
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た
（
９
） 

 

【
年
神
様
を
お
迎
え
す
る
／
正
月
】 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」
（
９
）
「
サ
ザ
ン
カ
」 

 
か
さ
ね
の
色
（
９
）
「
梅
重
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築

（
９
） 

「
公
益
財
団
法
人
認
定
記
念
！ 

中
津
万
象
園 

～
建
物
編
～

」 

 

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

平成２２年１２月発行 

年末、丸山荘の窓にびっしりとついた雪の結晶。 

雪の結晶の形はさまざまで、この日は羽のような形状が美しい。 

第
９
号 

「
非
日
常
」
と
「
日
常
」
の
、
日
本
の
風
情
の
か
た
ち
を
楽
し
む
季
刊
誌
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
。 

「
中
津
万
象
園 

建
物
編 

～
公
益
財
団
法
人
認
定
記
念
！
～

」 

物
語
の
あ
る

建
築
（
９
） 

 

修
復
・
維
持
保
全
活
動 

昭
和
四
十
六
年
よ
り 

中
津
万
象
園
に
は
、美
術
館
が
併
設
さ
れ
て
い
る
の
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
？ 

美
術
館
に
は
「
絵
画
館
」「
ひ
い
な
館
」「
陶
器
館
」
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
年
間
を
通
じ
て
興
味
深
い
展
示
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
当
園
は
「
丸
亀
市
指
定
名
勝
」
の
文
化
財
。 

今
な
お
、こ
こ
へ
そ
う
い
っ
た
現
代
の
建
物
を
建
設
し
た
こ

と
に
は
賛
否
両
論
が
あ
り
ま
す
し
、
当
時
、
建
物
を
建
て
る
に

当
た
っ
て
は
、や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
覚
悟
や
配
慮
が
あ
っ
た
も

の
と
思
い
ま
す
。 

で
は
、
な
ぜ
、
こ
こ
に
美
術
館
を
併
設
し
た
の
で
し
ょ
う
？ 

そ
れ
は
、「
自
立
し
た
運
営
が
出
来
な
け
れ
ば
、
ま
た
も
と

の
荒
廃
し
た
庭
園
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」と
い
う

心
配
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

生
き
物
で
あ
る
庭
園
は
日
々
の
手
入
れ
を
必
要
と
し
ま
す
。 

そ
し
て
、
そ
れ
に
は
莫
大
な
経
費
が
掛
か
り
ま
す
。 

そ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
こ
の
庭
園
が
「
自
分
の
足
で
立

つ
こ
と
の
出
来
る
経
営
」
を
す
る
こ
と
は
必
須
で
し
た
。 

そ
し
て
選
ん
だ
道
が
、「
美
術
館
の
併
設
」。 

た
だ
し
、建
て
る
か
ら
に
は
大
名
庭
園
に
相
応
し
い
美
し
い

も
の
を
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
そ
の
思
い
か
ら
、
今
の

数
寄
屋
風
の
美
術
館
の
姿
を
選
択
し
た
の
で
す
。 

以
来
、
こ
の
美
術
館
を
利
用
し
て
、
山
下
清
、
ヘ
ッ
セ
、

シ
ャ
ガ
ー
ル
、
磯
崎
新
、
ま
た
地
元
作
家
、
子
ど
も
写
生

大
会
…
と
地
域
の
皆
さ
ま
に
愛
さ
れ
る
展
示
会
を
多
く
開

催
し
て
き
ま
し
た
。 

結
果
的
に
は
、「
自
立
し
た
運
営
」
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た

も
の
の
、
そ
こ
に
は
、「
永
く
愛
さ
れ
、
後
世
に
残
す
価
値

の
あ
る
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
、
地
元
の
皆
さ
ま

に
愛
さ
れ
、
共
に
交
流
を
図
り
地
域
文
化
を
築
く
こ
と
の

出
来
る
、
カ
ル
チ
ャ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

写
真
上
／
本
館
２
階
か
ら
見
た
園
内
全
景
。 

写
真
下
／
本
館
入
り
口
の
前
か
ら
見
た
観
月
台
と
邀
月
橋
。 

「月
を
観
る
」と
「月
を
迎
え
る
」、
ど
ち
ら
も
月
に
因
ん
だ
名
前
。 



 受付（庭園入口）～美術館、陶器館までの 

回廊部分 

ま
ず
最
初
に
見
え
て
く
る
の
が
、
美
術
館

か
ら
園
内
へ
誘
う
回
廊
。
こ
れ
は
、
地
元
・

詫
間
町
の
「
腕
の
え
え
大
工
さ
ん
」
の
自
信

作
で
す
。
梁
は
固
く
て
腐
り
に
く
い
、
ク
リ

の
木
で
す
。 

 

こ
の
デ
ザ
イ
ン
、
イ
メ
ー
ジ
の
回
廊
は
、 

当
社
の
設
計
施
工
の
住
宅
や
料
亭
で
も
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
京
都
の
都
ホ
テ
ル

に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
作
っ
た
の
か
な
と

以
前
か
ら
感
じ
て
き
ま
し
た
。 

…
と
、
そ
の
話
を
当
時
係
わ
っ
た
担
当
者
の

か
た
に
話
す
と
、「
そ
の
通
り
や
、
京
都
ま
で 

 
 

軽
や
か
に
仕
上
げ
る
た
め
に
、
壁
の
厚
さ
は
携
帯

電
話
と
ほ
ぼ
同
じ
幅
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
薄
さ
に
仕
上
げ
る
た
め
に
、
担
当
者
は
工

法
を
四
苦
八
苦
。
割
れ
て
は
い
け
な
い
し
、
通
常

の
工
法
で
は
厚
み
が
収
ま
ら
な
い
。
何
度
も
検
討

を
重
ね
た
結
果
、『
秘
策
』
を
編
み
出
し
た
と
か
。 

ま
た
、
美
し
い
リ
ズ
ム
で
視
界
を
変
化
さ
せ
る

壁
の
高
さ
・
位
置
に
も
、
試
行
錯
誤
の
あ
と
が
。 

左
の
写
真
の
柱
を
見
て
み
る
と
…
。
壁
の
高
さ

を
変
更
し
た
た
め
に
臍
の
位
置
が
変
わ
り
、
も
と

の
穴
を
埋
め
た
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。
探
し
て
み

て
く
だ
さ
い
ね
。 

板
金
や
さ
ん
や
皆
で
、
見
に
行
っ
た

で
。」。
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ず
、「
美

し
い
と
思
う
も
の
を
ま
ね
る
」
の
は
、
建

築
の
基
本
な
の
だ
ナ
と
感
じ
ま
す
。 

た
だ
、
こ
の
回
廊
、
施
工
担
当
者
に
は

も
の
す
ご
く
「
宿
題
」
の
多
い
建
物
だ
っ

た
そ
う
。 

例
え
ば
、ペ
ー
ジ
右
下
の
写
真
を
見
て

く
だ
さ
い
。 

 

写
真
／
左
右
の
庭
の
変
化
に
連
れ
て
、
回
廊
の
壁
の
高
さ
、
位
置
も 

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。 



 
美術館（絵画館） 

さ
て
、
次
の
部
屋
は
、
知
る
人
ぞ
知
る

（
？
）
貴
賓
室
。
今
は
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の

際
の
控
え
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

当
社
の
２
階
に
は
、
侘
び
た
渋
い
和
洋

折
衷
の
応
接
間
（
こ
ち
ら
も
知
る
人
ぞ
知

る
）
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
貴
賓
室
は

同
じ
和
洋
折
衷
で
も
ず
い
ぶ
ん
と
華
や

か
。
と
り
わ
け
、
赤
い
漆
の
塗
ら
れ
た
飾

り
棚
、
菱
の
形
の
格
子
の
建
具
は
、「
素
敵

だ
な
」
と
感
じ
る
場
所
で
す
。（
天
井
の
お

花
の
花
芯
は
…
。
な
ん
と
、
空
調
に
な
っ

て
い
ま
す
）。 

お
家
の
応
接
間
に
も
、
似
合
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ネ
。 

回
廊
を
抜
け
る
と
、
こ
れ
ま
た
苦
労
、「
宿

題
」
の
多
い
建
物
だ
っ
た
と
い
う
、
絵
画
館
へ
。 

「
こ
の
方
が
け
っ
こ
い
や
ろ
う
が
。」
の
ひ

と
言
で
担
当
者
は
悩
み
苦
し
ん
だ
と
か
。 

 

そ
の
苦
労
の
跡
は
ナ
カ
ナ
カ
私
た
ち
の
気

付
か
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、

担
当
者
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
思
い

出
が
あ
る
そ
う
で
す
。（
後
ペ
ー
ジ
参
照
） 

 

そ
ん
な
中
、
私
た
ち
に
も
っ
と
も
分
か
り
や

す
い
箇
所
は
左
の
写
真
に
あ
る
「
波
欄
間
」。 

こ
の
波
欄
間
は
美
し
く
て
私
も
大
好
き
な
箇
所

で
す
が
、
道
隆
寺
の
波
欄
間
を
参
考
に
、
あ
あ
で
も

な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
カ
ー
ブ
ラ
イ
ン
の
切
り
取

り
方
を
考
え
、
ま
た
、
施
工
も
型
枞
大
工
さ
ん
の
技

術
の
賜
な
の
だ
と
か
。 

ち
な
み
に
、
こ
の
波
欄
間
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
な

く
、
換
気
口
も
兼
ね
て
い
ま
す
。 

（
右
写
真･

万
象
園
の
た
め
に
焼
い
た
鬼
瓦
） 

 



  
観月台（絵画館）、本館・懐風亭 

美
術
館
か
ら
池
へ
乗
り
出
す
形
で
作
ら
れ
た
、「
観
月
台
」。

こ
こ
か
ら
鯉
に
エ
サ
を
や
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

開
け
た
空
間
が
気
持
ち
よ
く
清
々
し
い
こ
の
観
月
台
に
も
、

ま
た
ま
た
沢
山
の
苦
労
と
コ
ダ
ワ
リ
が
。 

ま
ず
、
池
の
中
に
基
礎
を
作
る
こ
と
が
難
し
く
、
施
工
担
当

者
は
か
な
り
悩
ん
だ
と
か
。
さ
ら
に
、
天
井
は
、
竹
と
葭
を
一

本
一
本
編
ん
だ
も
の
で
、
外
部
の
銅
板
葺
の
屋
根
の
勾
配
と
、

階
部
の
天
井
の
勾
配
の
角
度
に
は
微
妙
な
差
が
あ
り
ま
す
。 

美
し
さ
を
追
求
し
た
結
果
そ
う
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
た

め
、
内
部
の
天
井
を
吊
る
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

も
ま
た
苦
労
を
し
た
と
い
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
眺
め
た
と
き
正
面
に
見
え
る
の
が
、
受

付
の
あ
る
本
館
と
、
懐
風
亭
の
建
物
。 

実
は
こ
の
建
物
の
屋
根
の
棟
の
熨
斗
瓦
、
最
初
は
今
よ
り
も

一
枚
高
か
っ
た
の
だ
と
か
。 

一
旦
熨
斗
瓦
を
葺
い
た
あ
と
、
瓦
職
人
さ
ん
と
弊
社
の
社
長

と
が
、
二
人
で
じ
っ
と
「
ど
う
や
？
け
っ
こ
い
か
？
」
と
眺
め

て
い
た
と
き
、
最
後
に
社
長
が
「
な
あ
、
や
っ
ぱ
り
高
い
と
思

わ
ん
か
？
」
と
漏
ら
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

そ
し
て
、
翌
日
。 

当
社
の
社
員
が
万
象
園
へ
出
て
き
た
と
き
に
は
、
な
ん
と
、

す
で
に
瓦
が
一
枚
減
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
除
け
ろ
」
と
は

社
長
は
言
わ
な
か
っ
た
訳
で
す
が
、
早
朝
に
や
っ
て
き
た
職
人

さ
ん
は
、
自
分
か
ら
綺
麗
に
一
枚
除
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

考
え
て
み
れ
ば
、
一
旦
葺
い
た
瓦
を
除
け
さ
せ
る
な
ん
て
、

ず
い
ぶ
ん
と
勝
手
な
話
…
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
二
人
が
、「
ベ

ス
ト
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
真
剣

に
誇
り
を
持
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
さ
す
が
職
人
魂
！？ 



  

陶器館 

美
術
館
を
出
る
と
、
次
に
見
え
て
く
る
の
が

ペ
ル
シ
ャ
陶
器
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
な
ど
を
収
蔵

し
た
「
陶
器
館
」。 

こ
の
建
物
は
、
生
え
て
い
る
松
を
取
り
込
ん

だ
形
で
設
計
さ
れ
た
建
物
で
、
外
壁
も
内
部
の

天
井
も
、
白
い
自
然
石
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ

ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
施
工
方
法
は
後
ペ
ー

ジ
参
照
）
自
然
の
素
材
の
お
か
げ
で
、
ご
覧
の

通
り
、
松
林
の
背
景
に
も
し
っ
く
り
と
馴
染

み
、
ま
っ
た
く
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
扉
の
持
ち
手
に
使
わ
れ
て
い
る
の

は
、
ペ
ル
シ
ャ
陶
器
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
グ
リ
ー

ン
。
こ
の
グ
リ
ー
ン
は
、
丸
亀
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

の
外
壁
の
色
に
も
使
用
し
て
い
ま
す
。 

写
真
右
／
建
物
の
内
部
に 

活
か
さ
れ
た
松
の
古
木
。 

写
真
下
／
ペ
ル
シ
ャ
陶
器
の 

グ
リ
ー
ン
を
イ
メ
ー
ジ
し
た 

持
ち
手 

写
真
左
／
こ
の
波
の
よ
う
な 

モ
チ
ー
フ
は
、
絵
画
館
の
欄
間 

に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

松
の
古
木
の
向
こ
う
に
見
え
隠
れ
す
る
陶
器
館
。
白
砂
青
松
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
に
ぴ
っ
た
り
の
光
景
と
思
っ
て
い
ま
す 



     

邀
月
橋
を
渉
る
と
見
え
て
く
る
の
が
、「
代
笠

亭
」。
こ
れ
も
ま
た
、
軽
や
か
に
華
奢
に
作
ら
れ

た
あ
ず
ま
や
で
す
。
ず
っ
と
万
象
園
の
建
築
に
係

わ
っ
て
き
た
当
社
の
本
部
長
曰
く
、「
ひ
ょ
い
っ
、

と
持
ち
上
げ
ら
れ
そ
う
や
ろ
う
？
」。 

こ
の
建
物
は
芝
生
の
中
に
佇
ん
で
い
る
の
で

す
が
、
と
き
ど
き
、「
江
戸
時
代
に
芝
生
っ
て
あ

っ
た
ん
？
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
。
そ
こ
で
調
べ

て
み
る
と
…
。
な
ん
と
、
平
安
時
代
に
書
か
れ
た

造
園
書
、「
作
庭
記
」
に
も
登
場
し
て
い
る
と
か
。

平
安
の
昔
か
ら
芝
生
が
親
し
ま
れ
て
き
た
な
ん 

て
、
驚
き
で
す
。 

ま
た
、
こ
の
代
笠
亭
と
い
う
名
前
も
、
風
情
が

あ
っ
て
面
白
い
ナ
と
感
じ
ま
せ
ん
か
？ 

京
都
の
東
本
願
寺
下
屋
敶
の
渉
成
園
に
も
代
笠

席
と
い
う
名
前
の
茶
席
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

は
、「
人
里
離
れ
た
地
を
訪
れ
た
旅
人
が
傘
が
わ
り

に
雤
宿
り
す
る
席
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。 万

象
園
の
場
合
、
芝
生
の
中
に
あ
る
か
ら
。『
野

点
傘
』
の
代
わ
り
と
い
う
こ
と
か
な
？
…
な
ど
と

考
え
る
の
も
楽
し
い
で
す
ね
。 

※
園
内
に
あ
る
茶
室
の
う

ち
、
母
屋
・観
潮
楼
以
外
は

一
般
公
開
す
る
際
に
「
新

築
」
さ
れ
た
も
の
な
の
で

す
が
、
名
前
は
古
図
、
文
献

に
残
っ
て
い
る
、
「昔
は
万
象

園
に
あ
っ
た
茶
亭
」の
名
前

に
因
ん
で
い
ま
す
。 

ま
た
、
い
ま
現
在
あ
る

も
の
の
ほ
か
に
も
、
ま
だ
復

元
さ
れ
て
い
な
い
茶
室
も

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
資
料

が
見
つ
か
れ
ば
、
復
元
の
可

能
性
も
あ
る
か
も
！
？ 

園
路
か
ら
は
松
林
で
隔
て
ら
れ
た
芝
生
の
億
に
あ
る
、
代
笠
亭
。 

春
に
は
桜
が
満
開
と
な
る
ほ
か
、
メ
タ
セ
コ
イ
ア
、
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
、
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
、
彩
り
の
あ
る
木

が
こ
こ
に
は
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
さ
な
牡
丹
園
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

目
の
前
に
広
が
る
広
々
と
し
た
芝
生
で
は
、
結
婚
式
の
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
。 

神
楽
舞
や
鏡
開
き
も
絵
に
な
る
光
景
で
す
。 

代笠亭（だいりつてい） 



 
観潮楼、母屋（茶室） 

前
回
の
「
ハ
レ
と
ケ
通
信
」
で
、
修
復
の
様
子
や
歴
史
的
な

背
景
を
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
、
実
際
に
使
っ
て

い
る
姿
を
御
覧
下
さ
い
。 

ま
ず
は
、「
観
潮
楼
」
か
ら
。
障
子
を
開
け
放
っ
た
と
き
の

開
放
感
は
、
清
々
し
い
気
持
ち
良
さ
で
す
。 

今
の
お
茶
会
の
ス
タ
イ
ル
で
使
お
う
と
す
る
と
、
水
屋
が
丸

見
え
に
な
る
な
ど
丌
便
な
点
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
景
色

を
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
吹
き
飛
ん
で

し
ま
い
ま
す
よ
ね
。 

前
回
も
書
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
は
「
お
煎
茶
の
席
で
は
？
」

と
の
指
摘
の
あ
る
場
所
。
で
も
、
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
お
煎
茶

の
席
は
持
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
か
ぜ
ひ
、
楽
し
ん

で
み
た
い
も
の
で
す
。
水
面
に
月
が
映
る
頃
、
夜
の
お
茶
会
…

な
ん
て
い
う
の
も
素
敵
で
す
ね
。（
観
潮
楼
は
老
朽
化
の
た
め
、

通
常
は
立
ち
入
り
を
ご
遠
慮
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
見
学
希

望
の
方
は
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。） 

そ
し
て
、
八
畳
六
畳
の
続
間
の
茶
室
が
、
母
屋
と
呼
ば
れ
る

茶
室
で
す
。
こ
こ
の
床
の
間
は
お
お
ら
か
で
美
し
く
、
円
窓
の

前
に
お
客
さ
ま
が
居
並
ぶ
様
は
「
絵
に
な
る
」
の
ひ
と
言
！ 

わ
た
し
自
身
も
、
年
に
２
～
３
回
程
度
、
茶
道
の
先
生
に
お

願
い
し
て
、「
男
性
の
た
め
の
茶
事
入
門
」
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
や
は
り
こ
の
場
所
な
ら
で
は
の
風
情
が
あ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
障
子
の
向
こ
う
に
見
え
る
笠
松
は
、
お
と
ぎ
話
の
山
の

よ
う
。 

こ
ち
ら
の
お
茶
室
は
日
曜
、
祭
日
を
中
心
に
お
抹
茶
を
お
出

し
し
て
い
る
他
、
一
般
の
お
茶
会
な
ど
へ
も
お
貸
し
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
「
絵
に
な
る
」
空
間
で
、
お
茶
を
ど
う
ぞ
！ 

  

上段左：観潮楼でのお茶会。（床の間のしつらえ）    ／ 上段右：大名気分でお茶を一服。お庭を独り占めです。（写真：セーラー広告㈱）） 

 

下段左：母屋の床の間。円窓から光が入り、なんとも言えない色気を感じさせます。  

下段左：母屋の正面が、「舟着」。ここへお殿さまは舟を着け、園内へ遊びに訪れたのでしょう。  （写真：セーラー広告㈱） 



    

も
と
も
と
園
内
に
は
、
今
よ
り
も
多
く
の
茶
室
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
い
る
万
象
園
。
そ
の
中
で
、
開
園
後
復
元
さ

れ
た
あ
ず
ま
や
が
、「
魚
楽
亭
」
で
す
。（
写
真
左
） 

丸
亀
藩
京
極
家
琴
峯
候
（
六
代
目
藩
主
高
朗
候
の
号
。
七
代
の
藩

主
の
う
ち
、
高
朗
候
の
み
丸
亀
に
墓
所
が
あ
り
当
地
を
深
く
愛
し
た

お
殿
さ
ま
）
の
詩
集
に
も
登
場
す
る
も
の
で
、
母
屋
・
観
潮
楼
を
池

越
し
に
、
ち
ょ
う
ど
正
面
に
観
る
こ
と
の
出
来
る
絶
好
の
場
所
。 

こ
こ
は
キ
シ
ョ
ウ
ブ
、
ヒ
ツ
ジ
グ
サ
な
ど
の
花
の
咲
く
場
所
で
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ご
紹
介
し
た
建
物
は
銅
板
葺
き
の
屋
根
が
多

い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
こ
け
ら
葺
。
桧
の
皮
で
葺
か
れ
て
い
る
た
め
、

古
び
て
い
く
様
子
も
日
本
画
の
世
界
の
よ
う
で
な
か
な
か
良
い
も

の
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
ろ
そ
ろ
葺
き
替
え
も
…
。 

↓
晴
嵐
の
島
に
あ
る
、
筆
海
亭
。 

晴
嵐
と
は
、
「
晴
れ
た
日
に
山
に
か
か
る
か
す

み
」
「
晴
れ
た
日
に
吹
く
山
風
」
の
こ
と
を
言

う
そ
う
で
、
こ
の
名
前
か
ら
は
自
然
と
、
風
が

吹
い
て
松
の
枝
の
揺
れ
る
様
を
想
像
し
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
そ
う
い
っ
た
「
風
に
揺
れ
る
松

の
枝
の
音
」
を
「
松
籟
」
と
呼
び
、
そ
の
言
葉

は
ま
た
、
茶
の
湯
で
は
、
釜
の
湯
の
煮
え
立
つ

音
を
も
意
味
し
ま
す
。 

茶
亭
の
名
前
の
「
筆
海
」
と
は
、
詩
、
ま
た
、

硯
の
こ
と
。
夏
の
暑
い
日
、
風
の
音
を
聞
き
な

が
ら
こ
こ
で
詩
を
作
る
お
殿
さ
ま
の
姿
が
見
え

て
き
そ
う
な
建
物
で
す
。 

 

↓
池
泉
回
遊
式
の
蓬
莱
庭
園
の
要
と
な
る

蓬
莱
島
に
当
た
る
、「
鐘
の
島
」。 

こ
こ
に
は
、
丌
老
丌
死
の
伝
説
の
薬
と
言
わ

れ
る
天
台
烏
薬
の
木
が
植
え
ら
れ
、
京
極
家
祖

先
伝
来
の
地
、
近
江
の
竹
生
島
か
ら
分
祀
し
た

と
い
う
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

大
名
庭
園
に
と
っ
て
は
心
臓
と
も
言
え
る
、

こ
の
弁
天
様
の
整
備
の
際
に
は
、
当
社
の
協
力

業
者
の
皆
さ
ま
の
多
大
な
協
力
が
あ
り
、
そ
の

名
前
も
石
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
茶
室
の
裏
側
に
あ
る
稲
荷
社
の
鳥
居

復
興
の
際
に
も
同
じ
く
奉
賛
会
を
立
ち
上
げ

協
力
を
い
た
だ
き
、
そ
の
お
礼
の
碑
が
鳥
居
の

前
に
は
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

万象園、中津の浜の写真を探しています！ 

中津万象園の中長期的な将来計画を策定するに 

当たり、昔の資料（明治～昭和40年頃）を集めています。 

記念撮影、スケッチなど何でも結構です。 

お手元に懐かしい写真、絵はございませんか？ 

「あるよ！」という方、どうぞ真鍋までご一報ください！ 

  ＴＥＬ0875-83-2588／mail: manabe@fujikensetsu.jp 

魚楽亭、筆海亭、弁天さまなど 園内構築物あれこれ 



ネダフォーム 

コンクリート 

床下換気口 

美
術
館
の
施
工
担
当
者
・尾
崎
の
語
る
、
「こ
だ
わ
り
」ポ
イ
ン
ト
あ
れ
こ
れ 

マ
ニ
ア
ッ
ク
？！ 

納
得
！？ 

 

「こ
の
方
が
、
け
っ
こ
い

、
、
、
、
や
ろ
？
」 

か
ら
生
ま
れ
た
、
細
か
な
コ
ダ
ワ
リ
の
数
々
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

実は、床下に換気口が。【絵画館】 

この手摺り、どうやってつけたん？

【絵画館】 

外壁の打ちっ放しの角、実は…。【絵画館】 

どうやって石を貼り付けたん！？ 

【陶器館】 

絵
画
館
の
外
壁
。
何
気
な
く
見
過
ご

し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
実
は
、
こ
ん
な

コ
ダ
ワ
リ
が
。
ま
ず
、
和
風
調
に
す
る

た
め
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
凹
凸
を
利

用
し
て
、
付
け
柱
・
付
け
土
台
風
に
仕

上
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
漆
喰
の
雰
囲

気
を
出
す
た
め
に
塗
装
仕
上
げ
と
し
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放
し
の
上
か
ら
、

下
地
調
整
と
し
て
パ
ー
ラ
イ
ト
モ
ル
タ

ル
を
３
㎜
（
！
）
と
い
う
薄
塗
り
で
重

ね
、
塗
装
を
し
て
仕
上
げ
て
い
ま
す
。 

陶
器
館
へ
入
る
と
、
天
井
も
壁
も
、
す
べ
て
石
積
み
。 

特
に
天
井
に
つ
い
て
は
、
「
ど
う
や
っ
て
貼
っ
て
い
る

の
？
」
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
？ 

実
は
こ
れ
、
上
図
の
よ
う
に
し
て
施
工
さ
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
ま
ず
、
型
枞
の
上
に
粘
土
を
敶
き
、
石
を
押
し
つ
け

て
埋
め
込
み
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

流
し
込
み
…
。 

最
後
に
、
水
で
粘
土
を
洗
い
流
し
て
、
完
成
、
で
す
。 

な
る
ほ
ど
！ 

コンクリート 

粘土 
石 型枠 

言
わ
れ
な
い
と
気
付
か
な
い
…
と
い
う
本
当
に
細
か

な
点
な
の
で
す
が
、
実
は
、
絵
画
館
の
展
示
室
の
カ
ー
ペ

ッ
ト
に
は
、
継
ぎ
目
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

ふ
つ
う
、
手
摺
り
を
付
け
る
た
め
に
は
、
手
摺
り
の
足

下
に
は
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
継
ぎ
目
が
来
る
も
の
で
す
よ

ね
？
で
す
が
、
そ
れ
が
な
い
の
で
す
。 

と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
…
。
そ
う
で
す
、「
カ
ー
ペ

ッ
ト
を
貼
っ
た
あ
と
、
手
摺
り
を
つ
け
た
」
の
で
す
ね
！

う
ー
ん
、
手
間
が
か
か
っ
て
ま
す
！ 

「
た
ぶ
ん
、
誰
も
知
ら
な
い
ん
と
違
う
か
？
」

と
尾
崎
の
語
る
、
絵
画
館
の
床
下
換
気
口
。 

湿
気
を
室
内
に
上
げ
な
い
た
め
に
、
土
間
の

上
に
ネ
ダ
フ
ォ
ー
ム
を
敶
き
、
そ
こ
か
ら
床

下
換
気
口
へ
湿
気
を
逃
が
し
、
さ
ら
に
そ
の

上
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
。 

 

建
物
の
耐
久
性
を
上
げ
る
こ
と
と
、
美
術

品
の
保
管
の
た
め
の
構
造
で
す
。 

（
現
・
富
士
建
設
（
株
）
本
部
長
） 

鉄箱 

手摺り 

コンクリート 

平面図 

付柱風 



 
【年
神
様
を
お
迎
え
す
る
／
正
月
】 

  

『
お
正
月
』
と
聞
く
と
、
年
末
に
慌
た
だ
し

く
新
年
の
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
思
い

描
い
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
本
来
な
ぜ
『
お
正
月
』
に
い
ろ
い
ろ

な
飾
り
物
を
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
ご
存
知
で
す
か
？ 

  

正
月
と
は
本
来
、『
年
神
様
（
と
し
が
み
さ
ま
）』
を
お
迎
え
し
、

お
祝
い
す
る
行
事
の
こ
と
を
い
い
、
一
月
の
別
名
で
も
あ
り
ま
し

た
。
現
在
で
は
一
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
を
『
三
が
日
』、
七
日
ま

で
を
『
松
の
内
』
あ
る
い
は
『
松
七
日
』
と
呼
び
、
こ
の
期
間
を

『
正
月
』
と
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。 

『
年
神
様
』
と
は
、
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
と
、
家
族
み
ん
な
に

幸
せ
を
も
た
ら
す
神
様
と
さ
れ
、
元
旦
の
日
の
出
と
と
も
に
高
い

山
か
ら
各
家
に
や
っ
て
く
る
、
新
年
の
神
様
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 昔

、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
は
田
畑
や
山
の
神
に
な
り
、
正
月
に

は
年
神
様
と
な
っ
て
、
子
孫
の
繁
栄
を
見
守
っ
て
く
れ
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
年
神
様
は
、
祖
先
の
神
様
で
も

あ
り
、
農
耕
の
神
様
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

そ
ん
な
年
神
様
を
お
迎
え
す
る
た
め
に
用
意
す
る
の
が
、
正
月

の
飾
り
物
と
い
う
わ
け
で
す
。
門
松
は
年
神
様
が
降
り
て
く
る
と

き
の
目
印
で
あ
り
、
鏡
餅
は
年
神
様
の
拠
り
ど
こ
ろ
、
お
供
え
物

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
家
の
玄
関
に
つ
け
る
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）

は
、
家
の
中
に
も
や
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
と
飾
り
ま
す
。 

正
月
は
、
日
本
の
行
事
の
中
で
も
最
も
古
く
か
ら
存
在
し
、
仏

教
が
伝
来
し
た
六
世
紀
半
ば
以
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
現
在
の
よ
う
な
、
門
松
や
注
連
飾
り
、
鏡
餅
な
ど
を
飾

る
と
い
う
風
習
が
浸
透
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
、
庶
民
に
も
手
軽

に
物
品
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。 

毎
年
飾
っ
て
い
る
門
松
や
注
連
縄
で
す
が
、
な
ぜ
飾
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
年

の
年
末
に
は
、
年
神
様
へ
感
謝
を
込
め
て
、
門
松
や
注
連
縄
を
飾

っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 

 

◆
初
日
の
出
◆ 

初
日
の
出
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
時
間
帯
、
空
模
様
に
よ
っ
て

呼
び
方
が
違
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
ど
の
空
が
好
き
で
す
か
？ 

・
初
茜
（
は
つ
あ
か
ね
） 

…
空
が
暗
い
赤
に
染
ま
り
は
じ
め
る 

・
初
東
雲
（
は
つ
し
の
の
め
） 

…
雲
が
あ
け
ぼ
の
色
に
染
ま
り
始
め
る 

・
初
明
か
り
（
は
つ
あ
か
り
） 

…
太
陽
の
光
が
ほ
の
ぼ
の
さ
し
て
き
た
、 

こ
の
瞬
間
が
初
日
の
出 

 

◆
初
水
（
若
水
・
福
水
）
◆ 

初
水
と
は
、
新
年
に
初
め
て
く
む
水
の
こ
と
を
い
い
、
飲
む
と

一
年
の
邪
気
を
払
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
き
れ
い
な
新
し
い
グ

ラ
ス
で
く
め
ば
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
水
道
の
水
で
も
初
水
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
を
沸
か
し
、
福
茶
や
雑
煮
に
使
う
と
、
一
年
を
健
康

に
過
ご
せ
る
そ
う
で
す
。 

  

材
料
（
湯
飲
み
一
杯
分
） 

・ 
 
 
 

・
塩
昆
布
ま
た
は
昆
布
の
佃
煮 

… 

二
枚 

・
梅
干 

… 

一
個 

 

・
福
豆
（
節
分
等
に
使
う
豆
） 

… 
三
粒 

☆ 

湯
の
み
に
材
料
を
す
べ
て
入
れ
、
熱
々
の
お
湯
を 

湯
の
み
に
注
ぐ
だ
け
。（
お
湯
を
煎
茶
に
し
て
み
て 

も
お
い
し
そ
う
で
す
ね
。） 

 

◆
初
詣
の
お
作
法
◆ 

 

そ
の
年
の
吉
方
向
に
あ
る
社
寺
や
地
元
の
神
社
へ
、
新
年
に
初

め
て
お
参
り
す
る
初
詣
で
す
が
、
そ
の
参
拝
の
お
作
法
を
ご
紹
介

し
ま
す
。 

             

     

『
初
詣
』、『
初
売
り
』
と
、
ま
だ
ま
だ
『
初
』
の
つ
く
行
事
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
大
切
な
人
た
ち

と
楽
し
く
迎
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
番
で
す
ね
。
素
敵
な
お
正
月
を

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

（
文
・
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
。（
９
） 

※参考資料「もっと！ 暮らし たのしむ なごみ歳時記」 

○福茶の作り方○ 

Point 1
まず神社に着くと、大きな鳥居が目には入ってきます。
この鳥居は、『ここから向こうは神の領域ですよ』というし
るしですので、会釈してくぐります。

Point 2

鳥居をくぐると手水舎（てみずや）に行き、ひしゃくを右手
に持って水をくみ、左手にかけてから、持ちかえて右手に
もかけます。その後また右手に持ちかえて左手に水を受
け、その水で口をすすいでから再び左手にかけます。最
後にひしゃくを立て柄を洗います。一杯の水で両手と口を
洗い、残った水でひしゃくも洗ってしまうという、とても合
理的で水を無駄にしない清めです。

Point 3
参道は神様が歩く道です。真ん中ではなく、両端を静か
に歩いたほうが神様に喜ばれるかも。

Point 4
本殿まで行きついたらお賽銭を投げ入れます。「ご縁」と
かけて5円をささげる人、「始終ご縁があるように」と45円
を入れる人などさまざまです。

Point 5
鈴の緒を両手で持ち3回鳴らして鈴祓え。清らかな音で
邪気をはらい、聞いて下さい！という合図を神様に送って
くれます。

Point 6
二拝二拍手一拝。2度おじぎをして、拍手（かしわで）を2
回打ち、願いごとをします。最後にもう一度深くおじぎをし
ます。



 

  中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
９
）
サ
ザ
ン
カ 

」 
師
走
を
迎
え
日
ご
と
に
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て

来
ま
す
と
万
象
園
の
多
く
の
植
物
は
活
動
を
鈍

ら
せ
、
じ
っ
と
春
の
到
来
を
待
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
寒
さ
に
身
を
引
き
締
め
な
が
ら
、
万
象
園

西
南
部
の
茶
室
路
地
か
ら
西
方
へ歩
を
進
め
て
く

だ
さ
い
。 

す
る
と
、
俄
然
我
が
目
を
疑
う
よ
う
な
光
景

が
視
野
に
展
開
し
ま
す
。
園
路
の
左
右
に
植
栽
さ

れ
て
い
る
サ
ザ
ン
カ
の
花
が
見
事
に
咲
き
乱
れ
、

桃
紅
色
の
花
の
ト
ン
ネ
ル
を
作
っ
て
私
た
ち
を
迎

え
て
く
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
真
冬
と

は
思
え
な
い
花
い
っ
ぱ
い
に
覆
わ
れ
た
別
世
界
に
、

「こ
の
世
の
極
楽
」と
、
き
っ
と
ご
満
悦
さ
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

サ
ザ
ン
カ
は
日
本
の
西
南
暖
地
（沖
縄
・九
州
・

四
国
西
南
部
）
に
自
生
し
て
い
る
野
生
の
サ
ザ
ン

カ
を
祖
先
と
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
各
地
で
品
種

改
良
が
重
ね
ら
れ
て
沢
山
の
品
種
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
多
く
栽
培
さ
れ
て
い 

 

＜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 

 

る
の
が
、
皆
さ
ん
の
前
に
咲
い
て
い
る
カ
ン
ツ
バ
キ

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
カ
ン
ツ
バ
キ
は
花
の
形
状
は
サ

ザ
ン
カ
に
似
て
い
ま
す
が
、
花
色
が
桃
紅
色
の
八

重
咲
き
で
あ
る
こ
と
と
、
開
花
時
期
が
遅
い
（
１２

月
～
３
月
）等
が
そ
の
特
性
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
ツ
バ
キ
と
サ
ザ
ン
カ
は
別
の
種
類
で

あ
る
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
植
物
分
類
上
は
共
に
ツ
バ
キ
科
・ツ
バ
キ
属
に

属
し
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
血
を
同
じ
く
し
た
兄

弟
で
あ
り
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
区
別
し
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
が
無
理
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
名
称
の
由
来
か
ら
も
察
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
サ
ザ
ン
カ
の
和
名
は
漢
名
の
山
茶

花
「サ
ン
サ
カ
」が
訛
っ
て
「サ
ザ
ン
カ
」と
な
り
ま

し
た
が
、
中
国
で
は
漢
名
の
山
茶
花
は
ツ
バ
キ
を

指
し
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     （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
】 

 
 

皆
さ
ま
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
と
き

に
冬
の
訪
れ
を
感
じ
ま
す
か
？
葉
の
落
ち
つ
く
し
た
木
々
？

ス
ー
パ
ー
に
並
ぶ
食
材
？
朝
、
布
団
か
ら
出
る
辛
さ
？ 

…
色
々
あ
り
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
私
の
場
合
、
お
茶
の
稽
古

で
「
筒
茶
碗
」
が
出
て
く
る
と
、
冬
を
感
じ
ま
す
。
筒
茶
碗
と

は
、
お
湯
が
冷
め
な
い
よ
う
に
口
径
が
狭
い
お
茶
碗
な
の
で
す

が
、
客
に
で
き
る
だ
け
熱
い
お
茶
を
出
せ
る
よ
う
、
点
前
も
工

夫
さ
れ
て
い
ま
す
。「
茶
道
」
と
い
う
と
、
堅
苦
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
茶
の
湯
に
は
そ
う

い
っ
た
客
へ
の
繊
細
な
心
づ
か
い
、
季
節
の
楽
し
み
方
が
数
多

く
あ
る
の
で
す
ネ
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
幸
せ
で
す
し
、
湯
の

た
ぎ
る
音
も
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
ま
す
。 

そ
し
て
、
冬
の
恒
例
行
事
と
い
え
ば
、
笹
ヶ
峰
へ
の
山
行
と
、

五
台
山
竹
林
寺
へ
の
初
詣
。
山
登
り
が
趣
味
の
私
で
す
が
、
笹

ヶ
峰
は
大
好
き
な
山
の
一
つ
。
毎
年
山
小
屋
へ
宿
泊
し
ま
す

が
、
深
夜
に
降
り
積
も
る
雥
、
山
守
さ
ん
の
用
意
し
て
く
れ
る

豆
炭
ア
ン
カ
、
薪
ス
ト
ー
ブ
の
煙
、
窓
に
凍
り
付
い
た
美
し
い

雥
の
結
晶
（
表
紙
写
真
）
は
、
心
に
染
み
る
光
景
で
す
。 

そ
の
風
情
を
愛
し
く
思
う
に
つ
け
、
季
節
を
楽
し
め
る
そ
ん

な
素
敵
な
光
景
を
、
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
、
私
た
ち
は
後
世

に
残
せ
る
の
か
な
？
と
考
え
た
り
も
致
し
ま
す
。 

 

か
さ
ね
の
色
（
９
） 

「
梅
重
」 

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

表：濃紅／裏：紅梅 

着用時期は十一月より二月まで。 

梅花の重なり合う様子を配色に 

表したもの。表地に濃紅を 

配するものは紅梅の花を 

モチーフとしているよう。 

 

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
…
。 

 


