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「
第
57
回
文
化
財
指
定
庭
園
保
護
協
議
会

（
以
下
文
庭
協
）
総
会
」
及
び
講
演
会
・

懇
親
会
が
5
月
30
日
（
木
）、
現
地
見
学

会
が
翌
31
日
（
金
）
に
「
名
古
屋
城
二
之

丸
庭
園
」
を
主
催
庭
園
と
し
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

文
庭
協
は
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
、

文
化
財
に
指
定
又
は
登
録
さ
れ
た
庭
園
も

し
く
は
公
園
の
所
有
者
も
し
く
は
管
理
者

並
び
に
そ
れ
ら
が
所
在
す
る
地
方
公
共
団

体
の
教
育
委
員
会
相
互
間
の
密
接
な
連
絡

を
保
ち
、
指
定
庭
園
の
普
及
宣
揚
及
び
保

護
管
理
に
万
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
（
同
会
会
則 

第
二
条
よ
り
）。

総
会
で
文
庭
協
亀
山
章
会
長
よ
り
、
文

化
庁
へ
の
要
望
書
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

抜
粋
し
ま
す
と
、「
文
化
財
庭
園
を
子
孫

に
継
承
す
る
た
め
に
、
生
き
た
文
化
財
と

し
て
の
庭
園
の
価
値
と
そ
の
特
殊
性
を
考

慮
し
以
下
の
3
点
を
要
望
し
ま
す
。
一
、

存
立
に
欠
か
せ
な
い
『
手
入
れ
』
の
財
政

中尊寺金色堂前での一行

開会の挨拶をする亀山
章会長

全国から集まった文化財庭園
の管理者たち

上
・
技
術
上
の
支
援
の
充
実
　
一
、
保
存

修
繕
費
補
助
金
の
拡
充
　
一
、
文
化
財
庭

園
に
係
る
相
続
税
・
固
定
資
産
税
等
の
税

制
優
遇
措
置
の
確
保
を
粘
り
強
く
要
望
し

続
け
る
」と
発
言
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

公
開
講
演
会
「
文
化
財
庭
園
保
護
の
考
え

方
」
文
化
庁
文
化
財
第
二
課
　
主
任
文
化

財
調
査
官
　
平
澤
毅
氏
、「
名
勝
名
古
屋

城
二
之
丸
庭
園
に
つ
い
て
」
名
城
大
学
農

学
部
生
物
環
境
科
学
科
教
授
の
丸
山
宏
氏

よ
り
、
現
状
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
提
示

し
て
頂
き
ま
し
た
。

翌
日
の
見
学
会
は
、
昨
年
復
元
公
開
さ

れ
た
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
、
丸
山
先
生
か

ら
修
復
の
説
明
の
あ
と
二
之
丸
庭
園
を
見

学
、
次
に
尾
張
徳
川
家
の
邸
宅
跡
の
徳
川

園
、
平
成
3
年
に
公
開
の
白
鳥
庭
園
を
見

学
し
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

（
常
務
理
事
　
総
務
委
員
長
）
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英
国
ロ
ン
ド
ン
南
西
部
、
世
界
遺
産
に

登
録
さ
れ
て
い
る
キ
ュ
ー
王
立
植
物
園
が

あ
り
ま
す
。
同
園
の
ス
タ
ッ
フ
で
日
本
庭

園
を
管
理
し
て
い
る
ジ
ェ
イ
ク
さ
ん
と
植

物
育
成
係
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
さ
ん
が
来

日
。
宮
城
県
支
部
で
管
理
す
る
覚
照
寺
の

庭
で
庭
木
剪
定
研
修
を
行
っ
た
。
お
二
人

は
３
月
17
日
に
来
県
し
３
日
間
、
英
国
で

は
珍
し
い
マ
ツ
や
ツ
バ
キ
、
刈
り
込
み
物

な
ど
の
剪
定
研
修
を
行
っ
た
。
講
師
は
菊

地
支
部
長
、
小
泉
副
支
部
長
が
指
導
に
あ

た
り
、
こ
と
こ
ま
か
に
庭
木
の
手
入
れ
を

伝
授
さ
れ
た
。
続
い
て
4
日
目
は
東
日
本

大
震
災
の
津
波
で
被
害
を
受
け
た
石
巻
、

気
仙
沼
、
陸
前
高
田
の
被
災
地
を
訪
れ
、

広
域
に
わ
た
る
災
害
復
旧
の
様
子
を
視
察

さ
れ
た
。
気
仙
沼
で
は
ス
ギ
苗
の
最
新
の

育
種
技
法
を
視
察
し
、
英
国
と
日
本
の
技

術
の
違
い
な
ど
の
専
門
的
な
意
見
交
換
が

な
さ
れ
た
。
ま
た
、
気
仙
沼
で
宮
城
県
支

部
会
員
の
小
山
元
氏
が
作
庭
し
た
数
ヶ
所

の
住
宅
庭
園
を
観
賞
、
伝
統
的
な
日
本
建

築
と
庭
の
佇
ま
い
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
お
二
人
は
住
ま
い
を
案
内
し
て
く
れ

た
奥
様
か
ら
お
茶
を
頂
き
な
が
ら
庭
を
観

賞
で
き
た
こ
と
に
大
い
に
感
激
さ
れ
「
日

本
の
お
母
さ
ん
あ
り
が
と
う
」
と
話
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
最
終
日
は
氷
雨
の
降
る
世

界
遺
産
の
中
尊
寺
と
毛
越
寺
庭
園
に
足
を

運
び
、
東
北
の
伝
統
文
化
と
歴
史
を
肌
で

体
験
さ
れ
た
。「
今
回
東
北
で
沢
山
の
庭 剪定研修中のフランチェスカさん

ひな壇飾りの前でにっこり

を
拝
見
し
て
日
本
庭
園
の
イ
メ
ー
ジ
が
変

わ
り
ま
し
た
。
日
本
庭
園
と
聞
く
と
、
ほ

と
ん
ど
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
京
都
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
が
、
日
本
全
国
に
日
本
庭
園
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
い
で
す
」
と
帰

国
後
、
ジ
ェ
イ
ク
さ
ん
か
ら
宮
城
県
支
部

に
寄
稿
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
度
、
お
二
人
が
日
本
を
訪
れ
た
の

は
公
益
財
団
法
人
東
芝
国
際
交
流
財
団
が

世
界
各
国
で
行
っ
て
い
る
社
会
貢
献
事
業

の
ひ
と
つ
で
、日
本
の
文
化
や
社
会
生
活
、

伝
統
的
な
暮
ら
し
を
体
験
す
る
こ
と
な
ど

国
際
交
流
を
図
り
、
対
日
理
解
の
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
、
日
本
庭
園
協
会
本
部
と
宮
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英国王立植物園から来日したお二人

東日本大震災復興記念庭園に来園したジェイクさん
（左）とフランチェスカさん

城
県
支
部
が
作
庭
し
た
東
日
本
大
震
災
復

興
記
念
庭
園
と
震
災
被
災
地
の
東
北
が
研

修
地
に
選
ば
れ
、
日
本
庭
園
を
通
じ
て
日

本
の
文
化
と
日
常
的
な
生
活
体
験
を
通
し

て
国
際
交
流
が
で
き
た
こ
と
は
宮
城
県

支
部
の
誇
り
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　（
評
議
員
　
宮
城
県
支
部
）
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今
年
1
月
、
日
本
庭
園
協
会
全
国
支
部

長
協
議
会
が
千
葉
で
開
催
さ
れ
、
各
支
部

単
位
の
広
報
活
動
の
必
要
性
が
協
議
さ
れ

ま
し
た
。当
支
部
で
は
そ
れ
を
受
け
、さ
っ

そ
く
、
広
報
部
の
創
設
と
会
報
の
編
集
委

員
会
を
立
ち
上
げ
、
新
元
号
と
な
っ
た
5

月
に
会
報
『
風
が
吹
く
』
を
発
行
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
当
支
部
で
は
2
0
1
3
年

か
ら
始
ま
っ
た
復
興
記
念
庭
園
築
庭
の
コ

ン
セ
プ
ト
に
「
伝
統
的
な
日
本
庭
園
の
技

と
心
を
、
世
界
に
向
け
情
報
の
発
信
基
地

と
す
る
」
と
明
記
し
て
お
り
、
5
年
間
の

膨
大
な
活
動
資
料
を
保
管
し
て
準
備
を
整

え
て
い
ま
し
た
。
配
布
先
は
会
員
、
記
念

庭
園
築
庭
の
支
援
者
、
各
県
支
部
、
近
隣

の
市
・
町
と
被
災
し
た
東
北
沿
岸
の
自
治

体
、
遠
く
は
米
国
・
英
国
の
日
本
庭
園
関

係
団
体
へ
で
す
。
四
季
ご
と
に
年
4
回
発

行
、
ど
こ
に
も
な
い
会
報
作
り
を
目
指
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

会
報
『
風
が
吹
く
』
編
集
委
員
長
　
横
山 

英
悦

13

鈴 木  貴 博

私
達
は
普
段
の
暮
ら
し
の
中
で

さ
ま
ざ
ま
な
植
物
と
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
シ
ー
ン
で
は
必
ず
特
定
の
植
物
が
使

用
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
理
由
を
知
ら
ず
に

使
わ
れ
る
場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
新
年
に
は
松
竹
梅
や
千
両
万

両
、
節
分
の
柊
、
雛
祭
り
の
桃
、
端
午
の

節
句
に
は
菖
蒲
と
柏
、
月
見
の
芒

す
す
き
、
ま
た

神
棚
に
は
榊
、
仏
壇
の
樒

し
き
み

と
い
っ
た
植
物

は
そ
の
代
表
と
言
え
ま
す
。

な
ぜ
特
定
の
樹
種
で
あ
る
必
要
が
あ
る

の
か
？

こ
の
問
題
を
探
っ
て
い
く
と
さ
ま
ざ

ま
な
植
物
を
庭
に
植
え
る
意
味
を
衣
食

住
以
外
の
角
度
か
ら
考
察
で
き
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

科
学
技
術
や
近
代
医
療
の
無
い
時
代
、

人
々
は
、
自
然
災
害
や
疫
病
の
蔓
延
と

い
う
身
近
な
脅
威
を
乗
り
越
え
る
た
め

神
仏
の
加
護
を
求
め
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
固
有
の
能
力
を
最

大
限
取
り
込
み
生
き
る
力
と
し
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

時
代
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
は
、
世

界
的
な
気
象
変
動
に
よ
る
風
水
害
、
火
山

の
噴
火
、
地
震
と
い
っ
た
自
然
災
害
、
制

御
し
き
れ
な
い
感
染
症
の
蔓
延
、
社
会

構
造
の
変
化
に
よ
る
生
活
上
の
不
安
な

ど
、
今
で
も
身
近
な
脅
威
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
植
物
に
は
人
間
と
同
じ
よ
う
に
樹

種
や
個
体
別
に
個
性
が
あ
り
ま
す
。
マ
ツ

な
ど
の
針
葉
樹
の
尖
っ
た
葉
は
神
に
好
ま

運
が
開
け
る
と
言
わ
れ
今
で
も
引
っ
越
し

の
時
に
植
え
る
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
が
持
つ
と
さ
れ
る
固

有
の
能
力
は
現
代
科
学
の
見
地
か
ら
す
る

と
非
科
学
的
で
馬
鹿
げ
た
話
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

で
す
が
、
今
で
も
風
習
で
残
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
何
か
し
ら
意
味
が
あ
っ

て
の
こ
と
と
考
え
る
な
ら
ば
今
一
度
素
直

な
気
持
ち
で
「
植
物
の
力
」
を
信
じ
て
み

る
の
も
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

こ
こ
数
年
の
間
に
都
市
部
で
は
シ
マ
ト

ネ
リ
コ
や
常
緑
の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
と
い
っ
た

暑
さ
に
強
い
樹
種
が
植
え
て
あ
る
の
を
よ

く
見
か
け
ま
す
。
人
気
が
あ
る
か
ら
、
丈
夫

だ
か
ら
、
値
段
が
手
頃
だ
か
ら
等
が
そ
の

理
由
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
あ
と
5
年
、
10

年
後
に
は
無
個
性
で
均
一
化
さ
れ
た
樹
種

ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
個
人
的
に
は
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。

地
域
の
植
物
が
多
様
化
す
る
こ

と
は
、
多
く
の
植
物
が
共
存

し
、
そ
こ
に
棲
む
昆
虫
や
小

動
物
、
鳥
類
の
層
が
増
え
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。目
先
の
利
益
を
追
う
こ
と
無
く
、

1
0
0
年
後
の
都
市
を
夢
見
て
少
し
ず

つ
で
も
多
様
な
樹
種
を
植
え
る
こ
と
で
、

動
植
物
と
共
存
す
る
社
会
を
、
植
物
に
助

け
ら
れ
る
暮
ら
し
を
目
指
し
実
践
す
る
こ

と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

『風が吹く』創刊号表紙

宮
城
県
支
部
会
報

 『
風
が
吹
く
』
の
創
刊
に
つ
い
て

七夕の時に、葉に文字を書いたと
いう梶の木の葉

れ
、
ヒ
イ
ラ
ギ
や
カ
ヤ
の

葉
は
鬼
を
払
い
、
モ
モ
に

は
霊
力
が
あ
る
と
さ
れ
、

カ
シ
ワ
の
木
に
は
葉
守
の

神
が
宿
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
か
つ
て
キ
サ
サ
ゲ

は
雷
避
け
と
信
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

観
葉
植
物
の
オ
モ
ト
は


