

に
吹
き
付
け
て
い
く
。
外
側
の
錆
び
た
感
じ
は

や
や
大
げ
さ
に
、
内
側
は
抑
え
気
味
に
。 

ま
さ
に
芸
術
と
も
言
え
る
職
人
技
だ
が
、

「せ
っ
か
く
綺
麗
に
仕
上
げ
た
も
の
を
…
」と
い

う
複
雑
な
思
い
も
、
協
力
業
者
の
胸
の
中
に
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
こ
ん

な
こ
と
は
初
め
て
の
経
験
！ 

犬
舎
の
外
側
に
貼
ら
れ
た
杉
板
に
も
、
美
術

ス
タ
ッ
フ
の
方
々
の
細
か
な
苦
労
の
跡
が
あ
る
。

近
距
離
で
撮
影
で
き
る
よ
う
、
外
壁
が
丸
ご
と

取
り
外
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
構
造
の
他
、
杉
板

を
ま
る
で
犬
た
ち
が
爪
や
歯
で
引
っ
掻
い
た
か
の

よ
う
に
見
え
る
よ
う
、
ノ
コ
ギ
リ
の
刃
先
を
立

て
て
、
と
き
に
は
人
間
の
手
で
ガ
リ
ガ
リ
と
加

工
し
て
い
く
の
だ
。 

柱
、
開
口
部
の
木
枠
も
、
斧
で
丸
み
を
と
っ
た

り
、
傷
を
付
け
た
り
…
と
細
工
は
限
り
な
い
。 

「
そ
こ
ま
で
細
か
く
映
像
で
分
か
る
の
で
す

か
？
」と
美
術
の
禪
洲
さ
ん
に
尋
ね
る
と
、
「当

然
」と
言
わ
ん
ば
か
り
な
答
え
。 

臨
場
感
を
出
す
た
め
の
プ
ロ
の
こ
だ
わ
り
に

は
脱
帽
で
あ
る
。 

 【平
成
21
年
９
月
11
日 

完
成
】 

 

二
〇
日
程
度
の
工
期
で
複
数
の
建
物
…
と
聞

き
、
突
貫
工
事
を
覚
悟
し
た
が
、
現
実
に
は
協

力
業
者
を
始
め
皆
さ
ま
の
協
力
で
ス
ム
ー
ズ
に

進
み
、
ま
た
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
ロ
ケ
の
ク
ラ
ン

ク
イ
ン
に
楽
々
間
に
合
っ
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
期
間
中
、
毎
日
、
共
同
テ
レ
ビ
の

担
当
者
の
方
よ
り
飲
み
物
と
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

の
差
入
を
い
た
だ
い
た
。 

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
も
な
い
ロ
ケ
地
周
辺
、
暑
い
最

錆のデコレーションの施された 犬舎 



中
の
工
事
で
の
こ
の
気
づ
か
い
は
、
本
当
に
あ
り

が
た
か
っ
た
。
改
め
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上

げ
た
い
。 

 

最
後
に
、
工
事
の
中
で
知
っ
た
、
「映
画
撮
影
の

裏
話
」で
面
白
か
っ
た
こ
と
を
ご
紹
介
。 

 ■
子
犬
の
色
は
・・・？ 

 

ロ
ケ
開
始
後
、
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ナ
ー
の
宮
忠
臣

さ
ん
を
紹
介
さ
れ
た
。
犬
の
登
場
す
る
映
画
に

は
ほ
と
ん
ど
係
わ
っ
て
い
る
、
一
流
の
ド
ッ
グ
ト

レ
ー
ナ
ー
さ
ん
で
あ
る
。
撮
影
の
合
間
に
子
犬

に
何
か
を
塗
っ
て
い
る
の
で
聞
い
て
み
る
と
…
。

「き
な
子
の
毛
色
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
き
な

粉
色
の
顔
料
を
刷
毛
で
塗
っ
て
い
る
」と
の
こ
と
。

な
る
ほ
ど
！ 

 

■
美
術
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
の
話 

東
北
出
身
の
方
が
多
い
と
い
う
美
術
ス
タ
ッ

フ
の
皆
さ
ん
。
ロ
ケ
の
た
め
の
大
道
具
・小
道
具

な
ど
備
品
の
多
さ
に
は
驚
い
た
。
電
気
製
品
か

ら
梅
干
し
・梅
酒
ま
で
、
日
常
の
生
活
感
を
出

す
た
め
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
揃
っ
て
い

た
。
外
で
の
撮
影
も
、
春
に
は
菜
の
花
、
夏
に
は

向
日
葵
と
季
節
の
花
（造
花
）を
畑
に
植
え
、
家

庭
菜
園
に
も
ス
タ
ッ
フ
で
野
菜
を
植
え
る
。
そ

の
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
楽
し

も
う
と
す
る
姿
勢
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
レ
オ
マ
で
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
設
置
、
財
田

町
、
丸
亀
市
で
の
撮
影
の
た
め
の
仮
設
ト
イ
レ
な

ど
の
手
配
も
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
無
事
に
ク
ラ
ン

ク
イ
ン
。 

…
こ
う
し
て
初
め
て
の
体
験
、
「ロ
ケ
セ
ッ
ト
」建

設
工
事
は
終
了
し
た
。 

****

以
上 

坂
田
の
日
誌
よ
り******* 

 

こ
の
、
当
社
に
と
っ
て
初
め
て
の
“ロ
ケ
セ
ッ
ト

製
作
”と
い
う
工
事
。 

陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
坂
田
は
、
「ロ
ケ
セ
ッ
ト

建
設
現
場
に
最
前
線
で
係
わ
り
、
人
生
初
の

様
々
な
体
験
が
で
き
た
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り

が
た
い
こ
と
で
し
た
。
【き
な
子
が
行
く
！
】が

盛
大
に
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
共
に
、

こ
の
映
画
が
、
香
川
県
、
ま
た
三
豊
市
の
観
光
発

展
に
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
と
心
か
ら
思
っ
て
い
ま

す
。
」と
語
る
。  

 
 

ロ
ケ
セ
ッ
ト
が
完
成
し
た
時
に
は
、
当
社
の
女

子
社
員
も
楽
し
み
に
ロ
ケ
地
を
見
学
に
行
っ
た
。

や
は
り
今
回
の
工
事
は
、
心
の
ど
こ
か
が
ワ
ク
ワ

ク
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
建
築
だ
っ
た
の
だ
。 

 

今
、
三
豊
市
で
は
「き
な
子
パ
ー
ク
」と
し
て
、

箱
の
ロ
ケ
地
を
公
園
と
し
て
保
存
し
よ
う
、
と
い

う
動
き
が
あ
る
。 

初
め
て
の
経
験
に
戸
惑
い
つ
つ
、
ま
る
で
学
園

祭
の
よ
う
に
一
気
に
仕
上
げ
た
こ
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
。

こ
こ
に
は
ロ
ケ
に
係
わ
っ
た
役
者
や
ス
タ
ッ
フ
の

方
々
の
み
な
ら
ず
、
協
力
業
者
、
炊
き
出
し
な

ど
で
活
躍
し
た
地
元
の
人
、
三
豊
市
商
工
会
の

皆
さ
ま
な
ど
、
関
係
者
の
思
い
が
い
っ
ぱ
い
に
詰

ま
っ
て
い
る
。 

高
齢
化
の
進
む
詫
間
町
、
と
り
わ
け
荘
内
半

島
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
香
川
県
民
の
皆
に
愛
さ

れ
心
を
和
ま
せ
た
「き
な
こ
」に
因
ん
で
、
こ
れ

か
ら
も
末
長
く
子
ど
も
た
ち
の
声
の
響
く
、
ま

た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
里
帰
り
し

た
孫
を
連
れ
て
ひ
と
と
き
を
遍
ご
せ
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
場
所
と
し
て
こ
の
ロ
ケ
地
が
親
し
ま
れ

て
い
っ
て
ほ
し
い
・・・と
心
か
ら
思
う
。  

 
 
 

 

 

     

今
回
ご
協
力
い
た
だ
い
た
業
者
の
皆
さ
ま 

 

◆
基
礎
工
事 

㈱
春
瀬
建
設
工
業 

◆
木
工
事 

 

㈱
喜
田
建
材
・喜
田
木
材
㈱ 

◆
屋
根
工
事 

㈱
日
新
建
工
・㈲
清
和
板
金
工
業 

◆
鉄
骨
工
事 

た
か
ぎ
鉄
工
㈲ 

◆
金
属
工
事 

㈱
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク 

◆
塗
装
工
事 

岡
田
塗
装 

◆
内
装
工
事 

近
石
内
装 

真
鍋
畳
装
飾 

◆
そ
の
他 

 

㈱
レ
ン
タ
ル
の
ニ
ッ
ケ
ン 

㈱
三
共 

㈱
山
地
緑
化
セ
ン
タ
ー 

㈱
四
電
工 

 

※
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

【ロケ地案内図】 

作成／森 仁美 



 

【星
に
願
い
を
込
め
て
／
七
夕
祭
り
】 

 

毎
年
七
月
に
入
る
頃
、
商
店
街
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
に
も
飾
ら
れ
る

色
と
り
ど
り
の
七
夕
飾
り
。
笹
竹
に
折
紙
で
作
っ
た
飾
り
や
短
冊
を

吊
る
し
、
願
い
が
叶
う
よ
う
に
と
お
祈
り
し
ま
す
が
、
一
体
い
つ
頃

か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

七
夕
と
は
、
五
節
句
の
一
つ
で
、
旧
暦
七
月
七
日
の
夜
に
行
う
星

祭
り
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
源
流
は
、
日
本
古
来
の
「棚
機
つ
女
（た
な

ば
た
つ
め
）」の
伝
承
に
、
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
「星
祭
伝

説
」【日
本
で
も
有
名
な
、
牽
牛
星
（け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い
）・織
女
星
（し

ょ
く
じ
ょ
せ
い
）の
二
つ
の
星
が
天
の
川
を
渡
っ
て
、
一
年
に
一
度
の
逢

瀬
を
楽
し
む
と
い
う
伝
説
】と
「乞
巧
奠
（き
っ
こ
う
で
ん
）」の
行
事
が

結
び
つ
い
て
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

◆
棚
機
つ
女
（た
な
ば
た
つ
め
）の
伝
承
◆ 

古
来
よ
り
日
本
で
は
、
機
で
布
を
織
り
、
税
と
し
て
納
め
た
り
、
先

祖
の
霊
に
さ
さ
げ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
棚
の
構
え
の
あ
る
機
を
棚

機
（た
な
ば
た
）と
い
い
、
そ
の
機
で
布
を
織
る
女
性
の
こ
と
を
棚
機
つ

女
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。 

旧
暦
の
七
月
七
日
頃
は
、
稲
の
開
花
期
に
あ
た
り
、
水
害
な
ど
が

心
配
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
水
辺
の
機
屋
で
、
棚
機
つ

女
た
ち
が
先
祖
に
さ
さ
げ
る
御
衣
を
織
り
上
げ
、
稲
の
収
穫
の
無
事

を
祈
っ
た
そ
う
で
す
。 

 ◆
乞
巧
奠
（き
っ
こ
う
で
ん
）◆ 

乞
巧
奠
と
は
、
『巧
み
を
乞
う
奠
（ま
つ
り
）』で
、
奈
良
時
代
に
宮

廷
や
貴
族
の
間
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
盛
ん
に
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
初

は
、
特
に
女
子
の
裁
縫
の
上
達
を
願
い
、
織
女
星
を
祭
っ
て
い
ま
し
た

が
、
次
第
に
機
織
り
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
針
仕
事
、
歌
舞
や
音
楽

な
ど
の
芸
事
、
そ
し
て
詩
歌
や
文
字
の
上
達
を
願
う
行
事
へ
と
発
展

し
て
い
き
ま
し
た
。 

江
戸
時
代
に
な
る
と
幕
府
の
式
日
に
定
め
ら
れ
、
武
家
に
も
定
着

し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
代
、
寺
子
屋
教
育
の
影
響

に
よ
っ
て
、
手
習
い
事
の
上
達
を
願
う
人
々
が
増
え
、
誮
も
が
星
に
上

達
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
は
お
盆
や
豊
作
祈
願
な

ど
と
も
結
び
つ
き
、
各
地
様
々
な
風
土
に
合
わ
せ
た
七
夕
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

現
在
の
七
夕
は
夏
の
行
事
で
す
が
、
旧
暦
の
七
月
七
日
は
ほ
と
ん

ど
立
秋
以
降
と
な
る
た
め
、
古
来
の
七
夕
は
秋
の
季
語
で
し
た
。
現

在
使
わ
れ
て
い
る
新
暦
の
七
月
七
日
は
、
多
く
の
地
域
で
梅
雨
の
最

中
な
の
で
、
雨
の
日
が
多
く
、
七
夕
に
は
つ
き
も
の
の
天
の
川
が
見
え

な
い
と
い
う
こ
と
も
。 

せ
っ
か
く
七
夕
祭
り
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
晴
れ
た
日
に
行
い
た
い

で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
方
に
は
旧
暦
の
七
月
七
日
に
行
う
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。
く
わ
え
て
、
旧
暦
の
七
夕
の
日
は
毎
年
必
ず
上
弦
の
月

と
な
る
こ
と
か
ら
、
月
明
か
り
の
影
響
も
受
け
に
く
い
の
で
、
天
の
川

が
見
え
や
す
い
と
い
う
条
件
も
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
七
夕
祭
り
を
楽

し
ん
だ
後
、
町
の
明
か
り
か
ら
少
し
離
れ
た
で
き
る
だ
け
標
高
の
高

い
所
で
、
天
の
川
に
願
い
を
込
め
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？ 

ち
な
み
に
今
年
の
旧
暦
七
月
七
日
は
、

新
暦
八
月
十
六
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

 【七
夕
飾
り
の
い
ろ
い
ろ
】 

 

小
さ
い
頃
、
折
り
紙
を
折
っ
た
り
切
っ
た

り
と
、
七
夕
飾
り
を
夢
中
で
作
っ
て
い
た
記

憶
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
笹
竹
に
吊
る
す
短

冊
に
は
願
い
事
を
書
き
ま
す
が
、
そ
の
他

の
飾
り
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
飾
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
深
い

意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

              

七
夕
飾
り
に
は
た
く
さ
ん
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
飾
り
を
作
っ
て
出
た
紙
く
ず
を
、
く
ず
か
ご
の
飾
り
の
中
に
入
れ

て
し
ま
う
と
い
う
も
の
に
は
、
く
ず
か
ご
に
込
め
ら
れ
た
意
味
、
願
い

が
そ
の
ま
ま
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

折
り
紙
な
ど
の
飾
り
は
、
つ
け
れ
ば
つ
け
る
ほ
ど
縁
起
が
い
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
笹
の
多
い
竹
を
選
び
、
ぜ
ひ
た
く
さ
ん
飾
っ
て
み
て

下
さ
い
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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
。（
７
） 

◆
七
夕
飾
り
◆

詩
歌
や

「
七
夕

」
「
天
の
川

」
な
ど
と
書
い
て

、
歌
や

書
の
上
達
を
願
う

。
短
冊
の
色

（
五
色

）
は
中
国
の
五

行
説
に
由
来

。

昔
の
織
り
糸
を
垂
ら
し
た
形
を
表
現

。
機
織
や
技
芸
の

上
達
を
願

っ
た

。
五
色
の
織
り
糸
が
原
点
で
あ
る

。

裁
縫
が
上
達
し

、
着
る
も
の
に
困
ら
な
く
な
る

。

ま
た

、
病
や
災
い
を
人
形
に
移
す
と
い
う
意
味
も
あ

り

、
笹
竹
の
一
番
先
端
に
吊
る
す
習
わ
し
が
あ
る

。

七
夕
飾
り
を
作

っ
て
出
た
紙
く
ず
を
中
に
入
れ
て
下

げ

、
清
潔
と
節
約

、
物
を
粗
末
に
し
な
い
よ
う
に
と
の

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

。

富
貴
を
願
い
な
が
ら

、
節
約

、
貯
蓄
の
心
を
養
う
こ
と

を
願

っ
て
飾
る

。
折
り
紙
で
折
る
ほ
か

、
本
物
の
財
布

を
下
げ
る
こ
と
も
あ
る

。

豊
年
豊
作
大
漁
の
願
い
を
込
め
て
飾
る

。
今
年
の
幸
運

を
寄
せ
集
め
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る

。

延
命
長
寿
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

。
か
つ
て
は
一

家
の
最
年
長
者
の
年
の
数
だ
け
折

っ
て
吊
る
し
て
い

た

。

千
羽
鶴

巾
着

網
飾
り
・
投
網

く
ず
か
ご

短
冊

紙
衣

吹
き
流
し



        

二
〇
一
一
年
の 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
、 

「江 

～
姫
た
ち
の
戦
国
～
」（上
野
樹
里
さ
ん
主
演
）

が
決
定
！ 

 
 
 
 

こ
の
『江
姫
』、
ち
ょ
っ
と
だ
け
？

中
津
万
象
園
と
も
ご
縁
が
あ
る
っ
て
、
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？ 

歴
史
に
名
高
い
三
姉
妹 

～
茶
々
・お
初
・お
江
～ 

『女
運
の
良
い
』、
京
極
高
次
候
？ 

丸
亀
藩
、
中
津
万
象
園
と
は
ど
ん
な
関
係
な
の
？ 

お
初
は
、
『世
渡
り
上
手
』？ 

茶
々
、
お
初
、
お
江
。
彼
女
た
ち
は
、
父
・
浅
井
長
政
、
母
・
お
市
の
方

（織
田
信
長
の
妹
）の
間
に
生
ま
れ
た
三
姉
妹
で
す
。 

茶
々
は
豊
臣
秀
吉
の
側
室
（
淀
君
）
と
な
り
、
お
初
は
京
極
高
次
へ
嫁

ぎ
、
そ
し
て
ド
ラ
マ
の
主
人
公
・お
江
は
、
佐
治
一
成
、
羽
柴
秀
勝
（秀
吉

の
甥
）、
徳
川
秀
忠
（徳
川
家
康
の
子
。
二
代
目
将
軍
）と
三
度
の
結
婚
を

し
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
歴
史
を
動
か
す
結
婚
を
し
た
三
姉
妹
。
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
お
初
は
、
お
江
の
子
を
養
女
に
も
ら
い
う
け
ま
す
が
、
や
が
て
、

茶
々
と
お
江
は
天
下
の
座
を
め
ぐ
っ
て
敵
対
す
る
立
場
に
・・・。 

お
江
の
姉
、
お
初
の
嫁
い
だ
相
手
が
、
「京
極
高
次
」。 

一
説
に
よ
る
と
大
変
な
美
男
子
で
、
姉
の
茶
々
も
当
初
憧
れ
て
い
た
相
手
だ
と 

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

も
と
も
と
京
極
家
は
近
江
源
氏
佐
々
木
氏
の
流
れ
を
汲
む
名
家
で
す
が
、
次
第
に
衰
微
。 

味
方
し
従
っ
た
相
手
（
織
田
信
長
→
明
智
光
秀
→
柴
田
勝
家
）
が
次
々
に
滅
ぼ
さ
れ
る
な
ど
、

鬱
々
と
し
た
時
代
も
経
ま
す
。
し
か
し
、
高
次
の
妹
・竜
子
の
美
貌
が
秀
吉
の
目
に
留
ま
り
、
側
室

（松
の
丸
殿
）に
な
っ
た
あ
と
は
、
一
万
石
を
与
え
ら
れ
、
お
初
を
嫁
に
迎
え
ま
す
。
（女
性
（妹
）の

威
光
で
命
拾
い
・・・と
い
う
こ
と
で
『蛍
大
名
』と
揶
揄
さ
れ
た
こ
と
も
） 

と
こ
れ
が
、
今
度
は
秀
吉
の
亡
き
後
、
家
康
・三
成
の
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
・・・。
関
ヶ
原
の
合
戦

間
近
に
落
城
し
、
一
度
は
剃
髪
し
て
高
野
山
へ
入
っ
た
高
次
で
す
が
、
家
康
に
よ
り
八
万
五
千
石

を
与
え
ら
れ
、
大
名
と
し
て
復
活
し
ま
し
た
。
そ
れ
も
ま
た
、
女
性
（妻
）の
お
か
げ
？
と
も
・・・。 

お
初
は
父
・浅
井
長
政
、
お
市
の
再
婚
先
の
柴
田
勝
家
、
大
津
時
代
の
夫
・京
極
高
次
、 

秀
吉
亡
き
後
姉
・淀
君
の
守
る
大
阪
城
…
と
、
四
度
の
落
城
を
経
験
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
姉
は
豊
臣
秀
吉
に
、
妹
は
徳
川
家
康
の
子
に
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
、
両
方
の
立
場

に
引
き
裂
か
れ
る
…
と
い
っ
た
苦
悩
の
日
々
も
送
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

で
す
が
、
そ
の
狭
間
で
何
度
も
危
機
に
陥
っ
た
自
身
の
嫁
ぎ
先
の
京
極
家
は
、
無
事
に

後
世
ま
で
生
き
延
び
て
お
り
、
そ
の
存
続
の
功
労
者
は
お
初
で
は
な
か
っ
た
か
？
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「世
渡
り
上
手
」だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ネ
。 

丸
亀
京
極
藩
は
、
京
極
高
和
候
が
一
六
五
八
年
に
丸
亀
へ
転
封
さ
れ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
が
、 

そ
の
高
和
の
祖
母
が
、
お
初
。
つ
ま
り
、
今
回
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
、
江
の
姉
で
す
。 

さ
て
、
当
中
津
万
象
園
（中
洲
の
お
茶
所
）の
建
築
、
築
庭
を
始
め
た
高
豊
候
は
、
２
代
目
の
藩
主
。
父
の

死
後
、
８
歳
で
家
督
を
継
ぎ
、
非
常
に
絵
画
に
堪
能
で
、
そ
の
才
能
は
天
才
的
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

人
物
で
す
。
京
極
家
と
仁
清
窯
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
組
み
合
わ

せ
が
数
々
の
傑
作
を
生
む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
彼
の
「絵
心
」。 

そ
ん
な
彼
の
美
的
感
覚
の
集
大
成
で
あ
っ
た
だ
れ
う
当
園
を
、
京
極
家
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
歩
い

て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

お市 浅井長政 織田信長 

江 

初 茶
々 

京
極
高
次 京

極
高
和 

孫 

丸
亀
藩
京
極
家 

初
代
藩
主 

豊
臣
秀
吉 

今
回
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
役 

※今回は「花ある数寄屋」はお休みです。 



   中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
７
）

美
う
つ
く
し

松
ま

つ 

」 
万
象
園
の
展
望
台
で
も
あ
る
朱
塗
り
の
橋

「
邀
月
橋
」
上
か
ら
西
方
を
眺
め
ま
す
と
、
周

囲
を
老
松
の
自
然
林
に
囲
ま
れ
た
池
泉
（
八
景

池
）
と
、
そ
こ
に
浮
か
ぶ
雁
の
島
を
望
む
こ
と

が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
島
上
に
は
、
数
本

の
幹
が
地
際
か
ら
斜
め
に
伸
び
出
て
、
傘
型
の

樹
形
を
し
た
盆
栽
の
よ
う
に
美
し
い
樹
形
を
し

た
「
美
松
」
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
周

辺
の
自
然
林
と
島
上
の
「
美
松
」
と
の
見
事
な

対
比
と
調
和
に
は
、
絶
賛
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ

ん
。 こ

の
「
美
松
」
は
赤
松
の
一
種
で
、
藩
祖
の

地
近
江
（
滋
賀
県
）
よ
り
献
上
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
現
に
こ
の
「
美
松
」
の
自
生
地

は
、
滋
賀
県
甲
賀
郡
甲
西
町
の
美
松
山
に
限
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
地
区
の
「
美
松
」

は
大
正
十
五
年
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
遠
路
は
る
ば
る

藩
祖
の
中
津
別
館
へ
輿
入
れ
し
た
由
緒
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 

 

「
美
松
」
で
す
。
末
長
く
中
津
万
象
園
の
顔
と
し

て
活
躍
を
願
い
た
い
も
の
で
す
。 

な
お
、
左
の
漢
詩
（
和
訳
）
は
丸
亀
京
極
藩
六

代
藩
主
京
極
高
朗
候
直
筆
の
書
（
市
立
資
料
館
保

存
）
の
写
し
で
、
千
年
の
樹
と
は
松
樹
を
指
し
て

い
ま
す
。
蓬
莱
庭
園
を
賛
美
し
た
す
ば
ら
し
い
詩

で
、
若
し
や
中
津
別
館
（
万
象
園
）
の
景
を
詠
っ

た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

  
鶴
は
千
年
の
樹
に
舞
い 

 

亀
は
萬
歳
の
池
に
遊
ぶ 
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【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。 

【発行者紹介】富士建設株式会社は、現存する五重塔５５基のうち２基を建立し、 

「建築は文化なり」を理念に掲げて、官公庁建物・各種施設等大型建築物を 

はじめ、数寄屋風住宅、デザイン住宅、リフォームまで幅広く施工している。 

また、県下において 1300区画超の宅地開発・分譲の実績を持ち、「街づくり」に 

対する貢献には定評がある。なお、丸亀市指定名勝である「中津万象園」の修復 

維持保全活動も行っている。 

■営業所：高松営業所・丸亀本店・観音寺営業所 

■中津万象園・丸亀美術館／丸亀プラザホテル／味処 懐風亭 

本社：〒769-1101 

三豊市詫間町詫間 300番地 1 

TEL0875-83-2588（0120-832589） 
FAX0875-83-5864 

http://www.fujikensetsu.jp 

mail y-manabe@fujikensetsu.jp （真鍋有紀子） 

 

 

建設業許可：香川県知事許可（特18）第189

号／一級建築士事務所：香川県知事登

録  第 416 号／宅地建物取引業免許：香川

県知事登録（10）第 1997号 

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

【編
集
後
記
】 

セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
『ド
ン
・キ
ホ
ー
テ
』を
読
み
返
し
て
い
ま
す
。 

『自
分
は
、
世
の
中
の
丌
正
を
正
す
遌
歴
の
騎
士
だ
！
』と
思
い

込
み
、
一
途
に
突
き
進
む
ド
ン
・キ
ホ
ー
テ
。
あ
ち
こ
ち
で
ト
ラ
ブ

ル
を
巻
き
起
こ
し
ま
す
が
、
例
え
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
た
と
し
て
も
、

「
こ
れ
は
ワ
シ
を
邪
魔
す
る
魔
法
使
い
の
仕
業
な
の
じ
ゃ
。
」
と
、 

悪
魔
の
せ
い
に
し
て
、
め
げ
ず
に
何
度
で
も
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。

い
わ
ば
【
理
想
】
を
追
い
求
め
て
い
る
彼
に
は
、
無
限
に
パ
ワ
ー
が 

あ
る
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
終
章
近
く
、
現
実
に
は
自
分
の
力
の
及
ば
な
い
こ
と

を
認
め
た
途
端
、
衰
え
始
め
、
つ
い
に
は
死
に
至
り
ま
す
。 

他
人
か
ら
見
れ
ば
夢
の
ま
た
夢
、
妄
想
の
よ
う
な
理
想
で
も
、

掲
げ
て
追
っ
て
い
る
本
人
に
と
っ
て
は
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
。 

そ
の
理
想
、
夢
を
な
く
し
、
「所
詮
、
現
実
は
そ
ん
な
も
の
だ
か
ら

…
」と
諦
め
た
瞬
間
か
ら
、
何
か
が
変
わ
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

じ
ゃ
あ
、
私
は
、
諦
め
る
前
に
「な
ぜ
？
」「ど
う
す
れ
ば
？
」を

積
み
重
ね
て
、
一
歩
一
歩
進
ん
で
み
よ
う
…
と
思
い
ま
す
。
な
ん

と
い
っ
て
も
、
「
問
い
を
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
答
え
を
見
つ
け
ら

れ
る
」（リ
サ
・ラ
ン
ド
ー
ル
博
士
）で
す
か
ら
！ 

 

雁の島より美松を前景として邀月橋方面を望む 

か
さ
ね
の
色
（
７
） 

「
紫
苑
」 

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

表：紫／裏：蘇芳 着用時期は秋。 

キク科の植物である紫苑の花を 

モチーフにした色目。 

平安時代には、紫苑の花と共に、 

その色も愛された。 

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
…
。 

 


