
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

中
津
万
象
園
「

花
の
歳
時
記
」（
12
） 

サ
ル
ス
ベ
リ 

 

か
さ
ね
の
色
（
12
）「
移
菊
」 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

 

【
七
五
三
／
す
こ
や
か
な
成
長
を
祈
っ
て
】 

 
 物

語
の
あ
る

建
築
（
12
） 

「
旧
善
通
寺
偕
行
社
附
属
棟
」 

 
 

「
な
ぜ
、
旧
善
通
寺
偕
行
社
は
残
っ
た
の
か
。」 

 
 

 

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
12
号 

平成 23 年 9 月発行 
荘内半島で見つけたアケビの実。まさに黄金色。 

旧
善
通
寺
偕
行
社
整
備
検
討
委
員
会 

副
委
員
長 

旧
善
通
寺
偕
行
社
施
設
整
備
監
修
委
員
会 

委
員
長 

 
 

多
田
善
昭
氏
（
多
田
善
昭
建
築
設
計
事
務
所 

主
宰
）

の
お
話
か
ら 



↑西尾孝弘（２級施工管理技士） ↑松坂伸基（１級施工管理技士） 

↑田嶋比呂美（２級建築士） 

↑国指定の重要文化財である「善通寺偕行社」を地域の宝として根付かせるため、利活用のためのスペースとして 

新に設けられた「附属棟」。 「100年後には文化財となる建物を！」を合言葉に、100年後になっても美しい建物、 

100年後の住民にも愛され、誇れる建物を目指して建てられた。 （撮影：淺川敏氏） 

                            

               

             

― 

で
は
、
ま
ず
最
初
に
…
。 

三
人
は
、
一
緒
に
仕
事
を
す
る
の
は
、
こ
の
と
き

が
初
め
て
？ 

西
尾
「
初
め
て
で
し
た
ね
。
こ
れ
以
降
は
一
緒
に

や
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
け
ど
。」 

― 

三
人
の
役
割
分
担
は
…
、
松
坂
課
長
が
責
任

者
で
、
西
尾
さ
ん
が
実
際
に
現
場
を
管
理
し
て
、

田
嶋
さ
ん
が
施
工
図
と
事
務
、
で
い
い
の
か
な
。

こ
の
時
、
松
坂
課
長
は
入
社
し
て
何
年
目
で
し
た

っ
け
？
西
尾
さ
ん
は
？ 

松
坂
「
私
が
21
年
目
。」 

西
尾
「
私
が
８
年
目
で
す
。」 

― 

も
う
そ
ん
な
に
な
る
ん
で
す
ね
え
。
こ
の
３

人
の
組
み
合
せ
は
、
ど
ん
な
感
じ
で
し
た
か
？ 

松
坂
「
私
は
血
液
型
が
Ａ
型
な
ん
や
け
ど
、
そ
の

わ
り
に
い
い
加
減
で
。
で
も
、
西
尾
く
ん
も
田
嶋

さ
ん
も
、
二
人
と
も
キ
ッ
チ
リ
し
と
る
か
ら
助
か

り
ま
し
た
。」 

田
嶋
「
え
え
っ
、
松
坂
さ
ん
の
方
が
キ
ッ
チ
リ
し

て
ま
す
よ
ね
。」 

― 

ち
な
み
に
、
他
の
二
人
は
何
型
？ 

西
尾
「
Ａ
型
で
す
。」 

田
嶋
「
Ａ
型
で
す
。」 

― 

そ
れ
は
、
な
ん
だ
か
も
の
す
ご
く
キ
ッ
チ
リ

し
て
そ
う
な
現
場
だ
な
ぁ
。『
細
か
さ
』
の
感
覚
が

一
緒
な
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

松
坂
「
田
嶋
さ
ん
も
西
尾
く
ん
も
、
現
場
は
き
れ

い
な
の
が
好
き
な
ん
で
、と
に
か
く
あ
の
現
場
は
、

き
れ
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。」 

西
尾
「
う
ん
、
た
し
か
に
、
あ
の
現
場
は
ゴ
ミ
一

つ
落
ち
て
な
い
し
、
足
場
の
手
摺
り
一
本
抜
け
て

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。」 

田
嶋
「
朝
来
た
ら
、
松
坂
さ
ん
が
せ
っ
せ
と
掃
い

て
た
、
っ
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。」 

松
坂
「
別
の
現
場
だ
っ
た
ら
、
誰
か
他
社
の
人
や

関
係
者
の
人
を
現
場
に
連
れ
て
く
る
と
き
に
、『
○

日
に
行
く
か
ら
な
』
っ
て
予
告
が
必
要
や
っ
た
り

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
。 

「
旧
善
通
寺

偕
行
社
附
属
棟

 

新
築
工
事
」 

物
語
の
あ
る
建
築
（
１2
） 

 
平
成
十
九
年
度 

 

基
本
設
計
／
堀
江
建
築
工
学
研
究
所
・
実
施
設
計
／
大
建
設
計 

今
回
の
物
語
に
登
場
す
る
の
は
、
『旧
善
通
寺
偕
行
社
附
属
棟
』の
施
工
を
担
当
し
た
、
弊
社
社
員
の
三
人
。 

工
務
部
統
括
課
長
の
松
坂
伸
基
、
建
築
課
の
西
尾
孝
弘
、
施
工
図
担
当
の
田
嶋
比
呂
美
で
す
。 

三
人
の
話
を
聞
い
て
い
て
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
、
建
物
を
つ
く
る
こ
と
の
楽
し
さ
、
そ
し
て
、
喜
び
。 

ま
さ
に
、
「建
設
業
に
携
わ
る
幸
せ
を
お
す
そ
分
け
」と
い
う
テ
ー
マ
に
ぴ
っ
た
り
の
、
今
回
の
【物
語
の
あ
る
建
築
】で
す
。 

 



す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
掃
除
を
さ
せ
て
お
く
た

め
に
。
で
も
、
あ
の
現
場
は
と
に
か
く
い
つ
も
綺

麗
だ
っ
た
か
ら
、
い
つ
ど
ん
な
人
が
来
て
も
恥
ず

か
し
く
な
か
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
は
設
計
事
務
所

や
市
の
関
係
者
の
人
も
言
っ
て
ま
し
た
ね
。『
こ
こ

や
っ
た
ら
、
い
つ
連
れ
て
き
て
も
エ
エ
や
ろ
？
』

っ
て
。」 

― 

す
ご
い
（
笑
）。
他
に
お
互
い
の
印
象
は
ど
う

で
し
た
？ 

西
尾
「
松
坂
さ
ん
は
、
先
の
先
の
先
ま
で
見
越
す

よ
う
な
指
示
を
出
す
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
そ
こ

ま
で
読
ん
で
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
口
に

出
さ
な
い
。
な
の
で
、
最
初
は
『
何
を
言
い
よ
る

ん
か
な
？
』
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ

の
先
の
先
の
先
ま
で
状
況
が
動
い
て
く
る
と
、『
あ
、

こ
の
た
め
だ
っ
た
の
か
』
と
分
か
る
。
そ
こ
は
す

ご
い
で
す
ね
。」 

田
嶋
「
二
人
と
も
相
手
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
く
れ

る
、
す
ご
く
人
柄
の
良
い
人
た
ち
で
、
一
緒
に
仕

事
を
し
て
い
て
と
て
も
楽
で
し
た
。
私
は
、
二
人

に
付
い
て
行
け
ば
良
か
っ
た
感
じ
で
。」 

― 

な
る
ほ
ど
。
そ
こ
で
、
そ
の
田
嶋
さ
ん
や
け

ど
、「
彼
女
の
施
工
図
を
描
く
能
力
は
ス
ゴ
イ
」
っ

て
、
他
の
人
か
ら
も
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の

で
す
ね
。
今
回
の
現
場
も
、
施
工
図
を
色
分
け
し

た
り
、
と
て
も
賢
い
図
を
描
い
た
と
聞
い
て
い
ま

す
が
。 

田
嶋
「
い
や
、
そ
れ
は
誤
解
で
、
そ
の
色
付
け
す

る
と
か
そ
う
い
う
の
は
、
松
坂
さ
ん
に
教
え
て
も

ら
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ん
で
す
。」 

松
坂「
今
回
の
現
場
は
、タ
イ
ル
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
、

石
な
ど
、
使
う
仕
上
げ
材
の
寸
法
に
併
せ
て
、
壁

の
厚
さ
や
手
摺
り
な
ど
の
位
置
を
調
整
し
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
…
」 

― 

え
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？

先
に
建
物
の
寸
法
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
仕

上
げ
材
を
割
り
付
け
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
の
？ 

松
坂
「
そ
う
や
け
ど
、
そ
の
ま
ま
だ
と
、
た
と
え

ば
タ
イ
ル
貼
り
の
と
こ
ろ
が
、
最
後
0.5
枚
分
ハ
ン

パ
に
な
っ
た
と
か
、そ
う
い
う
の
が
出
る
で
し
ょ
。

一
枚
の
石
の
真
ん
中
に
手
摺
り
の
棒
が
来
る
と
か
。

そ
れ
で
は
綺
麗
じ
ゃ
な
い
や
な
い
で
す
か
。
だ
か

ら
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
仕
上
げ
材
を
ど
う
割
付
け

る
か
を
全
部
考
え
て
、
そ
れ
か
ら
建
設
に
か
か
っ

て
い
く
。
田
嶋
さ
ん
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
忙
し
か
っ

た
と
思
い
ま
す
よ
。」 

― 

た
し
か
に
、聞
く
だ
け
で
す
ご
そ
う
だ
な
あ
。

…
じ
ゃ
あ
、
そ
う
い
う
施
工
上
の
こ
と
で
、
今
回

面
白
か
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
か
。 

最
初
に
図
面
を
見
て
、「
こ
れ
は
い
つ
も
と
違
う

な
」
っ
て
感
じ
た
こ
と
、
覚
え
て
ま
す
か
？ 

西
尾
「
最
初
に
違
う
っ
て
思
っ
た
の
は
、
建
設
予

定
地
に
、
松
や
楓
や
40
～
50
本
の
木
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
ま
ず
余
所
へ
植
え
替
え
て
か
ら
工
事
に
か

か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
の
木
は

ま
た
後
で
戻
す
予
定
だ
っ
た
の
で
、『
大
丈
夫
か

な
』
と
緊
張
し
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
、
季
節
が

植
え
替
え
に
は
厳
し
い
時
や
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、ほ
ぼ
全
部
大
丈
夫
だ
っ
た
で
す
よ
。そ
れ
と
、

今
回
う
ち
が
施
工
し
た
の
は
附
属
棟
だ
っ
た
け
ど
、

隣
の
本
体
の
建
物
は
重
要
文
化
財
や
な
い
で
す
か
。

そ
れ
に
は
気
を
遣
い
ま
し
た
ね
」。 

― 

他
に
は
？ 

西
尾
「
構
造
体
の
鉄
骨
の
柱
に
、
木
を
か
ぶ
せ
て

い
る
こ
と
。
周
り
に
も
い
っ
ぱ
い
木
を
使
う
か
ら

…
っ
て
い
う
こ
と
で
質
感
を
合
わ
せ
た
み
た
い
な

ん
で
す
け
ど
。」 

松
坂
「
あ
れ
を
見
た
と
き
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
よ

く
考
え
る
な
ー
、
と
思
っ
た
な
ぁ
。」 

― 
そ
れ
っ
て
そ
ん
な
に
珍
し
い
の
？ 

西
尾
「
構
造
体
の
柱
が
、
鉄
板
と
鉄
板
を
十
字
に

組
ん
で
溶
接
し
て
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
柱

自
体
が
、
普
通
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す
よ
。
で
、

そ
の
柱
の
ま
わ
り
に
杉
の
柱
を
付
け
る
ん
で
す
け

ど
、
そ
の
鉄
板
が
溶
接
す
る
こ
と
で
、
も
の
す
ご

く
歪
む
ん
で
す
。
そ
の
歪
み
を
直
さ
な
い
と
杉
の

柱
も
付
か
な
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
ま
た
大
変

で
…
」 

― 

造
船
会
社
で
、
歪
み
を
と
る
た
め
に
熱
し
て

水
に
つ
け
て
…
っ
て
言
う
の
を
繰
り
返
し
や
っ
て

る
の
を
み
た
け
ど
、
あ
ん
な
感
じ
？ 

西
尾
「
そ
う
で
す
。」 

― 

施
工
精
度
が
１
㎜
…
と
か
そ
う
い
う
話
が
出

た
の
も
、
こ
の
柱
の
話
で
し
た
っ
け
？ 

西
尾
「
あ
、
そ
う
で
す
。
こ
の
柱
の
間
に
サ
ッ
シ

が
入
る
ん
で
す
け
ど
、
柱
が
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て

い
な
い
と
、
サ
ッ
シ
と
の
間
に
チ
リ
（
隙
間
）
が

出
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
ま
っ
す
ぐ
立
て
る
の
が
難

し
く
て
、
何
回
や
っ
て
も
こ
っ
ち
が
真
っ
直
ぐ
に

な
っ
た
ら
隣
が
引
っ
張
ら
れ
て
傾
い
て
…
と
、
要

求
さ
れ
た
施
工
精
度
を
ク
リ
ア
す
る
の
は
大
変
や

っ
た
で
す
ね
。」 

松
坂
「
15
本
と
か
そ
の
く
ら
い
の
柱
な
ん
や
け
ど
、

２
日
が
か
り
で
や
っ
と
っ
た
な
。」 

― 

あ
と
、
玄
関
付
近
の
杉
板
の
模
様
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
打
ち
っ
放
し
も
難
し
か
っ
た
、
っ
て
聞

い
た
け
ど
。 

西
尾
「
あ
あ
、
あ
れ
は
上
手
く
で
き
る
か
ど
う
か

実
験
し
ま
し
た
。
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
。」 

松
坂
「
あ
れ
は
夜
な
夜
な
、
頑
張
っ
た
！
」 

― 

で
も
、
県
庁
と
か
、
古
い
建
物
で
あ
あ
い
う

仕
上
げ
っ
て
見
た
こ
と
あ
る
気
が
す
る
よ
。 

西
尾
「
昔
の
建
物
に
は
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
私

↑植栽の移動。かなりな大木。 



た
ち
は
、
や
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
で
、
あ
の
場
合
は
、
ま
ず
、
田
嶋
さ

ん
が
割
付
を
考
え
て
、
型
枠
の
上
に
造
作
大
工
が

杉
の
板
を
組
む
わ
け
で
す
。
そ
の
上
に
コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
流
す
ん
で
す
け
ど
、
綺
麗
に
模
様
が
出
る

か
ど
う
か
不
安
だ
か
ら
、
三
種
類
く
ら
い
杉
板
に

塗
る
材
料
を
考
え
た
ん
で
す
。
え
え
と
、
剥
離
剤

と
、
洗
剤
、
セ
メ
ン
ト
ペ
ー
ス
ト
や
っ
た
か

な
。」 

松
坂
「
杉
板
と
杉
板
の
間
に
、
１
㎜
く
ら
い
の

目
地
を
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ

れ
が
潰
れ
た
ら
ダ
メ
、
と
指
示
も
あ
っ
た
し
。」 

― 

１
㎜
?!
失
敗
し
た
ら
ど
う
な
る
ん
？ 

西
尾
「
失
敗
し
た
ら
…
直
し
ま
す
。」 

松
坂
「
実
際
に
は
、
直
す
ん
は
無
理
や
な
ぁ
。」 

― 

良
か
っ
た
な
あ
、
綺
麗
に
出
来
て
（
笑
）。

そ
う
い
え
ば
、
見
本
と
か
色
ん
な
も
の
、
途
中

で
行
わ
れ
た
工
事
見
学
会
で
飾
っ
て
あ
っ
た
よ
う

な
記
憶
が
あ
る
…･

。 

西
尾
「
そ
う
な
ん
で
す
。
な
ん
か
、
色
々
作
り
ま

し
た
よ
。松
坂
さ
ん
が
、あ
れ
も
作
っ
て
み
よ
う
、

こ
れ
も
作
っ
て
み
よ
う
っ
て
、
見
本
と
か
実
験
と

か
。（
笑
）」 

田
嶋
「
確
か
に
色
々
作
っ
て
い
た
ね
。
二
人
共
楽

し
そ
う
や
な
～
っ
て
思
い
な
が
ら
見
て
ま
し
た
。」 

― 

た
と
え
ば
他
に
何
を
作
っ
た
ん
？ 

西
尾
「
え
え
と
、
ス
ロ
ー
プ
。
軒
天
、
柱
、
壁
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
タ
イ
ル
＋
換
気
口
…
」 

― 
た
く
さ
ん
作
っ
た
ね
え
。
ど
の
現
場
で
も
見

本
っ
て
作
る
ん
？ 

西
尾
「
い
や
、
普
通
は
そ
ん
な
に
作
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
今
回
は
、
つ
く
っ
て
見
な
き
ゃ
分
か
ら
な

い
も
の
が
色
々
あ
っ
た
の
で
…
。
最
初
に
作
っ
た

の
は
、
た
し
か
ス
ロ
ー
プ
か
な
。『
滑
ら
な
い
か
』

と
市
の
方
も
心
配
し
て
い
た
の
で
、
実
際
の
傾
斜

を
作
っ
て
タ
イ
ル
張
っ
て
、
そ
こ
に
水
を
流
し
て

試
し
て
み
た
ん
で
す
。」 

松
坂
「
綺
麗
に
収
め
た
い
、
っ
て
い
う
意
識
も
高

か
っ
た
現
場
だ
っ
た
ん
で･･

。
だ
け
ど
、
そ
う
や

っ
て
事
前
に
『
こ
の
工
法
で
大
丈
夫
か
』
を
丁
寧

に
確
認
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
設
計
事
務
所
さ
ん

の
信
頼
も
得
ら
れ
た
し
、
満
足
の
い
く
も
の
が
出

来
た
と
思
い
ま
す
よ
。」 

― 

な
る
ほ
ど
。 

西
尾
「
あ
と
、
杉
板
っ
て
柔
ら
か
い
ん
で
す
よ
。

で
、
鉄
筋
組
む
と
き
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り

厚
さ
確
保
の
た
め
に
ス
ペ
ー
サ
ー
と
い
う
の
を
使

う
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
使
う
と
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
に
型
が
つ
く
わ
け
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
見
え

た
ら
ダ
メ
な
の
で
、
ス
ペ
ー
サ
ー
は
使
わ
ん
と
っ

て
く
れ
、
と
。『
じ
ゃ
あ
ど
う
や
っ
た
ら
鉄
筋
が
組

め
る
か
』
と
考
え
て
、
杉
板
の
上
に
養
生
シ
ー
ト

を
か
け
て
、
そ
こ
に
コ
ン
パ
ネ
を
敷
い
て
鉄
筋
を

組
ん
だ
ん
で
す
。
そ
の
鉄
筋
を
今
度
は
上
か
ら
吊

っ
て
…
」 

― 

う
ん
う
ん
。
そ
れ
で
、
あ
と
で
一
発
芸
の
テ

ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
み
た
い
に
養
生
シ
ー
ト
と
コ
ン
パ

ネ
を
抜
く
ん
や
ね
？ 

西
尾
「
そ
う
で
す
。
で
も
、
思
っ
た
以
上
に
鉄
筋

と
か
が
重
く
て
、
吊
っ
て
い
る
う
ち
に
、
支
点
用

に
掛
け
渡
し
た
木
が
撓
ん
で
き
た
ん
で
、
急
遽
、

照
明
取
付
用
の
穴
を
通
し
て
下
か
ら
突
き
上
げ
て
、

そ
れ
で
や
っ
と
で
き
ま
し
た
。」 

― 

他
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
？
夜
景
の
見
学

に
行
っ
た
時
に
、
照
明
の
作
り
出
す
陰
が
き
れ
い

だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
る
ん
だ
け
ど
？ 

松
坂
「
照
明
…
と
い
う
よ
り
は
、
ペ
ン
キ
か
な
。

天
井
に
照
明
を
当
て
る
の
で
、
そ
の
部
分
の
ペ
ン

キ
が
汚
い
と
困
る
。
だ
か
ら
、
塗
装
の
段
階
か
ら

照
明
を
当
て
て
、『
こ
こ
ら
へ
ん
注
意
し
て
塗
っ
て

よ
』
と
。」 

↑十字柱の立てり検査 

↑写真上より：入口スラブの杉板に、剥離剤を塗る。／杉板に塗

る剥離剤の実験／入口スロープ傾斜確認の実験／建設中に行

われた見学会の様子。色々 な見本が並べられた。 



↑写真上より：スペーサーを使わずに施工するために

鉄筋を吊る。／現場風景。象のマークが弊社の印。／本
館とのつなぎ部分に使用するガラス搬入。／植栽の復

旧工事。／猛暑の頃、現場職人さんのために「そうめん」

をふるまう。 

西
尾
「
こ
こ
の
照
明
は
、
電
球
色
と
い
う
か
、
柔

ら
か
い
感
じ
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
使
っ
て
い
て
、
特

徴
的
で
き
れ
い
で
す
よ
ね
。」 

― 

横
の
建
物
と
つ
な
げ
る
廊
下
が
あ
っ
た
け
ど
、

あ
の
あ
た
り
は
？ 

西
尾
「
隣
の
本
体
の
建
物
は
文
化
財
な
の
で
、
釘

や
ビ
ス
は
使
っ
た
ら
ダ
メ
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

そ
の
つ
な
ぎ
目
の
部
分
の
工
事
は
気
を
遣
い
ま
し

た
ね
。
屋
根
も
つ
な
い
で
い
な
い
訳
や
か
ら
雨
が

吹
き
込
ん
だ
ら
漏
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い

た
け
ど
、
結
果
的
に
は
大
丈
夫
だ
っ
た
で
す
ね
。」 

松
坂「
あ
そ
こ
、大
き
い
ガ
ラ
ス
が
あ
っ
た
や
ろ
。」 

西
尾
「（
図
面
を
指
さ
し
て
）
あ
、
こ
こ
で
す
よ
、

こ
れ
。
こ
の
ガ
ラ
ス
、
ペ
ア
ガ
ラ
ス
な
ん
で
、
220

～
230
㎏
く
ら
い
あ
る
ん
で
す
よ
。
普
通
だ
っ
た
ら
、

ク
レ
ー
ン
で
吊
っ
て
取
り
付
け
る
ん
で
す
け
ど
、

こ
こ
の
場
所
の
場
合
、
庇
が
あ
っ
て
そ
れ
が
で
き

な
い
ん
で
す
。
な
の
で
人
力
。
こ
の
重
さ
や
っ
た

ら
８
人
く
ら
い
は
い
る
で
し
ょ
。
吸
盤
付
け
て
ス

パ
イ
ダ
ー
マ
ン
み
た
い
に
持
つ
ん
で
す
け
ど
、
片

手
し
か
使
え
な
い
し
。
で
、
一
枚
の
ガ
ラ
ス
に
８

人
く
ら
い
の
男
が
取
り
つ
い
て
運
ん
で
い
く
…
」 

― 

周
り
か
ら
見
た
ら
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
人

い
る
ん
？
っ
て
感
じ
な
の
か
な
。 

田
嶋
「
私
、
ま
さ
に
そ
ん
な
感
じ
で
見
て
ま
し
た

（
笑
）」 

― 

じ
ゃ
あ
最
後
に
。
今
回
の
仕
事
の
出
来
が
認

め
ら
れ
て
、
次
の
お
仕
事
も
「
君
た
ち
が
担
当
し

て
く
れ
る
な
ら
」
っ
て
指
名
し
て
い
た
だ
い
た
よ

ね
。
そ
れ
っ
て
、
な
ん
で
や
と
思
う
？ 

田
嶋
「
う
ち
は
み
ん
な
そ
う
で
す
け
ど
、
真
面
目

や
し
。
そ
れ
に
や
っ
ぱ
り
松
坂
さ
ん
と
西
尾
さ
ん

の
お
人
柄
が
…
」 

西
尾
「
い
や
い
や
、
田
嶋
さ
ん
の
施
工
図
の
質
の

高
さ
が
…
」 

― 

（
笑
）
人
柄
が
…
っ
て
な
ん
か
分
か
り
に
く

い
な
ぁ
。
ど
ん
な
人
柄
？ 

田
嶋
「
松
坂
さ
ん
と
西
尾
さ
ん
は
、
相
手
の
要
望

に
応
え
よ
う
、
っ
て
い
う
誠
実
さ
を
す
ご
く
持
っ

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
技
術
や
知

識
も
す
ご
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
と
、
相
手
の
こ

と
を
考
え
て
、
先
の
こ
と
、
周
り
の
状
況
を
見
な

が
ら
指
示
を
出
し
て
く
れ
る
。こ
の
二
人
に
な
ら
、

安
心
し
て
つ
い
て
い
け
る
な
…
っ
て
思
い
ま
す
。」 

西
尾
「
そ
う
い
え
ば
、
松
坂
さ
ん
、
現
場
に
花
植

え
る
ん
で
す
よ
。
朝
顔
と
か
…
。

そ
う
い
う
、
花
を
植
え
る
よ
う

な
心
が
あ
る
の
が
え
え
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。（
笑
）」 

― 
あ
、
思
い
出
し
た
。
な
ん

か
沢
山
プ
ラ
ン
タ
ー
や
ベ
ン

チ
、
持
っ
て
行
っ
て
た
ね
。 

西
尾
「
そ
う
な
ん
で
す
。
ど
う

し
て
も
疲
れ
が
ち
な
現
場
の

み
ん
な
の
心
を
そ
う
や
っ
て
癒
し
て
…
（
笑
）。
あ

と
、
た
と
え
ば
、
松
坂
さ
ん
は
夏
場
に
職
人
さ
ん

の
た
め
に
素
麺
作
っ
て
く
れ
た
り
す
る
ん
で
す
。

正
直
、
暑
い
時
期
っ
て
、
現
場
で
は
何
も
食
べ
る

気
が
し
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
素
麺
な
ら
食
べ
ら

れ
る
。
身
体
も
冷
や
せ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
、

す
ご
い
で
す
よ
ね
。」 

松
坂
「
あ
れ
は
好
評
や
っ
た
（
笑
）」 

― 

な
る
ほ
ど
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！ 

 

 （撮影：淺川敏氏） 

 



【
旧
善
通
寺
偕
行
社
附
属
棟
】
へ
の
思
い 

～
施
工
担
当
者
か
ら
～ 

松坂 伸基 
（工務部建築課 統括課長） 

 

平
成
19
年
2
月
に
附
属
棟
増
築
工
事
の
現
場

担
当
を
任
命
さ
れ
、
工
事
の
着
手
は
３
月
か
ら
で

し
た
。 

工
程
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
現
地
を
見
に

行
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
は
偕
行
社
本
体
工
事
の

素
屋
根
が
附
属
棟
の
建
つ
所
に
ま
で
か
け
ら
れ
、

ま
た
、
松
の
木
な
ど
高
木
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

植
わ
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
、
到
底
す
ぐ
に

工
事
に
と
り
か
か
れ
る
と
は
思
え
ず
、
工
事
の
完

了
時
期
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
と
て
も
不

安
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
が
最
初
の
印
象
で
し
た
。 

 
そ
れ
か
ら
弊
社
に
て
樹
木
の
移
植
工
事
を
１
ヶ

月
ほ
ど
か
け
て
行
い
、
や
が
て
偕
行
社
本
体
の
素

屋
根
も
無
事
解
体
さ
れ
て
工
事
に
着
手
し
た
の
が

６
月
か
ら
で
、
全
体
工
程
表
を
何
度
も
書
き
直
し

た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。 

今
回
の
工
事
は
、
偕
行
社
の
修
復
工
事
が
メ
イ

ン
で
あ
り
、
偕
行
社
に
は
な
い
水
廻
り
の
設
備
を

附
属
棟
に
集
約
し
て
、
利
用
活
用
し
て
い
く
…
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
偕
行
社
の
防
災
設
備

工
事
、
裏
庭
に
防
火
水
槽
を
設
け
て
、
屋
外
消
火

栓
な
ど
の
設
備
工
事
…
と
、同
じ
仮
囲
い
の
中
で
、

建
設
業
者
や
設
備
業
者
な
ど
多
数
の
業
者
が
共
に

こ
の
偕
行
社
の
復
元
工
事
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

 

今
振
り
返
っ
て
工
事
中
の
事
を
思
い
返
す
と
、

定
例
会
に
善
通
寺
市
の
教
育
委
員
会
・
建
設
課
・

整
備
検
討
委
員
会
の
先
生
方
に
同
席
し
て
頂
き
、

設
計
監
理
の
大
建
設
計
さ
ん
の
も
と
、
他
の
工
事

と
の
す
り
あ
わ
せ
も
で
き
た
こ
と
が
、
工
事
が
円

滑
に
進
ん
だ
要
因
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
整

備
検
討
委
員
会
の
先
生
方
か
ら
の
推
薦
業
者
や
職

人
さ
ん
た
ち
の
お
か
げ
で
、
細
か
い
所
ま
で
気
を

つ
か
っ
て
頂
き
、
楽
し
く
、
い
い
仕
事
が
出
来
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

私
の
中
で
一
番
苦
労
し
た
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、

竣
工
前
に
心
配
し
た
の
が
、
偕
行
社
の
周
辺
整
備

工
事
を
施
工
し
た
と
き
に
、
偕
行
社
の
南
側
に
最

初
の
樹
木
を
仮
植
し
て
い
た
場
所
で
、
庭
の
造
成

工
事
中
、
大
雨
が
降
っ
た
際
に
、
そ
の
場
所
に
雨

水
が
溜
ま
っ
た
ま
ま
地
盤
に
抜
け
な
か
っ
た
の
を

見
た
時
の
こ
と
。 

そ
こ
の
地
盤
下
は
粘
土
層
で
す
ぐ
に
は
水
が
抜

け
ず
、
池
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

最
終
的
に
、
そ
の
場
所
は
、
芝
生
を
全
面
に
敷
き

込
む
予
定
で
し
た
の
で
「
こ
れ
で
は
植
木
は
も
と

よ
り
芝
を
施
工
出
来
な
い
」
と
思
い
、
考
案
し
た

の
が
、
重
機
に
て
粘
土
層
を
貫
通
し
て
掘
り
起
こ

し
て
そ
の
中
に
栗
石
と
砂
利
を
敷
き
込
み
、
上
か

ら
真
砂
土
を
敷
き
込
む
や
り
方
。
雨
水
が
そ
こ
か

ら
地
盤
に
浸
透
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
し

か
し
、
一
回
目
は
失
敗
に
終
わ
り
、
２
回
目
は
さ

ら
に
深
く
掘
り
起
こ
し
、
数
カ
所
そ
れ
を
施
工
。

そ
し
て
雨
の
後
確
認
し
ま
す
と
、

水
た
ま
り
は
で
き
て
お
ら
ず
、
雨

水
は
無
事
に
地
盤
に
浸
透
し
て

い
ま
し
た
。 

そ
の
後
芝
生
を
植
え
、
無
事
工

期
も
間
に
合
っ
て
引
渡
が
出
来

ま
し
た
が
、
工
事
完
了
し
て
数
ヶ

月
は
、
そ
の
芝
が
枯
れ
な
い
か
が

心
配
で
、時
々
状
態
を
確
認
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

幸
い
、
今
現
在
大
丈
夫
の
よ
う
で
す
し
、
時
々
そ

の
庭
の
芝
生
で
イ
ベ
ン
ト
等
も
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。 

 

偕
行
社
の
工
事
に
は
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
お

世
話
に
な
り
い
い
緊
張
感
を
も
っ
て
仕
事
が
出
来

た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
会
社
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も

心
強
か
っ
た
し
、
現
場
で
任
せ
っ
き
り
で
苦
労
し

た
と
思
う
二
人
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
富
士
建
設
か
ら
参
加
で
き
て
よ
か

っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
機
会
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
方
々
に
も
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

工
事
の
最
初
、
整
備
検
討
委
員
会
の
先
生
に
言

わ
れ
た
『
附
属
棟
も
100
年
経
っ
た
ら
重
要
文
化
財

だ
。』と
言
わ
れ
た
時
に
感
じ
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は

今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

（
松
坂 

伸
基
） 

 



田嶋 比呂美 
（工務部） 

西尾 孝弘 
（工務部建築課） 

旧
善
通
寺
偕
行
社
附
属
棟
増
築

工
事
の
施
工
図
を
担
当
し
、
現
場
事

務
所
に
て
建
物
が
出
来
て
い
く
過

程
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
と

て
も
良
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 

初
め
て
こ
の
現
場
の
設
計
図
を

見
た
時
、『
面
白
そ
う
な
建
物
だ
な

…
』
と
思
う
と
同
時
に
『
私
に
施
工
図
を
書
き
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
』
と
不
安
に
感
じ
た

こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。 

工
事
期
間
は
や
は
り
い
ろ
い
ろ
悩
む
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
竣
工
し
た
建
物
を
見
る
と
、
そ
ん

な
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。 

 

建
物
が
出
来
て
い
く
様
を
、
間
近
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、（
少
し
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
）
と
て
も
感
動
的
で
す
。
以
前
友
人
に
『
形
が

残
る
も
の
を
作
る
仕
事
を
し
て
い
る
の
が
う
ら
や

ま
し
い
』
と
、
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 
 

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
旧
善
通
寺
偕
行
社
附
属
棟

は
【
百
年
後
に
は
文
化
財
と
な
れ
る
建
物
を
】
と

い
う
こ
と
で
、
私
の
中
で
も
誇
れ
る
仕
事
と
な
り

ま
し
た
。 

 

よ
り
正
確
な
図
面
を
書
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て

自
分
自
身
誇
れ
る
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ

か
ら
も
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
田
嶋 

比
呂
美
） 

（
※
こ
の
特
集
中
の
図
面
は
全
て
田
嶋
の
製
図
に 

よ
り
ま
す
） 

  

           

こ
の
工
事
は
重
要
文
化
財
で
あ
る
偕
行
社
の
文

化
的
価
値
を
現
在
に
残
し
、
新
し
い
形
で
利
用
し

て
い
く
為
に
偕
行
社
の
建
物
に
設
け
る
こ
と
の
出

来
な
い
パ
ン
ト
リ
ー
、
展
示
ロ
ビ
ー
、
ト
イ
レ
、

倉
庫
な
ど
を
備
え
た
附
属
棟
を
建
設
す
る
工
事
で

し
た
。 

私
た
ち
が
、
こ
の
工
事
に
着
手
す
る
時
に
は
、

偕
行
社
本
体
は
他
施
工
会
社
に
よ
っ
て
耐
震
工
事

を
終
え
て
仕
上
げ
材
な
ど
を
修
復
し
て
い
く
段
階

で
し
た
。 

同
じ
敷
地
内
で
偕
行
社
の
修
復
を
す
る
工
事
。

私
た
ち
の
担
当
し
た
附
属
棟
を
建
設
す
る
工
事
。

他
多
数
の
工
事
が
同
時
進
行
で
あ
っ
た
為
「
や
り

に
く
い
な
ー
」「
重
要
文
化
財
の
す
ぐ
隣
で
工
事

…
」
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。 

い
ざ
工
事
に
か
か
り
苦
労
し
た
の
は
今
ま
で
に

や
っ
た
事
の
な
い
工
法
や
、
構
造
・
仕
上
げ
共
に

高
い
精
度
を
求
め
ら
れ
る
仕
事
が
多
か
っ
た
こ
と
。

特
に
ロ
ビ
ー
上
部
に
位
置
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス

ラ
ブ
の
杉
板
打
放
し
仕
上
げ
（
幅
約
3m
、
長
さ
約

12m
）
は
経
験
が
な
く
、
ま
た
鉄
骨

柱
の
建
り
精
度
に
つ
い
て
は
「
木
・

サ
ッ
シ
・
ガ
ラ
ス
・
パ
ネ
ル
・
照
明
」

と
、
異
種
の
取
合
い
が
多
く
精
度
を

出
す
必
要
が
あ
り
、
柱
１
本
１
本
に

「
建
り
精
度
１
㎜
以
内
」
と
い
う
管

理
値
を
決
め
、
柱
を
建
て
て
い
き
ま

し
た
。
非
常
に
難
し
い
作
業
で
す
が
、

そ
の
時
担
当
し
た
職
人
さ
ん
の
技
量
も
高
く
最
終

的
に
満
足
の
い
く
物
が
出
来
ま
し
た
。 

振
返
っ
て
み
る
と
、
自
分
に
と
っ
て
初
め
て
で

勉
強
に
な
る
部
分
も
数
多
く
、
大
変
だ
っ
た
分
、

思
い
出
に
残
る
現
場
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
重

要
文
化
財
で
あ
る
附
属
棟
増
築
工
事
に
携
わ
れ
た

こ
と
は
貴
重
な
経
験
で
し
た
。 

今
現
在
偕
行
社
は
、さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト（
会

議
・
コ
ン
サ
ー
ト
・
結
婚
式
）
な
ど
を
行
う
こ
と

が
で
き
、
ま
た
附
属
棟
で
は
日
中
カ
フ
ェ
の
営
業

も
し
て
お
り
、
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
る
空
間
に

な
っ
て
い
ま
す
。
時
々
立
寄
る
際
、
竣
工
か
ら
４

年
経
つ
今
で
も
、
綺
麗
な
状
態
で
あ
る
の
は
凄
く

嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

 
 

（
西
尾 

孝
弘
）

写真右より： 

【西尾孝弘】 今年、社内恋愛で結婚したばかりの西尾さん。入社時（18歳）のまだ子
どもらしい頃から知っているので、「ずいぶん男らしく、大人になったなあー」という気がし

ます。また、結婚式で垣間見たお母さんや友だちを大事にする姿は、人間的にも信頼

できる人だな、と確信させてくれました。一生懸命で明るくハキハキした彼ですが、同じ
職場の奥さんとはどっちが強いのか…？？（笑） 

【松坂伸基】 お仕事が好きで、技術が好きで、会社にとってはまさに宝物のような存
在です。やや無口な印象がありますが、「部下を育てる」ことには定評が。「現場は一つ

の会社のようなもの」という考え方も、さすがです。現場施工中には、折に触れて写真

や報告をメールしてくれ、とても嬉しく頼もしく眺めていました。本社にいるときは、金魚
にエサをやったり、朝顔に水をやったり…と嬉しそうに様々なものの面倒をみている、統

括課長です。 

【田嶋比呂美】 すごく『がんばりやさん』な田嶋さん。今、社内で施工図においては経
験・知識共にトップクラスです。実は、彼女の家は花火やさん。夏の暑さの中、地元の

花火大会でも大活躍しています。今回の原稿を依頼した際には、「図面が私の全てな
ので、何か一枚図面を載せてください」とのリクエストが。彼女のように、自分の技術に

誇りを持ち、建物を造ることの感動を大切にしてくれている社員が沢山いるということ

は、弊社の強みではないかナと思っています。 



な
ぜ
、【
旧
善
通
寺
偕
行
社
】
は
残
っ
た
の
か
。 

 

善
通
寺
に
は
、
現
在
で
も
旧
陸
軍
第
十
一
師
団

の
施
設
群
で
あ
る
、【
師
団
司
令
部
】【
兵
器
庫
】

【
兵
舎
】【
偕
行
社
】
の
四
つ
の
建
物
が
残
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
移
築
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
当
時
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
も
こ
こ
だ
け
だ

と
言
う
。
そ
の
所
有
者
は
善
通
寺
市
、
防
衛
庁
、

学
校
法
人
と
分
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
今
も

大
切
に
維
持
管
理
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
建
物
で
も
、

世
の
中
か
ら
「
必
要
だ
」
と
認
め
ら
れ
な
く
な
れ

ば
、
荒
れ
、
老
朽
化
し
、
解
体
さ
れ
姿
を
消
し
て

し
ま
う
の
が
当
た
り
前
の
は
ず
だ
。 

で
は
、
な
ぜ
、
偕
行
社
は
残
っ
た
の
か
。 

 

そ
の
背
景
に
は
香
川
県
の
一
人
の
設
計
者
の
姿

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
善
通
寺
に
生
ま
れ
、
丸
亀

市
で
設
計
事
務
所
を
主
宰
す
る
多
田
善
昭
先
生
だ
。 

通
常
、
建
築
家
（
設
計
者
）
は
、
文
化
財
に
関

わ
る
こ
と
と
、
自
ら
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
と

は
、
全
く
別
の
次
元
、
異
な
る
世
界
の
も
の
と
捉

え
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。だ
が
、

多
田
先
生
の
場
合
は
、
そ
れ
が
渾
然
一
体
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
絶
妙
な
距
離
感
は

ど
こ
か
ら
来
る
の
か
？ 

 

不
思
議
に
思
っ
て
尋
ね
て
み
る
と
、「
確
か
に
、

建
築
史
家
や
文
化
財
保
護
に
携
わ
る
役
職
の
人
と

比
べ
れ
ば
、
現
役
の
、
今
も
作
品
を
生
み
出
し
続

け
る
建
築
家
が
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
の
は

珍
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
僕
ら
が
学
生
の

こ
ろ
は
、『
自
分
が
創
っ
た
も
の
が
将
来
文
化
財
と

な
る
か
ど
う
か
』
と
い
う
議
論
は
、
ご
く
普
通
に

な
さ
れ
て
い
た
。」
と
い
う
。『
文
化
財
』
と
い
う

存
在
を
雲
の
上
の
も
の
と
し
て
遙
か
に
眺
め
る
の

で
は
な
い
、
柔
軟
で
自
由
な
発
想
を
、
学
生
の
頃

か
ら
ご
く
自
然
に
身
に
つ
け
て
き
た
、
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。 

「
文
化
財
だ
か
ら
良
い
建
物
だ
、
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
、
良
い
建
物
だ
か
ら
必
ず
文
化
財
に
な

る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
建
築
主
に
長
く
使
い
続

け
て
も
ら
え
る
建
物
と
な
る
か
ど
う
か
、つ
ま
り
、

『
良
い
か
悪
い
か
』
は
、
大
事
に
使
い
続
け
て
も

ら
う
に
値
す
る
建
物
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る

と
思
う
。」。 

『
自
分
が
創
っ
た
も
の
が
将
来
文
化
財
と
な
る

か
ど
う
か
』
と
い
う
議
論
は
、
と
て
も
大
胆
な
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
文
化
財
と
な
る

か
ど
う
か
は
、
大
事
に
使
い
続
け
て
も
ら
う
に
値

す
る
建
物
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
』
と
い
う

議
論
を
経
て
き
た
多
田
先
生
に
と
っ
て
は
、
当
然

の
帰
結
な
の
だ
と
納
得
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、

建
設
業
に
携
わ
る
人
間
で
あ
れ
ば
誰
し
も
、「
自
分

の
つ
く
っ
た
も
の
が
自
分
の
死
後
も
残
る
」
こ
と

に
ロ
マ
ン
を
見
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
自
分
の
建
て
た
も
の
が
二
十
年

後
、
三
十
年
後
に
取
り
壊
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
漠
然
と
で
は

あ
っ
て
も
、
半
ば
永
続
的
に
そ
れ
が
存
在
し
続
け

る
姿
を
思
い
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 
 

旧
善
通
寺
偕
行
社

と
多
田
先
生
の
『
出

会
い
』
は
、
三
十
年

近
く
前
に
遡
る
。
そ

れ
ま
で
も
当
然
「
良

い
建
物
だ
」
と
感
じ

て
は
い
た
も
の
の
、

本
気
で
向
か
い
合
い

始
め
た
の
は
27

～

28
歳
の
頃
、
建
築
写

真
家
の
上
野
時
生
氏

が
香
川
の
建
築
物
の
写
真
集
を
企
画
し
、
日
本
建

築
学
会
の
一
員
と
し
て
調
査
に
入
っ
た
こ
と
が
直

接
的
な
き
っ
か
け
だ
。 

以
来
、
多
田
先
生
は
、
こ
と
あ
る
毎
に
、「
旧
師

団
司
令
部
・
偕
行
社
を
後
世
に
残
す
べ
き
だ
」「
素

晴
ら
し
い
建
物
だ
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。
善
通

寺
自
衛
隊
の
歴
代
の
団
長
が
替
わ
る
た
び
に
、「
良

い
建
物
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
残
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お

願
い
を
し
に
行
き
、そ
れ
を
続
け
る
こ
と
で
、様
々

な
縁
が
結
ば
れ
、
偕
行
社
を
中
心
と
す
る
ひ
と
つ

の
輪
が
徐
々
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
。 

「
創
造
の
意
味
と
手
法
を
四
六
時
中
考
え
て
い

る
か
ら
、
何
か
が
目
の
前
に
現
れ
た
と
き
に
、 

 

旧
善
通
寺
偕
行
社
整
備
検
討
委
員
会 

副
委
員
長 

旧
善
通
寺
偕
行
社
施
設
整
備
監
修
委
員
会 

委
員
長 

 
 

多
田
善
昭
氏
（
多
田
善
昭
建
築
設
計
事
務
所 

主
宰
）
の
お
話
か
ら 

↑多田先生。（撮影：米津光 氏）  



そ
の
情
報
が
ど
こ
に
当
て
は
ま
り
、
全
体
の
中
の

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
パ
ー
ツ
と
な
る
の
か

が
自
然
に
見
え
て
く
る
。
し
か
も
、
二
十
年
間
偕

行
社
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
こ
と
で
、
誰
も
が
『
偕

行
社
と
い
え
ば
多
田
』
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
く

れ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
偕
行
社
に
関
す
る
こ
と
は

僕
に
集
ま
っ
て
く
る
。」そ
れ
は
有
言
実
行
の
ひ
と

つ
の
形
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

 

そ
し
て
、
次
の
縁
が
め
ぐ
っ
て
く
る
。
一
九
九

七
年
に
偕
行
社
が
登
録
有
形
文
化
財
の
指
定
を
受

け
た
後
、
一
九
九
八
年
に
、
日
本
建
築
学
会
四
国

支
部
の
支
部
長
に
就
任
し
た
の
だ
。 

翌
年
の
一
九
九
九
年
は
、
ち
ょ
う
ど
支
部
の
五

十
周
年
の
節
目
の
年
。
記
念
事
業
と
し
て
、
各
県

の
支
部
へ
、【
徳
島
県
／
環
境
】【
香
川
県
／
歴
史
】

【
愛
媛
県
／
教
育
】【
高
知
県
／
文
化
】
と
い
う
テ

ー
マ
が
提
示
さ
れ
、
多
田
先
生
は
香
川
県
の
【
歴

史
】
と
い
う
テ
ー
マ
の
具
体
的
な
実
現
と
し
て
、

【
旧
陸
軍
第
十
一
師
団
の
建
築
施
設
群
の
調
査
研

究
】
を
掲
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
学
術
的
な
調
査

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
『
市
民
か
ら
の
聞
き
取
り

調
査
』
と
『
市
民
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
・

配
布
』
と
い
う
項
目
を
加
え
る
。
調
査
研
究
と
い

う
こ
と
だ
け
を
目
的
に
し
て
内
部
で
完
結
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、
市
民
と
い
う
外
部
へ
向
け
て
偕
行

社
の
価
値
を
発
信
す
る
こ
と
を
行
っ
た
の
だ
。
つ

ま
り
、「
偕
行
社
を
後
世
に
残
す
」
た
め
の
布
石
を

打
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

実
は
、
こ
の
一
九
九
九
年
の
偕
行
社
調
査
の
チ

ャ
ン
ス
ま
で
に
、
先
生
は
二
十
年
か
け
て
必
要
な

信
頼
関
係
の
構
築
を
し
て
き
た
と
い
う
。「
目
の
前

に
チ
ャ
ン
ス
が
や
っ
て
き
た
と
き
に
、
初
め
て
そ

れ
に
向
け
て
動
い
た
の
で
は
、
何
も
で
き
な
い
。

そ
の
時
ま
で
に
、
必
要
な
情
報
、
信
頼
で
き
る
同

志
、
そ
し
て
援
護
射
撃
、
支
援
を
請
え
る
相
手
を

見
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
…
。
建
築
は
『
偶
然
』
に

で
き
る
も
の
で
は
な
い
ん
だ
か
ら
。」。 

そ
の
言
葉
通
り
、
偕
行
社
に

思
い
を
寄
せ
て
以
来
、
二
十
年

か
け
て
築
き
あ
げ
、
播
い
て
き

た
種
や
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
芽

が
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
一
気

に
花
を
つ
け
、
開
い
て
い
く
。 

 

「
偕
行
社
を
保
存
し
残
し
て

い
く
た
め
に
は
、
文
化
財
と
い

う
形
で
お
墨
付
き
を
も
ら
い

た
い
。
だ
け
ど
、
文
化
庁
が
そ
の
た
め
の
調
査
を

自
ら
す
る
わ
け
は
な
い
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
。
…
『
偕
行
社
が
ど
う
い
う
風
に
素
晴

ら
し
い
建
物
か
。』と
い
う
こ
と
を
僕
た
ち
で
調
べ
、

そ
れ
を
文
化
庁
へ
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
。」。

そ
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
日
本
建
築
学
会
と
い
う

強
力
な
専
門
家
チ
ー
ム
に
よ
り
偕
行
社
の
調
査
研

究
が
始
ま
っ
た
。 

 

同
時
に
、偕
行
社
を
こ
の
ま
ま
の
利
用
方
法（
記

念
館
）
と
し
て
使
う
の
で
な
く
、
市
民
に
利
用
し

て
も
ら
え
る
施
設
へ
進
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
に

つ
い
て
も
議
論
を
重
ね
る
。
こ
の
『
市
民
に
使
い

続
け
ら
れ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
』
の
必
要
性
は
、

以
前
手
が
け
た
【
劇
場 

世
界
館
】
の
保
存
運
動
か

ら
学
ん
だ
と
い
う
。 

そ
の
思
い
は
、
善
通
寺
の
市
民
、
そ
し
て
善
通

寺
市
長
と
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
田

先
生
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、何
度
も
説
明
を
重
ね
、

『
な
ぜ
偕
行
社
が
記
念
館
的
な
役
割
の
ま
ま
で
い

て
は
い
け
な
い
か
』
に
つ
い
て
、
ま
た
、『
な
ぜ
偕

行
社
と
い
う
素
晴
ら
し
い
建
物
を
残
さ
ね
ば
な
ら

な
い
か
』
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
と
り
、
つ

い
に
こ
れ
ら
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
方
向
性
を
一

致
さ
せ
る
こ
と
を
実
現
す
る
。 

結
果
、「
も
し
、
こ
の
偕
行
社
が
国
の
重
要
文
化

財
と
し
て
指
定
を
受
け
た
な
ら
、
専
門
の
委
員
会

を
設
置
し
て
、
こ
の
偕
行
社
を
使
い
続
け
、
後
世

に
残
し
て
い
く
た
め
の
方
策
を
考
え
ま
し
ょ
う
。」

と
い
う
約
束
を
交
わ
す
ほ
ど
の
情
熱
を
共
に
す
る

に
至
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
偕
行
社
は
国
指

定
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
と
な
る
。
約
束
通
り

専
門
家
を
及
び
地
元
有
識
者
を
中
心
と
す
る
【
旧

善
通
寺
偕
行
社
調
査
整
備
委
員
会
】
が
立
ち
上
げ

ら
れ
、
重
要
文
化
財
を
利
用
す
る
上
で
必
要
な
機

能
を
確
認
す
る
た
め
の
『
市
民
を
対
象
と
し
た
利

用
実
験
』
や
構
造
、
復
元
・
改
修
、
防
災
・
設
備
、

外
構
、
利
用
計
画
、
郷
土
資
料
の
各
テ
ー
マ
に
よ

る
分
科
会
が
組
織
さ
れ
た
。 

そ
れ
ら
の
委
員
会
の
成
果
が
、
二
〇
〇
四
年
か

ら
始
ま
る
耐
震
改
修
・
整
備
で
あ
り
、
こ
の
度
の

『
使
い
続
け
る
た
め
に
必
要
な
機
能
と
し
て
の
』

附
属
棟
増
築
で
あ
っ
た
の
だ
。 

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
改
修
工
事
に
携
わ
っ
た

建
設
業
者
に
多
田
先
生
が
要
求
し
た
の
は
、
突
き

↓日本建築学会四国支部 創立50周年記念誌  

↓日本建築学会四国支部香川県支部の調査研究書  



詰
め
れ
ば
「
十
年
後
に
は
ど
う
な
り
ま
す
か
、
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
施
工
し
て
ほ
し
い
。」と
い
う

一
点
に
尽
き
る
と
言
え
る
。 

「
本
気
で
も
の
作
り
を
す
れ
ば
、
十
年
後
の
品

質
を
問
う
の
は
当
た
り
前
。
そ
し
て
、
ど
う
や
れ

ば
十
年
後
も
美
し
い
作
品
と
な
れ
る
の
か
は
、
職

人
に
聞
け
ば
い
い
。
い
く
ら
偉
そ
う
に
言
っ
て
い

て
も
、
職
人
と
い
う
『
プ
ロ
』
に
意
見
を
聞
け
な

い
よ
う
な
設
計
者
で
は
失
格
。
意
見
を
聞
き
、
任

せ
る
こ
と
で
、『
心
配
す
る
な
、
多
田
先
生
。
必
ず

つ
く
っ
て
や
る
か
ら
。』と
損
得
勘
定
を
超
え
て
向

き
合
っ
て
く
れ
る
建
設
業
者
が
集
ま
っ
て
く
る
。」。  

今
回
の
工
事
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と

が
起
こ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

…
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
、

多
田
先
生
の
持
つ
、
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
驚
か

さ
れ
る
。
建
築
家
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
ま
で
の

も
の
を
見
通
し
て
建
物
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い

責
任
が
あ
る
の
か
、
と
空
恐
ろ
し
い
よ
う
な
思
い

さ
え
す
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
多
田
先
生
は
こ
う
語
る
。

「
建
築
家
の
仕
事
は
、
劇
作
家
で
あ
り
、
演
出
家

で
も
あ
る
。
良
い
も
の
、
使
い
続
け
て
い
け
る
も

の
を
つ
く
ろ
う
と
思
え
ば
、
建
物
に
関
わ
る
全
て

の
段
階
に
目
を
配
り
、
起
こ
っ
て
く
る
様
々
な
事

柄
に
全
て
自
ら
価
値
判
断
を
し
、
そ
の
責
任
を
と

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
役
割
を
本
気
で
果
た
そ
う

と
思
え
ば
、
監
修
と
い
う
形
で
ト
ー
タ
ル
に
関
わ

ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。」。 

 

今
、
多
田
先
生
は
、「
一
〇
〇
年
後
も
使
い
続
け

ら
れ
る
建
物
を
。」
と
い
う
信
念
を
、
建
築
主
に
伝

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
先
生
の
こ
れ
か

ら
の
夢
は
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
僕
が
つ
く
る
建
物

の
多
く
を
『
文
化
財
』
に
し
た
い
ね
（
笑
）。」
と

語
る
。 

そ
れ
は
決
し
て
不
遜
な
夢
で
は
な
い
。 

「『
文
化
財
』
に
な
り
う
る
建
物
と
い
う
の
は
、

一
〇
〇
年
後
の
価
値
観
か
ら
見
て
も
美
し
く
、
十

分
な
機
能
を
保
ち
、
快
適
に
利
用
さ
れ
つ
づ
け
る

建
物
の
こ
と
。
そ
う
い
っ
た
建
物
を
建
て
る
た
め

に
力
を
尽
く
し
た
方
が
、
結
果
的
に
は
必
ず
ロ
ー

コ
ス
ト
だ
し
、
建
築
主
の
た
め
、
そ
し
て
、
そ
う

い
っ
た
建
物
の
集
合
が
良
い
街
へ
と
つ
な
が
る
。

こ
の
思
い
を
建
築
主
と
共
有
す
る
こ
と
が
出
来
れ

ば
、
一
〇
〇
年
間
使
い
続
け
て
も
ら
え
る
建
物
に

な
る
。
一
〇
〇
年
後
も
変
わ
ら
ず
愛
さ
れ
、
使
わ

れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
建
物
は
『
文
化
財
』
に
な
っ

て
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
。」。 

 

こ
の
多
田
先
生
の
夢
は
、
建
設
業
界
の
夢
で
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

（
了
） 

 

◆偕行社 年表◆ 

1901年 第十一師団所管財産の土地約１万坪を陸軍省より貸付を受ける。 

1903年 5月、日本陸軍第十一師団偕行社竣工 

1922年 屋根瓦葺き替え及び内外周漆喰並びにペンキ塗替 

1945年 12月、米兵、豪州兵のための社交場 

1947年 5月、一部を善通寺区検察局が利用 

1949年 この頃偕行社の土地を善通寺市が譲り受ける。一部を香川県食糧事務所仲多度支所が利用 

1950年 自衛隊クラブドリームランドとして利用 

1954年 市役所としての利用のため金庫を増築、善通寺市役所として利用 

1969年 善通寺公民館として利用 

1973年 外周ペンキ塗り替え 

1980年 6月25日善通寺市立郷土館となる。内外装改修復元 

1991年 屋根漆喰工事 

1997年 登録有形文化財指定を受ける 

2001年 6月、国指定重要文化財（建造物）となる。 

2004年 偕行社の整備が始まる。 

2008年 旧善通寺偕行社、附属棟の工事完成。 

 

 

 

◆旧善通寺偕行社整備検討委員会 

委員長 ：岡田 恒男（東京大学名誉教授） 

副委員長：鈴木 博之（東京大学名誉教授） 

     多田 善昭（多田善昭建築設計事務所主宰） 

委員  ：後藤 治 （工学院大学教授） 

     石川 浩 （香川短期大学学長） 

     井下 強志（まんでがん代表取締役） 

                ＊敬称略 

式典後のシンポジウム「再生へのあゆみ」報告＆座談会。 
今ではコンサートや結婚披露宴などにも利用されている。（撮影：米津光 氏） 

  

撮影：米津光 氏 

↑竣工式典の南庭園でのアトラクション風景 （撮影：米津光 氏） 



    

日
本
に
は
季
節
の
節
目
だ
け
で
な
く
、
人
生
の

節
目
に
も
お
祝
い
を
す
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま

す
が
、
子
ど
も
の
成
長
を
祝
う
年
中
行
事
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
が
七
五
三
で
す
。
十
一
月
十
五
日

に
、
七
歳
（
女
子
）・
五
歳
（
男
子
）・
三
歳
（
男

女
）
の
子
ど
も
を
連
れ
て
お
宮
参
り
を
行
う
と
い

う
も
の
で
す
が
、
こ
の
行
事
に
は
子
ど
も
の
す
こ

や
か
な
成
長
を
願
う
、
人
々
の
祈
り
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

近
世
に
入
る
ま
で
の
日
本
は
、
疫
病
や
栄
養
不

足
、
貧
困
等
に
よ
る
乳
幼
児
の
死
亡
率
が
高
く
、

成
人
す
る
ま
で
の
生
存
率
は
極
め
て
低
か
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
の
た
め
、
数
え
で
七
歳
く
ら
い
ま
で

は
「
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
に
位
置
す
る
存
在
」、

「
い
つ
で
も
神
様
の
元
へ
帰
り
う
る
」
魂
と
考
え

ら
れ
、
人
別
帳
に
も
記
載
せ
ず
、
留
め
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
七
歳
に
な
っ
て
初
め
て
正

式
に
氏
子
と
し
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
迎
え

入
れ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
余
談
で
す
が
、
こ
の
時

代
の
乳
幼
児
の
死
亡
に
対
し
て
、
転
生
の
妨
げ
に

な
ら
な
い
よ
う
、
現
世
へ
の
し
が
ら
み
を
少
な
く

す
る
た
め
に
、
墓
を
建
て
な
い
簡
素
な
水
子
供
養

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
様
な
事
情
か
ら
、
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
た

奇
数
（
三
・
五
・
七
）
の
年
に
、
そ
の
年
ま
で 

  

無
事
に
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
、
こ

れ
か
ら
も
幸
せ
に
長
生
き
で
き
る
よ
う
願
う
儀
式

が
行
わ
れ
た
の
で
す
。 

で
は
、
七
五
三
と
は
ど
の
よ
う
な
儀
式
が
行
わ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
で
は
、
子
ど
も

達
が
晴
れ
着
に
身
を
包
み
、神
社
に
お
参
り
し（
千

歳
飴
を
買
っ
て
も
ら
い
）、記
念
撮
影
を
す
る
の
が

主
流
で
す
が
、
本
来
は
三
歳
、
五
歳
、
七
歳
に
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

      

   

元
々
七
五
三
は
、
十
一
月
十
五
日
と
決
ま
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
収
穫
を
終
え
て
そ
の
実
り

を
神
に
感
謝
す
る
月
で
あ
る
十
一
月
の
吉
日
を
選

ん
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

日
付
が
今
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
の
は
、
江
戸
時

代
の
中
頃
。
当
時
の
将
軍
徳
川
綱
吉
が
、
病
弱
な

息
子
が
無
事
に
成
長
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
袴
着

の
儀
式
を
執
り
行
っ
た
の
が
※
最
吉
日
で
あ
る
こ

の
日
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
の
ち

に
庶
民
の
間
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 

最
近
で
は
、
子
ど
も
が
疲
れ
に
く
い
こ
と
や
入

学
式
等
に
も
着
回
せ
る
こ
と
か
ら
、
洋
服
を
着
て

の
お
参
り
も
目
に
し
ま
す
が
、
一
世
一
代
の
晴
れ

姿
、
昔
な
が
ら
の
和
装
で
記
念
撮
影
、
と
い
う
の

も
思
い
出
に
残
っ
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

※
十
一
月
十
五
日
は
、
満
月
に
あ
た
り
、
更
に
二
十

八
宿
の
鬼
宿
日
【
＝
鬼
が
出
歩
か
な
い
日
】
と
な
る
た

め
、
最
吉
日
と
さ
れ
た
。 

 

◆
童
謡
『
と
う
り
ゃ
ん
せ
』
と
七
五
三
◆ 

        

 

昔
何
気
な
く
歌
っ
て
い
た
童
謡
の
『
と
う
り
ゃ

ん
せ
』
で
す
が
、
歌
詞
を
よ
く
み
て
み
る
と
「
な

ん
だ
か
怖
い
な
。
」
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。

こ
の
歌
詞
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
で

す
が
、
そ
の
一
つ
に
、
七
五
三
が
関
係
し
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。 

七
五
三
の
七
歳
の
お
祝
い
に
、
天
神
様
に
お
札

を
納
め
に
い
く
様
子
を
歌
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

昔
は
城
内
に
神
社
が
あ
っ
た
た
め
、
警
備
が
厳
し

く
、
少
し
で
も
怪
し
い
そ
ぶ
り
を
す
る
と
、
無
事

に
は
出
て
こ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐

怖
感
か
ら
「
行
き
は
よ
い
よ
い
、
帰
り
は
怖
い
」

と
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

◆
人
生
の
通
過
儀
礼
／
長
寿
を
祝
う
◆ 

 

冒
頭
で
も
お
話
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
は
人
生

の
節
目
を
祝
う
風
習
が
あ
り
、
中
で
も
長
寿
を
祝

う
行
事
（
＝
賀
寿
）
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
数
え

年
の
六
十
一
歳
の
お
祝
い
を
還
暦
と
い
う
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
八
十
歳
の
お
祝
い
を

傘
寿
（
さ
ん
じ
ゅ
）
、
百
二
十
歳
以
上
の
お
祝
い

を
珍
寿
（
ち
ん
じ
ゅ
）
と
い
う
事
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

他
に
も
年
齢
ご
と
に
違
う
名
称
の
賀
寿
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
由
来
や
基
調
と
す
る
色
が

あ
り
、
調
べ
て
み
る
と
と
て
も
興
味
深
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
周
囲
の
方
で
お
祝
い
を
す
る
方
が

い
な
い
か
、
探
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。 

 

ち
な
み
に
、
還
暦
は
「
生
ま
れ
た
年
の
干
支
に

戻
る
」
こ
と
、
傘
寿
は
「
傘
の
略
字
『
仐
』
を
分

解
す
る
と
八
十
に
な
る
」
こ
と
が
由
来
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 
 

（
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
。（
12
）【
七
五
三 

／ 

す
こ
や
か
な
成
長
を
祈
っ
て 

】 

 

 

●髪置き（三歳）● 

それまで剃って短いままだった 

子どもの髪を伸ばし始める儀式。 

●袴 着（五歳）● 

初めて袴をつける儀式。 

●帯 解（七歳）● 

それまで着物を留めるのに使って 

いた紐を帯に変える儀式。 

と
お
り
ゃ
ん
せ 

と
お
り
ゃ
ん
せ 

こ
こ
は
ど
こ
の
細
道
じ
ゃ 

天
神
様
の
細
道
じ
ゃ 

ち
ょ
っ
と
通
し
て
く
だ
し
ゃ
ん
せ 

ご
用
の
無
い
も
の
通
し
ゃ
せ
ぬ 

こ
の
子
の
七
つ
の
お
祝
い
に 

 

お
札
を
納
め
に
参
り
ま
す 

行
き
は
よ
い
よ
い 

帰
り
は
怖
い 

怖
い
な
が
ら
も
と
お
り
ゃ
ん
せ 

と
お
り
ゃ
ん
せ 



                            

             

だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
人
間
様
の
独
断
か
ら
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
微
笑
ま
し
い
名
称
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。 

サ
ル
ス
ベ
リ
は
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
原
産
の

落
葉
高
木
ま
た
は
低
木
で
、
日
本
に
は
江
戸
時
代

初
期
に
渡
来
し
、
樹
形
や
花
が
美
し
く
、
花
の
少

な
い
夏
に
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
と
共
に
多
く
の
人

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
で
、
庭
木
と
し
て

広
く
植
栽
さ
れ
ま
し
た
。
花
色
も
現
在
は
紅
色
の

他
、
紫
紅
色
、
白
色
、
桃
色
な
ど
多
彩
な
園
芸
品

種
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

サ
ル
ス
ベ
リ
の
花
の
付
き
方
は
円
錐
花
序
と

い
っ
て
、
枝
の
先
端
に
直
径
３
～
４
㎝
の
花
が
沢

山
密
集
し
て
付
き
、
ぼ
っ
て
り
と
し
た
花
団
子
の

様
に
見
え
ま
す
の
で
、
非
常
に
豪
華
で
あ
り
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
長
岡 

公
） 

中
津
万
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
12
）
サ
ル
ス
ベ
リ 

【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
】 

今
回
の
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
の
主
人
公
は
、

建
築
が
大
好
き
な
、
弊
社
の
３
人
の
社
員
た
ち
。 

 

建
設
会
社
の
娘
で
あ
る
私
で
す
が
、
実
は
建
築
系
の
学
部
を
卒

業
し
て
は
い
ま
せ
ん
（
法
学
部
出
身
）。
そ
の
こ
と
に
引
け
目
、

申
し
訳
な
さ
を
感
じ
た
頃
も
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
る
時
、
社
員
の

か
た
よ
り
、「
技
術
的
な
こ
と
は
、
ど
う
せ
わ
し
ら
の
方
が
詳
し

い
。
真
鍋
さ
ん
に
期
待
し
と
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
ち
ゃ
う
で
。」

と
言
わ
れ
、
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。 

そ
の
他
、「『
こ
れ
を
や
れ
』
っ
て
わ
し
ら
に
任
せ
て
、
や
れ
た

ら
『
よ
う
や
っ
た
』
っ
て
認
め
て
く
れ
。
そ
し
た
ら
、
わ
し
ら
は

付
い
て
行
く
。」「
真
鍋
さ
ん
の
『
素
人
』
目
線
は
、
つ
ま
り
『
＝

お
客
さ
ま
の
目
線
』
や
と
思
っ
て
活
か
さ
な
い
か
ん
。」
等
々
、

社
員
の
皆
さ
ま
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
沢
山
あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
、
頼
り
に
も
し
、
大
切
に
も
思
う
皆
さ
ま
を
絶
対
に 

守
れ
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
！
と
決
心
し
て
い
る
も
の
の
、
今
私
が

も
っ
て
い
る
の
は
、
「
元
気
」
と
「
や
る
気
」
だ
け
。
い
つ
か 

 
 

一
人
前
の
経
営
者
と
な
る
日
ま
で
、
今
は
と
り
あ
え
ず
、「
何
は

な
く
と
も
愛
情
だ
け
は
…
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
…
と
い
っ
て
も
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
や
か
ま
し
く
ケ
ン
カ
し
た
り
甘
え
た
り
し
て
い

ま
す
が
…
。
す
み
ま
せ
ん
！ 

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 

 

花
の
少
な
い
炎
暑
の
候
、
万
象
園
を
訪
れ
た
客

人
を
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る
主
人
公
は
、
池
泉
（
八

景
池
）
東
方
に
位
置
す
る
鶺
鴒
渓
の
サ
ル
ス
ベ
リ

で
あ
り
ま
す
。 

  

散
れ
ば
咲
き 

散
れ
ば
咲
き
し
て 

 
 

百
日
紅 

（
さ
る
す
べ
り
）
／
千
代
女 

 

 

百
日
紅
は
盛
夏
の
七
月
上
旬
頃
か
ら
咲
き
始

め
、
秋
風
の
吹
く
十
月
上
旬
頃
ま
で
の
長
期
間
に

ま
た
が
っ
て
、
紅
色
の
愛
ら
し
い
花
を
次
々
と
咲

か
せ
る
こ
と
か
ら
、
漢
字
の
百
日
紅
を
当
て
て
い

ま
す
。 

 
 

ま
た
、
和
名
「
サ
ル
ス
ベ
リ
」
の
由
来
は
、
樹

皮
が
薄
く
て
剥
が
れ
や
す
く
平
滑
で
あ
る
た
め
、

「
木
登
り
の
上
手
な
サ
ル
で
も
滑
っ
て
登
れ
な
い 

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
（
12
） 

「
移
菊
」 

表：紫／裏：黄 
着用時期は冬。 

冬に近づき、白菊が雪や霜にあって 

花の周囲から段 と々紫色に 

変化しているところを表わした色目。 

炎暑のもと、たわわに花団子を付けた鶺鴒形のサルスベリ 


