
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

【
上
巳
の
節
句 

／ 

雛
ま
つ
り
】 

 
 中

津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」（
13
） ウ

メ 
 

か
さ
ね
の
色
（
13
）「
氷
重
」 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
13
） 

「
ま
ち
を
つ
く
る
」 

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
。 

表紙写真：いつもお手紙をくださる Kさまにいただいた、さくらんぼと金柑。見ているだけで元気がでてきます。 

第
13
号 

平成 23 年 12 月発行 
ヒヤシンスの花。 

香りも、咲くまでの過程も大好きな花です。 

これは、昨年、本社事務所で咲いた色。 



                            

                            

富
士
建
設
が
、実
は
こ
れ
ま
で
1300
区
画
を
超

え
る
分
譲
地
の
販
売
を
手
が
け
て
い
る
こ
と
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。 

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
１
分

譲
地
あ
た
り
50
区
画
～
500
区
画
と
規
模
が
大

き
く
、「
土
地
を
購
入
し
、
開
発
・
造
成
し
、
分

譲
す
る
」
と
い
う
買
い
切
り
の
ス
タ
イ
ル
を
と

っ
て
い
る
。 

広
大
な
土
地
を
一
括
で
購
入
し
、
費
用
を
か

け
て
造
成
を
し
た
後
、
販
売
す
る
…
と
い
う
事

業
に
は
大
き
な
リ
ス
ク
が
伴
う
。
販
売
す
る
ま

で
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
る
費
用
は
全

て
立
て
替
え
ね
ば
な
ら
ず
、
当
然
借
入
が
必
要

と
な
る
。
販
売
計
画
の
進
捗
状
況
に
は
非
常
な

気
を
遣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
あ
ま
り
に

も
ハ
イ
リ
ス
ク
な
事
業
で
、
自
社
の
こ
と
な
が

ら
、
正
直
な
と
こ
ろ
、「
な
ぜ
、
1300
区
画
も
続

け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」
と

思
わ
な
い
で
も
な
い
。 

 

た
だ
、
そ
の
原
動
力
と
し
て
、
思
い
当
た
る

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
企
業
は
得
た
利
益
を

社
会
に
還
元
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
思

と
、「
仕
事
」
と
い
う
も
の
へ
か
け
る
情
熱
と
ロ

マ
ン
だ
。
つ
ま
り
、
名
勝 

中
津
万
象
園
の
修

復
・
維
持
保
全
活
動
も
、
こ
れ
ら
の
宅
地
開
発

も
、
我
が
社
に
と
っ
て
は
、「
地
域
社
会
に
貢
献

し
た
い
」
と
い
う
一
つ
の
ラ
イ
ン
上
に
位
置
し

て
い
る
と
思
う
の
だ
。 

そ
う
考
え
る
理
由
と
し
て
、
１
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
あ
た
り
の
区
画
数
の
多
さ
と
、
必
ず
店
舗
と

住
宅
地
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で
の
計
画
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
利
便
性
、
事
業

と
し
て
の
回
転
率
の
良
い
小
規
模
な
開
発
を
選

ば
ず
、
100
区
画
を
超
え
る
開
発
を
、
リ
ス
ク
を

承
知
で
行
っ
て
い
る
の
だ
。 

こ
れ
は
私
の
想
像
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
分
譲

地
を
手
が
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
社
長
や
開
発

担
当
者
の
脳
裏
に
は
、『
家
々
が
立
ち
並
び
、
子

ど
も
た
ち
が
走
り
回
る
傍
で
奥
さ
ま
が
た
が
井

戸
端
会
議
し
、そ
し
て
夜
に
は
明
か
り
が
灯
る
』

…
そ
ん
な
「
ま
ち
」
の
姿
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
浮

か
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
ま
ち
を
つ
く
る
」こ
と
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
、

常
に
志
向
し
続
け
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
大
き

さ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
規
模
と
な
っ
た
の
だ
と
思

う
と
、
納
得
が
い
く
よ
う
に
思
う
。 

 

今
回
の
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
で
は
、
そ
の

宅
地
開
発
の
歴
史
、
つ
ま
り
「
ま
ち
を
つ
く
る
」

こ
と
を
題
材
と
し
、
主
な
４
つ
の
分
譲
地
（
区

画
数
が
百
を
超
え
る
も
の
）
を
取
り
上
げ
る
こ

と
で
そ
の
思
い
を
語
り
た
い
。 

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

 

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
。 

「
ま
ち
」
を
つ
く
る
。 

物
語
の
あ
る

建
築
（
１３
） 

 
～
宅
地
開
発
・
分
譲
の
歴
史
を
振
り
返
る
～ 

家
々
が
立
ち
並
び
、
子
ど
も
た
ち
が
走
り
回
る
傍
で
奥
さ
ま
が
た
が
井
戸
端
会
議
し
、 

そ
し
て
夜
に
は
明
か
り
が
灯
る
…
。 

―
そ
ん
な
「
ま
ち
」
の
姿
を
現
実
の
も
の
と
し
た
い
。
― 

そ
の
思
い
が
、
一
三
〇
〇
区
画
を
超
え
る
宅
地
分
譲
を
行
っ
て
き
た
、
我
が
社
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。 

詫間マリンガーデン 開発10周年記念のバーベキューで。 



 

昭和27年9月26日 真鍋工務店として創業 

昭和28年12月18日 富士建設株式会社に組織変更し、現在に至る。 

昭和39年1月20日 資本金\1,500,000を\3,000,000に増資 

昭和41年2月21日 資本金を\7,500,000に増資 

昭和44年 不動産部門開設 

詫間町松崎にて46区画宅地開発分譲開始（山下団地） 

詫間町松崎にて500区画宅地開発分譲開始（詫間ﾆｭｰﾀｳﾝ） 

昭和47年3月15日 資本金を\20,000,000に増資 

丸亀プラザホテル部門開設 

昭和53年3月3日 資本金を\41,000,000に増資 

昭和54年 坂出市江尻にて306区画宅地開発分譲開始（坂出ｺ゙ ｰﾙﾄﾞﾀｳﾝ） 

竹林寺五重塔完成 

昭和52年 五台山竹林寺五重塔新築工事 着手 

昭和45年  中津万象園の修復に着手 

昭和58年～59年 詫間町松崎にて49区画宅地開発分譲開始 

詫間町松下にて52区画宅地開発分譲開始（詫間ｼ ｻーｲﾄﾞﾀｳﾝ） 

高瀬・豊中町にて128区画宅地開発分譲開始（六ツ松ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ） 

昭和57年8月1日 中津万象園・丸亀美術館 開園 

平成元年 茨城県・法鷲院五重塔 完成 

平成元年8月18日 資本金を\82,000,000に増資 

平成13年 詫間町松下にて101区画宅地開発分譲開始（ﾏﾘﾝｶﾞー ﾃﾞﾝ） 

平成18年 中津万象園修復・維持保全活動によりﾒｾﾅｱﾜｰﾄﾞ「庭園文化賞」受賞 

…現在に至る。 

平成23年11月 中津万象園修復・維持保全活動により香川県芸術選奨受賞 

平成24年1月 詫間町蟻の首にて21区画分譲開始（ｸ ﾘ゙ｰﾝﾊﾟｰｸ蟻の首） 

○富士建設の主要な出来事と、宅地開発のあゆみ 



◆
「
山
下
団
地
（
46
区
画
）」 

「
詫
間
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（
500
区
画
）」 

 

（
昭
和
44
年
） 

 
 当

社
が
、「
不
動
産
部
門
」
を
開
設
し
た
の
は

昭
和
44
年
の
こ
と
。
資
本
金
750
万
円
、
創
業

17
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
に
着

手
し
た
の
が
、
詫
間
町
に
お
け
る
二
つ
の
大
規

模
な
分
譲
地
、「
山
下
団
地
（
46
区
画
）」
と
「
詫

間
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（
500
区
画
）」
だ
っ
た
。 

 

○
社
会
情
勢 

こ
の
当
時
の
人
口
の
推
移
を
見
て
み
る
と
、

右
肩
上
が
り
に
増
え
て
お
り
、
昭
和
40
年
に
香

川
県
の
世
帯
数
は
２
２
０
，
８
０
８
世
帯
（
９

０
０
，
８
４
５
人
）
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
44

年
に
は
２
３
８
，
８
１
８
世
帯
（
９
０
４
，
５

１
０
人
）
と
増
加
し
、
特
に
世
帯
数
の
増
加
が

顕
著
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

さ
ら
に
、
こ
の
頃
、
住
宅
取
得
の
た
め
の
資

金
調
達
の
方
法
に
大
き
な
変
化
の
潮
流
が
生
ま

れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
と
い

う
個
人
向
け
の
ロ
ー
ン
の
誕
生
だ
。 

従
来
、「
住
宅
を
取
得
し
た
い
」
と
望
め
ば
、

自
己
資
金
か
、
あ
る
い
は
親
族
か
ら
贈
与
を
受

け
る
か
、
売
り
主
と
直
接
割
賦
販
売
の
よ
う
な

契
約
を
結
ぶ
か
の
方
法
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
、
大
蔵
省
の
主
導
に
よ
り
銀
行
等
の
金
融
機

関
が
共
同
出
資
し
て
住
宅
金
融
を
専
門
に
取
り

扱
う
会
社
（
住
宅
金
融
専
門
会
社
（
住
専
））
が

設
立
さ
れ
、
個
人
向
け
の
ロ
ー
ン
が
登
場
し
た

の
が
、
こ
の
時
代
だ
っ
た
。 

 

○
こ
の
分
譲
地
開
発
の
経
緯 

 

当
時
、
詫
間
町
の
駅
近
く
に
あ
っ
た
「
弁
天

山
」。そ
の
南
側
に
フ
グ
の
養
殖
を
し
て
い
た
５

万
坪
の
池
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
頃
、
当
社

は
高
松
で
労
住
協
と
い
う
勤
労
者
向
け
の
住
宅

開
発
を
手
が
け
て
い
る
会
社
と
仕
事
上
の
交
流

が
あ
り
、
宅
地
開
発
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
は
多

少
身
に
つ
け
て
い
た
。 

そ
ん
な
折
、
こ
の
５
万
坪
の
売
却
の
話
が
起

こ
り
、
義
理
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
半
分
程
度
を

購
入
し
開
発
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
こ

の
話
を
持
ち
込
ん
だ
方
よ
り
「
全
部
買
っ
て
ほ

し
い
」
と
の
依
頼
を
受
け
、
や
む
を
得
ず
全
部

を
買
い
取
る
こ
と
と
な
る
。 

 

こ
の
５
万
坪
の
土
地
が
、「
詫
間
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
」
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
広
大
な
池
を
埋
め
立
て
る
に

は
、
相
当
量
の
土
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
確

保
す
る
た
め
に
、
三
野
町
の
鳥
坂
へ
抜
け
る
道

沿
い
の
山
を
削
り
、
そ
の
土
を
も
っ
て
埋
め
立

て
を
行
っ
た
。（
こ
の
山
を
削
っ
た
こ
と
で
で
き

た
土
地
が
の
ち
の
「
山
下
団
地
」
で
あ
る
。） 

こ
う
し
て
埋
め
立
て
は
完
了
し
た
も
の
の
、

不
動
産
部
門
開
設
後
の
第
一
弾
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
５
万
坪
の
分
譲
地
で
は
、
さ
す
が
に
荷
が

勝
ち
す
ぎ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
販
売
に
困

り
、こ
の
う
ち
の
１
万
坪
を
労
住
協
に
売
却
し
、

３
千
坪
を
公
共
の
用
地
と
し
て
提
供
で
き
な
い

か
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
実
に

は
難
し
い
。
ま
た
、
博
物
館
の
建
設
を
目
指
し

て
美
術
品
の
収
集
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
土
地
と
し
て
確
保
す
る
と
い
う
計
画
も
考

え
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
計
画
も
頓

挫
し
、
当
時
、
当
社
に
出
資
し
て
く
れ
て
い
た

株
主
の
皆
さ
ま
方
か
ら
も
、「
こ
ん
な
土
地
を
身

の
程
知
ら
ず
に
買
っ
て
、
利
息
の
支
払
だ
け
で

会
社
が
潰
れ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
な
い
か
。
株
主

に
対
す
る
義
務
違
反
だ
」
と
い
う
よ
う
な
お
叱

り
も
受
け
て
い
る
。 

結
果
的
に
は
詫
間
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
、
山
下
団

地
ほ
か
全
区
画
を
売
り
切
り
、
現
在
の
よ
う
な

駅
前
の
中
心
地
と
し
て
詫
間
町
に
お
け
る
住
宅

開
発
の
核
を
な
す
こ
と
が
で
き
た
。 

三
豊
市
の
詫
間
町
に
本
社
を
置
く
企
業
と
し

て
そ
の
よ
う
な
開
発
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
を
、
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。（
今
駅
前
に
あ

る
当
社
所
有
の
テ
ナ
ン
ト（
ゲ
オ
、宮
脇
書
店
、

ｍ
ａ
ｃ
な
ど
の
各
店
舗
が
入
居
す
る
）
は
、
こ

の
詫
間
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
に
よ
る
） 

  

◆
「
坂
出
ゴ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
（
306
区
画
）」 

昭
和
54
年  

 

こ
の
坂
出
ゴ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
と
い
う
、
自
社

の
営
業
地
盤
か
ら
離
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
販

売
に
お
い
て
は
、
大
和
ハ
ウ
ス
工
業
さ
ま
の
多

大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
当
社
だ
け
で
は

到
底
、
開
発
・
分
譲
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

○
社
会
情
勢 

こ
れ
ま
で
、
預
金
の
取
扱
い
を
行
う
い
わ
ゆ

る
普
通
銀
行
が
融
資
対
象
と
し
て
い
た
個
人
は
、

企
業
の
役
職
者
や
実
業
家
、
専
門
職
、
公
務
員

な
ど
、
あ
る
程
度
の
地
位
と
安
定
収
入
が
あ
る

者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
頃
を
境

に
一
般
の
勤
労
者
に
も
開
か
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン

制
度
が
普
及
し
て
い
く
。
ま
た
、
香
川
県
の
人

口
は
相
変
わ
ら
ず
右
肩
上
が
り
。
世
帯
数
も
増

え
続
け
て
い
る
。 

 ○
こ
の
分
譲
地
開
発
の
経
緯 

 

こ
の
経
緯
は
、
当
時
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
珍

し
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
い
う
の
は
、
こ
の
土
地
は
、
あ
る
会
社
の

株
式
を
買
収
し
た
こ
と
で
、
会
社
ご
と
取
得
し

た
も
の
な
の
だ
。 

今
で
こ
そ
、
ハ
ゲ
タ
カ
な
ど
の
経
済
小
説
の



お
か
げ
で
、
企
業
買
収
や
株
式
買
付
な
ど
の

諸
々
の
手
法
は
身
近
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

当
時
、
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
会

社
の
所
有
す
る
資
産
を
取
得
す
る
と
い
う
の
は
、

ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
社
で
も
も
ち
ろ

ん
初
め
て
の
こ
と
で
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
処
理

を
し
た
結
果
、
不
備
が
見
つ
か
り
、
後
で
慌
て

て
修
正
す
る
…
と
い
う
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
よ

う
だ
。 

ま
た
、
私
に
と
っ
て
は
、
中
津
万
象
園
の
購

入
・
修
復
や
五
重
塔
の
建
設
な
ど
何
か
に
つ
け

て
仕
事
に
大
が
か
り
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と

博
打
的
な
魅
力
、
ロ
マ
ン
を
追
求
し
た
「
創
業

社
長
ら
し
い
」
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
も
思
え
る
が
、

一
般
的
に
は
、
少
々
「
ア
ク
が
強
い
」
と
感
じ

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
306

区
画
と
大
規
模
で
あ
っ
た
た
め
、
大
和
ハ
ウ
ス

工
業
と
組
ん
で
販
売
を
し
て
い
る
。 

都
会
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
な
ら
と
も
か
く
、
香

川
県
と
い
う
小
さ
な
地
域
で
こ
の
区
画
数
の
宅

地
を
開
発
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
胸
を
張
っ
て

「
街
」
を
作
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
後
、
周
囲
か
ら
も
開

発
業
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
自
信

を
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
に
も
開
発
を
志
し

た
大
型
案
件
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
資

金
の
調
達
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
販
売
に
対
す

る
懸
念
材
料
が
あ
っ
た
り
、
と
計
画
と
中
止
を

繰
り
返
す
日
々
も
あ
っ
た
。 

 

 

◆
「
六
ツ
松
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
（
128
区
画
）」 

昭
和
59
年  

こ
れ
も
ま
た
金
融
機
関
と
の
付
き
合
い
上
か

ら
「
や
む
を
え
ず
」
購
入
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
土
地
を
、
分
譲
地
と
し
て
開
発
し
た
も
の
。

高
瀬
町
、
豊
中
町
に
ま
た
が
る
山
で
、
都
会
で

山
手
に
住
宅
地
の
開
発
さ
れ
た
場
所
も
見
ら
れ

る
と
は
い
え
、
平
地
と
比
べ
、
確
か
に
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
優
良
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。 

 

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
特
徴
的
で
あ
っ
た
の

は
、「
協
力
業
者
と
の
共
同
企
業
体
」
で
開
発
・

販
売
を
行
っ
た
こ
と
。
当
時
の
計
画
書
を
見
る

と
、
相
当
綿
密
に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
簡
単
で
な
い
だ
け
に
、
慎
重
に
臨

ん
だ
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。 

 

ど
こ
の
分
譲
地
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ

こ
に
暮
ら
す
住
民
の
皆
さ
ま
の
高
齢
化
が
進
ん

で
い
る
。
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
で
も
同
じ
で

あ
る
よ
う
で
、
そ
こ
に
問
題
意
識
を
持
ち
、
先

進
的
に
取
り
組
む
事
例
で
は
、
高
齢
化
の
進
ん

だ
皆
さ
ま
へ
今
度
は
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住

宅
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
を
提
供
し
、
大
型
マ
ン
シ

ョ
ン
へ
は
若
い
世
代
の
家
族
に
入
居
し
て
い
た

だ
く
…
と
い
う
、
い
わ
ば
町
の
中
で
住
ま
い
と

お
客
さ
ま
を
循
環
さ
せ
る
流
れ
が
生
ま
れ
て
い

る
と
い
う
。 

当
社
の
分
譲
地
も
例
外
で
は
な
い
。
平
成
二

十
四
年
度
か
ら
始
ま
る
地
域
包
括
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
流
れ
も
踏
ま
え
つ
つ
、
自
社
の
開
発

し
た
「
ま
ち
」
に
対
し
何
が
出
来
る
か
、
な
に

を
す
べ
き
か
を
問
い
直
す
時
期
が
来
て
い
る
。 

                

◆
「
詫
間
マ
リ
ン
ガ
ー
デ
ン
（
101
区
画
）」 

※
グ
ル
ー
プ
会
社
で
あ
る
フ
ジ
開
発
を
主
体
に
実
施  

 

こ
れ
は
、
当
社
が
も
っ
と
も
最
近
に
行
っ
た

大
規
模
な
宅
地
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。 

 

人
口
数
も
世
帯
数
も
下
降
に
転
じ
て
い
る
平

成
13
年
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
、「
絶
対
に
完

売
で
き
る
」
と
い
う
確
証
は
、
も
し
か
す
る
と

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
土
地
の
価

格
も
下
が
り
続
け
て
い
た
こ
の
時
代
、
事
業
と

し
て
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
も
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

○
こ
の
分
譲
地
開
発
の
経
緯 

 

人
口
数
も
世
帯
数
も
、
土
地
価
格
も
下
降
線

を
辿
り
、
分
譲
地
を
開
発
す
る
こ
と
が
、
必
ず

し
も
プ
ラ
ス
と
は
思
え
な
い
時
勢
。
…
で
は
、

な
ぜ
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
た
の
か
？ 

 

そ
れ
は
、
町
の
庁
舎
や
施
設
の
前
に
位
置
す

る
場
所
、
つ
ま
り
詫
間
町
の
中
心
地
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
に
渡
り
開
発
が
着
手
さ

れ
ず
、
放
置
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
。 

ま
た
し
て
も
100
区
画
を
超
え
、新
し
く
自
治

会
ま
で
設
立
さ
れ
た
こ
の
「
詫
間
マ
リ
ン
ガ
ー

デ
ン
」
だ
が
、
実
は
、
売
出
し
当
初
、
価
格
帯

が
安
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
入
居

者
は
圧
倒
的
に
若
い
夫
婦
が
多
い
。 

結
果
、
現
在
こ
こ
に
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
は

山の斜面を利用して作られた「六ツ松グリーンタウン」。 



50
人
を
軽
く
超
え
て
い
る
。 

 

 

先
年
、
分
譲
開
始
十
周
年
、
ま
た
２
期
分
譲

の
開
始
を
期
に
、
自
治
会
の
皆
さ
ま
と
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
＆
交
流
会
を
行
っ
た
。係
わ
っ
た
社
員
、

役
員
な
ど
総
出
で
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ

の
時
に
も
百
名
近
い
住
民
の
方
が
集
ま
っ
て
く

だ
さ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
、
当
社
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
な
の
だ
と
思
う
。
自
分
の
描
い
た

街
の
姿
が
現
実
と
な
っ
た
光
景
を
目
に
し
た
感

動
や
誇
ら
し
さ
が
、「
ま
ち
を
つ
く
る
」
こ
と
の

醍
醐
味
な
の
だ
ろ
う
。 

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

 
 

最
後
に
述
べ
た
詫
間
マ
リ
ン
ガ
ー
デ
ン
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
も
着
手

当
時
か
ら
係
わ
っ
て
い
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
今

春
を
以
て
101
区
画
を
完
売
す
る
見
込
で
あ
る

が
、
順
風
満
帆
に
今
日
ま
で
至
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
開
発
時
の
苦
労
、
資
金
調
達
、
販
売
の

進
捗
状
況
、
周
囲
で
新
に
始
ま
っ
た
他
社
に
よ

る
分
譲
地
の
影
響
、
地
価
の
下
落
、
長
期
に
渡

っ
た
こ
と
に
よ
る
計
画
の
軌
道
修
正
…
な
ど
、

決
し
て
楽
な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
う
い
っ
た
、
す
で
に
人
口
も
世
帯
数
も
右

肩
下
が
り
と
な
っ
て
か
ら
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
傍
で
見
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
宅
地
開
発
と

店
舗
を
組
み
合
わ
せ
た
「
街
」
づ
く
り
と
い
う

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ス
ク
も
、
難
し
さ
も
、

冷
静
に
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
て
振
り
返
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
分
譲
地
は
、
い
わ
ば
時
代
の
要
請
、
状
況

の
命
令
に
よ
り
な
さ
れ
た
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
っ
た
、
と
も
思
え
る
の
だ
。 

 

「
ま
ち
づ
く
り
」に
係
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
、

決
し
て
楽
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
事
業
と
し

て
優
れ
た
も
の
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

た
だ
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
地
域
社
会
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
、
ひ
と
つ
の
社
会
貢
献
の
表

れ
で
あ
っ
た
と
思
え
る
こ
と
は
事
実
で
、ま
た
、

地
域
に
根
差
し
た
企
業
と
し
て
、「
ま
ち
づ
く

り
」
に
係
わ
れ
た
と
い
う
自
負
は
、
大
変
誇
ら

し
く
、
嬉
し
い
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。（
了
） 

 

             

                            

                            

建築条件付き（建物の建築もお任せいただくこと）の宅地の時には、施工への信頼をもっていただくために、工事写真をお見せしてご説明することも。 

大規模な宅地の場合、購入を迷っている間に、すでに建築中の物件を実際に見て安全性や素材を確認できるのも魅力かもしれない。 

 



    

日
本
に
は
、
女
の
子
の
す
こ
や
か
な
成
長
を
祝

う
「
雛
ま
つ
り
」
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
現
在
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
多
く
の
年
中

行
事
と
同
様
、
中
国
の
禊
の
行
事
に
起
源
が
あ
り

ま
す
。 

◆
雛
の
い
に
し
え
◆ 

 

水
ぬ
る
む
３
月
。
最
初
の
巳
の
日
で
あ
る
上
巳

（
じ
ょ
う
し
）
に
川
辺
で
口
を
す
す
ぎ
、
体
を
清

め
て
厄
払
い
す
る「
上
巳
の
節
」と
い
う
行
事
が
、

古
代
中
国
（
漢
代
）
で
起
こ
っ
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
季
節
や
物
事
の
節
目
に

は
、
災
い
を
も
た
ら
す
邪
気
が
入
り
や
す
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
為
、
川
の
水
に
心
身
の
穢
れ
を
流

し
て
厄
を
祓
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
が
魏
の
頃
に
は
、３
月
３
日
に
固
定
さ
れ
、

晋
代
に
は
杯
を
流
水
に
浮
か
べ
て
詩
歌
を
よ
み
あ

う
「
曲
水
の
宴
」
と
い
う
遊
び
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
、
季
節
の
節
目
の
邪

気
祓
い
行
事
と
し
て
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
皆
の

幸
福
を
願
う
行
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
「
上
巳
の
節
」
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は

６
０
０
年
頃
、
遣
唐
使
た
ち
が
持
ち
帰
っ
た
こ
と

に
よ
り
ま
す
。
日
本
で
も
古
く
よ
り
、
水
で
身
を 

清
め
て
穢
れ
を
祓
う
禊
や
形
代
（
か
た
し
ろ
）
と 

い
わ
れ
る
身
代
わ
り
信
仰
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ 

   

が
上
巳
節
と
結
び
つ
き
、
「
上
巳
の
節
句
」
と
し

て
日
本
独
自
の
文
化
と
な
り
、
定
着
し
て
い
き
ま

し
た
。 

そ
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
「
流
し
雛
」
は
、
紙

や
草
木
で
作
っ
た

人
形
（
ひ
と
が
た
）

で
自
分
の
体
を
撫

で
、
身
の
穢
れ
や

病
を
移
し
て
か
ら

川
や
海
に
流
す
と

い
う
神
事
で
す
。
現
代
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く

な
り
ま
し
た
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
こ
の
風
習
が

残
っ
て
い
る
処
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
平
安
時
代
頃
（
７
０
０
～
１
０
０
０
年

頃
）
か
ら
、
宮
中
や
貴
族
の
子
女
の
間
で
、
紙
の

人
形
で
遊
ぶ
ま
ま
ご
と
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は「
雛
遊
び（
ひ
な
あ
そ
び
／
ひ
い
な
あ
そ
び
）」

と
い
わ
れ
、
『
大
き
な
も
の
を
小
さ
く
す
る
』
、

『
小
さ
く
て
か
わ
い
ら
し
い
も
の
』
と
い
う
意
味

の
『
雛
』
の
字
が
使
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
遊
び
が
上
巳
の
節
句
と
結
び
つ
き
、
人
の

厄
を
受
け
る
男
女
一
対
の
紙
製
立
雛
が
誕
生
し
ま

し
た
。
こ
れ
が
雛
人
形
の
原
型
で
す
。
や
が
て
人

形
作
り
の
技
術
が
発
達
し
、
立
派
な
も
の
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
雛
人
形
は
流
す
も
の
で
は
な

く
、
飾
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

や
が
て
江
戸
幕
府
が
五
節
句
を
制
定
し
、
３
月

３
日
を
「
桃
の
節
句
」
と
定
め
る
と
、
５
月
５
日

の
「
端
午
の
節
句
」
が
男
の
子
の
節
句
で
あ
る
の

に
対
し
、
３
月
３
日
は
女
の
子
の
節
句
と
し
て
定

着
し
て
い
き
ま
す
。 

す
る
と
、
娘
の
厄
を
受
け
る
雛
人
形
は
そ
の
家

の
財
力
の
象
徴
と
し
て
華
や
か
さ
を
増
し
て
ゆ
き
、

豪
華
な
人
形
を
雛
壇
に
飾
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

自
慢
の
雛
人
形
を
見
せ
合
う
『
雛
合
わ
せ
』
や
、

ご
馳
走
を
持
っ
て
親
戚
を
訪
ね
る
『
雛
の
使
い
』

が
流
行
し
、
雛
祭
り
を
す
る
こ
と
が
民
衆
の
憧
れ

と
な
り
ま
し
た
。 

つ
い
に
は
等
身
大
の
雛
人
形
ま
で
登
場
し
、
庶

民
の
贅
沢
を
警
戒
し
た
幕
府
に
よ
っ
て
、
人
形
の

大
き
さ
は
24
セ
ン
チ
以
下
と
制
限
さ
れ
た
ほ
ど

で
す
。 

や
が
て
町
民
が
豊
か
に
な
る
と
、
雛
ま
つ
り
は

町
を
あ
げ
て
の
楽
し
い
行
事
と
な
り
、
我
が
子
の

幸
せ
を
願
う
行
事
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

◆
桃
の
節
句
の
い
わ
れ
◆ 

江
戸
時
代
に
３
月
３
日
の
「
上
巳
の
節
句
」
の

こ
と
を
、
「
桃
の
節
句
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
な
ぜ
桃
の
節
句
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
？
「
桃
の
時
期
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
以
外
に

も
所
以
が
あ
り
ま
す
。 

 

昔
か
ら
桃
に
は
邪
気
を
祓
う
力
が
あ
る
と
さ
れ
、

様
々
な
神
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
邪
気
祓
い
を
す
る
「
上
巳
の
節
句
」
を
「
桃

の
節
句
」
と
し
た
の
で
す
。 

ま
た
、
桃
は
不
老
長
寿
を
与
え
る
植
物
と
も
い

わ
れ
、
百
歳
（
も
も
と
せ
）
ま
で
長
生
き
で
き
る

よ
う
、
桃
の
節
句
に
は
桃
花
酒
を
飲
む
風
習
も
あ

り
ま
し
た
。 

◆
桃
太
郎
の
名
前
の
由
来
◆ 

民
話
「
桃
太
郎
」
は
、
「
桃
か
ら
生
ま
れ
た 

 
 

桃
太
郎
」
と
い
う
名
前
の
由
来
で
親
し
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
『
ど
う
し
て

桃
か
ら
？
』
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
こ
で
豆
知
識
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

昔
か
ら
邪
気
の
象
徴
は
鬼
と
さ
れ
、
邪
気
を
祓

う
力
の
あ
る
桃
に
は
、
鬼
を
退
治
す
る
力
も
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
思
想
が
も
と
と

な
り
、
「
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
が
鬼
退
治
す

る
」
と
い
う
民
話
が
誕
生
し
た
の
で
す
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
３
月
３
日
は
、
女
の
子
の
み

な
ら
ず
人
々
の
幸
せ
を
願
う
節
目
の
日
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
桃
の
節
句
と
い
う
と
ど
う

し
て
も
女
の
子
の
お
祝
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
家
族
み
ん
な
の
健
康
や
幸
せ
を
願
っ

て
「
雛
ま
つ
り
」
の
お
祝
い
を
す
る
の
も
い
い
で

す
ね
。 

（
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
。（
13
）【
上
巳
の
節
句 

／ 

雛
ま
つ
り 

】 

 

 



 

                           

             

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
13
）
ウ
メ

」 

っ
て
発
音
さ
れ
て
ウ
メ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
当
時
の
梅
は
白
梅
で
、
紅
梅
が
渡
来

し
た
の
は
９
世
紀
後
半
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

花
鳥
風
月
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
詩
文
・
茶
道

に
長
じ
た
丸
亀
京
極
藩
六
代
目
藩
主
京
極
高
朗

候
は
、
こ
と
の
ほ
か
梅
の
花
、
特
に
そ
の
高
貴
な

香
り
を
好
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
中
津

別
館
（
現
在
の
中
津
万
象
園
）
で
一
夜
を
過
ご
さ

れ
た
折
の
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
琴
峰
詩
訬

巻
之
一
、『
冬
夜
』
と
題
し
た
漢
詩
か
ら
偲
ぶ
こ

と
が
出
来
ま
す
。（
長
岡 

公
） 
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【
編
集
後
記
】 

あ
っ
と
い
う
間
に
年
末
を
迎
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。「
何
が
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に
…
」
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
年
は
、
皆
さ
ま
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
年
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

年
を
取
っ
て
い
く
…
と
い
う
の
は
怖
い
も
の
で
、「
昨
年
よ

り
成
長
し
た
か
ナ
？
」
と
振
り
返
る
と
、
な
ん
だ
か
と
て
も

不
安
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、『
現
状
維
持
』
と
い

う
の
は
、
後
退
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。 

こ
こ
数
年
、「
お
ま
え
は
ど
う
な
り
た
い
ん
や
」
と
言
わ
れ

る
た
び
に
、「
私
は
、
お
客
さ
ま
や
お
仕
事
先
の
ひ
と
に
と
っ

て
、
で
き
る
だ
け
役
に
立
つ
パ
イ
プ
に
な
り
た
い
」
と
答
え

て
き
ま
し
た
。「
一
人
で
何
か
を
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
私

は
、
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
お
役
に
立
つ
し

か
な
い
。
じ
ゃ
あ
、
で
き
る
だ
け
優
秀
な
パ
イ
プ
に
な
ろ

う
！
」
…
や
や
消
極
的
な
よ
う
な
、
い
か
に
も
建
築
屋
ら
し

い
発
想
（
イ
メ
ー
ジ
は
配
管
で
し
ょ
う
か
（
笑
））
の
よ
う
な
、

ち
ょ
っ
と
お
か
し
な
目
標
で
す
が
、
た
ぶ
ん
間
違
っ
て
い
な

い
は
ず
（
？
）、
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

ど
う
ぞ
、
２
０
１
２
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

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
（
13
） 

「
氷
重
」 

如
月
は
暦
の
上
で
は
春
を
迎
え
ま
す
が
、
瀬
戸
の

内
海
か
ら
吹
き
付
け
る
寒
風
は 

松
籟
を
と
も
な

い
、
寒
さ
は
益
々
厳
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
時
、
寒
さ
に
も
負
け
ず 

 

力
い
っ

ぱ
い
咲
い
て
い
る
花
に
巡
り
会
う
と
、
急
に
う
れ

し
く
な
り
ま
す
。
そ
の
花
の
一
つ
が
、「
春
告
げ
草
」

の
別
名
を
持
つ
梅
の
花
で
あ
り
ま
す
。
中
津
万
象

園
で
は
八
景
池
の
南
岸
の
茶
室
・
母
屋
の
東
側
の

路
地
や
園
内
各
所
で
紅
梅
や
白
梅
に
巡
り
会
う
こ

と
が
出
来
ま
す
。 

梅
は
桜
と
共
に
古
来
よ
り
日
本
人
に
親
し
ま
れ
愛

さ
れ
て
い
た
花
で
、
万
葉
集
に
数
多
く
歌
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
桜
の
原
産
地
が
日
本
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
梅
の
原
産
地
は
中
国
で
あ
る
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

梅
が
中
国
か
ら
渡
来
し
た
の
は
７
世
紀
後
半
で
、

中
国
で
は
烏
梅
『
ウ
メ
イ
』
と
発
音
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
呼
び
名
で
渡
来
し
、
日
本
国
内
で
訛 

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
…
。 

 

虚
室
煎
茶
靄
乍
颺 

照
砌
月
移
疎
竹
影 

穿
幃
風
送
早
梅
香 

牀
頭
黙
座
挑
燈
火 

一
人
茶
室
で
茶
を
点
て
て
い
る
と
靄
が
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
、

石
畳
を
照
ら
し
て
い
た
月
が
竹
の
風
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。 

幃
（
た
れ
衣
）
が
風
で
大
き
く
揺
れ
る
と
寒
紅
梅
の
香
り
が
茶

室
に
み
な
ぎ
っ
た
。
私
は
静
か
に
正
座
し
燈
火
を
明
る
く
し

て
、
梅
の
香
り
を
楽
し
ん
だ
。 

表：鳥の子／裏：白 
着用時期は冬。 

消息（手紙）用の重色目に古くから 

見られる組み合わせ。 
寒々しくも思えるが、 

季節感を重視したことが分かる。 


