
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

【
花
見
を
楽
し
む
】【
お
花
見
弁
当
】 

花
あ
る

数
寄
屋
（
２
）「
鬼
瓦
」 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」
（
２
）
ツ
ツ
ジ 

 

か
さ
ね
の
色
（
２
）
「
薄
桜
萌
黄
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築

（
２
） 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
【
前
編
】 

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

平成２１年３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：昨年四月。一の森を鯉のぼりが舞っていました。 

第
２
号 

名
勝
・
中
津
万
象
園
を
、
「
現
代
の
数
寄
者
た
ち
」
の
集
う
場
に
！ 
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代
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取
締
役
会
長 

近
兼
孝
休
氏 

************************************* 
 

私
共
の
旅
館
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
、
昭

和
三
十
七
年
、「
丸
忠
」
と
い
う
料
理
屋
に
作
っ

た
、
十
室
ほ
ど
の
客
室
。
そ
こ
で
料
理
仕
出
し

業
を
営
み
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
旅
館
を
や
り

た
い
と
夢
み
て
お
り
ま
し
た
。 

当
時
、
大
麻
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
ま
で
ロ
ー
プ

ウ
ェ
ー
が
着
く
と
い
う
計
画
が
あ
り
ま
し
た
が
、

発
着
駅
が
、
今
の
ホ
テ
ル
（
現
・
桜
の
抄
）
の

玄
関
の
位
置
に
当
た
り
ま
す
。
候
補
地
と
し
て

考
え
て
い
た
の
は
、
伏
見
製
薬
が
所
有
し
て
い

た
そ
の
あ
た
り
の
土
地
の
真
ん
中
で
す
。 

そ
こ
に
は
雲
錦
亭
と
い
う
数
寄
屋
風
の
茶

室
が
あ
り
、
庭
に
は
見
事
な
紅
梅
と
し
だ
れ
桜

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
へ
の
参
拝
客

が
写
真
を
撮
っ
た
り
と
楽
し
ん
で
い
た
場
所
で

す
。
私
た
ち
丸
忠
は
雲
錦
亭
へ
仕
出
し
弁
当
を

届
け
に
行
っ
て
お
り
、
様
子
も
よ
く
分
か
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、「
こ
こ
で
旅
館
を
や
り
た
い
」

と
、
願
っ
て
い
た
の
で
す
。 

 
旅
館
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
計
画
を

…
と
、
高
松
の
富
岡
建
築
研
究
所
さ
ん
に
設
計

を
依
頼
。
と
こ
ろ
が
、
銀
行
よ
り
、
建
設
費
の

融
資
を
断
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
困
っ
て
琴

平
農
協
に
相
談
を
し
、
新
し
い
融
資
引
受
先
と

し
て
、
信
連
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
富
士

建
設
と
出
会
っ
た
の
は
、
そ
の
縁
で
す
。
と
い

う
の
は
、琴
平
農
協
の
建
物
を
建
設
し
た
の
が
、

富
士
建
設
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。 

新
し
い
融
資
先
の
紹
介
は
受
け
た
も
の
の
、

ま
だ
融
資
の
目
処
が
つ
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
信
連
さ
ん
の
条
件
に
、「
三
〇
％
の
自
己

資
金
を
用
意
す
る
こ
と
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
こ
の
自
己
資
金
を
ど
う
や
っ
て

用
意
す
る
か
？
…
計
画
で
は
、
丸
忠
の
旅
館
を

売
却
し
て
、
代
金
を
自
己
資
金
に
充
て
る
つ
も

り
で
し
た
。
で
す
が
、
こ
の
丸
忠
の
旅
館
の
建

っ
て
い
た
敶
地
は
、
８
割
が
借
地
。
そ
ん
な
状

態
で
は
、
と
て
も
売
却
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
、
こ
の
借
地
を
譲
っ
て
い
た
だ
く

交
渉
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
の
借
地
の
地
主
さ
ん
は
、
東
京
女
子
栄
養

大
学
校
の
理
事
長
。
私
は
東
京
ま
で
会
い
に
行

き
ま
し
て
、自
分
の
夢
や
想
い
を
懸
命
に
語
り
、

お
願
い
を
致
し
ま
し
た
。
こ
の
方
は
本
当
に
立

派
な
方
で
し
た
ね
。
す
ぐ
に
息
子
さ
ん
に
話
し

て
く
だ
さ
り
、「
こ
ん
な
若
い
ひ
と
が
、
夢
を
持

っ
て
こ
こ
へ
来
て
い
る
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
じ

ゃ
な
い
か
。」
と
、
そ
の
場
で
私
に
こ
の
土
地
を

譲
る
決
断
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、
安

い
金
額
で
、
で
す
。 

…
そ
ん
な
わ
け
で
、
三
〇
〇
坪
の
こ
の
丸
忠

の
敶
地
が
、
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
す
。

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
。 

物
語
の
あ
る

建
築
（
２
） 

 

施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社 

「
琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
（
前
編
）
」 

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
の
あ
い
さ
つ
の
中
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
。 

そ
れ
は
、
過
去
に
係
わ
っ
た
お
客
さ
ま
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
。 

昭和48年当時の琴平グランドホテル 



そ
の
後
、
大
麻
山
へ
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
の
計
画

が
中
止
と
な
り
、
予
定
し
て
い
た
土
地
も
購
入

で
き
ま
し
た
。 

こ
の
地
主
さ
ん
と
の
交
渉
が
終
わ
っ
た
時
、

嬉
し
く
て
嬉
し
く
て
…
。
帰
り
道
、
安
心
し
た

こ
と
と
、
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
と
で
、
同
行
し
て

い
た
母
を
連
れ
て
熱
海
温
泉
へ
寄
り
道
し
ま
し

た
。
あ
ち
こ
ち
の
温
泉
や
旅
館
を
見
て
ま
わ
る

う
ち
に
、
夢
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
み
ま
す
。
そ
こ

か
ら
の
帰
り
、
大
阪
あ
た
り
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、初
め
て
、琴
平
農
協
か
ら
紹
介
さ
れ
た
、

富
士
建
設
と
い
う
会
社
へ
電
話
を
致
し
ま
し
た
。

「
私
は
琴
平
で
丸
忠
と
い
う
料
理
仕
出
し
業
を

し
て
お
り
ま
す
近
兼
と
申
し
ま
す
が
、
こ
の
度

旅
館
の
建
設
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
規
模
は

千
坪
程
度
、
予
算
は
三
億
円
程
度
と
考
え
て
お

り
ま
す
が
、
そ
の
建
設
の
相
談
に
乗
っ
て
頂
け

ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
…
」
と
。
そ
の
後
、
日
を

改
め
て
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
真
鍋
さ
ん
と
の
出
会
い
の
日
。 

お
目
に
か
か
っ
て
ま
ず
お
願
い
し
た
い
の
は
、

「
三
〇
〇
坪
の
土
地
（
丸
忠
の
あ
る
場
所
）
が

あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
を
、
富
士
建
設
で
買
っ

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。」と
い
う
こ
と

で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
土

地
の
売
却
代
金
を
、
建
設
費
の
自
己
資
金
に
充

て
る
つ
も
り
で
し
た
か
ら
。
全
体
の
必
要
な
資

金
は
三
億
円
。
自
己
資
金
は
そ
の
三
〇
パ
ー
セ

ン
ト
、
つ
ま
り
一
億
円
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、

「
一
億
円
で
こ
の
土
地
を
買
っ
て
い
た
だ
け
ま

せ
ん
か
。」と
交
渉
を
し
ま
し
た
ら
、「
え
え
っ
、

三
億
円
の
建
物
建
て
る
の
に
、
一
億
円
で
土
地

を
買
う
と
言
う
た
ら
、
三
〇
％
や
な
い
か
。
し

か
も
、
こ
の
土
地
に
一
億
円
の
価
値
が
あ
る
と

思
う
と
る
ん
か
。」
と
真
鍋
さ
ん
。
確
か
に
そ
れ

は
そ
う
な
の
で
す
が
、
一
億
円
を
用
意
で
き
な

け
れ
ば
、
こ
の
融
資
の
話
は
ま
と
ま
ら
ず
、
旅

館
建
設
自
体
が
で
き
ま
せ
ん
。私
も
必
死
で
す
。

そ
の
後
、
何
度
も
詫
間
の
富
士
建
設
の
本
社
へ

通
い
詰
め
ま
し
た
。
結
局
、
私
の
熱
意
に
根
負

け
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
土
地
を
富
士
建

設
が
一
億
円
で
買
い
取
る
契
約
が
成
立
し
ま
し

た
。 

 

さ
て
、
そ
の
一
億
円
を
自
己
資
金
と
し
て
旅

館
の
建
設
を
始
め
た
わ
け
で
す
が
、
昭
和
四
十

七
年
か
ら
四
十
八
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
の

工
事
は
、
ち
ょ
う
ど
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
真
っ

只
中
。
材
料
が
入
ら
な
い
。
八
月
完
成
予
定
の

工
期
が
、十
月
完
成
に
伸
び
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
当
然
、
八
月
完
成
の
予
定
で
旅
行
社
な
ど

へ
営
業
に
ま
わ
り
、
宿
泊
の
予
約
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
し
た
。
が
、
工
期
の
延
長
で
そ
れ
も

全
て
キ
ャ
ン
セ
ル
。
「
こ
ん
な
こ
と
で
は
困

る
！
」
と
真
鍋
さ
ん
に
抗
議
し
ま
し
た
が
、
社

会
情
勢
を
考
え
る
と
強
く
も
言
え
ず
、
完
成
の

日
を
待
ち
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
。
琴
平
グ
ラ

ン
ド
ホ
テ
ル
の
オ
ー
プ
ン
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。

八
月
の
ご
予
約
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
し
ま
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
か
げ
さ
ま
で
予
約
で
満

員
。
幸
先
の
良
い
ス
タ
ー
ト
で
す
。 

…
そ
れ
な
の
に
、
な
ん
と
、
ま
だ
工
事
が
終

わ
っ
て
い
な
い
。
玄
関
周
り
の
工
事
が
で
き
て

お
ら
ず
、
入
口
は
バ
ラ
ス
の
ま
ま
。
タ
イ
ル
も

完
全
に
は
貼
ら
れ
て
い
な
い
。
私
や
設
計
事
務

所
さ
ん
を
は
じ
め
、
と
に
か
く
総
出
で
一
生
懸

命
貼
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
こ
ん
な
こ
と
で

は
！
」
と
、
お
客
さ
ま
は
怒
り
ま
し
た
よ
。
そ

こ
を
な
ん
と
か
お
詫
び
し
て
、
じ
ゃ
あ
…
と
な

る
と
、
今
度
は
風
呂
が
間
に
合
わ
な
い
。
取
り

あ
え
ず
先
に
御
食
事
を
…
と
段
取
り
し
、
風
呂

を
準
備
し
ま
す
が
、
先
程
ま
で
工
事
を
し
て
い

た
わ
け
で
す
か
ら
、
風
呂
の
湯
は
ド
ロ
ド
ロ
で

す
。
必
死
で
濾
過
し
て
、
何
と
か
間
に
合
わ
せ

ま
し
た
。
タ
イ
ル
が
滑
り
や
す
い
素
材
だ
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
客
が
転
倒
、
怪
我
を
す
る
な
ど

と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生
。
で
も
、
真
鍋
さ
ん

と
は
は
じ
ま
り
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

妙
な
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
色
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
そ
の
絆
が
断
た
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
ね
。
そ
れ
に
、「
上
手
」
は
言
わ
な
い
け

れ
ど
、
味
の
あ
る
、
愛
敬
の
あ
る
方
で
し
た
し

…
。
そ
う
や
っ
て
い
る
う
ち
に
気
心
も
知
れ
、

今
に
至
る
長
い
付
合
い
の
始
ま
り
と
な
っ
た
わ

け
で
す
。 

 

そ
う
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
「
琴
平
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル
」
で
す
が
、
当
初
か
ら
毎
日
、
満
室
で

し
た
よ
。
と
い
う
の
も
、
そ
ん
な
旅
館
は
、
当

時
琴
平
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
同
じ

建
物
の
中
に
ス
ナ
ッ
ク
や
バ
ー
が
あ
り
、
冷
暖

房
も
完
備
し
て
い
て
快
適
。
絶
対
に
多
く
の
方

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
時
代
も
良
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
ほ
ぼ
経
営
は
順
調
。

そ
う
な
る
と
、
ま
た
次
の
夢
が
膨
ら
ん
で
き
ま

す
。
増
築
で
す
。
そ
し
て
少
々
無
理
を
し
て
、

隣
地
を
買
収
し
た
の
が
、
昭
和
五
十
五
年
の
こ

と
で
す
。 

増
築
と
な
る
と
、
二
百
畳
の
大
広
間
が
二
つ

は
い
る
。
客
室
も
、
約
倍
に
な
り
ま
す
。
こ
の

工
事
は
こ
れ
ま
で
こ
の
あ
た
り
で
は
例
が
無
か

っ
た
ほ
ど
の
規
模
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
大
変

難
し
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
規
模

も
規
模
で
す
が
、
計
画
地
は
斜
面
で
す
。
し
か

も
進
入
路
や
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
や
っ

て
鉄
骨
を
建
て
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
さ
え

分
か
ら
な
い
状
況
で
し
た
。
冗
談
で
は
な
く
、



近兼氏は、国土交通省の観光に関する重要な 

政策のひとつである「観光カリスマ塾」に於いて 

「観光カリスマ百選」にも選ばれている。 
 

この「観光カリスマ」は、“従来型の個性のない観光地

が低迷する中、各観光地の魅力を高めるためには、 

観光振興を成功に導いた人々のたぐいまれな努力に

学ぶことが極めて効果が高い”という趣旨のもと選定

されているもので、近兼氏は 

 

「伝統ある門前町に新たな息吹を吹込み、  

躍動感 ある”まちづくり”のカリスマ」 
 

との称号を受けている。 

「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
吊
る
し
か
な
い
…
」
と
い

う
意
見
も
出
た
ほ
ど
で
す
。 

当
時
、
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
Ｓ
建
設
の
四
国
支

店
の
常
務
さ
ん
が
、
琴
平
の
出
身
で
、「
何
か
自

分
の
手
で
建
築
物
を
残
し
た
い
。」
と
、
熱
心
に

営
業
に
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
見
積
を
し
て
い

た
だ
い
た
ら
、
な
ん
と
、
富
士
建
設
さ
ん
よ
り

も
安
か
っ
た
。真
鍋
さ
ん
に
そ
の
旨
を
言
っ
て
、

金
額
の
交
渉
を
し
ま
す
が
、
な
か
な
か
折
り
合

い
が
付
か
な
い
…
。 

そ
の
頃
社
長
室
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か

ら
、
二
人
で
ホ
テ
ル
の
客
室
で
夜
中
過
ぎ
ま
で

あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
や
り
合
い

ま
し
た
。
で
も
、
決
着
が
つ
き
ま
せ
ん
。
お
互

い
ぐ
っ
た
り
と
後
ろ
へ
寄
り
か
か
り
な
が
ら
、

話
し
合
い
を
続
け
、
午
前
一
時
を
過
ぎ
た
頃
で

し
ょ
う
か
、
真
鍋
さ
ん
が
、「
腹
が
減
っ
た
な

ぁ
。」
と
ひ
と
言
。
私
は
そ
の
日
、
交
渉
が
ま
と

ま
っ
た
ら
一
緒
に
食
事
を
し
よ
う
と
、
下
拵
え

は
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
真
夜
中

で
す
か
ら
、
料
理
人
は
帰
っ
て
し
ま
っ
て
、
も

う
い
ま
せ
ん
。
し
ょ
う
が
な
い
の
で
私
が
料
理

の
仕
上
げ
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
部
屋
へ
持
っ

て
い
き
、
二
人
で
黙
々
と
食
べ
、
そ
れ
で
リ
ラ

ッ
ク
ス
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。真
鍋
さ
ん
か
ら
、

「
そ
ろ
そ
ろ
握
手
を
せ
ん
か
？
」
と
切
り
出
さ

れ
ま
し
た
。私
も
疲
れ
切
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

「
じ
ゃ
あ
、
そ
う
し
ま
せ
ん
か
。」
と
。
そ
ん
な

こ
と
で
、よ
う
や
く
金
額
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
も
、
値
決
め
に
つ
い
て
は
い
つ
も
大

変
で
、
お
互
い
綱
引
き
ば
か
り
で
し
た
が
…
。 

 

こ
の
こ
ろ
は
本
当
に
大
き
な
決
断
を
迫
ら

れ
る
こ
と
の
続
い
た
頃
で
、
ス
ト
レ
ス
も
す
ご

か
っ
た
で
す
ね
。
け
れ
ど
、
こ
う
し
て
思
い
返

し
て
み
る
と
、
ひ
と
に
支
え
ら
れ
た
と
の
思
い

が
溢
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
夢
が
あ
っ
た
。 

そ
う
い
え
ば
、
つ
い
先
日
、
こ
ん
な
話
を
聞

き
ま
し
た
。
こ
こ
が
完
成
し
た
時
、
真
鍋
さ
ん

は
、
近
く
に
い
た
富
士
建
設
の
社
員
の
Ｙ
さ
ん

に
、「
こ
の
建
物
を
や
っ
て
ず
い
ぶ
ん
損
を
し
た

け
ど
、
ま
ぁ
、
こ
の
男
に
賭
け
て
み
る
わ
。」
と

言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
な
の
で
す
。
こ
の
男

っ
て
、
つ
ま
り
、
私
の
こ
と
で
す
が
。
真
鍋
さ

ん
が
亡
く
な
っ
て
十
六
年
以
上
た
っ
た
今
に
な

っ
て
初
め
て
聞
い
た
話
で
す
が
、
Ｙ
さ
ん
は
、

そ
の
と
き
、「
そ
う
い
う
風
に
言
わ
せ
る
こ
こ
の

近
兼
と
い
う
社
長
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
男
な

ん
や
ろ
う
？
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

こ
う
し
て
本
館
と
併
せ
て
客
室
九
十
室
・
大

小
宴
会
場
・
会
議
室
等
も
完
備
し
た
旅
館
と
な

り
、
従
業
員
の
寮
の
整
備
も
行
っ
た
。
ひ
と
と

お
り
の
夢
は
叶
え
、
体
勢
も
整
っ
た
と
見
え
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
、
瀬
戸
大
橋
の
開
通
が
近
づ
い
て

き
た
。私
は
、「
絶
対
に
も
っ
と
お
客
が
来
る
！
」

と
確
信
し
て
い
ま
し
た
。絶
対
に
成
功
す
る
と
、

信
じ
て
い
た
。 

そ
こ
で
次
の
計
画
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
す
。 

  
 

************************************* 

今
回
の
取
材
中
、
情
け
な
い
当
社
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
悄
気
る
私
に
、
近
兼
会
長
は
「
富
士
建
設
さ
ん
と

出
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
今
の
ホ
テ
ル
、
今
の
自
分
は
、

あ
り
得
な
い
。
本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
。」
と
何
度
も
繰
り
返
し
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

 

そ
の
言
葉
を
聞
い
て
強
く
感
じ
た
の
は
、「
建
築
と

い
う
仕
事
は
、
単
に
建
物
を
つ
く
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。
お
客
さ
ま
の
夢
、
理
想
、
想
い
を
現
実
の

も
の
に
す
る
お
手
伝
い
を
す
る
の
が
『
建
設
業
』
と

い
う
仕
事
な
ん
だ
！
」
と
い
う
こ
と
。
皆
さ
ま
の
夢

を
共
に
信
じ
、
そ
の
夢
が
叶
っ
て
い
く
過
程
を
傍
で

喜
び
、
一
緒
に
見
つ
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
か
ら
も

皆
さ
ま
の
た
め
に
、
も
っ
と
素
敵
な
建
物
を
つ
く
り

続
け
て
い
き
た
い
！
と
、
心
か
ら
思
い
ま
し
た
。 

次
回
の
【
後
編
】
で
は
、
瀬
戸
大
橋
時
代
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
、
旅
館
人
生
の
中
で
出
会
っ
た
様
々
な
魅
力

的
な
ひ
と
た
ち
に
つ
い
て
の
「
物
語
」
も
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
お
楽
し
み
に
！
（
真
鍋
）

次
号
【
後
編
】
へ
続
く
。 

●略歴紹介 

近兼 孝休 （ちかかね たかやす） 氏 
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お
花
見
に
付
き
物
な
の
は
、
お
い
し
い
お
花

見
弁
当
。
お
重
箱
に
入
っ
た
和
風
の
お
か
ず
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
最
近
で
は
和
食
に
と
ら

わ
れ
な
い
お
か
ず
で
も
楽
し
ま
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
お
箸
を
使
わ
な
く
て
い
い
も
の
を
入
れ

る
こ
と
で
子
ど
も
に
も
食
べ
や
す
い
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。 

さ
て
、
先
程
も
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
よ
う

に
、
お
花
見
が
庶
民
に
広
ま
っ
た
の
は
江
戸
時

代
。
そ
の
頃
に
も
、
お
花
見
に
は
や
は
り
お
弁

当
を
持
っ
て
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で

は
そ
の
お
弁
当
の
中
身
と
は
・
・
・
。 

 

お
重
は
上
中
下
の
部
の
三
種
類
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
上
中
下
の
す
べ
て
の
お
重
を
一
度
に

食
べ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
に
し
て
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
お
弁
当
で

す
ね
。「
花
よ
り
団
子
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。 

今
年
の
お
花
見
、
江
戸
時
代
に
食
べ
ら
れ
て
い

た
お
花
見
弁
当
の
品
を
、
一
品
加
え
て
み
て
は

い
か
が
で
す
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
。（
２
）【
花
見
を
楽
し
む
】 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
遊
ぶ
。（
２
）【
お
花
見
弁
当
】 

【下の部】 

（一）さより蒲焼，蛸桜煮，

唐の芋，人参，わらび，王づ

さ牛蒡，木くらげうま煮 

（二）むしがれい色付焼，田

にし木の芽和 

（三）うぐいす餅，きぬた巻

き 

（四）焼飯（焼むすび） 

 

  

 

【上の部】 

（一）かすてら玉子，わたかまぼこ，

若鮎色付むつの子，早竹の子旨煮，

早わらび，打銀杏，長ひじき，春が

すみ（寄物） 

（二）蒸かれい，桜鯛，干大根，甘

露梅 

（三）ひらめとさよりの刺身に、し

らがうどとわかめを添え、赤酢みそ

を敷く 

（四）小倉野きんとん，紅梅餅，椿

餅，薄皮餅，かるかん 

（割籠）焼飯（焼むすび），よめな，

つくし，かや小口の浸物 

  

 

【中の部】 

（一）蒲鉾，車海老鬼殻焼，

鱚照煮，長芋，わらび，つま

み麩，むきくるみ 

（二）むつ刺身（酢みそ・小

唐辛子），三月大根短冊，貝割

菜，はりはり大根，うど，嫁

菜 

（三）唐の芋の子（里芋），烏

賊と蕗煮つけ（上に木の芽お

く） 

（四）おぼろ饅頭，山椒餅，

蓮のしんこ（藤の花），花ぼう

ろ，せんべい 

【
花
の
あ
る
暮
ら
し
／
花
見
／
小
袖
幕
】 

 

少
し
ず
つ
暖
か
く
な
っ
て
く
る
こ
の
季
節
、
お
花
見
に
行
き
た
く
な
り
ま
す
。
寒
い
冬
を
越

え
て
よ
う
や
く
見
せ
る
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
花
び
ら
は
、
人
の
心
を
和
ま
せ
、
陽
気
に
し
て
く
れ

ま
す
。
そ
ん
な
お
花
見
、
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
楽
し
ま
れ
ま
す
か
？ 

お
花
見
は
そ
も
そ
も

奈
良
時
代
の
貴
族
の
行
事
が
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
に
見
ら
れ
て
い
た

の
は
梅
の
花
。
花
見
に
桜
の
花
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
す
。 

そ
し
て
、
花
見
が
庶
民
に
広
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
分
。
こ
の

頃
江
戸
で
は
放
火
が
絶
え
ず
、
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
考
え
つ
い
た
の
が
お
花
見
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
吉
宗
は
、
江
戸
の
各
地
に
桜
を
植
え
さ
せ
、
花
見
を
奨
励
し
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ

の
背
景
に
は
、
環
境
を
き
れ
い
に
整
え
、
花
見
に
よ
っ
て
市
民
の
憂
さ
を
晴
ら
す
こ
と
で
、
人

の
心
も
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
形
で
庶
民
に
広
ま
っ
た
花
見
も
、
現
在
と
は
様
子
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

一
つ
が
『
小
袖
幕
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。 

 
 

現
在
で
も
お
花
見
を
行
う
場
所
に
、
赤
い
幕
を
張
り
廻
ら
せ
た
り
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は

新
調
し
た
羽
織
小
袖
を
木
陰
に
掛
け
並
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
ん
で
も
裕
福
な
町
人
た
ち
が

衣
装
自
慢
の
た
め
に
幕
の
代
わ
り
に
掛
け
て
い
た
と
か
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
中
に
、
色
鮮
や
か

な
小
袖
が
掛
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
会
話
も
お
酒
も
よ
り
進
ん
だ
で
し
ょ
う
ね
。 

 

現
在
で
は
、
お
花
見
で
の
小
袖
幕
の
様
子
が
着
物
の
文
様
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
の
文
様
は
、
主
に
は
お
花
見
の
席
を
描
い
て
い
る
の
で
、
桜
の
花
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
が
、
も
み
じ
も
配
し
て
春
秋
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
着
物
も
「
着
て
楽

し
む
」
だ
け
で
な
く
、「
見
て
楽
し
む
」
と
い
う
の
も
風
流
で
す
ね
。 

今
日
の
お
花
見
で
『
小
袖
を
木
に
掛
け
て
』
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
春
を
機

に
、
し
ま
い
込
ん
で
い
た
着
物
を
出
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？ 

 

 



「
近
代
数
寄
者
」
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
を
、

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

馬
越
化
生
（
恭
平
）、

上
野
是
庵
（
理
一
）、
益
田
鈍
翁
（
孝
）、
岩
崎

弥
之
助
、
根
津
青
山
（
嘉
一
郎
）
な
ど
が
代
表

的
な
ひ
と
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら

は
、
い
わ
ゆ
る
現
役
の
「
企
業
人
」
で
あ
り
な

が
ら
、
戦
後
、
日
本
の
美
術
品
（
絵
画
、
陶
器

な
ど
）
が
海
外
へ
流
出
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

そ
れ
を
止
め
る
た
め
に
自
ら
買
い
取
り
、「
日
本

の
美
・
文
化
は
、
日
本
自
身
で
守
る
」
と
い
う

姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
実
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

（
三
十
六
歌
仙
断
裁
事
件
等
も
あ
り
ま
す
が
） 

の
ち
に
、収
集
し
た
も
の
の
美
に
取
り
憑
か

れ
、
そ
の
美
を
最
も
引
き
立
て
ら
れ
る
場
と
し

て
、
自
分
で
も
茶
の
湯
に
親
し
む
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
茶
の
湯
の
精
神
性
や
作
法
に
は
さ

ほ
ど
拘
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
美
術
鑑
賞
の
場
、

ひ
と
つ
の
「
遊
び
」
の
場
と
し
て
の
茶
を
楽
し

み
ま
し
た
。（
そ
の
「
遊
び
」
に
止
ま
ろ
う
と
す

る
姿
勢
か
ら
、「
茶
人
」
で
は
な
く
「
数
寄
者
」
と

い
う
言
葉
が
あ
て
ら
れ
た
と
の
こ
と
。） 

そ
し
て
、「
趣
味
＝
余
裕
、
教
養
で
あ
る
。」、

「
趣
味
と
は
近
代
日
本
人
の
そ
な
う
べ
き
教
養

だ
。」
と
し
て
、
仕
事
に
、
遊
び
に
精
進
し
ま
し

た
。
今
の
私
た
ち
か
ら
み
て
も
、
十
分
に
魅
力

的
な
そ
の
要
因
は
、「
企
業
人
」
で
あ
り
、
か
つ
、

「
趣
味
人
」
で
あ
る
こ
と
の
両
方
を
兼
ね
備
え

て
い
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

**************************** 

中
津
万
象
園
も
、「
大
名
」で
あ
る
と
同
時
に
、

ひ
と
り
の
「
数
寄
者
」
で
あ
っ
た
人
物
の
つ
く

っ
た
場
で
す
。 

ま
た
、
茶
の
湯
が
時
に
は
政
治
的
駆
け
引
き

の
場
と
し
て
も
使
わ
れ
る
、
本
来
男
性
の
た
め

の
場
だ
っ
た
の
と
同
じ
く
、
大
名
庭
園
も
、
そ

れ
自
体
が
癒
し
と
同
時
に
、男
性
の
た
め
の「
社

交
・
宴
席
の
場
」
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
う
考
え
た
と
き
、「
現
代
の
数
寄
者
」
と

も
言
う
べ
き
存
在
、
ま
た
企
業
人
た
ち
に
、
も

っ
と
万
象
園
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
？
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
名
勝
・
中
津
万

象
園
を
、「
現
代
の
数
寄
者
た
ち
」
の
集
う
場

に
！
と
い
う
夢
で
す
。 

で
は
、
現
代
の
数
寄
者
と
は
、
ど
う
い
っ
た

ひ
と
を
指
す
の
か
と
い
う
と
、「
仕
事
に
対
し 

責
任
と
誇
り
を
持
ち
、
ま
た
同
時
に
、『
俺
の 

し
て
き
た
こ
と
は
、
単
な
る
金
儲
け
じ
ゃ
な

い
。』
と
い
う
自
負
、
そ
し
て
、
そ
の
自
信
ゆ
え

の
色
気
、
オ
ー
ラ
を
持
っ
て
い
る
人
。」、「
日
本

の
伝
統
文
化
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
遊
ぶ
粋
さ
を
持

っ
た
人
。」
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

そ
う
い
っ
た
素
敵
な
「
現
代
の
数
寄
者
」
の

皆
さ
ま
が
、
遊
び
、
楽
し
み
、
そ
し
て
ま
た
「
社

交
の
場
」
と
し
て
中
津
万
象
園
を
利
用
し
て
く

だ
さ
る
…
。
そ
の
夢
の
実
現
に
向
け
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
遊
び
を
ご
提
案
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。 

第
一
回
目
は
、二
月
七
日
に
行
わ
れ
た
、「
初

釜
」。
そ
し
て
、
第
二
回
目
は
三
月
二
十
八
日
の

「
聞
香
」
会
、
第
三
回
目
は
五
月
頃
に
風
炉
の

茶
事
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

ひ
と
り
の
経
済
人
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
、

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
憧
れ
を
抱
か
せ
る
存

在
で
あ
る
こ
と
。「
遊
び
」
は
、
人
生
の
魅
せ
ど

こ
ろ
、
美
学
の
み
せ
ど
こ
ろ
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下

さ
い
ま
せ
。 

  

◆
次
回
は
、「
聞
香
」
会
で
す
。 

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日
（
土
） 

午
前
十
時
三
十
分
よ
り
午
後
二
時
半
頃 

参
加
費 

壱
万
円 

中
津
万
象
園
・
丸
亀
美
術
館
に
て 

〇
八
七
五
―
八
三
―
二
五
八
八
（
真
鍋
） 

名
勝
・
中
津
万
象
園
を
、
「
現
代
の
数
寄
者
た
ち
の
集
う
場
」
に
！ 

 
 



      

数
珠
掛
京
型 

         

花
あ
る
数
寄
屋
（
２
） 

「
鬼
瓦
」 

「
鬼
瓦
」
と
聞
く
と
、
寺
社
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
、
非
常
に
大
き
な
、
造

形
的
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
ひ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。「
し
び
」
と
言
わ
れ
た

当
初
の
か
た
ち
か
ら
、
厄
よ
け
の
意
味
を
込
め
た
い
わ
ゆ
る
「
鬼
」
や
経
文
、

縁
起
の
良
い
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
ま
で
、
鬼
瓦
の
数
々
は
見
て
い
て
も
楽
し

い
も
の
で
す
。 

 

そ
の
よ
う
に
寺
社
建
築
で
は
と
り
わ
け
顕
著
な
「
鬼
瓦
」
の
個
性
で
す
が
、

住
宅
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
特
徴
の
出
や
す
い
部
分
で
す
。 

な
か
で
も
、「
住
宅
の
デ
ザ
イ
ン
は
住
む
ひ
と
の
美
学
、
個
性
、
人
生
観
を
反

映
す
べ
き
だ
」
と
考
え
る
当
社
の
数
寄
屋
風
住
宅
に
と
っ
て
、
相
応
し
い
勾
配

と
深
さ
の
屋
根
を
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
屋
根
の
ラ
イ
ン
に
似
つ
か
わ

し
い
鬼
瓦
を
選
ぶ
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
与
え
る
威
圧
感
を
大
き
く
す
る
に
は
熨
斗
瓦
を
多
く
重
ね
高
さ

を
出
し
、
鬼
瓦
も
大
き
く
す
る
、
逆
に
、
謙
譲
な
調
和
を
生
む
な
ら
、
高
さ
を

抑
え
、
勾
配
は
緩
く
熨
斗
瓦
は
少
な
く
、
鬼
瓦
も
高
さ
の
無
い
も
の
に
す
る
、

…
と
い
う
ふ
う
に
変
化
す
る
の
で
す
。 

た
だ
し
、
鬼
瓦
が
家
に
対
し
て
大
き
す
ぎ
れ
ば
ま
る
で
丁
髷
だ
、
だ
が
、
小

さ
す
ぎ
て
も
貧
相
だ
…
、
と
そ
の
製
作
に
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
よ
う
で
、
お

か
げ
で
、
結
果
生
ま
れ
た
鬼
瓦
は
、
屋
根
の
「
む
く
り
」
の
か
た
ち
と
相
ま
っ

て
、
車
で
走
っ
て
い
て
も
、「
あ
、
あ
の
家
は
う
ち
の
設
計
施
工
だ
ね
」
と
一
目

で
分
か
る
特
長
を
備
え
て
い
ま
す
。 

写
真
上
段
の
数
珠
掛
京
型
の
瓦
は
、
大
名
庭
園
を
引
き
立
て
馴
染
む
も
の
を

…
と
、
中
津
万
象
園
絵
画
館
の
屋
根
の
た
め
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
。
今
見
て

も
美
し
い
、
と
感
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
日
、
こ
の
形
を
モ
チ
ー
フ
に
、
和
三

盆
糖
菓
子
の
た
め
の
木
型
を
お
願
い
し
て
み
ま
し
た
。
さ
て
、「
鬼
瓦
」
型
の
和

三
盆
糖
の
姿
や
如
何
に
…･･

？ 

 
そ
れ
は
、
次
号
の
お
楽
し
み
で
す
。 

万象園絵画館のために 

数珠掛京型をアレンジしたもの 

今、和風住宅でよく見かける形。 

香川県でこの形の鬼瓦を使い始めた 

のは富士建設が走りだったそう。 

↑万象園にたたずむ四阿に使用した鬼瓦。木の皮で葺いた屋根にはこんな鬼瓦もよく似合います。 

（写真はすべて中津万象園。（撮影：宮本英機）） 

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
。 

 

 



    

万
物
が
躍
動
を
始
め
る
新
緑
の
候
は
、
中
津
万

象
園
が
一
年
で
最
も
あ
で
や
か
な
季
節
で
す
。

そ
し
て
そ
の
主
役
を
演
じ
る
の
が
ツ
ツ
ジ
で
あ

り
ま
す
。
万
象
園
の
ツ
ツ
ジ
は
、
芝
生
広
場
や

園
内
回
遊
路
周
辺
な
ど
至
る
所
に
群
植
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
景
観
的
に
最
も
優
れ
て
い

る
眺
め
の
拠
点
は
、絵
画
館
の
バ
ル
コ
ニ
ー（
観

月
台
）
で
す
。
す
ぐ
左
側
に
は
「
せ
き
れ
い
渓
」

と
呼
ば
れ
る
豪
快
な
滝
の
石
組
み
が
満
開
の
ツ

ツ
ジ
に
覆
わ
れ
、
右
側
に
目
を
や
れ
ば
、
池
泉

に
零
れ
落
ち
ん
ば
か
り
に
咲
き
乱
れ
る
ツ
ツ
ジ

の
彼
方
に‘
邀
月
橋
を
望
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

ツ
ツ
ジ
は
万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
て
い
ま
す
が
、 

           

              

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
２
）
ツ
ツ
ジ

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

【
編
集
後
記
】 

 

今
回
の
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
は
、
琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
さ
ま
の

物
語
。
取
材
の
際
、
会
長
の
語
る
「
旅
館
人
生
」
の
迫
力
に
、
思
わ

ず
興
奮
し
ま
し
た
。
丌
撓
丌
屈
の
努
力
の
積
み
重
ね
で
あ
り
な
が

ら
、
大
胆
さ
、
ス
マ
ー
ト
さ
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
当
社
と
し
て
は

少
々
情
け
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
程
「
力
」
に
満

ち
た
お
話
を
聞
く
の
は
初
め
て
、
お
手
伝
い
出
来
た
こ
と
が
嬉
し
く

建
築
屋
冥
利
に
尽
き
る
ひ
と
時
で
し
た
。 

当
社
玄
関
に
は
、「
百
尺
竿
頭 

百
折
丌
撓
」
と
書
か
れ
た
額
が

掛
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
意
訳
す
れ
ば
、「
既
製
の
枠
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
思
い
を
信
じ
、
工
夫
を
し
尽
く
し
、

力
を
出
し
尽
く
し
て
、
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
。」
と
い
う
意
味
に

な
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
言
葉
通
り
、
自
分
の
生
涯
を
か

け
ら
れ
る
夢
を
見
、
そ
の
夢
に
愛
着
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
す

と
い
う
こ
と
の
持
つ
『
輝
き
』
を
、
改
め
て
目
の
当
た
り
に
し
実
感

し
た
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
と
な
り
ま
し
た
。 

か
さ
ね
の
色
（
２
） 

「
薄
桜
萌
黄
」 

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

「薄桜萌黄」の重色目。 

表：薄青（薄い緑）／裏：二藍 

着用時期は春。 

山桜の色目「桜萌黄」を地味にしたもの 

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
・
・
・
。 

 

【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  

香川県高率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 

 

今
日
各
地
で
植
栽
さ
れ
て
い
る
園
芸
種
が
現

れ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
万
象
園
に
植
え
ら
れ
て
い
る
ツ
ツ
ジ
の

品
種
名
は
、
ヒ
ラ
ド
ツ
ツ
ジ
の
系
統
で
あ
る

「
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
」
で
あ
り
ま
す
。「
オ
オ
ム

ラ
サ
キ
」
は
現
在
全
国
の
公
園
や
緑
地
、
広
場

な
ど
に
最
も
多
く
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お

ツ
ツ
ジ
の
名
前
の
由
来
は
、
花
形
の
「
筒
咲
き
」

が
訛
っ
て
ツ
ツ
ジ
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。（
長
岡 

公
） 


