
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

【
お
月
見
／
中
秋
の
名
月
】 

 
 

花
あ
る
数
寄
屋
（
７
） 

 
 

【
建
物
が
語
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
】 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」（
11
） 

ア
ジ
サ
イ 

 

か
さ
ね
の
色
（
11
）「
花
薄
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
11
） 

「
ね
む
工
房
」 

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

平成２３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
。 
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琴
平
町
上
櫛
梨
、香
川
県
道
206
号
原
田
琴
平

線
を
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
小
さ
な
黒
い
建

物
が
あ
る
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人
【
ね
む
工

房
】
の
運
営
す
る
、
障
害
者
（
知
的
・
身
体
・

精
神
）
に
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
と
生
活
介
護
と

を
提
供
す
る
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
で
あ
る
。 

 

す
っ
き
り
と
か
わ
い
い
建
物
の
中
を
覗
く
と
、

ま
る
で
小
学
校
の
家
庭
科
室
の
よ
う
な
、
大
き

な
流
し
台
と
調
理
台
が
目
に
入
る
。「
近
所
の
皆

様
が
集
ま
っ
て
何
か
で
き
る
よ
う
な
場
所
に
し

た
い
し
、
こ
れ
か
ら
ま
た
新
た
な
農
産
物
の
加

工
を
手
が
け
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
敢
え
て

業
務
用
の
大
き
な
も
の
を
据
え
付
け
た
」。そ
う

説
明
し
て
く
れ
た
の
は
、
こ
の
施
設
の
所
長
で

あ
る
池
内
さ
ん
だ
。 

 

「
ね
む
工
房
」
が
誕
生
し
た
の
は
、
平
成
５

年
７
月
。
も
と
も
と
は
、
丸
亀
養
護
学
校
を
卒

業
し
た
生
徒
の
保
護
者
と
、
琴
平
町
社
会
福
祉

協
議
会
と
が
協
力
し
あ
い
設
立
し
た
小
規
模
作

業
所
で
あ
る
。 

設
立
当
初
か
ら
の
主
な
作
業
内
容
は
、「
木

工
」。
ま
ん
の
う
町
に
あ
っ
た
『
共
生
の
里
』
と

い
う
施
設
で
使
わ
れ
て
い
た
木
工
用
の
機
械
を

譲
り
受
け
た
こ
と
か
ら
、
白
木
の
シ
ン
プ
ル
な

お
も
ち
ゃ
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
作
業
所
を

利
用
す
る
メ
ン
バ
ー
は
、
琴
平
、
琴
南
、
満
濃
、

仲
南
と
広
域
に
わ
た
り
、
年
齢
も
十
八
歳
か
ら

六
十
歳
超
ま
で
と
幅
広
い
。 

 

設
立
以
来
、
長
年
木
工
作
品
を
作
り
続
け
て

き
た
ね
む
工
房
だ
が
、
百
円
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で

も
白
木
の
商
品
が
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
白

木
の
お
も
ち
ゃ
に
対
す
る
人
び
と
の
需
要
が
変

化
。
数
年
前
よ
り
木
工
作
品
の
売
上
が
減
少
し

た
こ
と
か
ら
、
木
工
だ
け
を
就
労
継
続
支
援
の

柱
と
す
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
て
い
た
と
こ
ろ
、

琴
平
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
、
に
ん
に
く

を
使
っ
た
町
お
こ
し
の
手
伝
い
を
し
な
い
か
、

と
い
う
紹
介
が
舞
い
込
ん
だ
。 

そ
れ
が
、
今
で
は
琴
平
発
の
有
名
な
ブ
ラ
ン

ド
商
品
と
な
っ
た
、【
ガ
ァ
リ
ッ
ク
娘
】
の
企
画

で
あ
る
。 

実
は
、
香
川
県
は
青
森
県
に
次
ぐ
に
ん
に
く

の
生
産
地
。（
ね
む
工
房
の
池
内
さ
ん
に
よ
る
と
、

「
青
森
県
が
横
綱
と
す
る
と
、
香
川
は
二
位
は

二
位
で
も
前
頭
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
の
差
が
あ

る
」
と
の
こ
と
だ
が
。）
そ
の
香
川
県
で
も
、
琴

平
町
は
大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
る
。 

そ
の
琴
平
町
の
特
産
品
で
あ
る
に
ん
に
く
の

“
規
格
外
”
の
も
の
を
有
効
に
利
用
し
、
観
光

業
と
農
業
を
組
み
合
わ
せ
て
町
お
こ
し
に
使
え

な
い
か
…
と
県
の
マ
ッ
チ
ン
グ
登
録
シ
ス
テ
ム

を
活
用
し
た
農
商
工
連
携
の
計
画
と
し
て
持
ち

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
。 

「
ね
む
工
房
」 

物
語
の
あ
る

建
築
（
１１
） 

 

設
計
／
プ
ラ
ン
ア
ー
ク
建
築
事
務
所
・
施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社 

 

「町
の
シ
ン
ボ
ル
」と
聞
く
と
、
な
ん
だ
か
大
き
な
建
物
を
想
像
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
も
、
「
ひ
と
が
集
う
場
所
」を
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
多
く
の
人
が 

『自
分
の
居
場
所
』と
感
じ
る
こ
と
の
出
来
る
場
所
の
こ
と
な
の
か
も
。 

…
今
回
の
物
語
の
主
役
、
「
ね
む
工
房
」は
、
そ
ん
な
、
あ
た
た
か
な
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
そ
う
で
す
。 

  



上
が
っ
た
の
が
、
こ
の
【
ガ
ァ
リ
ッ
ク
娘
】
と

い
う
商
品
の
開
発
だ
っ
た
。 

 

【
ガ
ァ
リ
ッ
ク
娘
】
は
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に

に
ん
に
く
の
成
分
を
加
熱
・
抽
出
し
た
商
品
だ

が
、
こ
の
加
工
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
ね
む
工
房

は
一
次
加
工
（
割
る
、
皮
を
剥
く
、
ス
ラ
イ
ス

を
す
る
、
冷
凍
）
ま
で
の
作
業
を
担
当
す
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
は
に
ん
に
く
の
収
穫
時
期
で
あ

る
６
月
下
旬
か
ら
１１
月
下
旬
ま
で
続
き
、
こ
の

一
次
加
工
の
あ
と
、
小
豆
島
へ
送
ら
れ
、
そ
こ

で
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
に
ん
に
く
成
分
を
抽

出
・
加
工
し
、
瓶
詰
め
。
そ
の
後
、
琴
平
町
社

会
福
祉
協
議
会
で
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
た
後
、
社

協
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
利
益

の
一
部
は
福
祉
分
野
へ
使
わ
れ
る
。 

そ
う
し
て
誕
生
し
た
【
ガ
ァ
リ
ッ
ク
娘
】
だ

が
、
当
初
よ
り
好
評
で
、
実
験
的
な
段
階
で
は

ね
む
工
房
で
も
手
作
業
で
行
な
っ
て
い
た
皮
む

き
等
も
、
現
在
は
機
械
を
導
入
（
一
部
手
作
業

と
の
併
用
）。
今
で
は
年
間
1000
㎏
超
も
の
出
荷

高
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。 

ま
た
、ね
む
工
房
で
は
こ
の
一
次
加
工
の
他
、

２
年
ほ
ど
前
か
ら
は
に
ん
に
く
の
栽
培
も
始
め
、

作
業
所
の
近
く
の
畑
で
農
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

「
農
作
業
と
木
工
、
ど
ち
ら
が
メ
ン
バ
ー
の
皆

さ
ま
は
好
き
な
ん
？
」
と
聞
く
と
、「
農
作
業
の

方
が
人
気
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
、
ト
ラ
ク
タ

ー
の
必
要
な
作
業
な
ど
は
ス
タ
ッ
フ
や
地
元
農

家
の
皆
さ
ま
の
力
を
借
り
な
が
ら
、植
え
付
け
、

除
草
、
収
穫
…
と
作
業
を
こ
な
し
て
い
る
と
い

う
。そ
の
話
を
し
て
く
れ
た
池
内
さ
ん
自
身
も
、

メ
ガ
ネ
の
ツ
ル
の
形
に
日
焼
け
の
跡
が
残
る
ほ

ど
の
、『
農
作
業
焼
け
』。「
こ
れ
か
ら
は
、
木
工

と
、
農
作
業
と
、
農
産
物
加
工
の
三
本
柱
で
取

り
組
ん
で
い
く
」
と
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て
く

れ
た
。 

 

そ
ん
な
ね
む
工
房
に
と
っ
て
、
今
回
の
新
し

い
建
物
は
通
算「
３
代
目
」の
作
業
所
と
な
る
。

１
代
目
、
２
代
目
は
琴
平
町
の
中
心
地
を
転
々

と
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
上
櫛
梨
の
作
業
所
は

初
め
て
の
郊
外
地
で
の
立
地
だ
。 

こ
の
作
業
所
移
転
に
は
、
２
つ
の
背
景
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
築
年
数
の
古
い
建
物
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
老
朽
化
が
進
み
、
雨
モ
レ
・
白

蟻
・
地
震
に
耐
え
ら
れ
な
い
…
と
い
う
事
情
が

あ
っ
た
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
障
害
者
自
立

支
援
法
に
適
合
し
た
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受

け
る
た
め
に
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
資
格
を
取
得
し
、

作
業
所
施
設
設
備
の
整
備
に
着
手
し
た
と
い
う

事
情
が
あ
っ
た
。 

も
と
も
と
ね
む
工
房
の
よ
う
な
小
規
模
作
業

所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
無
認
可
」「
法
定
外
」
と
さ

れ
て
い
た
施
設
で
、
法
に
基
づ
く
指
定
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
何
と
な
く
認
可
さ
れ
て
い
た

…
と
い
う
性
格
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
平

成
一
八
年
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
成
立
し
、

こ
れ
に
指
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に

は
法
人
格
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
法
人
格
を
取
得
し
、
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
事
業
者
と
し
て
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
施
設
の
老
朽
化
が
問
題
と
な
り
、
自

立
支
援
法
基
盤
整
備
事
業
の
助
成
金
を
受
け
て
、

今
回
の
新
作
業
所
建
設
と
な
っ
た
…
と
い
う
わ

け
だ
。 

 

こ
の
新
作
業
所
建
設
に
当
た
っ
て
、
設
計
を

担
当
し
た
の
は【
プ
ラ
ン
ア
ー
ク
建
築
事
務
所
】

の
代
表
、
柳
能
展
さ
ん
。
琴
平
町
社
会
福
祉
協

議
会
と
ね
む
工
房
と
が
、「
地
元
の
設
計
者
さ
ん

で
、
い
い
方
が
い
れ
ば
…
」
と
選
任
し
た
。 

琴
平
町
で
設
計
事
務
所
を
主
宰
し
て
い
る
柳

さ
ん
だ
が
、
実
は
、
建
築
を
志
し
た
の
は
二
十

二
歳
だ
と
い
う
。
二
十
二
歳
と
い
う
年
齢
は
、

専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
建
築
家
と
い
う

職
業
と
し
て
は
、
少
し
遅
い
ス
タ
ー
ト
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
柳

さ
ん
は
、
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

↑カラフルな色で塗られた扉。 

↑長い時間を過ごす作業棟だからこそ、居心地よく・・・ 



ー
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
た
。 

「
自
分
の
歩
む
べ
き
道
を
探
す
た
め
に
、
い

つ
も
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
き
、
当

時
勤
め
て
い
た
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
近
く
に
、
あ

の
安
藤
忠
雄
さ
ん
の
設
計
し
た
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
、
も
の
創
り
が
好
き
だ

っ
た
し
、
興
味
が
あ
っ
た
の
も
手
伝
っ
て
、
軽

い
気
持
ち
で
安
藤
さ
ん
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た

ら
、『
元
ボ
ク
サ
ー
で
独
学
で
建
築
を
学
び
…
』

と
い
う
経
歴
に
、
一
瞬
に
、
目
が
止
ま
っ
た
。

当
時
学
歴
も
経
験
も
な
い
自
分
に
と
っ
て
は
、

目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
出
来
事
で
、
今
思
え
ば
、
そ

の
瞬
間
が
、
今
の
私
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。」。

そ
う
語
っ
て
い
る
柳
先
生
は
、
優
し
い
魅
力
あ

る
人
柄
の
、
と
て
も
素
敵
な
設
計
者
だ
。 

そ
し
て
、
こ
の
柳
さ
ん
が
提
案
し
た
の
が
、

「
作
業
を
行
う
時
間
の
長
い
『
作
業
棟
』
だ
か

ら
こ
そ
、
暑
さ
寒
さ
に
強
い
、
快
適
で
居
心
地

良
く
、障
害
者
に
優
し
い
空
間
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
。
そ
こ
に
、
ね
む
工
房
の

「
上
櫛
梨
の
人
た
ち
の
集
ま
れ
る
場
所
に
し
た

い
」
と
い
う
希
望
が
合
わ
さ
っ
て
、
今
の
プ
ラ

ン
と
な
っ
た
。 

こ
の
新
作
業
所
を
構
成
す
る
の
は
、
新
築
さ

れ
た
『
作
業
棟
』
と
、『
生
活
介
護
棟
』
の
二
棟

で
あ
る
。
ま
ず
は
『
作
業
棟
』
か
ら
ご
紹
介
を

す
る
と
…
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、『
作
業
棟
』
に
入
っ
て
ま

ず
目
に
は
い
る
の
が
、
小
学
校
の
家
庭
科
室
の

よ
う
な
、
大
き
な
流
し
台
と
調
理
台
。
近
所
の

人
が
集
ま
っ
て
何
か
で
き
る
場
に
な
れ
ば
、
そ

し
て
、
将
来
、
他
の
農
産
物
の
加
工
を
手
が
け

る
際
に
も
不
便
の
な
い
よ
う
に
と
、
わ
ざ
わ
ざ

リ
ク
エ
ス
ト
し
て
設
置
し
た
業
務
用
の
設
備
だ
。 

そ
の
部
屋
を
出
て
、
カ
ラ
フ
ル
な
扉
と
、
障

害
の
あ
る
方
に
も
使
い
や
す
い
取
っ
手
の
取
り

付
け
ら
れ
た
ト
イ
レ
の
前
を
通
り
、
隣
の
部
屋

へ
入
る
と
、
今
度
は
白
木
の
壁
が
目
に
付
く
。 

こ
の
壁
に
は
、身
体
に
ま
っ
た
く
害
の
な
い
、

自
然
素
材
の
塗
料
に
よ
る
塗
装
が
施
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
実
は
、
ね
む
工
房
の
利
用
者
の

皆
さ
ま
と
、
ス
タ
ッ
フ
が
協
力
し
て
塗
っ
た
も

の
だ
。
こ
れ
は
「
自
分
た
ち
の
手
で
建
築
に
参

加
す
る
こ
と
で
、
よ
り
施
設
に
愛
着
、
愛
情
を

も
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
設
計
者
・
柳
さ
ん
の

思
い
か
ら
実
現
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
必

ず
何
年
か
一
度
は
塗
料
を
塗
り
直
す
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
が
必
要
な
の
で
、
そ
の
際
に
も
自
分
た
ち

の
手
で
楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
よ
う
に
し
た

い
」
と
い
う
心
づ
か
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
建
物
に
は
天
窓
も
設
け
ら
れ
、「
こ
れ

か
ら
暑
く
な
っ
て
く
る
と
、
威
力
を
発
揮
し
そ

う
」
と
ね
む
工
房
の
皆
さ
ま
も
夏
の
訪
れ
を
楽

↑大きな業務用の流し台・調理台。 

↑自分たちの手で塗った壁。（ちょうどインフルエンザ蔓延の時期。予防のため、みんなマスク姿で・・） 



今
回
の
「ね
む
工
房
」の 

施
工
を
担
当
し
た
の 

は
、
工
務
部
建
築
課
主 

任
（１
級
建
築
施
工
管 

理
技
士
）の
多
田
康
乗
。 

（先
日
結
婚
し
た
ば
か

り
の
新
婚
さ
ん
で
す
。
） 

木
造
住
宅
の
施
工
を
多
く
手
が
け
て
き
た
多
田
は
、
お
客
さ

ま
、
ま
た
お
客
さ
ま
の
ご
家
族
（特
に
子
ど
も
た
ち
）か
ら
絶
大

な
人
気
を
誇
る
監
督
で
す
。
そ
ん
な
、
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
と
が
ん
ば

っ
て
い
る
多
田
（意
外
と
頑
固
者
と
い
う
う
わ
さ
も
…
）の
、
『苦
労

話
』を
聞
い
て
み
ま
し
た
。 

し
み
に
し
て
い
る
。
…
と
い
う
よ
り
も
、
す
で

に
こ
の
天
窓
の
存
在
を
楽
し
ん
で
い
る
と
の
こ

と
で
、
見
学
者
が
来
た
際
に
は
、「
こ
の
天
窓
、

自
動
で
開
く
ん
で
。す
ご
い
や
ろ
？
…
た
だ
し
、

閉
め
る
ん
は
手
動
や
け
ど
ナ
。」と
開
け
閉
め
し

て
披
露
し
て
い
る
と
か
。（
笑
） 

 

そ
し
て
、
こ
の
『
作
業
棟
』
と
向
か
い
合
わ

せ
に
立
っ
て
い
る
の
が
、
作
業
に
参
加
す
る
の

が
難
し
い
メ
ン
バ
ー
の
利
用
す
る
『
生
活
介
護

棟
』
だ
。 

こ
ち
ら
も
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
棚
…
と
カ
ラ
フ
ル

な
色
遣
い
。「
こ
の
色
は
ど
な
た
が
？
」
と
尋
ね

る
と
、「
メ
ン
バ
ー
が
自
分
で
選
ん
だ
ん
や
で
。」

と
の
こ
と
。
グ
リ
ー
ン
、
オ
レ
ン
ジ
…
と
か
わ

い
い
組
み
合
わ
せ
で
、
居
心
地
の
良
い
空
間
と

な
っ
て
い
る
。 

 

作
業
所
が
竣
工
し
、
平
成
２３
年
４
月
１９
日

に
行
わ
れ
た
開
所
式
に
は
、
大
勢
の
地
元
の
皆

さ
ま
や
、
ね
む
工
房
を
応
援
す
る
人
び
と
が
集

ま
っ
た
。 

そ
の
場
で
、
所
長
で
あ
る
池
内
さ
ん
が
語
っ

た
の
は
、「
地
域
の
皆
様
に
『
こ
こ
に
ね
む
工
房

が
来
て
本
当
に
良
か
っ
た
』
と
言
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
場
所
に
な
り
た
い
」
と
い
う
思
い
。 

今
、
ね
む
工
房
の
畑
で
は
、
に
ん
に
く
の
他

に
じ
ゃ
が
い
も
、
さ
つ
ま
い
も
、
オ
ク
ラ
、
ス

イ
ー
ト
コ
ー
ン
が
作
ら
れ
、
収
穫
し
た
野
菜
は

メ
ン
バ
ー
み
ん
な
で
持
っ
て
帰
っ
た
り
、
ご
近

所
の
皆
さ
ま
に
お
す
そ
分
け
し
た
り
し
て
い
る
。

逆
に
、
ご
近
所
か
ら
「
花
が
咲
い
た
け
ん
」
と

お
花
を
も
ら
っ
た
り
も
す
る
。 

ま
た
、
に
ん
に
く
や
野
菜
の
植
え
付
け
や
収

穫
で
は
、
近
所
の
象
郷
小
学
校
の
三
年
生
と
一

緒
に
作
業
を
行
い
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご

し
た
。 

着
実
に
、
地
域
の
皆
さ
ま
と
ね
む
工
房
と
を

結
ぶ
絆
は
深
ま
っ
て
い
る
の
だ
。 

池
内
さ
ん
は
、
ね
む
工
房
の
こ
れ
か
ら
に
つ

い
て
、
こ
う
語
る
。 

「
今
は
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
な
い

け
れ
ど
、
い
つ
か
、
ね
む
工
房
で
つ
く
っ
た
野

菜
を
、
学
校
給
食
で
食
べ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

な
り
た
い
し
、
近
所
の
ひ
と
た
ち
や
小
学
生
た

ち
に
も
、
一
緒
に
色
ん
な
作
業
に
参
加
し
て
も

ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
地
域
に
密
着
し
た
作
業

所
と
な
り
、
自
然
に
障
害
を
も
つ
人
た
ち
と
ふ

れ
あ
え
る
よ
う
な
場
所
に
し
て
い
き
た
い
。 

そ
う
や
っ
て
時
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
き

っ
と
い
つ
か
、『
ね
む
工
房
よ
、
よ
く
こ
の
上
櫛

梨
の
地
に
来
て
く
れ
た
！
』
と
地
域
の
皆
さ
ま

に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
場
所
に
な
る
。
そ

の
と
き
に
は
、
こ
の
黒
い
小
さ
な
建
物
が
、
地

域
の
人
た
ち
の
集
ま
る
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
と

な
れ
ば
え
え
な
。」。 

近
い
将
来
、
そ
ん
な
場
所
に
な
る
だ
ろ
う
な

…
、
そ
う
感
じ
て
と
て
も
暖
か
な
気
持
ち
と
な

れ
た
、
今
回
の
「
ね
む
工
房
」
に
ま
つ
わ
る
物

語
だ
っ
た
。 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
了
） 

 

** 

現
場
担
当
者
か
ら 

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

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

琴
平
町
に
あ
る
障
害
者
自
立
支
援
施
設
『
ね
む
工

房
』
さ
ん
の
施
設
増
築
で
、
既
設
建
物
に
並
べ
て
施

工
し
た
木
造
平
屋
建（≒

32
坪
）
を
担
当
し
ま
し
た
。 

私
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く

設
計
事
務
所
さ
ん
で
し
た
の
で
、
「
ど
ん
な
方
だ
ろ

う
」
と
思
い
な
が
ら
、
起
工
式
の
日
に
初
顔
合
わ
せ

を
し
た
の
で
す
が
、
気
難
し
く
な
い
、
感
じ
の
良
い

人
だ
な
と
思
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
施
主
さ
ん
も
話

し
や
す
い
方
で
良
か
っ
た
な
ぁ
と
思
っ
た
の
を
記
憶

し
て
い
ま
す
。
建
物
は
“
施
設
”
と
い
う
事
で
、
設

計
の
先
生
も
車
椅
子
の
方
が
利
用
し
て
も
い
い
よ
う

に
ス
ロ
ー
プ
を
設
け
た
り
、
極
力
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

な
る
よ
う
細
か
く
設
計
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
毎
週

１
回
定
例
会
を
開
催
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
施
工

側
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
や
り
や
す
く
、
あ
り
が
た

か
っ
た
で
す
。 

す
ご
く
難
し
い
建
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
問
題
点
と
し
て
は
、
ち
ょ
う
ど
時
期
的

に
断
熱
材
（
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
・
ス
タ
イ
ロ
フ
ォ
ー
ム
）

の
供
給
不
足
の
時
期
と
重
な
り
、
現
場
も
断
熱
材
が

入
荷
し
な
い
状
況
に
な
っ
た
こ
と
。
本
当
は
あ
っ
て

は
い
け
な
い
こ
と
で
す
が
、
「
無
い
物
は
し
ょ
う
が

な
い
よ
な
」
と
、
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
よ
り
も
高
価
な
代

替
品
（
発
泡
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
）
で
工
事
を
進
め

て
い
く
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
だ
き
、
工
期
内
に
無

事
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
回
は
、
工
事
の
途
中
で
、
“
施
設
を
利

用
す
る
方
々
で
建
物
内
部
の
木
部
を
自
然
塗
料
で
塗

装
す
る
”
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
み
な
さ
ん
が
、

こ
れ
か
ら
自
分
達
が
利
用
す
る
建
物
の
一
部
を
、
記

念
と
し
て
楽
し
く
塗
っ
た
り
し
て
い
た
の
が
印
象
的

で
し
た
。 

あ
と
、
問
題
…
と
言
う
よ
り
は
困
っ
た
事
が
…
。

そ
れ
は
、
障
害
者
自
立
支
援
施
設
で
、
国
か
ら
の
補

助
事
業
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
段
階
の
工
事
写
真
等

提
出
書
類
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ
に
は
、

書
類
作
成
の
苦
手
な
私
は
苦
労
し
ま
し
た
（
笑
）
。

施
主
さ
ん
・
設
計
さ
ん
共
に
ク
レ
ー
ム
等
無
く
引
渡

し
出
来
ま
し
た
こ
と
は
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

（
文
・
多
田
康
乗
） 



    

毎
年
中
秋
の
名
月
に
近
い
お
休
み
の
日
、
中
津

万
象
園
で
開
催
さ
れ
る
『
月
見
の
宴
』
で
す
が
、

今
年
で
二
十
九
回
目
を
迎
え
ま
す
。
皆
さ
ま
、
お

越
し
い
た
だ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
例
年
、

月
明
か
り
の
も
と
で
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
だ
き
、

そ
の
後
、
豪
華
ゲ
ス
ト
に
よ
る
野
外
ス
テ
ー
ジ
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
こ
の
『
月
見
』
で
す
が
、
調
べ
て
み
る
と

お
も
し
ろ
い
な
と
感
じ
る
内
容
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。 

◆
お
月
見
の
習
慣
◆ 

 

お
月
見
と
聞
く
と
、
十
五
夜
を
思
い
浮
か
べ
る

方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
日
本
に
お
け

る
お
月
見
は
、
十
五
夜
と
十
三
夜
の
二
回
。
旧
暦

八
月
十
五
日
の
十
五
夜
に
お
月
見
を
し
た
ら
、
ひ

と
月
後
の
十
三
夜
も
お
月
見
を
し
ま
す
。
昔
は
、

十
五
夜
と
十
三
夜
の
ど
ち
ら
か
片
方
だ
け
観
月
す

る
こ
と
は
「
片
見
月
」
と
い
っ
て
、
縁
起
が
悪
い

と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
十
三
夜
を
「
の
ち
の
月
見
」

と
し
て
、
二
回
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

日
本
に
お
け
る「
お
月
見
」の
始
ま
り
で
す
が
、

月
を
愛
で
る
習
慣
は
縄
文
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
観
月
の
風
習
は
、
平
安
時
代
に

中
国
か
ら
伝
わ
り
、
貴
族
の
間
で
宴
が
行
わ
れ
る 

よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当 

   

時
の
宴
は
、
詩
歌
を
詠
じ
、
管
弦
を
主
と
し
た
風

流
な
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
月
見
と
い
っ
て
も
、

直
接
月
を
見
る
の
で
は
な
く
、
舟
な
ど
に
乗
り
、

水
面
や
杯
の
酒
に
揺
れ
る
月
を
楽
し
ん
で
い
た
よ

う
で
す
。
現
在
の
よ
う
に
供
物
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
入
り
、
庶
民
の
間
に
広
ま

っ
て
か
ら
。
農
民
の
間
で
は
、
十
五
夜
の
満
月
は

豊
穣
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
収
穫
の
儀
礼
を

と
り
行
う
大
切
な
節
目
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

秋
は
収
穫
の
時
期
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
年

の
収
穫
物
を
月
に
お
供
え
す
る
風
習
が
各
地
に
広

ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

◆
中
秋
の
名
月
と
仲
秋
の
名
月
◆ 

 

『
中
秋
の
名
月
』、『
仲
秋
の
名
月
』

ど
ち
ら
も
同
じ
『
ち
ゅ
う
し
ゅ
う
の

め
い
げ
つ
』
と
読
み
ま
す
が
、
厳
密

に
い
う
と
、
意
味
合
い
が
違
い
ま
す
。 

 

日
本
の
旧
暦
で
は
、
一
月
か
ら
三

ヶ
月
毎
に
季
節
が
変
わ
り
ま
す
が

（
＝
春
夏
秋
冬
）、
そ
の
季
節
の
名

に
※

「
孟
・
仲
・
季
（
中
国
で
は
兄

弟
の
年
の
順
を
表
す
場
合
に
用
い

ら
れ
、
孟
か
ら
年
長
者
、
仲
は
真
ん

中
、
季
は
末
っ
子
を
表
し
ま
す
。）」

の
文
字
を
つ
け
、
さ
ら
に
季
節
を
分

け
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
旧
暦
の

六
月
は
『
季
夏
』。
手
紙
な
ど
に
書

か
れ
る
時
節
の
あ
い
さ
つ
に
、『
孟

春
の
候
』
や
『
仲
秋
の
候
』
な
ど
と

使
わ
れ
て
い
る
の
に
は
、
こ
う
い
っ
た
い
わ
れ
が

あ
っ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
季
節
の
細
分
に
よ
れ
ば
、「
八
月
」
は
秋
の

真
ん
中
と
な
り
、「
仲
秋
」
と
は
、
旧
暦
八
月
全
体

の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。 

 

逆
に
、「
中
秋
」
は
、
秋
の
真
ん
中
の
、
月
の
真

ん
中
の
日
で
あ
る
旧
暦
八
月
十
五
日
を
さ
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
秋
全
体
の
真
ん
中
の
日
と
い
う
意
味
を

持
ち
ま
す
。 

 

◆
中
秋
の
名
月
は
毎
年
仏
滅
？
◆ 

 

「
今
日
は
大
安
だ
か
ら
日
が
い
い
。」
と
い
う
よ

う
な
会
話
を
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
大

安
＝
良
い
日
、
仏
滅
＝
悪
い
日
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
秋
の
名

月
は
な
ん
と
、
毎
年
仏
滅
な
の
で
す
。 

 

大
安
や
仏
滅
と
は
、
旧
暦
の
頃
に
使
わ
れ
て
い

た
曜
日
の
ひ
と
つ
で
六
曜
と
い
い
、『
先
勝
』→『
友

引
』
→
『
先
負
』
→
『
仏
滅
』
→
『
大
安
』
→
『
赤

口
』
の
順
で
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
旧
暦
で
は
毎
月

一
日
の
六
曜
が
決
ま
っ
て
お
り
、
二
日
以
降
は
そ

の
次
の
六
曜
へ
と
順
に
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。 

 

旧
暦
八
月
一
日
は
『
友
引
』
と
決
ま
っ
て
い
ま

す
の
で
、
先
ほ
ど
の
順
か
ら
い
く
と
八
月
十
五
日

は
、
必
ず
『
仏
滅
』
と
な
る
の
で
す
。 

 

今
年
の
『
中
秋
の
名
月
』
は
新
暦
で
い
う
と
九

月
十
二
日
（
仏
滅
）
で
す
。
今
年
の
お
月
見
は
、

空
の
月
を
仰
ぎ
見
る
の
で
は
な
く
、
杯
の
酒
に
映

っ
た
月
を
眺
め
て
み
る
の
も
風
流
で
よ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

中
津
万
象
園
で
の
『
月
見
の
宴
』
は
、
新
暦
十

月
八
日
の
予
定
で
す
。
皆
さ
ま
是
非
、
お
越
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
。（
11
）【 

お
月
見 

／ 

中
秋
の
名
月 

】 

 

 

〈
月
の
満
ち
欠
け
〉 



                    

花
あ
る
数
寄
屋
（
７
） 

「
建
物
が
語
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」 

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
。 

 

 

今
、
ど
ん
ど
ん
建
っ
て
い
る
住
宅
を
見
て
い
て
、 

「
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
昔
と
今
の
家
っ
て
、
違
う
ん
だ
ろ
う
？
」
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

た
ぶ
ん
、
住
宅
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
『
暮
ら
し
方
の
変
化
』
。 

『
暮
ら
し
方
の
変
化
』
が
、
住
宅
の
姿
を
変
え
、
風
景
を
変
え
、
価
値
観
を
変
え
て
い
く
…
。 

も
し
か
し
た
ら
、
「
未
来
の
日
本
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち
が
何
を
大
切
に
思
う
の
か
」
は
、
毎
日
の
『
暮
ら
し
方
』
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
。 

『
暮
ら
す
場
所
＝
住
宅
』
を
つ
く
る
っ
て
、
『
未
来
の
日
本
を
つ
く
る
こ
と
』
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
は
、
建
物
が
語
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
っ
て
、
な
ん
で
し
ょ
う
？
。 

数
寄
屋
な
ら
で
は
の
空
間
で
考
え
て
み
ま
し
た
。 

【
神
棚
】 

～
「
目
に
は
見
え
な
く
と
も
、 

敬
う
べ
き
存
在
が
あ
る
」
こ
と
を
語
る
～ 

あ
る
神
主
さ
ん
が
、
い
つ
も
、
話
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

極
端
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、「
人
間
の
家
と
、
動
物
の

巣
」
の
違
い
。 

「
快
適
で
居
心
地
が
良
く
、
く
つ
ろ
げ
て
…
、
だ
け
ど
そ
れ
だ
け
な
ら
、
人

間
の
家
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、『
よ
く
出
来
た
巣
』
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い

か
？
」
と
い
う
問
題
提
起
は
、
も
の
す
ご
く
新
鮮
で
し
た
。 

で
は
、
何
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
巣
で
は
な
く
家
に
な
る
の
か
？ 

そ
れ
は
、『
心
の
拠
り
所
』
が
あ
る
か
ど
う
か
。 

敬
う
べ
き
も
の
を
家
の
中
に
据
え
る
こ
と
で
、
な
に
も
か
も
が
理
屈
で
説
明

が
出
来
る
わ
け
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
く
と
も
感
謝
す
べ
き
対
象
が
あ
る
こ

と
を
感
じ
、
そ
れ
が
精
神
の
立
体
感
を
生
む
と
言
い
ま
す
。 

 

【
床
の
間
】 

～
「
肌
感
覚
と
し
て
の
「
畏
れ
」、 

上
座
と
下
座
を
生
む
秩
序
」
を
語
る
～ 

本
来
は
本
尊
な
ど
の
宗
教
的
な
も
の
を
祀
り
神
聖
な
場

所
と
し
、
そ
の
後
、
素
晴
ら
し
い
も
の
、
大
切
な
も
の
を

飾
る
場
所
と
な
っ
て
い
っ
た
「
床
の
間
」。
踏
ん
だ
り
し
て

は
い
け
な
い
神
聖
な
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
花
を
い
け

た
り
、
掛
け
軸
を
替
え
た
り
…
と
季
節
感
や
招
く
相
手
へ

の
気
持
ち
を
表
現
で
き
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
、
い
わ
ば
シ
ョ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る
空
間
と
も
言

え
る
床
の
間
で
す
が
、
実
は
、
上
座
・
下
座
と
い
う
の
は

こ
れ
を
中
心
に
生
ま
れ
た
秩
序
。
床
の
間
は
相
手
を
敬
う

気
持
ち
を
自
然
に
意
識
さ
せ
る
場
所
で
す
。 

 

【
座
る
（
畳
）】 

～
「
相
手
を
気
に
か
け
思
い
や
る
こ
と
」
を
語
る
～ 

相
手
が
畳
に
座
っ
て
い
る
と
き
に
、
お
茶
を
出
す
。
話

し
か
け
る
。
…
そ
の
と
き
、
立
ち
上
が
っ
た
ま
ま
で
そ
れ

を
す
る
ひ
と
は
、
ま
ず
い
な
い
、
と
思
う
の
で
す
。 

自
分
も
座
る
、
膝
を
つ
く
。
相
手
の
高
さ
に
自
然
に
目

線
を
合
わ
せ
る
は
ず
。
そ
し
て
、立
ち
上
が
る
と
き
に
は
、

自
然
と
そ
の
前
に
「
失
礼
し
ま
す
」
と
礼
を
す
る
。 

日
本
の
所
作
に
は
、
相
手
を
思
い
や
る
気
持
ち
、
謙
譲

の
気
持
ち
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
畳
に
座
っ
た
高
さ
は
、
つ
ま
り
、
小
さ
な
子
ど

も
に
見
え
て
い
る
世
界
。
子
育
て
の
時
、
そ
ん
な
こ
と
を

意
識
し
て
家
づ
く
り
を
し
て
み
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 



                            

             な
お
ア
ジ
サ
イ
は
漢
字
の
「
紫
陽
花
」
を
当
て

て
い
ま
す
が
、
最
初
の
命
名
者
は
唐
代
の
詩
人
白

楽
天
（
772-

846
）
で
、
そ
の
詩
『
招
賢
寺
に
山

花
一
樹
あ
り
、
人
そ
の
名
を
知
る
も
の
な
し
、
色

は
紫
色
に
花
は
香
気
を
宿
し
、
芳
麗
に
し
て
ま
こ

と
に
愛
す
べ
し
、
よ
っ
て
紫
陽
花
と
名
づ
く
』
に

よ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
平
安
時
代
の
博
物
学
者

源
順
が
、
白
楽
天
の
紫
陽
花
を
ア
ジ
サ
イ
と
解
し

「
倭
名
類
聚
抄
」
に
記
載
し
た
の
が
そ
の
起
こ
り

で
、
そ
の
後
一
般
に
広
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

万
象
園
の
ア
ジ
サ
イ
は
関
東
地
方
南
部
や
伊

豆
地
方
な
ど
の
海
岸
に
自
生
し
て
い
る
ガ
ク
ア

ジ
サ
イ
を
母
種
と
し
た
園
芸
品
種
で
、
花
の
よ
う

に
見
え
る
の
は
、
４
個
の
萼
片
が
発
達
し
た
装
飾

花
が
多
数
集
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
の
気
品
と
豪
華

さ
に
お
い
て
梅
雨
期
で
は
こ
の
右
に
出
る
花
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
（
長
岡 

公
） 

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
11
）
ア
ジ
サ
イ

」 
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【
編
集
後
記
】
今
回
の
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
の
主
人
公
は
、

琴
平
の
小
さ
な
施
設
【
ね
む
工
房
】。
実
は
こ
こ
の
池
内
所
長
さ

ん
は
、
ご
家
族
ぐ
る
み
で
の
大
事
な
山
友
だ
ち
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

学
生
の
頃
に
覚
え
た
『
山
登
り
』
と
『
野
草
を
見
る
こ
と
』
は
、

今
で
も
一
番
の
気
分
転
換
法
。
で
も
、
こ
の
と
こ
ろ
休
み
が
取
れ

ず
、
め
っ
た
に
山
へ
行
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
に
は
落
ち
込
み
ま

す
が
、
そ
の
分
、
山
行
予
定
が
立
っ
た
と
き
に
は
嬉
し
く
、
ま
さ

に
指
折
り
数
え
て
そ
の
日
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
先
日
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
『
も
し
ド
ラ
』
を
読
み
ま
し

た
。「
富
士
建
設
と
は
何
を
す
る
会
社
な
の
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、

私
は
、「
何
か
を
実
現
す
る
た
め
に
新
し
い
場
所
が
ほ
し
い
と
思

っ
て
い
る
人
に
そ
の
場
所
を
提
供
し
、
そ
の
実
現
を
助
け
る
こ

と
」
と
答
え
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
お
客
さ
ま
が
実
現
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
っ
て
ナ
ン
だ
ろ
う
？
顧
客
が
快
適
に
買
い
物
で
き

る
空
間
が
ほ
し
い
、
家
族
と
も
っ
と
幸
せ
に
暮
ら
し
た
い
、
社
員

が
気
持
ち
よ
く
仕
事
の
出
来
る
環
境
に
し
た
い
…
、
考
え
て
い
る

う
ち
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
お
客
さ
ま
に
も
、
さ
ら
に
「
幸
せ

に
し
た
い
顧
客
」
と
い
う
べ
き
対
象
が
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま

し
た
。
み
ん
な
、
誰
か
を
幸
せ
に
す
る
た
め
に
、
何
か
を
し
て
い

る
ん
だ
ナ
、
そ
う
思
う
と
、
な
ん
だ
か
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。 

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

【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 

 

か
さ
ね
の
色
（
11
） 

「
花
薄
」 

表：白／裏：淡縹 
着用時期は秋初。 

「尾花」とも呼ばれる薄は、獣の尾 

のように見える独特な姿が印象的 

であるために、歌にも多く詠まれた。 

万
象
園
の
西
北
部
に
位
置
す
る
石
投
げ
地
蔵
尊

の
祠
あ
た
り
は
、
老
松
が
鬱
蒼
と
茂
り
、
緑
に
囲

ま
れ
た
癒
し
の
空
間
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
老
松

を
中
心
と
し
て
癒
し
効
果
を
更
に
高
め
て
く
れ
る

の
が
、
早
春
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
と
梅
雨
期
の
ア
ジ
サ

イ
と
で
あ
り
ま
す
。 

ア
ジ
サ
イ
は
日
本
原
産
の
落
葉
低
木
で
、
万
葉

集
に
も
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
句
を
ご
紹
介
。 

あ
じ
さ
い
の
八
重
さ
く
ご
と
く 

や
つ
代
に
を
い
ま
せ
吾
背
子
見
つ
つ
し
の
は
む 

（
橘
諸
兄
） 

（
あ
じ
さ
い
の
花
が
八
重
に
勢
い
よ
く
群
が
り
咲
く
よ
う

に
、
い
つ
ま
で
も
あ
な
た
が
健
康
で
い
て
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
に
） 

 

和
名
「
ア
ジ
サ
イ
」
の
起
こ
り
は
、
奈
良
時
代

の
呼
び
名
「
集
貞
藍
（
あ
づ
さ
あ
い
＝
藍
色
の
小

さ
な
花
が
集
ま
っ
て
咲
く
の
意
）」
が
訛
っ
た
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

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
…
。 

 


