
 

 

    

 

 

 

 

 

 

「
ハ

レ
と

ケ
」

の
あ

る
 

暮
ら

し
か

た
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

【【 【【
季

節
に
応

じ
た
暮
ら

し
方

／
端

午
の
節

句
】】 】】
 

中
津

万
象

園
「
花

の
歳

時
記

」
 

 
【

早
春

の
露

地
に

つ
つ

ま
し

く
咲

く
ア

セ
ビ

の
花

】
 

 

 

物
語

の
あ
る
建

築
（

25）
 

 
 

「
―

地
域
と
の
交
流
を
目
指
し
て
―

 

 
救

護
施

設
【

清
水

園
】

改
築

工
事

」
    

建
設

に
携

わ
る

こ
と

の
幸

せ
を

、
お

す
そ

わ
け

。
 

第第 第第

25号号 号号
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情
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情
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む
し

む
し

む
し
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ら
し

を
ご

ら
し

を
ご

ら
し

を
ご

ら
し

を
ご

提
案

提
案

提
案

提
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す
る

す
る

す
る

す
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季
刊

誌
季

刊
誌

季
刊

誌
季

刊
誌

で
す

で
す

で
す

で
す
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今
回

の
物

語
の

あ
る

建
築

の
舞

台
は

、

坂
出

市
に

あ
る

【
清

水
園

】
（
社

会
福

祉
法

人
 
清

水
園

／
理

事
長

 
松

浦
稔

明
氏

）。
 

設
立

は
昭

和
三

十
三

年
で

、
生

活
保

護
法

に
基

づ
く

［保
護

施
設

］
の

う
ち

、
［救

護
施

設
］
と

い
う

ジ
ャ

ン
ル

に
分

類
さ

れ
る

施
設

で
あ

る
。
 

 
生

活
保

護
と

聞
く

と
、
世

間
を

賑
わ

せ

た
不

正
受

給
の

ニ
ュ
ー

ス
を

思
い

浮
か

べ
る

人
も

多
い

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
言

う
ま

で
も

な
く

、
生

活
保

護
法

と
は

、
日

本
国

憲
法

第

25条
の

「す
べ
て

国
民

は
、
健

康
で

文
化

的
な

最
低

限
度

の
生

活
を

営
む

権
利

を
有

す
る

」と
い

う
条

文
に

基
づ

く
法

律
で

、

生
活

保
護

法
第

３
条

で
は

、
「
こ

の
法

律
に

よ
り

保
障

さ
れ

る
最

低
限

度
の

生
活

は
、

健
康

で
文

化
的

な
生

活
水

準
を

維
持

す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 
そ

の
生

活
保

護
法

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

た
清

水
園

で
あ

る
が

、
昭

和
三

十
三

年
の

設
立

以
来

、
そ

の
運

営
方

針
は

大
き

く
変

化
し

て
き

た
。
 

 
「生

活
保

護
と

は
、
い

わ
ば

『最
後

の
セ

ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

』
。
そ

れ
だ

け
に

、
時

代
の

変

化
や

国
・
県

の
経

済
状

況
に

直
結

し
た

問

題
で

あ
り

、
考

え
方

、
舵

取
り

は
非

常
に

難
し

い
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。
そ

の
意

味
で

は
、
清

水
園

の
よ

う
な

救
護

施
設

の

あ
り

方
を

考
え

る
こ

と
は

『
最

前
線

の
議

論
』
と

も
言

え
ま

す
。
」
と

理
事

長
の

松
浦

氏
は

言
う

。
 

 
ま

た
、
生

活
保

護
法

を
根

拠
と

す
る

保

護
施

設
に

は
、
他

に
［
更

生
施

設
］
［
医

療

保
護

施
設

］
［
授

産
施

設
］
［
宿

所
提

供
施

設
］
が

あ
り

、
い

ず
れ

も
そ

の
利

用
者

の
生

活
、
人

生
を

支
え

守
る

場
所

を
提

供
す

る

入
所

系
の

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
。
そ

の
た

め
、

経
営

安
定

を
通

じ
た

利
用

者
の

保
護

の
必

要
性

が
高

い
事

業
（
社

会
福

祉
法

に
お

け

る
第

一
種

社
会

福
祉

事
業

）
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、
社

会
福

祉
法

人
か

行

政
で

な
け

れ
ば

運
営

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
 
 

 
そ

の
中

で
も

［救
護

施
設

］と
は

、
『
身

体

や
知

的
、
精

神
に

障
が

い
が

あ
り

、
経

済

的
な

問
題

も
含

め
て

日
常

生
活

を
お

く
る

の
が

困
難

な
人

た
ち

が
、
健

康
に

安
心

し

て
生

活
す

る
た

め
の

保
護

施
設

』
の

こ
と

を

指
し

て
い

る
。
平

成
二

十
一

年
度

四
月

時

点
で

は
、
全

国
に

188か
所

あ
り

、
約

一
万

七
千

人
の

さ
ま

ざ
ま

な
障

が
い

が
持

つ
人

が
生

活
を

送
っ
て

い
る

と
い

う
。
（
全

国
救

護
施

設
協

議
会

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
よ

り
）
 

「
―

地
域

と
の
交
流

を
目

指
し

て
―
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

物
語

物
語

物
語

物
語

の
あ

る
の

あ
る

の
あ

る
の

あ
る

建
築

建
築

建
築

建
築

（（ （（

25252525）） ））
設

計
監

理
設

計
監

理
設

計
監

理
設

計
監

理
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(( (( 有有 有有
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岡
建

築
研

究
所

富
岡

建
築

研
究

所
富

岡
建

築
研

究
所

富
岡

建
築

研
究

所
    

施
工

施
工

施
工

施
工

／／ ／／
富

士
建

設
富

士
建

設
富

士
建

設
富

士
建

設
(( (( 株株 株株

)) ))    

  
救

護
施

設
【

清
水

園
】

改
築

工
事

」
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

既存の施設に、食堂・地域交流スペース・事務所等を増築した今回の工事。 

公共性が高く、『最後のセーフティネット』とも言われる生活保護を対象とする【清水園】

は、『第一種社会福祉事業』を営む事業者として、社会でどのような存在であるべきか、 

真摯に向き合い続けています。 

――今回は、そんな【救護施設 清水園】改築にまつわる物語です。 



 

 

↑理事長 松浦稔明氏 

明るいマルチホールで、子ども達の訪問を楽しむ入所

者の方々。様々な用途に使えるよう、空間を広く取り、

ステージや鏡などの備品も整っている。 

 
 
 
 
 
 

 
 
＊
＊
＊

 

 
そ

の
救

護
施

設
を

大
規
模

に
改

築
し

た

今
回

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
。
改

築
工

事
の
話

が

持
ち
上

が
っ
た

き
っ
か

け
は

、
老
朽

化
に

よ

り
耐

震
工

事
が

必
要

と
な

っ
た

こ
と

だ
っ

た
。
 

 
そ

し
て

、
も

う
ひ

と
つ

の
流

れ
と

し
て

松

浦
理

事
長

は
重

要
な

点
を
挙
げ

た
。
 

「
社

会
保

障
費

の
増

大
が

国
の
予
算

を
大

き
く
圧
迫

し
て

い
る

今
日

、
社

会
福

祉
法

人
に
対

し
て

も
、
そ

の
あ

り
方

に
対

し
て
厳

し
い
目

が
向

け
ら

れ
る

よ
う

に
な

り
ま

し

た
。
 

 
す

な
わ

ち
、
『
今

の
社

会
福

祉
法

人
は

、

地
域
へ
の
貢
献

度
が
足

り
な

い
の

で
は

な
い

か
？
単

な
る

事
業
屋

に
な

っ
て

し
ま

っ
て

は

い
な

い
か
？

』
と

い
う
批
判

で
す

。
そ

し
て

そ
の
動

き
は

法
律

の
改

正
に
向

か
い

つ
つ

あ

る
の

で
す

。
 

 
そ

の
さ

な
か

に
起

こ
っ
た

の
が

今
回

の
改

築
で

あ
り

、
い

う
ま

で
も

な
く

清
水

園
は

、

経
常

的
運

営
は

す
べ
て
税
金

に
頼

っ
て

い
ま

す
か

ら
、

行
政

の
補
完
部

分
と

し
て

の
地

域
貢
献

と
は

い
か

な
る

も
の

か
を
模
索

し

て
い

か
ね

ば
な

り
ま

せ
ん

。
こ

の
こ

と
は

、

今
回

の
改

築
の
重

要
な
コ

ン
セ
プ

ト
と

な
り

ま
し

た
。
」 

 
そ

こ
で

生
ま

れ
て

き
た

の
が

、
地
域

に
開

か
れ

た
『
社

会
的
資
源

』
と

し
て

の
改

築
の

あ
り

方
で

あ
る

。
 

 
地
域

に
開

か
れ

た
施

設
と

い
っ
て

も
、
【清

水
園

】の
あ

る
場

所
は

、
坂

出
の
八

十
場

に

近
く

、
市
街

地
か

ら
は
離

れ
て

い
る

。
そ

の

理
由

は
、
設

立
さ

れ
た

昭
和

三
十

三
年
当

時
、
国

の
障

が
い

者
福

祉
に
対

す
る

考
え

方
が

、
保

護
を

中
心

と
す

る
“
コ
ロ

ニ
ー
”と

し
て

の
施

設
建

設
の

方
向

性
だ

っ
た

と
い

う

事
情

に
遡

る
。
 

 
同

じ
事
情

を
抱

え
た

人
た

ち
が
集

ま
っ
て

暮
ら

す
“コ

ロ
ニ
ー
”と

い
う

ス
タ
イ

ル
は

、
そ

こ
で
暮

ら
す

障
が

い
者

に
と

っ
て

は
、
生

活

の
全

て
を
委
ね

る
場

所
で

あ
る

に
も
関

わ

ら
ず

、
地
域

か
ら

は
あ

ま
り

そ
の
存
在

を

歓
迎

さ
れ

な
い

と
い

う
ジ
レ

ン
マ
を
抱

え
る

こ
と

と
な

る
。
そ

れ
ゆ

え
に

、
郊
外

に
隔
絶

し
た

状
態

で
建

て
ら

れ
る

こ
と

が
多

く
、

清
水

園
も
例
外

で
は

な
か

っ
た

。
 

 
こ

れ
に
対

し
て

、
約

二
十
五

年
ほ
ど

前
か

ら
地

方
で

も
注
目

さ
れ
始

め
た

の
が

、
「障

が
い

者
と

健
常

者
と

は
、
お
互

い
が
特
別

に

区
別

さ
れ

る
こ

と
な

く
、
社

会
生

活
を
共

に
す

る
の

が
正

常
な

こ
と

で
あ

り
、
本

来
の

望
ま

し
い
姿

で
あ

る
」
と

す
る
ノ

ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い

う
考

え
方

。
社

会
生

活
を

共
に

す
る

、
と

い
う
観

点
か

ら
「
地
域

に
返

せ
」と

い
う
流

れ
が
起

こ
っ
て

く
る

。
 

 
し

か
し
…

と
松

浦
理

事
長

は
言

う
。
 

「
で

も
、
実
際

に
『地

域
に
帰

る
』こ

と
は

難

し
い

場
合

が
多

い
の

で
す

。
清

水
園

の
入

所

者
に

は
、

50年
近

く
も

こ
こ

で
暮

ら
し

て
い

る
人

も
い

る
し

、
肉
親

と
の

つ
な

が
り

も
殆

ど
途
絶

え
て

し
ま

っ
た

人
た

ち
が

多
数

を

占
め

て
お

り
、
帰

る
場

所
が

あ
る

人
は
少

な
い

の
で

す
か

ら
。
 

 
そ

う
で

あ
れ

ば
、
こ

こ
で

で
き

る
“ノ

ー
マ

ラ
イ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
”
の
実
現

は
、

『
こ

の
施

設

の
中

で
い

か
に

社
会

と
の
係

わ
り

を
持

ち
、

社
会
感
覚

を
持

て
る

よ
う

に
な

る
か

』、
に



 

 

個室として使用可能な会議室をはじめ、社交ダンスな

どの各種スクール、映画上映なども可能なマルチホー

ルは、地域との交流を目指し、多くの外部の人々に利

用していただくことを念頭に計画されている。 

係
っ
て

い
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。
つ

ま
り

、
必

要
な
ベ
ク

ト
ル

の
方
向

は
、
『
外

か
ら
内

』へ
。

い
か

に
外

と
の
交
流

を
生
み

出
す

か
、
そ

の

た
め

に
も

、
地

域
に

お
け

る
『
社

会
的
資

源
』と

し
て

の
存
在

意
義

は
大

き
く

、
今

回

の
改

築
工

事
の
重

要
な
ポ
イ

ン
ト

に
な

っ
て

い
ま

す
。
」。

 

 
今

回
の
改

築
工

事
の

中
で

、
目
玉

と
な

る

存
在

は
多
目

的
に

利
用

で
き

る
『
地
域
交

流
ス

ペ
ー

ス
』
。

そ
の
名

の
通

り
、

「
地
域

の

人
に
積
極

的
に

施
設

の
中
へ
入

っ
て

き
て

も

ら
い

、
交
流

す
る

」
こ

と
を
目

的
に

し
て

い

る
。
 

 
と

い
っ
て

も
、
従

来
の

『
慰

問
す

る
側

・
さ

れ
る
側

』
の
関

係
で

は
な

い
。
貸

し
ホ

ー
ル

等
と

し
て

、
地
域

に
開

か
れ

た
公

民
館

的

な
役
割

と
し

て
の

位
置

づ
け

を
目

指
し

て

い
る

。
そ

れ
は

国
の

考
え

る
新

し
い

福
祉

施

設
の

あ
り

方
の

方
向

性
と

も
重

な
る

が
、

清
水

園
の

入
所

者
に

と
っ
て

は
、
新

し
い

社

会
と

の
接

し
方

を
生
み

出
す

き
っ
か

け
に

も
な

る
。
 

 
「
こ

こ
を

施
設
外

か
ら

利
用

し
訪

れ
る

人

に
、
格
別
何

か
を

し
て
ほ

し
い

わ
け

で
は

な

い
。
た

だ
、
何

度
も

会
い

、
接

す
る

こ
と

で
、

お
互

い
の

こ
と

を
知

っ
て

い
く

、
親

し
み

が

湧
く

。
…

そ
れ

が
社

会
に

受
け

入
れ

ら
れ

て
い

く
と

い
う

こ
と

に
つ

な
が

る
の

で
は

な

い
で

し
ょ

う
か

。
そ

の
繰

り
返

し
が

、
施

設

に
社

会
感
覚

と
い

う
風

を
呼
び
込

む
こ

と

に
結
び

つ
き

、
結
果

的
に

、
ノ

ー
マ
ラ
イ
ゼ

ー
シ
ョ
ン

が
実
現

さ
れ

て
い

く
と

考
え

て
い

ま
す

。
」
（
松

浦
理

事
長

）
。
そ

の
『
社

会
に

開
く

』
イ
メ

ー
ジ

は
、
建

設
計
画

の
随

所
に

見
ら

れ
る

方
針

で
あ

る
。
 

 
た

と
え

ば
、
駐
車

場
。
当
初

の
計
画

か
ら

は
大

き
く

変
更

し
、

50台
程

度
駐
車
可
能

な
ス

ペ
ー

ス
を
確

保
、
外
部

か
ら

の
利

用
者

の
便

を
考
慮

し
た

。
ま

た
、
『
清

水
園

と
地

域
を

結
ぶ

会
』と

相
談

を
し

て
、
多
目

的
に

使
え

る
よ

う
交
流

ス
ペ
ー

ス
の
仕
切

り
を

で

き
る

だ
け
少

な
く

し
、

220名
を
収
容
可
能

な
マ
ル
チ

ホ
ー

ル
と

し
て
整
備

。
各

種
講
演

会
、
社
交
ダ

ン
ス

や
ブ
レ
イ
ク
ダ

ン
ス
等

の

練
習

や
、
カ
ラ
オ
ケ

大
会

な
ど

、
定
期

的

に
訪

れ
る

人
が

生
ま

れ
る

よ
う

に
工
夫

を

し
た

他
、
さ

ら
に

お
茶
席

に
も

な
る

和
室

を
備

え
た
貸

し
会

議
室

も
準
備

す
る

な
ど

、

公
民
館

よ
り

も
使

い
や

す
く
訪

れ
や

す
い

場
所

に
な

る
よ

う
考

え
て

い
る

。
 

 
た

だ
、
そ

の
よ

う
に

「
外

か
ら
内
へ
入

っ
て

き
て

も
ら

う
」
こ

と
を

前
提

と
し

た
取

り

組
み

は
、
ま

だ
ま

だ
珍

し
く

、
職

員
も

多

少
の
戸
惑

い
を
感

じ
て

い
る

か
も

し
れ

な
い

、

と
松

浦
理

事
長

は
言

う
。
職
員

だ
け

で
な

く
、
地
域
へ
も

こ
れ

か
ら
積
極

的
な
周

知
が

必
要

だ
。
「
い

つ
か

、
地
域

の
高
齢

者
が

、
清

水
園

に
週

に
１

回
昼
食

を
食

べ
に

来
る
…

と
い

っ
た

サ
ー

ビ
ス

も
生

ま
れ

て
く

れ
ば
良

い
と
夢
見

て
い

る
け

れ
ど

、
ま

だ
ま

だ
努
力

し
て

い
か
ね

ば
な

ら
な

い
と

思
っ
て

い
ま

す
。
」（松

浦
理

事
長

）。
 

 
そ

の
一

方
で

、
新

し
い
課

題
も

生
ま

れ
て

く
る

。
そ

れ
は

、
入

所
者

の
側

に
、
『
社

会



 

 

地元の海岸などでの清掃活動を実施。多くのゴミを

収集し、社会貢献意識も高めている。 

を
受

け
入

れ
る

』
素

地
を
作

る
と

い
う

取

り
組
み

だ
。
 

 
「
社

会
と

の
接

点
が
乏

し
か

っ
た

こ
れ

ま

で
の

経
緯

が
あ

る
だ

け
に

、
施

設
外

の

人
々

と
“社

会
生

活
を
共

に
す

る
”こ

と
が

一
足
飛
び

に
で

き
る

わ
け

で
は

な
い

か
も

し
れ

な
い

。
例

え
ば

、
こ

れ
ま

で
職
員

は
入

所
者

に
対

し
、
何

よ
り

も
同
情

や
思

い
や

り
を

も
っ
て
接

し
て

き
た

け
れ
ど

、
社

会
と

接
点

を
持

ち
ふ

れ
あ

う
と

い
う

こ
と

は
、

何
ら

か
の
役
割

や
態

度
を

要
求

さ
れ

る

部
分

も
あ

る
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、
多

少
の
苦

言
や
教
育

と
い

っ
た
従

来
の

福
祉

の
枠

を
超

え
た

取

り
組
み

が
必

要
に

な
っ
て

く
る

の
は
当
然

で
、
例

え
ば

地
域

の
清
掃

活
動
等
へ
も
参

加
し

て
い

く
な
ど

、
こ

ち
ら

か
ら
責
務

を

果
た

し
て

い
く

と
い

う
姿
勢

も
求

め
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

く
る

と
考

え
て

い
ま

す
。
」。

 

 
 

 
地
域

に
開

か
れ

た
『
社

会
的
資
源

』
と

し
て

生
ま

れ
変

わ
ろ

う
と

し
て

い
る

清

水
園

。
こ

の
場

所
は

、
こ

れ
か

ら
ど

う
な

っ
て

い
く

の
だ

ろ
う

か
。
 

 
「
『
救

護
施

設
と

し
て
ど

う
あ

る
べ

き

か
』か

ら
、
『社

会
の

中
で
ど

う
い

う
役
割

を
果

た
す

べ
き

か
』
へ
と

、
変

化
せ

ざ
る

を
得

な
い

の
で

は
な

い
か

、
と

い
う

の
が

正
直

な
想

い
で

す
。
 

 
そ

れ
は

、
社

会
福

祉
法

人
と

い
う

社
会

的
な
視

点
を

必
要

と
す

る
存
在

で
あ

る

以
上

あ
る

意
味
当
然

の
こ

と
で

し
ょ

う
。
 

 
そ

し
て

ま
た

、
パ
ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

の
一
連

の

い
き

さ
つ

に
象
徴

さ
れ

る
よ

う
に

、
知

的
障

が
い

と
い

う
定
義

は
こ

れ
か

ら
ま

す
ま

す

明
確

に
線
引

き
す

る
こ

と
が

難
し

く
な

っ

て
い

く
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

 
ま

た
、
例

え
ば

、
社

会
的

に
上
手

く
順
応

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
人

や
、
累
犯
犯
罪

を

繰
り
返

す
人

に
つ

い
て

は
、
ど

こ
が

救
済

し

て
い

く
の

か
。
 

 
『
社

会
の

中
で
果

た
す

べ
き
役
割

』
を

考

え
た

と
き

、
救

護
施

設
と

し
て

だ
け

で
な

く
、
更

生
事

業
、
失

業
対
策

事
業

に
お

け

る
課

題
解
決

の
方

法
な
ど

、
異

な
る

分
野

の
事
例

を
参

考
に

せ
ざ

る
を
得

な
い

場
合

が
起

こ
っ
て

く
る

の
は
避

け
ら

れ
な

い
か

も

し
れ

な
い

、
と

考
え

て
い

ま
す

。
さ

ら
に

は
、

入
所

者
の

高
齢

化
と

い
う

問
題

に
ど

う
対

処
し

て
い

く
か
？

と
い

う
課

題
も

あ
り

ま

す
。
 

 
第

一
種

社
会

福
祉

事
業

で
あ

る
こ

と
か

ら
く

る
重

責
は

変
わ

り
ま

せ
ん

が
、
広

い

視
野

で
、
社

会
全
般

の
課

題
を
解
決

し
て

い
く

と
い

う
視

点
を

持
た

ざ
る

を
得

な
い

、

…
そ
ん

な
時

代
が

き
て

い
る

の
か

も
し

れ

ま
せ
ん
ね

。
」（松

浦
理

事
長

）
。
 

 
外

か
ら
内
へ
の
流

れ
を

つ
く

り
、

そ
し

て

社
会

的
な

大
き

な
視

点
を

施
設

の
中

に
求

め
て

い
く

。
 

―
―
新

し
い
ノ

ー
マ
ラ
イ
ゼ

ー
シ
ョ
ン

の
あ

り
方

が
、
こ

の
場

所
で

生
ま

れ
よ

う
と

し
て

い
る

。
 

 

 
 
 
（次

ペ
ー

ジ
利

用
案
内

に
続

く
）

年１回発行の会報誌 
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五

月
五

日
は

「
端

午
の

節
句

」
。

「
こ

ど
も

の

日
」
、

ゴ
ー

ル
デ

ン
ウ

ィ
ー

ク
と

い
う

呼
び

名
、

イ
メ

ー
ジ

の
方

が
今

は
定

着
し

て
い

る
か

も

し
れ

ま
せ

ん
が

、
男

の
子

の
節

句
と

し
て

古

く
か

ら
根

付
い

た
季

節
を

代
表

す
る

行
事

で
す

。
 

  
◆◆ ◆◆
い
つ
か
ら

い
つ
か
ら

い
つ
か
ら

い
つ
か
ら
男男 男男
のの のの
子子 子子
のの のの
節
句

節
句

節
句

節
句
にに にに
？？ ？？
    

  
と

い
っ

て
も

、
そ

も
そ

も
端

午
の

節
句

は
女

性
の

た
め

の
節

句
だ

っ
た

と
か

。
 

 
そ

の
始

ま
り

は
、

昔
か

ら
あ

っ
た

“
五

月
忌

（
さ

つ
き

い
み

）
”
 
（
男

性
が

戸
外

に
出

、
女

性
が

家
に

閉
じ

こ
も

っ
て

、
田

植
え

の
前

に

穢
れ

を
祓

い
身

を
清

め
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
も

の
だ

っ
た

と
言

わ
れ

て
い

ま
す

。
 

 
そ

し
て

、
奈

良
時

代
頃

よ
り

、
菖

蒲
を

髪

に
飾

り
、

薬
玉

（
薬

草
を

丸
め

た
玉

）
を

贈

り
合

う
宮

中
行

事
が

生
ま

れ
、

そ
の

“
菖

蒲

を
髪

に
飾

っ
た

”
こ

と
か

ら
、

鎌
倉

時
代

頃

に
“
菖

蒲
＝

尚
武

”
と

変
化

し
、

男
の

子
の

成

長
を

祝
う

節
句

と
な

っ
て

い
っ

た
と

さ
れ

て

い
る

よ
う

で
す

。
 

     
◆◆ ◆◆
江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代
のの のの
端
午

端
午

端
午

端
午
のの のの
節
句

節
句

節
句

節
句
    

     
武

家
に

と
っ

て
大

事
な

意
義

を
持

っ
て

い

た
端

午
の

節
句

。
 

 
江

戸
時

代
に

は
菖

蒲
そ

の
も

の
に

か
な

り

シ
ン

ボ
リ

ッ
ク

な
意

味
が

置
か

れ
て

お
り

、

邪
気

を
払

う
意

味
か

ら
菖

蒲
で

門
や

屋
根

を
葺

い
た

り
、

戦
場

で
の

前
立

物
に

も
用

い

ら
れ

る
な

ど
し

て
い

ま
し

た
。

 

 
そ

し
て

端
午

の
節

句
の

日
に

は
、

上
司

、

親
戚

、
友

人
と

贈
り

物
を

持
っ
て

訪
問

し
合

っ
た

り
、

用
人

に
持

た
せ

て
奉

公
人

へ
祝

い
の

品
を

贈
っ

た
り

と
い

う
こ

と
が

な
さ

れ
て

い

ま
し

た
。

 

 
そ

の
祝

い
の

品
は

、
「
粽

」
「
魚

」
「
衣

類
」
な

ど
。

確
か

に
、

こ
の

ほ
ど

刊
行

さ
れ

た
、

丸
亀

藩
京

極
家

の
お

殿
さ

ま
の

一
族

で
あ

る
京

極
高

周
・
高

岑
の

記
し

た
『
丸

亀
京

極
家

御

連
枝

日
記

』
に

も
、

五
月

五
日

に
は

“
干

鯛
、

粽
な

ど
が

殿
様

よ
り

贈
ら

れ
た

”
旨

の
記

載

が
毎

年
見

ら
れ

ま
す

。
 

 
ま

た
、

そ
の

他
に

も
ギ

ヤ
マ

ン
コ

ッ
プ

、
猪

口
な

ど
の

祝
い

品
の

交
換

も
行

わ
れ

て
い

た

よ
う

で
す

。
 

   
◆◆ ◆◆
作作 作作
る
の
は

る
の
は

る
の
は

る
の
は
、、 、、
柏
餅

柏
餅

柏
餅

柏
餅
？？ ？？
粽粽 粽粽
？？ ？？
    
    

 
 

 
 

 
 

 
 
    

 

 
今

、
「
端

午
の

節
句

」
と

い
え

ば
柏

餅
を

思

い
浮

か
べ

る
こ

と
が

多
い

と
思

い
ま

す
が

、
使

わ
れ

て
い

る
葉

っ
ぱ

、
何

か
ご

存
じ

で
し

ょ
う

か
？

 

 
あ

る
調

査
に

よ
る

と
、

香
川

県
で

作
ら

れ

て
い

る
“
柏

餅
”
の

葉
は

、
サ

ル
ト

リ
イ

バ
ラ

で

あ
る

こ
と

が
殆

ど
と

か
。

 

              
自

生
の

カ
シ

ワ
の

木
が

少
な

い
の

で
、

近
畿

以
西

は
サ

ル
ト

リ
イ

バ
ラ

が
使

わ
れ

る
こ

と

が
多

い
そ

う
で

す
が

、
元

は
と

い
え

ば
“
カ

シ

ワ
の

葉
は

新
芽

が
育

つ
ま

で
は

古
い

葉
が

落

ち
な

い
こ

と
か

ら
、

「
子

孫
繁
栄

（
家
系

が
途

切
れ

な
い

）
」
と

い
う
縁
起

を
か

つ
い

だ
”
も

の

と
さ

れ
て

い
る

柏
餅

に
“
カ

シ
ワ

”
の

葉
が

使

わ
れ

て
い

な
い

の
で

は
、

な
ん

だ
か
可
笑

し

な
感

じ
が

し
ま

す
ね

。
 

 
た

だ
、

こ
の

風
習

自
体

が
江

戸
で

生
ま

れ

た
物

で
、

そ
れ

が
参
勤

交
代

で
全

国
に
広

ま

っ
た
･
･
･
と

言
わ

れ
て

い
ま

す
の

で
、
広

ま
っ

た
頃

に
は
本
来

の
縁
起
担
ぎ

は
薄

れ
て

し

ま
っ
て

い
た

の
で

し
ょ

う
か

。
 

  
江

戸
時

代
、

京
極

の
お

殿
様

は
粽

を
贈

り

合
っ

た
よ

う
で

す
が

、
そ

の
粽

に
も

、
『
蒸

ら

し
た
米

を
餅

に
し

、
マ

コ
モ

の
葉

で
包

ん
で

イ

グ
サ

で
縛

り
、
湯

が
い

た
物

』
、

『
う

る
ち
米

の
団

子
を
笹

の
葉

で
包

ん
だ

も
の

』
『
も

ち
米

の
餅

を
ワ

ラ
で
包

ん
だ
飴

粽
（
あ

ん
ち

ま

き
）
』
、

『
サ
ザ

ン
カ

の
根

を
焼

い
て

作
っ

た
灰

汁
で

も
ち
米

を
湿

ら
せ

、
こ

れ
を
原
料

に
餅

を
作

り
ワ

ラ
で
包

ん
だ

物
』
と
色
々

な
も

の

が
あ

る
よ

う
で

す
。

 

 
香

川
で

今
食

べ
ら

れ
て

い
る

の
は

、
サ

サ
や

茅
で
包

ん
だ
甘

い
お

餅
の

よ
う

に
思

い
ま

す

が
、

江
戸

時
代

、
お

殿
さ

ま
が

贈
り

合
っ

た

粽
は

、
い

っ
た

い
ど

ん
な

も
の

だ
っ
た

の
で

し
ょ

う
か

？
 

 
詳

し
い

こ
と

は
今

の
段
階

で
は
分

か
り

ま

せ
ん

が
、
想
像

す
る

と
楽

し
い

で
す
ね
♪

 

「
ハ

レ
と

ケ
」

の
あ

る
 

遊
び

か
た

・
暮

ら
し

か
た

 

こ
の

季
節

を
暮

ら
す

。
（

25）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【【 【【

季
節

季
節

季
節

季
節

にに にに
応応 応応

じ
た

じ
た

じ
た

じ
た
暮暮 暮暮

ら
し

ら
し

ら
し

ら
し
方方 方方

／／ ／／
端
午

端
午

端
午

端
午

のの のの
節
句

節
句

節
句

節
句
】    

    

 



 

 

                            

早
春

の
露

地
に

 

 
つ

つ
ま

し
く

咲
く

ア
セ

ビ
の

花
 

           

 

い
可

憐
な

花
を

房
状

に
垂

れ
、
甘

い
香

り
を

漂
わ

せ
な

が

ら
春

風
に

揺
れ

て
シ

ャ
ラ

シ
ャ

ラ
と

乾
い

た
音

を
立

て
て

い
る

ア
セ

ビ
の

花
に

は
、
思

わ
ず

顔
を

近
づ

け
た

く
な

り

ま
す

。
こ

の
花

に
囲

ま
れ

て
お

抹
茶

を
頂

戴
す

れ
ば

、
ま

さ
に

大
名

気
分

と
言

え
ま

し
ょ

う
。
 

 
ア

セ
ビ

は
日

本
原

産
で

万
葉

の
昔

か
ら

多
く

の
日

本
人

に
親

し
ま

れ
詩

歌
に

も
詠

ま
れ

て
い

ま
す

。
漢

字
で

「馬

酔
木

」と
書

き
、
「ア

セ
ビ

」ま
た

は
「ア

シ
ビ

」と
呼

ん
で

い

ま
す

。
こ

の
「ア

セ
ビ

」は
有

毒
物

質
を

含
み

、
牛

や
馬

な

ど
の

草
食

動
物

が
ア

セ
ビ

を
食

べ
る

と
、
酔

っ
て

足
が

し
び

れ
た

よ
う

に
な

る
こ

と
か

ら
、
「足

し
び

れ
」が

訛
っ
て

「ア

セ
ビ

」ま
た

は
「ア

シ
ビ

」と
な

り
ま

し
た

。
（（ （（
長

岡
長

岡
長

岡
長

岡
    
公公 公公

）） ）） 

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

【
編

集
後

記
】

 

 
『

ハ
レ

と
ケ

通
信

』
の

発
行

が
、

半
年

ほ
ど

空
い

て

し
ま

い
ま

し
た

。
い

つ
も

楽
し

み
に

御
手

紙
を

く
だ

さ

っ
て

い
た

皆
様

に
は

、
本

当
に

申
し

訳
あ

り
ま

せ
ん

。

そ
の

代
わ

り
･
･
･
と

い
う

こ
と

で
も

あ
り

ま
せ

ん
が

、
 

こ
の

ほ
ど

富
士

建
設

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

一
新

致
し

ま
し

た
。
（

h
ttp

:/
/
w

w
w

.fu
jik

e
n
s
e
ts

u
.jp

）
 

 
今

回
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
お

伝
え

し
た

か
っ

た
の

は
、

三
つ

の
こ

と
。

一
つ

目
は

、
「

建
設

業
は

世
界

で

一
番

カ
ッ

コ
イ

イ
仕

事
だ

！
」

と
い

う
こ

と
を

伝
え

た

い
。

二
つ

目
は

、
「

建
築

に
は

、
未

来
を

変
え

る
力

が

あ
る

。
」

と
い

う
私

た
ち

の
誇

り
や

想
い

を
知

っ
て

い

た
だ

き
た

い
。

そ
し

て
最

後
に

、
社

員
の

皆
さ

ま
や

自

分
自

身
が

迷
っ

た
と

き
に

、
こ

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

見

て
「

そ
う

だ
、

富
士

建
設

は
こ

れ
を

目
指

し
て

い
る

ん

だ
。
」

と
勇

気
づ

け
ら

れ
、

元
気

と
や

る
気

が
出

て
く

る
よ

う
な

ペ
ー

ジ
に

し
た

い
。

 

 
〈

建
築

に
は

、
未

来
を

変
え

る
力

が
あ

る
。
〉

 

 
〈

建
設

業
は

世
界

で
一

番
カ

ッ
コ

イ
イ

仕
事

だ
！

〉
 

 
こ

の
二

つ
を

皆
さ

ま
に

伝
え

る
に

は
、

ま
だ

ま
だ

我

が
社

の
取

り
組

み
も

、
力

も
、

足
り

な
い

か
も

し
れ

ま

せ
ん

。
で

も
、

い
つ

か
胸

を
張

っ
て

こ
れ

ら
に

つ
い

て

語
れ

る
よ

う
、

今
後

と
も

真
摯

に
建

築
に

向
き

合
っ

て

い
き

た
い

と
心

か
ら

思
っ

て
い

ま
す

。
 

【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   公益財団法人中津万象園保勝会 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 

 

 
 

中
津

万
象

園
 

「
花

の
歳

時
記

（

25）
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 

 
邀

月
橋

を
渡

り
八

景
池

を
右

に
歩

を
進

め
ま

す
と

、
前

方
に

中
門

「松
寿

関
」が

見
え

ま
す

。
そ

の
中

門
の

向
こ

う

側
に

は
、
貞

享
２

年
（１

６
８

８
）丸

亀
２

代
藩

主
京

極
高

豊

侯
が

、
現

在
の

「中
津

万
象

園
」の

前
身

と
さ

れ
る

「中
津

の

お
茶

屋
」を

造
営

し
た

折
の

二
棟

の
茶

室
（観

潮
楼

と
母

屋
）が

現
存

し
て

い
ま

す
。
 

 
私

は
茶

道
に

は
何

の
心

得
も

あ
り

ま
せ

ん
が

、
こ

の
茶

室

を
含

む
茶

庭
（露

地
）の

雰
囲

気
が

大
好

き
で

、
こ

の
地

を

よ
く

訪
れ

、
四

季
の

移
ろ

い
を

楽
し

ん
で

い
ま

す
。
そ

の
折

ふ
と

千
利

休
が

「露
地

は
、
俗

世
間

か
ら

茶
室

に
至

る
間

に
心

身
を

清
め

る
大

切
な

場
所

で
あ

る
」
と

諭
し

た
茶

庭
の

心
が

私
の

脳
裏

に
よ

く
浮

か
ん

で
き

ま
す

。
 

 
こ

の
万

象
園

の
露

地
に

は
い

ろ
い

ろ
な

花
木

が
植

栽
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
早

春
の

こ
の

地
を

訪
れ

て
私

の
心

惹
か

れ
る

花
の

一
つ

が
ア

セ
ビ

の
花

で
す

。
釣

り
鐘

型
の

白
 

 

 
今

回
か

ら
は

万
象

園
の

茶
亭

・
観

潮
楼

に
ち

な
ん

で
、

文
人

の
「

華
」

を
ご

紹
介

致
し

ま
す

。
 

 
金

丹
と

は
、

不
老

長
寿

の
妙

薬
の

こ
と

。
秦

の
始

皇
帝

が
に

命
じ

ら
れ

て
徐

福
が

不
老

不
死

の
妙

薬
と

し
て

持
ち

帰
っ

た
の

は
天

台
烏

薬
だ

っ
た

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
今

も
昔

も
不

老
長

寿
は

永
遠

の
テ

ー
マ

な
の

で
す

ね
。「

九
」

と
い

う
数

字
は

、
物

事
が

成
し

遂
げ

ら
れ

る
こ

と
を

表
す

数
字

だ
そ

う
。「

不
老

長
寿

と
生

活
の

豊
か

さ
」

を
表

現
し

た
華

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

雅
題

 
文

人
華
の

世
界

（
３

）
 

「
金

丹
九

成
」

 

 
 

 
枇

杷
の

実
九

 

【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
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