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原
点
回
帰
の
１
０
１
年
目

平
井 

孝
幸

大きな一の鳥居を包み込むほど成長した樹々

庭
園
協
会
の
初
代
会
長
が
本
多
静
六
博
士
で
あ
る
こ
と
は
、
み

な
さ
ん
で
あ
れ
ば
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
日
比
谷
公

園
の
設
計
や
明
治
神
宮
造
営
な
ど
で
活
躍
さ
れ
た
方
で
す
。

そ
の
明
治
神
宮
の
森
も
、
造
営
さ
れ
て
約
1
0
0
年
に
な
り

ま
す
。
荒
地
の
よ
う
な
風
景
か
ら
、
様
々
な
樹
木
が
生
い
茂
り
、

四
季
の
景
色
が
楽
し
め
る
立
派
な
極
相
林
に
成
長
し
、
参
拝
に
訪

れ
る
人
々
を
癒
し
て
い
ま
す
。
当
初
の
計
画
の
中
に
、「
枯
れ
た

倒
木
は
林
の
中
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」と
い
う
方
針
が
あ
り
、

こ
れ
は
今
な
お
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
参
道
の
玉
砂
利

に
あ
る
落
ち
葉
は
、
朝
・
昼
・
夕
と
一
日
三
回
掃
き
掃
除
で
集
め

ら
れ
、境
内
の
林
の
中
に
戻
す
そ
う
で
す
。
境
外
に
持
ち
出
さ
ず
、

林
の
中
で
風
景
を
豊
か
に
し
、
土
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。

先
日
行
わ
れ
た
当
協
会
の
創
立
百
周
年
記
念
式
典
に
参
加
し
、

帰
路
に
つ
い
た
際
、
ボ
デ
ィ
に
〝
産
業
廃
棄
物
処
理
運
搬
車
〟
の

シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
た
造
園
会
社
の
パ
ッ
カ
ー
車
を
見
か
け
ま
し

た
。
本
多
博
士
が
見
た
ら
ど
ん
な
顔
を
す
る
の
か
と
考
え
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
枯
れ
枝
や
落
葉
も
自
然
に
還
す
た
め
の

土
地
が
限
ら
れ
る
現
代
、
産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
せ
ざ
る
を
得

な
い
場
面
も
確
か
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
の
価
値
を
、
自
然

と
一
番
身
近
な
私
た
ち
で
す
ら
、
見
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
協
会
も
創
立
か
ら
1
0
0
年
の
時
が
経
過
し
、
時

代
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、

高
い
技
術
力
と
想
像
力
・
発
想
力
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
私
た

ち
が
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る

良
い
機
会
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
向
上
を
目
指
す
と
同
時
に
、

原
点
回
帰
の
１
０
１
年
目
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 （
理
事
）
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日
本
庭
園
協
会
は
昨
年
10
月
、
創
立
百

周
年
の
式
典
を
終
え
た
。
今
ま
で
過
ご
し

て
き
た
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
国
際

活
動
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
対
応
し
た

道
を
更
に
求
め
、
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

現
在
に
至
る
当
協
会
の
国
際
活
動
は
、

1
9
9
6
年
の
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
で
の
最
初

の
国
際
日
本
庭
園
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
て
以
来
、
2
0
1
2
年
の
シ
ド
ニ
ー

ま
で
7
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。

2
0
0
0
年
代
に
は
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ

カ
で
の
技
術
指
導
に
鈴
木
直
衛
、
小
野
登

身
、
水
本
隆
信
各
氏
ら
と
共
に
２
年
間
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大
使
館
で
の
剪
定
作

業
指
導
に
各
支
部
若
手
を
３
年
間
で
9
名

を
派
遣
し
た
。
現
在
は
北
米
日
本
庭
園
協

会
（
N
A
J
G
A
）
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、

デ
ン
バ
ー
、
シ
カ
ゴ
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ポ
ー

ト
ラ
ン
ド
で
の
大
会
に
参
加
し
、
講
演
を

行
な
っ
て
き
て
お
り
、
更
に
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
日
本
庭
園
の
セ
ミ
ナ
ー
指
導
の
任
も
務

め
て
き
て
い
る
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
外
国
で
は
日
本
庭
園

が
愛
さ
れ
て
い
る
の
か
、
庭
園
を
媒
体
と

し
て
日
本
文
化
が
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
に
内

在
す
る
趣
き
深
い
味
わ
い
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
今
ま
で
現
地
の
日
本
庭
園
を
守
る
苦

労
を
さ
れ
た
人
達
の
お
陰
と
感
謝
す
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ

今
、
外
国
に
は
5
0
0
ヶ
所
近
い
日
本

庭
園
が
あ
り
、
そ
の
内
ア
メ
リ
カ
に
は

2
5
0
ヶ
所
以
上
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
庭
園
も
管
理
す
る
技
術
者
不
足

を
訴
え
て
お
り
、
微
力
な
が
ら
当
協
会
も

要
請
に
応
え
て
技
術
指
導
を
色
々
な
形
で

行
な
っ
て
き
た
。
多
く
の
日
本
庭
園
は
修

復
や
技
術
指
導
を
急
ぎ
必
要
と
し
て
い
る

の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
国
土
交
通
省

は
2
0
1
7
年
か
ら
「
海
外
日
本
庭
園

修
復
モ
デ
ル
事
業
」
と
し
て
日
本
の
技
術

支
援
を
必
要
と
す
る
海
外
の
日
本
庭
園
の

修
復
を
実
施
し
て
き
て
い
る
。
海
外
に
あ

る
日
本
庭
園
は
日
本
の
魅
力
を
発
信
す
る

場
と
し
て
活
用
さ
れ
、
来
日
す
る
き
っ
か

け
の
場
と
な
り
、
日
本
を
理
解
し
て
く
れ

る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現

地
技
術
者
の
庭
園
の
整
備
、
管
理
技
術
が

未
熟
な
こ
と
に
よ
り
適
切
に
維
持
管
理
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
在
外
公
館

な
ど
に
は
日
本
庭
園
の
修
復
、
管
理
に
関

す
る
多
く
の
相
談
や
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て

き
て
お
り
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
に
は
北
米
日
本
庭

園
協
会
（
N
A
J
G
A
）、
イ
ギ
リ
ス
に
も

英
国
日
本
庭
園
協
会
が
で
き
、
各
国
の
日

本
庭
園
間
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
交

換
が
活
発
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
で
に

2
0
1
8
年
に
は
日
本
造
園
組
合
連
合
会

が
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、
日

本
造
園
建
設
業
協
会
が
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ

カ
レ
ス
ト
で
国
土
交
通
省
の
依
頼
を
受
け

庭
園
の
修
復
を
実
施
し
て
い
る
。

昨
年
度
、
当
協
会
に
も
シ
カ
ゴ
の
ジ
ャ

ク
ソ
ン
パ
ー
ク
内
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ガ
ー

デ
ン
修
復
の
依
頼
が
来
た
の
で
７
月
に
下

見
調
査
に
行
っ
た
。
シ
カ
ゴ
市
公
園
局
、

国
土
交
通
省
の
脇
坂
隆
一
国
際
緑
地
環
境

対
策
官
、
現
地
日
本
領
事
館
、
地
元
有
力

支
援
者
ロ
バ
ー
ト
・
カ
ー
ル
氏
、
ポ
ー
ト

ラ
ン
ド
の
内
山
貞
文
氏
（
以
前
2
0
0
2

年
に
庭
園
の
全
体
設
計
を
し
、
一
部
修
復

を
手
掛
け
た
）
ら
と
何
を
ど
う
し
た
い
の

か
、
庭
園
を
将
来
ど
う
発
展
さ
せ
て
い
く

か
、
現
地
の
希
望
を
聞
き
、
意
見
を
出
し

合
っ
た
。
そ
の
提
案
を
ま
と
め
た
設
計
と

パ
ー
ス
を
帰
国
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
庭
は
1
8
9
3
（
明
治

26
）
年
シ
カ
ゴ
万
博
の
時
に
日
本
政
府
に

今
年
で
6
回
目
を
迎
え
た
全
国
支
部

長
協
議
会
が 

2
0
1
9
年
1
月
26
～
27

日
の
2
日
間
、
千
葉
県
支
部
主
催
で
成
田

空
港
近
く
の
「
ホ
テ
ル
マ
イ
ス
テ
イ
ズ
プ

レ
ミ
ア
成
田
」
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
年
明
け
か
ら
乾
燥
続
き
の
日
が
続

い
て
い
た
中
、
千
葉
県
で
は
珍
し
く
雪
模

様
の
日
の
会
議
と
な
り
ま
し
た
。

高
橋
康
夫
会
長
、
菊
地
正
樹
、
藤
枝

修
子
両
副
会
長
は
じ
め
本
部
よ
り
9
名
、

支
部
長
14
名
（
兼
務
含
む
）、
千
葉
県
支

部
会
員
3
名
が
参
加
し
て
協
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
千
葉
県
支
部
か
ら
の
発
議
で
あ

る
「
支
部
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
で

は
、
各
支
部
の
現
状
と
活
動
内
容
の
報
告

と
提
案
を
し
て
頂
き
、
各
支
部
の
体
制
に

合
わ
せ
た
積
極
的
な
活
動
に
し
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
部
か
ら

の
要
請
で
「
支
部
広
報
部
を
開
設
」
し
、

本
部
と
支
部
、
支
部
同
士
の
相
互
協
力
体

制
を
緊
密
化
さ
せ
多
様
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

検
討
や
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
支
部
の

バ
ナ
ー
を
つ
く
っ
て
は
ど
う
か
な
ど
情
報

交
換
の
重
要
性
を
千
葉
県
支
部
発
議
と
し

て
協
議
し
ま
し
た
。
今
後
、
本
部
総
務
委

員
会
を
中
心
に
検
討
会
を
開
き
、
形
に
し

て
い
く
こ
と
を
確
認
す
る
な
ど
、
予
定
時

間
を
延
長
し
て
熱
の
入
っ
た
協
議
会
と
な

村田義雄支部長の進行のもと
討議を重ねた

歴史ある場所を市民の憩いの場に（面積 2エーカー）

オノヨーコ氏作のオブジェを中心に修景する

庭園内の四阿にて打合せをする

り
ま
し
た
。協
議
会
開
催
後
、恒
例
と
な
っ

て
い
る
懇
親
会
は
、
成
田
市
内
に
あ
る
日

本
料
理
店
『
翁
本
家
』
に
て
開
か
れ
、
定

期
総
会
以
外
で
は
な
か
な
か
会
え
な
い
こ

と
も
あ
り
、
会
話
が
盛
り
上
が
り
、
千
葉

県
支
部
会
員
も
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
情
報

交
換
交
流
会
と
し
て
楽
し
く
語
り
合
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

2
日
目
は
、
千
葉
県
を
代
表
す
る
観

光
地
の
「
成
田
山
新
勝
寺
」
に
お
参
り
を

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
自
然
豊
か
で
広
大

な
「
成
田
山
公
園
」
を
散
策
見
学
し
、
平

和
の
大
塔
や
公
園
の
奥
に
あ
る
「
雄
飛
の

滝
」
と
「
文
殊
、
竜
樹
、
竜
智
」
と
呼
ば

れ
る
３
つ
の
池
、
書
道
美
術
館
脇
に
あ
る

水
琴
窟
の
音
色
を
楽
し
む
な
ど
，
盛
り
だ

く
さ
ん
で
有
意
義
な
2
日
間
の
全
国
支
部

長
協
議
会
を
終
え
ま
し
た
。

（
評
議
員
　
千
葉
県
支
部
長
）

よ
り
宇
治
平
等
院
の
鳳
凰
堂
を
模
し
た
建

築
と
共
に
造
営
、
出
展
さ
れ
た
も
の
で
、

1
3
0
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
歴
史
を

持
つ
。
建
物
も
含
め
シ
カ
ゴ
市
民
は
戦
時

中
で
も
大
切
に
こ
の
庭
を
管
理
し
て
き
た

が
、
残
念
な
が
ら
建
物
は
1
9
4
6
年

に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
跡
地
に
は

現
在
、
オ
ノ
ヨ
ー
コ
氏
の
作
品
「
ス
カ
イ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
が
恒
久
展
示
さ
れ
て
い

る
。
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
て
つ
く
っ
た

オ
ブ
ジ
ェ
で
ハ
ス
の
花
び
ら
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
高
さ
約
3.
6
メ
ー
ト
ル
の
金
属

製
の
も
の
で
12
枚
が
芝
生
の
上
に
生
え
て

い
る
よ
う
な
形
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
庭
園
は
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
水
位
が

上
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
護
岸
の
石
が
沈
ん

国
際
活
動
委
員
会
報
告

シ
カ
ゴ
の
日
本
庭
園
修
復
に
関
し
て
　
　
　
　
　 

　 

三
橋 

一
夫

だ
り
、
全
体
の
荒
廃
、
拡
張
の
必
要
が
考

慮
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
拡
張
分

も
含
め
た
全
体
設
計
は
幸
い
好
評
価
を
頂

き
、
本
年
度
よ
り
い
よ
い
よ
5
ヶ
年
計
画

で
の
修
復
工
事
を
始
め
る
予
定
で
い
る
。

作
業
に
参
加
頂
く
会
員
を
各
支
部
に
募
っ

た
と
こ
ろ
、
20
名
程
の
方
々
に
応
え
て
頂

い
た
の
で
、
国
際
活
動
委
員
の
メ
ン
バ
ー

も
含
め
順
次
5
名
の
チ
ー
ム
を
編
成
し
て

現
地
に
向
か
う
予
定
で
い
る
。
国
か
ら
の

予
算
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
額
な

の
で
協
力
頂
く
皆
さ
ん
に
は
ご
苦
労
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
海
外
で
の

作
庭
経
験
は
、
こ
れ
か
ら
の
庭
づ
く
り

人
生
に
必
ず
役
に
立
つ
と
思
う
し
、
こ
の

チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
て
こ
れ
か
ら
の
海
外

で
の
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
っ
て
欲
し
い

も
の
と
願
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
第
一
陣
と
し
て
の

チ
ー
ム
の
役
割
は
色
々
な
条
件
を
ク
リ
ア

し
な
が
ら
技
術
を
教
え
る
ば
か
り
で
な

く
、
我
々
の
庭
へ
の
思
い
や
心
、
常
日
頃

の
信
念
を
も
、
庭
と
い
う
形
を
通
し
て
現

地
の
プ
ロ
の
人
達
に
も
、
支
援
し
て
く
れ

る
市
民
の
方
々
に
も
伝
わ
る
よ
う
仕
事
を

遂
行
し
て
い
く
責
任
は
大
き
い
も
の
と
思

う
。
シ
カ
ゴ
市
と
当
協
会
と
の
間
に
良
い

交
流
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら

願
い
な
が
ら
、
気
を
引
き
締
め
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
理
事
　
国
際
活
動
委
員
長
）

第
6
回
　

全
国
支
部
長
協
議
会
報
告
　
村
田 
義
雄

2
0
1
9
（
平
成
31
）年

1
月
26
〜
27
日
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豊藏　均

平
成
か
ら
新
し
い
元
号
へ
と
変
わ
る
カ

ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
が
始
ま
り
、
新
し
い

時
代
の
幕
が
開
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
時
代
が
大
き
く
変
わ
ろ
う

と
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
お
伝
え
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
今
、
飛
石
が
絶
滅
危
惧
種
の
よ
う
な
状

況
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

か
つ
て
飛
石
と
い
え
ば
、
私
が
「
作
庭

の
三
種
の
神
器
」
と
い
っ
た
ほ
ど
、
庭
づ

く
り
に
欠
か
せ
な
い
ア
イ
テ
ム
で
し
た
。

垣
根
を
背
景
に
石
燈
籠
を
建
て
、
蹲
踞
を

組
み
上
げ
、
家
と
蹲
踞
を
飛
石
で
結
べ
ば
、

一
応
一
つ
の
景
色
に
な
っ
た
ほ
ど
で
す
。

こ
の
限
ら
れ
た
石
燈
籠
・
蹲
踞
・
飛
石

と
い
っ
た
「
作
庭
の
三
種
の
神
器
」
を
用

い
な
が
ら
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
出
そ
う

と
努
め
て
い
た
作
庭
者
が
、
か
つ
て
ど
れ

ほ
ど
多
か
っ
た
こ
と
か
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
、「
庭
づ

く
り
は
、
飛
石
に
始
ま
り
、
飛
石
に
終
わ

る
」
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
え
ば
、
飛
石
の

打
ち
方
ひ
と
つ
で
作
庭
の
巧
拙
は
も
ち
ろ

ん
、
作
庭
者
の
力
量
や
美
的
感
覚
か
ら
、

人
格
の
す
べ
て
ま
で
が
浮
き
彫
り
の
よ
う

に
表
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

し
た
が
っ
て
ど
ん
な
巧
言
令
色
を
並
べ

立
て
て
も
飛
石
の
打
ち
方
ひ
と
つ
見
て
、

「
こ
の
人
は
で
き
る
！
」
と
、
技
と
心
の

高
低
浅
深
が
判
別
で
き
ま
し
た
。
だ
か
ら

口
先
だ
け
の
講
釈
師
か
ど
う
か
は
、
飛
石

を
見
れ
ば
本
物
か
偽
物
か
の
違
い
は
、
直

観
的
に
一
目
瞭
然
、
見
破
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
日
本
の
庭
を
象
徴
し
、
欠
か

せ
な
か
っ
た
の
が
飛
石
で
あ
り
、
そ
の
打

ち
方
の
優
劣
を
見
極
め
ら
れ
た
目
利
き
の

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
飛
石
を
私
た
ち
の
料
理
に
譬
え
れ

ば
、
日
々
の
食
事
に
欠
か
せ
な
い
醤
油
や

味
噌
で
あ
り
、
昆
布
と
鰹
節
か
ら
採
っ
た

出だ

し汁
の
よ
う
に
日
本
人
の
暮
ら
し
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
欠
か
せ
な
い
飛
石
が
絶
滅
危

惧
種
だ
と
知
っ
た
の
は
、
私
ご
と
で
恐
縮

で
す
が
、
拙
著
『
桂
離
宮
に
学
ぶ 

敷
石

と
飛
石
の
極
意
』（
講
談
社
刊
）
で
、
北

海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
の
作
庭
者
31
人
に
よ

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
か
ら
で
す
。

　

熟
練
熟
年
世
代
の
一
部
の
作
庭
者
は
例

外
で
し
た
が
、
そ
の
他
八
割
方
の
み
な
さ

ん
が
口
を
そ
ろ
え
て
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

時
代
で
あ
り
、
施
主
か
ら
飛
石
は
危
険
視

さ
れ
撤
去
、
不
要
」
と
書
き
並
べ
て
い
た

こ
と
で
す
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
立
て
る

よ
う
な
言
葉
も
聞
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
「
庭
し
ま
い
」
で
す
。

少
子
高
齢
化
時
代
の
今
、
高
齢
者
は
ど

ん
ど
ん
増
え
続
け
、
世
代
交
代
も
進
ん
で

い
ま
す
。
さ
ら
に
価
値
観
の
多
様
化
に

伴
っ
て
、
従
来
の
庭
は
不
要
～
維
持
管
理

が
面
倒
・
困
難
～
取
り
壊
し
。
こ
の
よ
う

な
図
式
を
象
徴
す
る
よ
う
な
言
葉
が
「
庭

し
ま
い
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
飛
石
は
不
要
ど
こ
ろ
か
、
庭
自
体
が

社
会
か
ら
不
要
と
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
み
な
さ
ん
も
多
い
で
し
ょ
う
。

確
か
に
そ
れ
も
事
実
で
す
が
、
問
題

は
作
庭
界
が
何
も
疑
う
こ
と
も
な
く「
伝

統
庭
園
の
継
承
」
だ
、
や
れ
「
文
化
財

庭
園
の
維
持
管
理
」
だ
と

謳
っ
て
き
た
反
面
、
現
代

庭
園
へ
の
啓
蒙
運
動
が
欠

落
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ

か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

私
は
何
も
「
伝
統
庭
園
」

と
か
「
文
化
財
庭
園
」
を

否
定
す
る
気
は
毛
頭
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、「
伝
統
」

と「
伝
承
」の
違
い
を
考
察
・

検
証
し
な
が
ら
、
未
来
を

生
き
る
若
き
作
庭
者
た
ち
と
一
緒
に
な
っ

て
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
今
の
庭
」
を

模
索
す
べ
き
だ
と
い
い
た
い
の
で
す
。

今
が
ど
ん
な
時
代
な
の
か
、
庭
へ
の

ニ
ー
ズ
と
価
値
観
は
何
か
を
真
摯
に
探
る

べ
き
時
機
な
の
で
す
。

足
裏
か
ら
伝
わ
る
あ
の
独
特
な
感
触
、

歩
く
早
さ
と
方
向
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

飛
石
は
景
色
に
も
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

手
つ
か
ず
の
大
地
に
ひ
と
一
人
が
歩
け
る

最
小
限
の
道
が
飛
石
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ

ほ
ど
自
然
界
を
大
切
に
し
た
思
想
と
哲
理

を
象
徴
し
た
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。

飛
ぶ
石
・
飛
び
去
る
石
・
飛
び
散
る
石
・

飛
び
込
む
石
・
坂
を
登
る
石
・
木
々
の
間

を
潜
る
石
・
沢
や
池
を
渡
る
石
な
ど
な
ど
、

か
つ
て
の
飛
石
は
多
種
多
様
で
多
彩
で
し

た
。
そ
の
飛
石
を
今
の
時
代
に
引
き
継
ぎ
、

さ
ら
に
進
化
さ
せ
未
来
へ
繋
げ
る
こ
と

が
、真
の「
伝
統
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

明かりに照らし出された飛び石とヒメ
シャラの落花＝千葉市内のT邸にて＝


