
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た
（
６
） 

 

【
新
茶
を
楽
し
む
／
八
十
八
夜
】 

花
あ
る

数
寄
屋
（
６
） 

「
雨
落
ち
」 

中
津
万
象
園 

「

花
の
歳
時
記
」
（
６
）
ボ
タ
ン 

 

か
さ
ね
の
色
（
６
）
「
杜
若
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築

（
６
）
「
鵜
足
津
福
祉
会
」 

 

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

平成２２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：４月末。山ではムベの花が満開となる。（昨年、雲辺寺にて） 
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“福
祉
”と
い
う
言
葉
で
、
皆
さ
ま
は
ど
ん
な

こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
高
齢
者
の 

介
護
？
障
害
者
の
自
立
？
外
国
人
労
働
者
の
受

け
入
れ
？
…
社
会
福
祉
と
い
え
ば
一
般
に
は

“老
人
福
祉
”“障
害
者
（障
が
い
者
）福
祉
”“児

童
福
祉
”“母
子
福
祉
”を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
そ
の
仕
組
み
、
現
状
、
課
題
な
ど
を
把

握
で
き
て
い
る
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ

等
で
流
さ
れ
る
情
報
に
限
ら
れ
が
ち
で
、
出
来

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
以
外
の

情
報
に
は
接
す
る
こ
と
な
く
、
そ
う
い
っ
た
“福

祉
”に
目
を
向
け
る
機
会
す
ら
持
た
な
い
ま
ま

日
々
を
過
ご
す
人
も
意
外
に
多
い
の
で
は
な
い

か
？
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

“福
祉
”と
い
う
考
え
方
を
歴
史
的
な
流
れ
か

ら
見
れ
ば
、
日
本
に
於
い
て
は
聖
徳
太
子
の
頃
、

貧
民
救
済
と
し
て
端
を
発
し
、
仏
教
の
影
響
と

共
に
相
互
扶
助
や
僧
侶
に
よ
る
救
済
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
国
で
は
古
く
よ 

        り
慈
善
事
業
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。 

つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
慈
善
的
・恩
賜
的
な

色
彩
が
強
く
、
“
助
け
る
・助
け
ら
れ
る
も
の
”

と
い
う
関
係
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
出
来
る
。
明
治
時
代
に
『恤
救
規
則
』と
い

う
法
律
が
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
ま
だ
“福
祉
と

は
個
人
と
し
て
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
”と
い

う
考
え
方
が
強
く
、
社
会
全
体
と
し
て
取
り
組

む
と
い
う
姿
勢
は
少
な
か
っ
た
。 

 

日
本
で
本
格
的
に
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、

福
祉
三
法
が
定
め
ら
れ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
。 

こ
の
福
祉
三
法
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
そ
の

と
き
の
時
勢
（戦
死
に
よ
る
遺
族
の
生
活
保
障
、

失
業
者
の
増
加
、
傷
痍
軍
人
の
社
会
復
帰
な
ど
）

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
一
九
六
〇
年
代
に
現
在
の
知
的
障
害

者
福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
現
在
の
母
子
及
び

寡
婦
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
、
併
せ
て
「福
祉
六

法
」
と
な
り
、
阪
神
大
震
災
を
契
機
に
介
護
保

険
法
が
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
社
会
情
勢
・必
要

性
を
取
り
入
れ
つ
つ
“福
祉
”は
発
展
し
て
い
く
。 

 

現
理
事
長
（創
立
者
）
小
松
守
氏
が
鵜
足
津

福
祉
会
創
立
を
目
指
し
準
備
を
始
め
た
の
は
、

昭
和
51
年
（一
九
七
六
年
）。
当
時
、
３３
歳
の

若
さ
で
あ
る
。
「な
ぜ
福
祉
を
始
め
よ
う
と
？
」

と
質
問
す
る
と
、
「人
の
役
に
立
つ
こ
と
が
し
た

か
っ
た
」と
言
う
。
「人
の
役
に
立
ち
た
い
」と
は

い
え
、
当
時
の
世
相
を
考
え
れ
ば
福
祉
と
い
う
の

は
ま
だ
ま
だ
馴
染
み
の
な
い
世
界
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

「最
初
は
、
私
た
ち
両
親
が
働
い
て
い
る
の
に
、

祖
父
母
が
い
た
せ
い
で
娘
が
保
育
所
に
入
れ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
保
育
所
を
つ
く
っ
て
や
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
。
自
分
た
ち
の
よ
う
に
困
っ
て
い

る
人
は
い
る
は
ず
だ
、
と
考
え
た
か
ら
。
だ
が
、

既
に
別
の
人
が
宇
多
津
町
に
保
育
所
を
計
画
中

だ
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
断
念
。
で
も
、
と
に
か

く
人
の
役
に
立
つ
、
人
び
と
の
生
活
の
支
え
に
な

る
こ
と
を
し
た
い
、
と
…
。
」そ
う
考
え
て
い
た

と
こ
ろ
、
宇
多
津
町
の
高
齢
者
人
口
の
比
率
が
、

他
町
に
比
べ
高
い
こ
と
に
気
付
く
。 

「そ
の
頃
、
中
讃
に
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

と
い
う
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

宇
多
津
町
に
住
む
お
年
寄
り
は
、
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
じ
ゃ
あ
、
自
分
が
作
っ

て
や
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
」小
松
氏
は
、
県
の
職
員

の
助
言
を
受
け
つ
つ
、
こ
の
信
念
を
推
し
進
め
て

い
く
。 

な
ぜ
、
『特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
』が
中
讃
・

西
讃
に
は
少
な
か
っ
た
の
か
？ 

そ
の
理
由
は
、
想
像
す
る
に
、
こ
の
施
設
の
持

つ
性
質
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
『特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
』は
老
人
福
祉
法
を
根
拠
と
す
る
施

設
で
あ
る
が
（現
在
は
介
護
法
の
認
定
も
受
け

る
）、
そ
の
特
長
と
し
て
、
“入
所
で
き
る
も
の
は

低
所
得
者
に
限
ら
な
い
”と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

当
時
、
画
期
的
な
考
え
方
で
あ
り
高
い
評
価
を

受
け
た
も
の
の
、
ま
だ
地
方
で
は
そ
の
必
要
性
を

感
覚
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
人
は
少
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
“家
の
年
寄
り
を
施
設
に
預
け
る

の
は
、
姥
捨
て
山
に
捨
て
に
行
く
よ
う
な
も
の
”

と
い
う
根
強
い
罪
悪
感
が
あ
っ
た
の
だ
。 

こ
の
肌
感
覚
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
小
松

氏
の
最
初
の
施
設
『特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
寿

楽
荘
』の
新
築
時
に
も
“地
元
住
民
の
反
対
”と
い

う
形
で
現
れ
る
。
会
の
掲
げ
る
“支
え
合
い
”と

い
う
理
念
は
、
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
様
々
な
経
緯
を
経
て
『寿
楽
荘
』が

完
成
。
そ
う
す
る
と
、
反
対
し
て
い
た
人
び
と

が
お
年
寄
り
を
連
れ
て
や
っ
て
き
、
施
設
は
た

ち
ま
ち
満
室
と
な
る
。 

「最
初
、
施
設
に
対
し
ア
レ
ル
ギ
ー
を
感
じ
て

い
た
人
も
、
結
果
的
に
は
や
っ
て
き
た
。
と
い
う

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
。 

「
鵜
足
津
福
祉
会
」 

手
元
に
、
「支
え
合
い 
共
に
生
き
る
」と
題
さ
れ
た
一
冊
の
文
集
が
あ
る
。 

宇
多
津
町
に
生
ま
れ
、
香
川
県
を
代
表
す
る
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る 

【鵜
足
津
福
祉
会
】の
三
〇
年
記
念
誌
だ
。 

そ
こ
に
記
さ
れ
た
数
々
の
言
葉
は
、
理
屈
を
超
え
て
、
支
え
合
い
共
に
生
き
る
こ
と
の
温
か
さ
、
優
し
さ
を
私
た
ち 

の
心
に
真
っ
直
ぐ
に
訴
え
る
。
…
今
回
は
、
そ
の
鵜
足
津
福
祉
会
の
建
物
に
纏
わ
る
物
語
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
６
） 

 

施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社 

知
的
障
害
者
更
生
施
設 

高
瀬
荘 

マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
２１
／
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
坂
出 

他 



の
は
、
実
際
に
は
そ
う
い
っ
た
施
設
で
の
サ
ー
ビ

ス
は
、
家
庭
で
は
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
し
、
社

会
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
。
当
時
の
一

般
的
な
住
宅
で
は
、
風
呂
や
便
所
は
母
屋
か
ら

離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
風
呂
は
火
事

に
な
る
と
い
け
な
い
か
ら
離
す
し
、
便
所
は
臭
い

か
ら
離
す
。
じ
ゃ
あ
、
そ
の
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
風
呂
や
便
所
に
、
寝
た
き
り
に
近
い
お
年
寄

り
を
連
れ
て
行
け
る
の
か
？
連
れ
て
行
け
た
と

し
て
、
和
式
便
所
を
使
え
る
か
？
五
右
衛
門
風

呂
の
よ
う
な
風
呂
、
ま
た
、
段
差
の
大
き
い
風
呂

に
入
れ
ら
れ
る
か
？
…
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る

け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
女
性
の
力
で
は
無

理
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
行
き
届
い
た
お
世
話

を
し
て
あ
げ
た
く
て
も
、
物
理
的
に
限
界
が
あ

る
。
」。 

何
年
も
風
呂
に
入
っ
て
い
な
い
老
人
が
、
施
設

で
久
し
ぶ
り
に
風
呂
に
入
る
。
３
年
も
４
年
も

入
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
然
、
垢
も
こ
び
り
つ
き
、

一
度
の
入
浴
で
は
綺
麗
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

数
日
か
け
て
清
潔
に
し
、
食
事
も
温
か
い
も
の

を
食
べ
さ
せ
る
。
入
居
者
に
と
っ
て
、
施
設
に
働

く
人
た
ち
は
大
げ
さ
で
な
く
後
光
が
差
す
よ

う
に
輝
い
て
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「そ
の
と
き

の
『あ
り
が
と
う
』と
手
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し

て
言
っ
て
く
れ
る
言
葉
が
、
そ
れ
ま
で
の
苦
労
や

心
労
を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
た
。
」と
小
松
氏

は
思
い
起
こ
す
。 

そ
し
て
、
身
近
に
施
設
が
出
来
た
こ
と
が
、

住
民
達
の
意
識
も
変
え
る
。 

「こ
れ
ま
で
は
施
設
に
預
け
る
…
と
い
う
と
、

後
ろ
め
た
い
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
地
元
の
施

設
に
は
入
れ
ず
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
入
れ
る
。 

だ
が
、
“施
設
に
入
れ
ば
清
潔
に
し
て
も
ら
え
る
、

食
事
も
お
い
し
く
、
快
適
な
、
あ
ら
ゆ
る
意
味

で
安
心
で
き
る
暮
ら
し
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
”

と
い
う
認
識
が
浸
透
す
れ
ば
、
罪
悪
感
は
払
拭

さ
れ
、
で
き
る
だ
け
訪
ね
て
行
き
や
す
い
、
近

く
の
施
設
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る

こ
と
は
結
果
的
に
お
年
寄
り
の
幸
せ
に
つ
な
が

る
し
、
“支
え
合
い
生
き
る
”と
い
う
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
」。
小
松
氏
の
信
念
の
通
り
、
施
設
の
必

要
性
は
社
会
に
認
め
ら
れ
て
い
く
。 

  

そ
し
て
、
福
祉
に
お
い
て
重
要
な
節
目
の
年
が

や
っ
て
く
る
。
一
九
八
一
年
の
「
国
際
障
害
者

年
」で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
「完
全
参
加
と
平
等
」と

さ
れ
、
障
害
に
対
す
る
福
祉
の
考
え
方
を
、
「助

け
る
も
の
」か
ら
「自
立
を
支
援
す
る
も
の
」へ
と

大
き
く
シ
フ
ト
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九

八
八
年
か
ら
一
九
九
二
年
の
10
年
間
を
「国
連

障
害
者
の
10
年
」と
し
、
続
く
二
〇
〇
二
年
ま

で
の
10
年
を
「ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
障
害
者
の

10
年
」と
し
て
本
格
的
な
取
り
組
み
を
し
定
着

を
目
指
す
、
と
い
う
の
が
主
な
要
領
で
あ
る
。 

こ
の
流
れ
の
中
、
鵜
足
津
福
祉
会
は
県
よ
り

依
頼
を
受
け
、
“香
川
県
の
西
の
拠
点
と
な
る
障

害
者
施
設
”
と
し
て
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七

年
）、
『知
的
障
害
者
更
生
施
設
高
瀬
荘
』を
定

員
50
名
に
て
開
設
。
続
い
て
『知
的
障
害
者
授

産
施
設
高
瀬
荘
』を
平
成
元
年
に
同
じ
く
定
員

50
名
で
開
設
。
そ
の
活
動
の
幅
、
そ
し
て
支
え

合
う
こ
と
の
幅
を
拡
げ
て
い
く
。 

そ
の
後
、
平
成
４
年
に
は
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
寿
楽
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
、
平
成
５
年
に
は
同

じ
く
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
、
介
護
老
人
保
健
施

設
ラ
イ
ト
ハ
ー
ト
い
き
い
き
荘
・老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
事

業
開
始
、
平
成
６
年 

ケ
ア
ハ
ウ
ス
マ
イ
ル
ド
ハ
ー

ト
２１
（県
内
唯
一
の
１００
ベ
ッ
ド
の
規
模
）開
設
、

平
成
８
年 

身
体
障
害
者
養
護
施
設
み
と
よ
荘

開
設
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
坂
出
開
設
、

平
成
１１
年 

ケ
ア
ハ
ウ
ス
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
丸
亀

開
設
…
と
現
在
に
至
る
ま
で
に
十
二
箇
所
の
事

業
所
を
開
設
、
地
域
の
福
祉
の
拠
点
と
し
て

次
々
に
活
動
を
行
っ
て
い
く
。
「十
五
年
間
は
と

に
か
く
走
り
続
け
た
」と
い
う
成
長
ぶ
り
だ
が
、

そ
の
事
業
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

小
松
氏
は
信
念
を
持
っ
て
い
る
。 

「事
業
を
発
展
さ
せ
、
大
き
く
す
る
こ
と
で
、
従

業
員
は
安
心
し
、
収
入
面
や
社
会
的
な
評
価
も

安
定
す
る
。
ま
た
、
組
織
が
大
き
く
な
る
こ
と

で
、
出
世
の
道
も
拓
け
て
く
る
。
組
織
が
小
さ
い

と
、
能
力
が
あ
っ
て
も
ど
う
し
て
も
頭
打
ち
に

ケアハウスマイルドハート坂出 

ケアハウスマイルドハート宇多津 



な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
組
織
が
大
き
け
れ
ば

必
要
な
人
材
も
増
え
る
訳
だ
か
ら
。
一
族
の
人

間
や
古
参
社
員
以
外
に
も
努
力
次
第
で
道
が
開

け
る
。
そ
の
た
め
の
発
展
を
志
し
て
き
た
。
」
。

そ
れ
は
小
松
氏
の
す
べ
て
の
事
業
、
考
え
を
貫
く

「支
え
合
い
」に
も
通
じ
る
。 

  

さ
て
、
こ
の
鵜
足
津
福
祉
会
で
あ
る
が
、
当
社

が
関
わ
っ
た
建
物
は
高
瀬
荘
、
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト

２１
、
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
坂
出
、
そ
し
て
現
在
建
築

中
の
ケ
ア
ホ
ー
ム
宇
多
津
の
４
棟
が
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
。
（修
繕
等
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
含

ま
な
い
） 

 

「す
べ
て
当
社
で
…
」と
言
え
な
い
の
は
寂
し
い

こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
小
松
氏
の
工
事
の
発

注
に
対
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。

“工
事
中
、
工
事
後
に
破
綻
す
る
こ
と
な
く
、
信

頼
で
き
る
会
社
で
あ
り
、
も
っ
と
も
妥
当
な
価

格
を
提
示
で
き
る
会
社
に
任
せ
た
い
”。
そ
れ
が
、

小
松
氏
の
工
事
発
注
に
係
る
信
念
で
あ
る
。
今

は
、
補
助
金
を
使
用
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
施
設

の
規
模
・
金
額
に
よ
っ
て
“何
社
以
上
の
指
名
に

よ
る
入
札
を
行
う
”と
い
う
規
定
が
定
め
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
根
底
を
流
れ
る
思
想
は
そ

れ
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「補
助
金
を

交
付
さ
れ
て
行
う
事
業
で
あ
る
以
上
、
そ
の
遂

行
は
公
明
正
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

リ
ス
ク
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」と
い
う
こ
と
で

あ
る
。  

建
設
会
社
に
と
っ
て
、
「特
命
」と
い
う
こ
と
は
、

お
客
さ
ま
か
ら
の
最
高
の
信
頼
の
証
で
あ
る
。

お
客
さ
ま
の
信
頼
に
応
え
、
本
当
の
顧
客
満
足

を
追
求
す
る
と
い
う
根
本
的
な
使
命
か
ら
見
れ

ば
、
自
分
を
常
に
厳
し
く
律
し
、
品
質
・価
格
・

デ
ザ
イ
ン
・提
案
力
等
で
絶
え
ず
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

“相
対
的
で
な
く
絶
対
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
”と
い
う
身
の
引
き
締
ま
る
よ
う
な
恐
ろ
し

さ
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
、
そ
こ
か
ら
く
る
感

動
、
信
頼
に
応
え
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
は
他
の

も
の
に
は
代
え
難
い
。
し
か
し
、
福
祉
法
人
等
の

補
助
金
交
付
に
よ
る
事
業
の
場
合
、
そ
の
指
名

に
常
に
入
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ

の
「特
命
」と
い
う
こ
と
と
近
い
信
頼
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

そ
う
考
え
る
と
、
約
30
年
に
わ
た
り
鵜
足
津

福
祉
会
の
指
名
に
入
り
続
け
て
き
た
こ
と
は
、

誇
り
に
思
っ
て
良
い
よ
う
に
感
じ
る
。 

 

で
は
、
最
後
に
そ
れ
ら
、
当
社
が
建
設
工
事
を

請
け
負
っ
た
施
設
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
建
設
に

係
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
建
設
現
場
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
監
督

が
共
通
し
て
口
を
揃
え
る
こ
と
は
、
“小
松
理
事

長
が
現
場
へ
頻
繁
に
顔
を
見
せ
る
”こ
と
で
あ
る
。

小
松
氏
自
身
、
「現
場
監
督
み
た
い
な
も
の
や
」

と
笑
う
け
れ
ど
も
、
事
実
、
そ
の
く
ら
い
の
熱
心

さ
で
現
場
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
日
常
の
介
護
等

の
業
務
の
中
か
ら
気
が
付
い
た
こ
と
の
み
な
ら

ず
、
工
事
現
場
に
て
浮
か
ん
だ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も

次
々
と
形
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
“障
害
者

や
老
人
な
ど
の
利
用
者
の
多
い
福
祉
施
設
の
戸

は
、
片
引
き
戸
で
あ
る
べ
き
だ
”と
最
初
に
設
計

者
に
提
案
し
た
の
も
小
松
氏
な
ら
、
“介
護
の
一

巡
の
作
業
の
な
か
で
、
で
き
る
だ
け
利
用
者
に
恐

怖
心
を
与
え
て
は
い
け
な
い
”と
、
入
浴
の
際
に

利
用
者
を
下
ろ
す
の
で
は
な
く
湯
船
等
を
動
か

す
こ
と
を
提
案
し
た
の
も
小
松
氏
で
あ
る
。
ま

た
、
竣
工
検
査
の
際
に
は
自
ら
下
げ
振
り
と
水

平
器
を
持
っ
て
現
場
を
訪
れ
、
そ
の
完
成
に
落
ち

度
は
な
い
か
を
見
極
め
た
。 

 

マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
２１
の
現
場
に
は
こ
ん
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
あ
る
。
実
は
、
こ
の
施
設
の
玄
関
を
飾

る
石
タ
イ
ル
は
、
入
所
者
及
び
ス
タ
ッ
フ
の
手
作

り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
大
切
に
作
ら

れ
た
タ
イ
ル
が
現
場
へ
運
ば
れ
、
そ
れ
で
施
設
を

飾
る
。
そ
の
こ
と
は
利
用
者
の
安
全
、
楽
し
み
、

幸
せ
を
祈
る
よ
う
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
？
同
じ
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
作
品
は
高
瀬

荘
の
塀
、
寿
楽
荘
の
玄
関
で
も
使
わ
れ
、
心
を
込

め
た
そ
れ
ら
の
装
飾
は
、
変
わ
ら
ず
入
所
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
癒
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

 
 

建
物
は
、
人
の
命
・安
全
を
守
る
「器
」で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
利
用
す
る
ひ
と
た
ち
の
思

い
や
時
間
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
貴
重
な
諸
々

を
受
け
止
め
積
み
重
ね
て
い
く
「器
」で
も
あ
る
。

（神
社
や
寺
の
独
特
の
雰
囲
気
は
そ
う
い
っ
た
も

の
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
） 

そ
の
こ
と
の
持
つ
責
任
の
重
さ
、
そ
し
て
誇
ら
し

さ
を
改
め
て
認
識
し
、
現
在
建
築
中
の
ケ
ア
ホ

ー
ム
宇
多
津
を
完
成
さ
せ
ね
ば
…
そ
う
感
じ
た

「物
語
の
あ
る
建
築
」で
あ
っ
た
。 

（次
ペ
ー
ジ
に
続
く
） 

上段：高瀬荘玄関ホールの天井は、仁尾の太陽博の

記念。当時、斬新なデザインだった。 

中段：利用者の作った石タイル。 

下段：家族がボランティアで整備している中庭。 



             

             

             

             

昭和５２年１０月 社会福祉法人鵜足津福祉会設立認可(厚生省社第８５０号) 

昭和５３年３月 特別養護老人ホーム寿楽荘開設 

昭和６２年４月 知的障害者更生施設高瀬荘開設 

平成元年５月 知的障害者授産施設高瀬荘開設 

平成５年４月 老人保健施設ライトハートいきいき荘開設 

老人デイサービスセンター・老人介護支援センター事業開始 

平成６年９月 ケアハウス・マイルドハート２１開設 

平成８年６月 身体障害者療護施設みとよ荘開設 

知的障害者通所更生施設高瀬荘開設 

平成８年１０月 身体障害者デイサービスセンターみとよ荘事業開始 

平成９年９月 ケアハウス・マイルドハート坂出開設 

平成９年１０月 身体障害者デイサービスセンター坂出事業開始 

平成１１年４月 ケアハウス・マイルドハート丸亀開設 

老人デイサービスセンター丸亀事業開始 

身体障害者デイサービスセンター丸亀事業開始 

平成１２年４月 いきいき荘生きがい活動支援通所事業開始 

マイルドハート丸亀生きがい活動支援通所事業開始 

平成１２年４月 介護保険法施行により以下の事業開始 

介護老人福祉施設寿楽荘 

  ・寿楽荘短期入所生活介護 

介護老人保健施設いきいき荘 

 ・いきいき荘短期入所療養介護 

 ・デイサービスセンターいきいき荘（通所介護） 

 ・通所リハビリテーションいきいき荘 

 ・いきいき荘居宅介護支援事業所 

 ・マイルドハート丸亀居宅介護支援事業所 

 ・デイサービスセンター丸亀（通所介護） 

 ・丸亀訪問入浴サービス事業 

平成１２年７月 マイルドハート坂出居宅介護支援事業所 

平成１４年５月 ケアサービスセンター今津（訪問介護） 

平成１５年４月 障害者生活支援センター結（ゆい）事業開始 

平成１５年６月 身体障害者通所療護施設みとよ荘事業開始 

平成１５年１１月 特別養護老人ホーム今津荘・老人介護支援センター今津荘事業開始 

平成１６年４月 知的障害者通所授産施設かりん園開設 

平成１６年５月 知的障害者更生施設高瀬荘増築工事竣工 

平成１６年９月 知的障害者授産施設高瀬荘授産工場新築工事着工 

上高瀬グループホーム蘭新築工事着工 

平成１６年１０月 マイルドハート２１特定施設入所者生活介護事業開始 

平成１６年１２月 知的障害者更生施設高瀬荘大規模修繕工事着工 

平成１７年５月 上高瀬グループホーム蘭新築工事竣工 

平成１７年６月 知的障害者更生施設高瀬荘大規模修繕工事竣工 

平成１７年７月 上高瀬グループホーム蘭定員4名にて事業開始 

知的障害者更生施設高瀬荘定員80名にて事業開始 

平成１７年１０月 知的障害者授産施設高瀬荘授産工場新築工事竣工 

平成１７年１１月 グループホーム宇多津新築工事着工 

平成１７年１２月 障害者支援施設土器川タウン新築工事着工 

平成１８年１月 ７町(高瀬.山本.三野.豊中.詫間.仁尾.財田)合併により「三豊市」発足 

平成１８年３月 ３町(満濃.仲南.琴南)合併により「まんのう町」発足 

グループホーム宇多津新築工事竣工 

平成１８年４月 マイルドハート２１介護予防特定施設入居者生活介護事業開始 

平成１８年６月 グループホーム宇多津定員4名にて事業開始 

平成１８年９月 障害者支援施設土器川タウン新築工事竣工 

平成１８年１０月 

 

 

平成２０年７月 

障害者支援施設土器川タウン施設入所支援定員50名にて事業開始 

障害者支援施設土器川タウン生活介護定員70名にて事業開始 

土器川タウン相談支援事業所事業開始 

エコランド鵜足津（就労支援Ｂ型）定員20名にて事業開始 

 ライトハイツ鵜足津定員6名にて事業開始（グループホーム） 

平成２１年４月 グループホーム宇多津オリーブ定員７名にて事業開始 

平成２１年７月 特別養護老人ホームマイルドハート高円寺定員130名にて開設 

 特別支援施設マイルドハート高円寺定員10名にて開設 

鵜
足
津
福
祉
会
の
あ
ゆ
み 

作業所でイチゴを水耕栽培し、そのイチゴがデイサ

ービスの利用者を喜ばせる。他にも様々な作業、計

画が行われているが、それらの間にも「支え合い」の

精神が息づいている。 



 

【新
茶
を
楽
し
む
／
八
十
八
夜
】 

 

「
夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
・
・
・
♪
」
。
誰
も
が
必
ず
一
度
は
口
ず

さ
ん
だ
こ
と
の
あ
る
こ
の
歌
。
陽
気
な
リ
ズ
ム
か
ら
は
、
青
々
と

し
た
茶
畑
に
、
赤
い
襷
と
か
す
り
姿
の
茶
摘
み
娘
さ
ん
が
、
い
き

い
き
と
茶
を
摘
む
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。 

 

歌
に
も
あ
る
よ
う
に
、
茶
摘
み
の
時
期
と
い
え
ば
八
十
八
夜
を

連
想
し
ま
す
が
、
八
十
八
夜
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
日
な
の

で
し
ょ
う
か
。 

八
十
八
夜
と
は
、
雑
節
の
一
つ
で
、
立
春
か
ら
数
え
て
八
十
八

日
目
の
日
を
い
い
、
毎
年
五
月
二
日
頃
に
あ
た
り
ま
す
。
「
八
十

八
夜
の
別
れ
霜
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら
霜

が
降
り
な
く
な
り
、
農
家
で
は
稲
の
種
ま
き
や
茶
摘
み
が
始
ま

り
ま
す
。
八
十
八
夜
の
日
に
摘
ん
だ
茶
は
上
等
な
も
の
と
さ
れ
、

こ
の
日
に
お
茶
を
飲
む
と
長
生
き
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
実
際
の
茶
摘
の
時
期
は
八
十
八
夜
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
茶
の
木
は
生
命
力
が
強
く
、
葉
を
摘
ん
で
も
、
ま
た
新

た
に
新
芽
が
伸
び
て
く
る
た
め
、
茶
摘
は
一
年
に
三
回
ほ
ど
行
わ

れ
ま
す
。 

四
月
下
旬
～
五
月
下
旬
に
、
そ
の
年
初
め
て
萌
え
出
た
新
芽

か
ら
つ
く
ら
れ
る
一
番
茶
が
、
新
茶
と
呼
ば
れ
、
秋
か
ら
春
に
か

け
て
蓄
え
ら
れ
た
栄
養
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
た
『
最
も
香
味
豊

か
な
お
茶
』と
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
六
月
中
旬
～
七
月
上
旬
に

出
た
新
芽
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
が
二
番
茶
。
そ
の
後
、
七
月
中
旬

～
八
月
下
旬
に
摘
ん
だ
も
の
が
三
番
茶
と
続
き
ま
す
が
、
産
地

に
よ
っ
て
、
二
番
茶
で
終
わ
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
温
暖
な
地
域

で
は
、
秋
に
も
茶
摘
を
行
う
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
八
十

八
夜
に
あ
た
る
五
月
二
日
頃
に
茶
摘
が
行
わ
れ
る
の
は
、
だ
い
た

い
関
西
あ
た
り
に
な
る
よ
う
で
す
。 

 

「お
茶
」と
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
も
、
思
い
浮
か
べ
る
「お
茶
」は
人

そ
れ
ぞ
れ
違
う
は
ず
で
す
。
皆
さ
ん
ど
の
お
茶
を
思
い
浮
か
べ
ま

し
た
か
？ 

お
茶
に
は
た
く
さ
ん
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
お
茶
も
同

じ
木
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
。
栽
培
方
法
や
加

工
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
色
や
味
は
異
な
り
ま
す
が
、
紅
茶
や
ウ

ー
ロ
ン
茶
も
含
め
、
「お
茶
」は
ど
れ
も
同
じ
茶
の
木
か
ら
つ
く
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
少
し
だ
け
お
茶
の
種
類
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

毎
年
五
月
頃
に
な
る
と
、
お
店
に
新
茶
の
試
飲
コ
ー
ナ
ー
が
で

き
ま
す
。
新
茶
の
香
り
に
誘
わ
れ
て
、
お
好
み
の
ひ
と
品
を
見
つ

け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、
試
飲
は
、
目
も
鼻

も
冴
え
て
い
る
午
前
中
に
行
う
の
が
良
い
よ
う
で
す
。 

 

【煎
茶
の
お
い
し
い
淹
れ
方
】 

一
． 

お
湯
を
沸
か
し
ま
す
。
水
道
水
の
場
合
は
カ
ル
キ
臭
を

消
す
た
め
に
、
沸
騰
後
も
二
、
三
分
は
沸
か
し
続
け
ま

す
。
七
〇
～
八
〇
度
に
冷
ま
し
て
か
ら
、
人
数
分
の
茶

碗
に
お
湯
を
注
ぎ
ま
す
。 

二
． 

急
須
に
茶
葉
を
ひ
と
り
あ
た
り
茶
さ
じ
一
杯
分
入
れ
ま

す
。 

三
． 

茶
碗
の
お
湯
を
急
須
に
注
ぎ
か
え
て
ふ
た
を
し
、
一
～

二
分
蒸
ら
し
て
か
ら
、
濃
さ
が
均
一
に
な
る
よ
う
に
茶

碗
に
回
し
注
ぎ
ま
す
。
最
後
の
一
滴
ま
で
絞
り
切
っ
て
お

召
し
上
が
り
下
さ
い
。 

 

※
二
杯
目
か
ら
は
、
お
湯
が
茶
葉
に
し
み
こ
ん
で
い
る
の
で
、
一
杯

目
よ
り
も
お
湯
の
温
度
を
高
く
し
、
待
つ
時
間
も
短
め
に
す
る
こ

と
で
お
い
し
く
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

【状
況
に
適
し
た
お
茶
選
び
】 

●
仕
事
・勉
強
の
合
間 

― 

抹
茶
・玉
露
・上
級
煎
茶 

●
ス
ポ
ー
ツ
の
前 

― 

玉
露
・上
級
煎
茶
・ほ
う
じ
茶 

 
 

 
[

汗
を
流
し
た
後
に
は
、
ほ
う
じ
茶
な
ど
た
っ
ぷ
り
飲
め
る
お
茶 

が
お
す
す
め
。] 

 

●
眠
気
・酔
い
を
醒
す 

― 

抹
茶
・玉
露
・上
級
煎
茶 

 

●
食 

後 

― 

中
、
上
級
煎
茶
・粉
茶 

 
 

 
[

食
後
に
は
虫
歯
菌
の
増
殖
を
抑
え
、
食
中
毒
を
予
防
す
る
カ
テ 

キ
ン
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
中
、
上
級
煎
茶
が
お
す
す
め
。] 

 

●
寝
る
前 

― 

ほ
う
じ
茶 

[

寝
る
前
に
は
カ
フ
ェ
イ
ン
の
少
な
い
ほ
う
じ
茶
が
無
難
。] 

 

●
空
腹
時 

― 

ほ
う
じ
茶 

[

濃
い
お
茶
は
胃
を
刺
激
す
る
の
で
、
カ
フ
ェ
イ
ン
が
少
な
く 

軽
い
口
当
た
り
の
ほ
う
じ
茶
が
向
い
て
い
る
。] 

 

◆お茶の種類と特徴◆

碾茶（てんちゃ）
　　→　抹茶

玉露

かりがね（茎茶）

煎茶

ほうじ茶（焙じ茶）

玄米茶

粉茶 玉露・煎茶の製造過程の中で分類された、粉の部分の
入ったお茶。さっぱりとした渋みが特徴。
お寿司屋さんでおなじみのお茶。

茶園に覆いをかぶせて日光を遮って育てた新芽を蒸した
後、揉まずに乾燥させてつくる。

これを石臼で挽いたものが抹茶。

碾茶同様、覆いをかぶせて育てた新芽を、蒸して揉みな
がら乾燥させてつくる。ふくよかな香りとまろやかな旨み

をもつ最高級のお茶。

玉露や煎茶の製造工程の中で分類された、茎の部分が
入ったお茶。玉露のかりがねは味も玉露に近く、比較的

値段が安いことから人気がある。

日光を浴びた茶園で新芽を摘んで、蒸した後、揉みなが
ら乾燥させてつくる。さわやかな香りと上品な渋みのある

味わい。

下級の煎茶やかりがねを強火で炒って、香ばしいにおい
を引き出したお茶。香ばしい香りと後味のサッパリ感が持
ち味。 食事の時や寝る前に最適。

下級の煎茶やかりがねによく炒った玄米を混ぜたお茶。
緑茶の甘味と、玄米の香ばしいにおいが絶妙。

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
暮
ら
す
。（
６
） 

文
・イ
ラ
ス
ト 

土
岐
倫
子 



     

 

         

花
あ
る
数
寄
屋
（
６
） 

「
雨
落
ち
」 

雨
の
日
、
屋
根
に
溜
ま
っ
た
水
を
集
め
、
地
上
へ
と
導
く
「
雨
樋
」。 

ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
「
在
る
」
こ
と
に
慣
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
木
の
葉
等
に
よ
る
雨
樋
の
詰
ま
り
を
防
ぐ
た

め
、
ま
た
意
匠
的
に
、
雨
樋
自
体
を
無
く
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

 

そ
ん
な
と
き
に
必
要
と
な
る
の
が
、
写
真
下
段
の
、「
雨
落
ち
」
で
す
。 

 

雨
樋
が
無
け
れ
ば
お
掃
除
も
い
ら
な
い
で
す
し
、
楽
で
す
が
、
軒
先
か

ら
土
が
剥
き
出
し
の
地
面
へ
雨
の
滴
が
落
ち
た
の
で
は
、
穴
が
穿
た
れ
た

り
、
ぬ
か
る
ん
だ
り
…
と
い
う
状
況
を
生
ん
で
し
ま
い
ま
す
。 

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
小
石
な
ど
を
敷
き
詰
め
、
そ
こ
で
雨
を
受
け
る
よ

う
に
す
る
の
が
、「
雨
落
ち
」
の
役
割
な
の
で
す
。 

 

こ
の
「
雨
落
ち
」、
数
寄
屋
風
住
宅
の
軒
先
、
瓦
屋
根
を
す
っ
き
り
と

見
せ
る
の
に
も
有
効
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
庭
の
デ
ザ
イ
ン
の
一
部
と
し
て
も

優
れ
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
、「
じ
ゃ
あ
、
玄
関
先
は
ど
う
す
る
の
？
い
く
ら
傘
を
差
し
て
い

た
っ
て
、
通
る
度
に
雨
が
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
落
ち
て
く
る
ん
じ
ゃ
ぁ
、
丌
便

だ
わ
。」
と
思
う
方
も
い
る
は
ず
。 

 

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
が
、
写
真
上
段
の
、
樋
の
形
で

す
。
屋
根
瓦
の
途
中
に
、
樋
が
作
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
か
？ 

 

こ
の
樋
で
一
度
雨
を
受
け
る
こ
と
で
、
左
右
に
雨
の
流
れ
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
、
雨
樋
が
無
く
と
も
玄
関
の
出
入
り
に
丌
便
の
な
い
よ
う
に
、

考
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。（
こ
ち
ら
は
お
掃
除
が
必
要
で
す
が
。） 

 

「
雨
樋
の
詰
ま
り
を
防
ぐ
」
と
い
う
合
理
性
と
、
デ
ザ
イ
ン
と
の
融
合
。 

 
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
工
夫
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ネ
。 

 

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
。 

 

 

右：一文字に葺いた瓦屋根を美しく見せる 

ために、屋根の途中に樋を設けている。 

 

下二点：切石を使えば「真」、ゴロっとした 

石を使えば「行・草」に。 

ここにも敷石で見たのと同じ日本人の 

細やかな美意識が。 



 中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
６
）
ボ
タ
ン 

」 
春
爛
漫
を
謳
歌
し
た
サ
ク
ラ
が
散
る
と
、
万
象

園
は
足
早
に
新
緑
へ
と
衣
替
え
を
済
ま
せ
、
園

内
は
ツ
ツ
ジ
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
ま
す
。
来

園
者
は
ツ
ツ
ジ
に
目
を
奪
わ
れ
、
そ
の
反
面
、

華
麗
・
妖
艶
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
ボ
タ
ン
園
の

方
へ
足
を
向
け
る
来
客
は
少
な
い
よ
う
で
す
。 

ボ
タ
ン
園
は
邀
月
橋
を
南
側
に
渡
り
、
西
方

に
進
む
遊
歩
道
の
南
側
の
芝
生
広
場
の
西
端
、

瀟
洒
な
和
風
の
休
憩
所
（
代
笠
亭
）
の
北
側
に

隣
接
し
て
い
ま
す
。
是
非
足
を
運
ん
で
下
さ
い
。 

こ
の
ボ
タ
ン
園
は
、
明
る
く
開
け
た
緑
の
芝

生
の
一
角
に
、
こ
れ
ま
た
見
事
な
枝
振
り
の
松

並
木
を
背
景
と
し
て
植
栽
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

抜
群
の
立
地
条
件
と
そ
れ
に
恥
じ
な
い
大
輪
の

見
事
な
ボ
タ
ン
の
花
に
は
、
つ
い
吾
を
忘
れ
て

立
ち
尽
く
す
こ
と
で
し
ょ
う
。 

ボ
タ
ン
は
中
国
原
産
で
花
の
王
様
と
い
わ

れ
、
百
花
の
王
、
花
神
、
富
貴
花
の
別
名
を
持

つ
中
国
を
代
表
す
る
花
で
あ
り
ま
す
。
日
本
に 

 

＜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 

 

ボ
タ
ン
の
花
が
渡
来
し
た
の
は
、
奈
良
時
代
か
平

安
時
代
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
奈

良
時
代
に
弘
法
大
師
が
薬
用
と
し
て
唐
か
ら
持

ち
帰
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
と
す
る
説
も
あ

り
ま
す
。 

 

ボ
タ
ン
は
漢
名
の
「
牡
丹
」
の
音
読
み
で
、「
丹
」

は
赤
を
、「
牡
」
は
雄
を
意
味
し
ま
す
。
中
国
で

は
赤
い
花
が
ボ
タ
ン
の
最
高
級
品
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
ボ
タ
ン
の
種
を
播
い
た
の
で
は
必
ず

し
も
親
と
同
じ
赤
い
花
は
咲
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
「
子
供
の
出
来
な
い
（
す
な
わ
ち
雄
の
）
赤
い

花
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

牡
丹
散
っ
て
う
ち
か
さ
な
り
ぬ
二
三
片 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕪
村 

【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
】 

当
社
の
倉
庫
の
壁
に
は
、「
堅
牢
・
品
格
・
調
和
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
入
社
し
て
す
ぐ
の
頃
、「
こ
れ
が
当
社
の
社
是

だ
」、
と
上
司
に
教
え
て
も
ら
っ
た
言
葉
で
す
。 

当
時
の
私
は
、
経
営
理
念
、
社
是
と
い
う
も
の
は
、
も
っ

と
理
想
を
謳
い
上
げ
、
夢
を
熱
く
語
る
よ
う
な
華
々
し
い
言

葉
を
使
っ
た
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の

社
是
は
、「
な
ん
だ
か
地
味
だ
な
ぁ
」
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。 

で
す
が
年
を
経
て
こ
の
言
葉
を
見
直
し
た
と
き
、
「
結
局

『
理
想
の
建
築
』
は
こ
れ
に
尽
き
る
の
だ
」
と
感
じ
ま
す
。

人
の
命
、
生
活
を
守
る
た
め
に
は
堅
牢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
住
む
人
、
使
い
手
の
価
値
観
や
美
意
識
を
体
現
し
、
文

化
を
創
る
の
だ
か
ら
品
格
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
風
景
・

街
並
み
を
作
る
の
だ
か
ら
風
土
や
慣
習
・
環
境
に
調
和
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
そ
れ
が
建
設
業
の
本
質
な
の
で

す
ね
。 

「
堅
牢
・
品
格
・
調
和
」
の
揃
っ
た
建
物
を
つ
く
る
こ
と

は
、
社
員
全
員
の
義
務
、
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
社
員

の
皆
さ
ま
の
生
活
と
誇
り
、
幸
せ
を
守
る
こ
と
。
そ
し
て
「
建

築
は
文
化
な
り
」
を
掲
げ
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
。
シ
ン
プ

ル
で
す
が
、
こ
れ
が
当
社
の
「
社
是
」「
経
営
理
念
」
で
す
。 

 

古
来
よ
り
季
節
を
感
じ
さ
せ
た
「
色
」
を
知
る
。 表：淡萌黄／裏：淡紅梅 

着用時期は夏。四、五月。 

初夏に美しく瑞々しい葉の間から 

紅梅色の艶やかな花を咲かせる 

杜若を表した色目。 

公家女性たちに愛好された。 

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
…
。 

 

か
さ
ね
の
色
（
６
） 

「
杜
若
」 


