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先
日
、あ
る
人
に「
造
園
業
の
人
は
、皆
さ
ん
家
に
は
庭
が
必
要
だ
と
思
っ
て
、庭
を
つ
く
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
」と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
仕
事
と
し
て
庭
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
あ

る
と
は
思
う
の
で
す
が
、自
分
は
ど
う
だ
ろ
う
。

13
年
前
、自
宅
を
建
て
る
際
、以
前
に
庭
を
つ
く
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
方
に「
基
本
設
計
は
自
分
で
し

な
い
と
、思
っ
て
い
る
家
に
は
な
ら
な
い
よ
」と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
、明
る
く
、風
の
通
り
抜
け
る
森
の

中
に
住
ん
で
い
る
よ
う
な
住
み
や
す
い
家
を
と
考
え
て
、友
人
の
大
工
に
平
面
図
と
立
面
図
だ
け
で
依

頼
し
ま
し
た
。
詳
細
や
内
装
は
つ
く
り
な
が
ら
決
め
ま
し
た
。
で
き
上
が
っ
た
家
で
は
、家
中
ど
こ
に
い

て
も
緑
あ
ふ
れ
る
庭
が
見
え
ま
す
。
食
事
の
時
も
、湯
船
に
つ
か
っ
て
い
る
時
も
。
開
口
部
が
多
い
の
で

窓
を
開
け
る
と
風
が
通
り
抜
け
、客
間
と
浴
室
か
ら
は
滝
と
小
さ
な
流
れ
が
見
え
ま
す
。
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
、水
が
流
れ
る
景
色
に
時
が
た
つ
の
を
忘
れ
、来
客
は
1
時
間
の
予
定
が
3
時
間
に
も
な
り
ま
す
。

陽
射
し
の
調
整
は
落
葉
樹
で
す
。
夏
は
、木
洩
れ
日
と
な
り
、冬
は
部
屋
の
奥
ま
で
暖
か
い
陽
射
し
が

入
っ
て
来
て
日
向
ぼ
っ
こ
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
エ
ア
コ
ン
よ
り
も
暖
か
い
。
最
近
は
、高
気
密
高
断
熱

の
環
境
に
や
さ
し
い
家
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、本
当
に
環
境
に
や
さ
し
い
家
は
、庭
が
上
手
く
機
能
し

て
い
る
家
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
我
が
家
は
、庭
が
な
い
と
成
り
立
た
な
い
家
で
す
。

こ
の
よ
う
な
気
持
ち
い
い
家
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、今
で
は
心
の
底
か
ら「
家
に
は
庭
が
必
要
で
す
よ
」

と
人
に
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、ま
た
自
分
も
庭
の
樹
々
か
ら
自
然
の
力
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
、『
建
築
と
庭
』と
い
う
テ
ー
マ
を
誌
面
や
講
習
会
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
良
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、ま
だ
ま
だ
ほ
と
ん
ど
の
人
が
庭
は
付
け
足
し
と
い
う
意
識
で
す
。

建
築
家
・
造
園
家
は
、自
分
の
家
に
庭
を
つ
く
り
、心
地
よ
い
住
空
間
に
暮
ら
す
こ
と
で
、今
一
度
住
ま

い
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
は
、昭
和
の
時
代
と
違
い
一
般
の
住
宅
地
は

ま
す
ま
す
狭
く
な
り
、駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
取
る
と
庭
を
つ
く
る
場
所
も
無
い
よ
う
な
住
宅
事
情
で
す
し
、

ま
た
庭
に
か
け
る
予
算
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

今
の
時
代
は
知
識
よ
り
も
知
恵
を
使
い
、家
の
庭
に
何
が
一
番
必
要
か
を
考
え
、住
宅
の
見
栄
え
だ
け

で
な
く
、住
む
人
が
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
住
空
間
を
創
る
た
め
に
勉
強
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

（
評
議
員
）

家
に
は
庭
が
必
要
で
す
よ

越お

ち智 

將ま

さ

と人

1
9
5
8
年
生
ま
れ
。愛
媛
県
今
治
市
出
身
。1
9
7
8
年
、越
智
造
園
を
創
業
。1
9
9
6
年
社
名
を
有
限
会
社

創
造
園
に
変
更
。2
0
0
4
年
か
ら
2
0
1
0
年
、京
都
天
龍
寺
宝
厳
院
や
東
京
青
山
善
光
寺
な
ど
各
地
で「
庭

空
間
の
創
造
」「
石
の
造
景
」な
ど
を
テ
ー
マ
に
個
展
を
開
催
。2
0
1
1
年
、第
9
回
日
本
庭
園
協
会
賞
を
受
賞
。

2
0
1
7
年
か
ら
四
国
支
部
長
を
務
め
、現
在
は
評
議
員
。2
0
2
1
年
、現
代
の
名
工（
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
）を

受
賞
。座
右
の
銘：最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
。限
界
に
挑
戦
。

客間から見える小さな流れ。眺めていると、時のたつのをしばし忘れる。（自邸）　2020.6.10　筆者撮影
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緑
と
水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ 

「
み
ん
な
の
緑
学
」
講
座

現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠
た
ち
～
そ
の
作
庭
手
法
と
庭
園
観
～

第
3
回
　
飯い
い
だ田 

十じ
ゅ
う
き基

2
0
2
2
年
5
月
13
日

緑
と
水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ

え
た
人
で
し
た
が
、
手
掛
け
ら
れ
た
多
く

の
庭
に
は
全
て
深
い
愛
情
を
寄
せ
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
甘

さ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
厳
し
い
意
見

も
随
分
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
よ
く
飯
田
夫
妻
に
は
ご

厄
介
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
こ
ち
ら
が
全

く
記
憶
し
て
い
な
い
よ
う
な
話
を
聞
か
さ

れ
る
の
は
楽
し
か
っ
た
。
だ
か
ら
話
が
あ

ち
こ
ち
飛
び
そ
う
な
の
を
、
今
日
は
危
ぶ

ん
で
い
ま
す
。

ま
ず
、名
前
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。「
十

基
」
は
本
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
寅
三

郎
」
と
い
う
の
が
本
名
で
す
。

1
9
5
5（
昭
和
30
）年
頃
の
あ
る
日
、

突
然
、
我
が
家
に
絵
は
が
き
が
届
き
ま

し
た
。
宛
名
面
の
下
半
分
に
、「
こ
れ
か

ら
〝
十
基
〟
と
名
乗
り
ま
す
」
と
、こ
ち
ょ

こ
ち
ょ
と
書
い
て
あ
る
、
そ
う
い
う
ご

挨
拶
で
し
た
。

そ
の
名
の
謂
れ
と
い
う
の
は
、「
戦
後

十
年
が
経
っ
て
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
引
退
か

と
思
っ
た
が
、
戦
後
の
庭
が
ど
う
い
う
風

に
な
っ
て
い
く
の
か
も
う
少
し
見
て
い
た

い
、
後
輩
も
指
導
し
た
い
。
歳
は
取
っ
た

け
れ
ど
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
踏
ん
張
り
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
歳
は
若
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ

こ
で
こ
の
際
、
勝
手
に
十
歳
若
く
し
た
。

十
歳
も
と
へ
帰
る
と
い
う
こ
と
で
、
始
め

「
帰
」
る
と
い
う
字
も
書
い
た
が
、
何
か

収
ま
り
が
悪
い
か
ら
、「
も
と
」
を
「
基
」

と
書
い
て
〝
十
基
〟
と
し
た
」
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

当
初
は
「
じ
ゅ
う
き
」
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
が
、
言
い
に
く
い
の
で
、「
じ
っ
き
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。「
寅
三

郎
」
の
寅
さ
ん
か
ら
、
大
変
な
変
貌
で
、

老
大
家
の
よ
う
な
名
前
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
か
ら
十
年
、
ご
当
人
が
考
え
て

い
た
以
上
の
ご
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
。

実
は
、
日
本
庭
園
協
会
に
と
っ
て
、
飯

田
は
、
大
変
な
救
世
主
で
し
た
。

1
9
4
3
（
昭
和
18
）
年
頃
、
戦
前
か
ら

続
い
て
い
た
団
体
は
、
戦
時
中
の
一
斉
統

制
で
、
解
散
や
合
併
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
と
き
、
日
本
庭
園
協
会
は
休
会

と
い
う
形
を
と
り
、機
関
誌
『
庭
園
』
も
、

１
９
４
４
（
昭
和
19
）
年
３
月
を
も
っ
て

休
刊
と
し
ま
し
た
。

終
戦
後
の
1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年

頃
、
焼
け
野
原
と
な
っ
た
東
京
の
復
興
の

た
め
に
も
会
を
復
活
さ
せ
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
元
幹
部
か
ら

出
は
じ
め
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
日
本
庭
園
協
会
の
会
長
は
團

伊
能
男
爵
で
し
た
。
実
業
家
、
政
治
家
で

あ
る
團
は
、
美
術
史
家
で
も
あ
り
、
庭
園

に
興
味
、
関
心
を
持
っ
て
い
て
、
第
4
代

会
長
（
在
任
：
1
9
4
1
〜
1
9
6
0
）

を
引
き
受
け
て
く
れ
た
の
で
す
。
し
か

し
、
実
際
に
は
力
を
入
れ
て
お
ら
ず
、
私

で
は
務
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
会
長
を

辞
し
ま
し
た
。
後
任
の
第
5
代
会
長
と
し

て
推
薦
し
て
く
れ
た
人
は
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

の
石
橋
正
二
郎
（
在
任
：
1
9
6
0
〜

1
9
6
4
）
で
し
た
。
團
と
石
橋
は
、
親

戚
で
し
た
。
こ
の
方
々
は
、
庭
や
庭
づ
く

り
に
対
す
る
熱
意
が
あ
る
と
は
言
え
ず
、

こ
の
協
会
を
何
と
か
し
て
や
ろ
う
と
い
う

気
は
さ
ら
さ
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

方
で
、
元
幹
部
な
ど
か
ら
は
、
日
本
庭
園

協
会
の
復
活
を
望
む
声
が
あ
が
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
な
く
、

1
9
6
4
（
昭
和
39
）
年
か
ら
は
、
田
村

は
じ
め
に

飯
田
十
基
は
太
っ
腹

で
情
に
あ
つ
い
人
柄
で
大た

い
じ
ん人

の
風
格
を
備

【
飯
田 

十
基 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

1
8
9
0
年
〜
1
9
7
7
年
。千
葉
県
成

田
市
生
ま
れ
。本
名
は
寅
三
郎
。千
葉
県
立

旧
制
成
田
中
学
校
2
年
中
退
。松
本
幾
太
郎
、

岩
本
勝
五
郎
、鈴
木
次
郎
の
下
で
修
業
を
積

む
。築
地
の
工
手
学
校（
現
工
学
院
大
学
）土

木
学
科
に
通
い
、図
面
の
書
き
方
を
取
得
す

る
。
1
9
1
8（
大
正
7
）年
、東
京
目
白
に

飯
田
造
園
事
務
所
を
開
設
。1
9
3
4（
昭
和

9
）年
に
、事
務
所
を
渋
谷
区
初
台
に
移
転
す

る
。日
本
の
造
園
家
、作
庭
家
と
し
て
活
躍
。

昭
和
初
期
の「
雑
木
の
庭
」の
創
始
者
と
し
て

知
ら
れ
る
。1
9
7
4
年
か
ら
1
9
7
7
年
、

日
本
庭
園
協
会
第
7
代
理
事
長
に
就
任
。代

表
作
は
、料
亭 

初
波
奈（
1
9
5
7
）、ワ
シ
ン

ト
ン
大
学
内
日
本
庭
園（
1
9
6
0
）、料
亭 

朋
松（
1
9
6
1
）、

不
二
迎
賓
館

（
1
9
6
2
）な
ど

多
数
。

飯
田
十
基
師
の
人
と
庭
に
た
だ
よ
う
豊
か
な
香
り

龍
居 

竹
之
介
（
名
誉
会
長
）
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剛
（
在
任
：
1
9
6
4
〜
1
9
7
4
）
が
会

長
職
を
引
き
継
い
で
い
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
も
う
一
つ
関
連
団
体
と
し
て

「
日
本
造
園
士
会
」が
あ
り
ま
し
た
。「
建

築
士
」
と
同
様
に
、国
家
資
格
と
し
て
「
造

園
士
」
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
目
標
を
掲

げ
て
、
1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
に
活
動

を
始
め
た
団
体
で
す
。

実
は
、
日
本
庭
園
協
会
も
日
本
造
園
士

会
も
そ
の
発
起
人
は
同
じ
顔
ぶ
れ
で
し

た
。
そ
の
方
々
は
、
同
じ
よ
う
に
歳
を
重

ね
、終
戦
後
は
還
暦
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
両
方
の
会
に
関
係
し
、
日

本
庭
園
協
会
第
7
代
理
事
長
（
註
１
）
と
な
っ

た
飯
田（
在
任
：
1
9
7
4
〜
1
9
7
7
）

の
提
案
で
、
二
つ
の
会
を
一
つ
に
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
1
9
7
7
（
昭
和

52
）
年
に
合
併
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
飯

田
が
い
な
け
れ
ば
、
今
の
日
本
庭
園
協
会

は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
飯
田
は
日
本
庭
園
協
会

の
大
切
な
恩
人
と
言
え
る
の
で
す
。

内
容
の
濃
い
修
業
時
代
が 

自
在
に
庭
を
生
み
だ
す
凄
さ
を
生
む

一
般
的
に
は
、
飯
田
は
雑
木
の
庭
を
流

行
ら
せ
た
人
、
雑
木
の
庭
の
開
拓
者
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

実
際
、
飯
田
は
雑
木
の
庭
を
つ
く
っ
て

い
ま
し
た
。
昔
か
ら
雑
木
を
使
っ
た
庭
は

多
く
あ
り
、
他
の
植
木
屋
も
使
っ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
雑
木
の
独
特
で
新
し
い
扱
い
方
と
い

う
も
の
を
見
出
し
、
新
生
命
を
与
え
た
の

が
飯
田
と
い
う
人
で
す
。

飯
田
が
他
の
人
と
違
っ
た
の
は
雑
木
を

軽
視
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

豊
か
な
数
量
、
手
頃
な
価
格
、
磨
き
上
げ

た
よ
う
な
庭
木
に
は
見
ら
れ
な
い
人
な

つ
っ
こ
い
表
情
な
ど
に
気
づ
き
、
幅
広
い

層
の
人
が
庭
に
親
し
め
る
機
会
が
増
や
せ

れ
ば
と
の
思
い
に
か
ら
れ
た
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
飯
田
自
身
が
修
業
の
中

で
得
た
実
感
に
も
出
て
い
ま
す
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
飯
田
の
庭
づ
く

り
は
、
雑
木
だ
け
で
は
な
く
て
も
っ
と
幅

が
広
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
幅
が
広
い
中

の
一
つ
が
雑
木
で
あ
っ
た
と
、
そ
う
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
飯
田
が
何
で
こ
の
道
に
入
っ

た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
お
話
し
ま
す
。
こ

の
道
に
入
る
に
は
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る

わ
け
で
す
が
、
一
般
的
に
は
庭
が
好
き
だ

か
ら
、
あ
る
い
は
家
業
だ
か
ら
庭
師
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
飯
田
は
、
庭
を
つ
く
っ
て

い
る
現
場
を
の
ぞ
い
て
、
こ
の
仕
事
を
し

た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
地
元
の
成
田
山

新
勝
寺
で
、
東
京
は
根
岸
の
庭
師
、
松
本

幾
次
郎
の
作
庭
ぶ
り
を
見
て
庭
に
関
心
を

抱
き
、
成
田
中
学
を
退
学
し
、
14
歳
で
松

本
門
下
に
入
門
し
、
庭
の
修
業
に
踏
み
出

し
た
の
で
す
。

飯
田
が
弟
子
入
り
し
た
の
は
、
日
露
戦

争
（
註
２
）
が
は
じ
ま
る
前
く
ら
い
の
頃
で

す
。
明
治
維
新
で
大
名
と
い
う
身
分
は
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
大
名

屋
敷
は
残
っ
て
い
ま
し
た
。
屋
敷
は
全
て

国
の
も
の
に
な
り
、
空
い
た
屋
敷
を
軍
隊

な
ど
が
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
大
名
は
上
屋
敷
、
中

屋
敷
、
下
屋
敷
と
い
う
内
容
の
違
っ
た
屋

敷
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
新
政
府
は
、
侯

爵
や
伯
爵
に
身
分
が
変
わ
っ
て
華
族
と

な
っ
た
大
名
た
ち
に
、
中
心
地
で
一
つ
、

郊
外
で
一
つ
の
二
カ
所
の
所
有
を
認
め
て

い
ま
し
た
。
大
名
た
ち
は
中
屋
敷
と
か
下

屋
敷
の
所
有
を
許
さ
れ
て
引
っ
越
し
ま

す
。
そ
う
な
る
と
、
何
が
始
ま
る
か
と
い

う
と
、
上
屋
敷
に
あ
っ
た
立
派
な
庭
の
材

料
を
全
て
中
屋
敷
ま
た
は
下
屋
敷
に
運

び
、
上
屋
敷
に
あ
っ
た
よ
う
な
池
や
築
山

の
あ
る
庭
を
新
し
く
つ
く
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
大
型
の
庭
づ
く
り
は
意
外

に
大
変
な
の
で
す
が
、
松
本
は
大
変
巧
み

に
や
っ
て
い
ま
し
た
。
大
き
な
大
名
屋
敷

の
庭
灯
籠
、
庭
石
、
植
木
、
一
切
合
切
ば

ら
し
て
荷
車
に
の
せ
て
新
し
い
屋
敷
に
運

ん
で
、
そ
の
材
料
を
使
っ
て
前
と
同
じ
よ

う
な
大
型
の
庭
を
つ
く
る
。
こ
の
仕
事
に

ま
ず
飯
田
は
つ
き
ま
し
た
。
松
本
の
下

で
、
新
政
府
の
役
人
な
ど
、
例
え
ば
渋
沢

栄
一
の
飛
鳥
山
の
屋
敷
の
庭
づ
く
り
に
も

参
加
し
て
、
大
規
模
な
庭
園
を
つ
く
る
技

を
ま
ず
は
覚
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
飯
田
は
そ
れ
で
満
足
し
て
い

ま
せ
ん
。
少
し
違
う
こ
と
を
覚
え
た
い
と

思
っ
て
、
次
に
雑
司
ヶ
谷
の
親
方
、
岩
本

勝
五
郎
に
弟
子
入
り
し
ま
し
た
。

岩
本
の
下
で
は
、
椿
山
荘
や
小
田
原
の

古
稀
庵
と
い
っ
た
山
縣
有
朋
の
邸
宅
や
別

邸
の
庭
づ
く
り
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
お
大
名
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
庭
園

と
は
ま
た
違
っ
て
、
大
変
自
然
的
な
も
の

で
し
た
。

椿
山
荘
を
例
に
と
れ
ば
、
山
縣
は
岩
本

に
自
然
味
を
残
す
よ
う
に
と
言
い
ま
す
。

ど
こ
ま
で
自
然
味
を
残
す
の
か
と
聞
く

と
、
山
縣
は
、「
地
震
が
あ
っ
て
こ
こ
に

あ
る
崖
が
崩
れ
る
。
そ
う
す
る
と
様
子
が

変
わ
る
。
そ
う
い
っ
た
変
わ
っ
た
味
も
面

白
い
か
ら
、
そ
の
壊
れ
た
と
こ
ろ
は
残
し

て
お
け
」
と
言
い
ま
す
。

こ
う
い
う
リ
ア
ル
な
自
然
味
を
求
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
岩
本
は
そ
れ
に

応
じ
て
自
然
味
の
あ
る
庭
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
す
。
前
の
親
方
と
は
感
じ
が
ち
が

う
庭
の
つ
く
り
方
で
す
。

最
初
は
立
派
な
庭
の
つ
く
り
方
、
次
は

自
然
味
を
大
事
に
し
た
庭
づ
く
り
で
し

た
。
両
方
と
も
決
し
て
狭
く
は
な
い
敷
地

で
す
が
、
内
容
は
似
て
非
な
る
も
の
で
し

た
。
飯
田
は
広
い
敷
地
の
異
な
る
内
容
の

庭
づ
く
り
を
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
何
か
足
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り
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
次
に
選
ん
だ
先
生
は
、
鈴
木
次
郎

で
す
。
鈴
木
は
日
本
橋
の
茶
庭
師
で
、
お

茶
の
師
匠
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
う
内
容
の
茶

庭
や
小
さ
な
空
間
の
庭
づ
く
り
を
学
ん
だ

と
い
う
わ
け
で
す
。

庭
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
れ
を
学
ぶ
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
を
得
意
と
す
る
庭
師
の
親
方
に
師
事

す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
に
足
り
な
い
と

こ
ろ
を
自
覚
し
て
い
て
、
さ
ら
に
型
に
は

ま
っ
た
庭
づ
く
り
で
は
庭
に
な
ら
な
い
こ

と
が
分
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

飯
田
は
親
方
か
ら
学
ぶ
一
方
で
、
工
手

学
校
（
註
３
）
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
築
地

に
あ
っ
た
工
手
学
校
は
こ
の
時
代
唯
一
の

西
洋
建
築
を
は
じ
め
、
建
築
全
体
に
対
す

る
講
義
を
す
る
学
校
で
し
た
。

飯
田
は
こ
う
し
て
土
木
科
に
通
学
し
な

が
ら
、
一
方
で
は
ど
っ
ぷ
り
関
東
の
大
庭

園
で
庭
修
業
を
続
け
る
青
年
期
を
送
っ
て

い
ま
し
た
。

庭
を
学
ぶ
基
礎
段
階
で
の
正
確
な
勉
強

の
仕
方
は
、
結
局
こ
の
人
に
自
信
を
つ
け

さ
せ
、
大だ

い
じ
ん人
の
風
を
備
え
さ
せ
ま
し
た
。

雑
木
の
庭
の
生
み
の
親
と
簡
単
に
言
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
雑
木
の
庭
は
、
単
に
雑

木
を
使
っ
た
庭
を
つ
く
っ
た
と
い
う
も
の

で
は
な
い
の
で
す
。
雑
木
の
良
さ
が
あ
る

か
ら
使
う
の
だ
と
い
う
、
こ
の
発
想
の
転

換
が
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
私
は

ず
っ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

飯
田
の
体
の
中
に
は
、「
な
ん
で
わ
ざ

わ
ざ
従
来
の
自
然
林
を
壊
し
て
作
庭
式
の

材
料
づ
く
し
の
庭
を
つ
く
る
の
か
？
武
蔵

野
の
の
ど
か
で
美
し
い
自
然
を
つ
ぶ
し
て

の
庭
づ
く
り
は
疑
問
だ
」
と
い
う
思
い
が

出
て
く
る
の
で
す
。
何
か
違
う
よ
う
な
気

が
す
る
、
そ
う
い
う
思
い
を
持
ち
続
け
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

新
し
い
時
代
に
な
り
、
新
し
い
生
活
に

な
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
今
ま
で

の
大
名
屋
敷
と
は
全
然
違
っ
て
、
和
洋
折

衷
、
和
洋
両
立
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
邸
宅

に
な
る
と
、
そ
こ
に
築
山
林
泉
式
の
庭
が

あ
っ
て
も
い
い
の
か
と
い
う
も
ど
か
し
さ

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

や
が
て
、
内
容
の
濃
い
修
業
時
代
の
成

果
が
す
ご
い
庭
を
自
在
に
生
み
だ
し
て
い

く
の
で
す
が
、
と
に
か
く
修
業
時
代
は
全

て
に
わ
た
っ
て
一
生
懸
命
覚
え
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
我
の
強
い
一
面
も
出
て
き
ま

す
。
我
の
強
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、

同
時
に
人
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
も
非
常

に
力
を
つ
く
し
ま
し
た
。

人
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
も 

非
常
に
力
を
尽
く
す

1
9
1
8
（
大
正
7
）
年
に
、
飯
田
が

造
園
の
事
務
所（
飯
田
造
園
事
務
所
）を
開

い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
日
本
庭

園
協
会
の
発
足
の
時
期
に
当
た
り
ま
す
。

そ
の
前
後
か
ら
日
本
の
国
内
に
は
、
庭
園

あ
る
い
は
公
園
な
ど
を
学
ぶ
学
校
が
非
常

に
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
東
京
高
等
造

園
学
校
（
註
４
）
も
そ
の
一
つ
で
、
そ
こ
の
卒

業
生
を
飯
田
は
、
迎
え
入
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
庭
師
の
親
方
と
し
て
は
珍

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
校
で
学
ん
だ

と
は
言
え
、
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と

も
わ
か
ら
な
い
も
の
を
ど
う
す
る
ん
だ
、

そ
ん
な
学
校
を
出
で
植
木
屋
が
で
き
る
か

と
い
っ
た
思
い
は
親
方
達
に
は
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
し
か
し
、
飯
田
は
、
自
身
も
学

校
で
学
ん
だ
経
験
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
、
次
々
に
雇
っ
て
い
ま
す
。

最
初
の
学
校
卒
の
弟
子
は
、
高
村
弘

平
と
い
い
ま
し
た
。
高
村
は
、
後
に
東

急
の
五
島
慶
太
に
可
愛
が
ら
れ
て
、
二

子
玉
川
園
な
ど
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
人
で

す
。
こ
の
人
が
飯
田
造
園
事
務
所
で
の
学

校
卒
の
第
1
号
で
す
。
近
年
で
有
名
な
弟

子
に
小
形
研
三
が
い
ま
す
。
小
形
も
何
号

目
か
の
学
校
卒
の
優
秀
な
人
で
す
。
学
校

出
身
者
を
雇
っ
て
、
活
躍
の
場
を
広
げ
さ

せ
ま
し
た
。
こ
れ
も
偉
い
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

先
程
、「
十
基
」
と
名
の
っ
た
の
は
、

10
年
若
返
り
も
う
一
回
若
い
人
を
育
て
よ

う
と
い
う
気
概
が
あ
っ
た
か
ら
と
話
し
ま

し
た
。
そ
の
時
期
に
育
て
た
弟
子
た
ち

は
、
今
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。
日
本
庭
園

協
会
の
メ
ン
バ
ー
に
も
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
つ
ま
り
飯
田
は
最
後
ま
で
人
を
育
て

る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
た
人
な
の
で
す
。

根
気
強
さ
と
温
か
み
の
あ
る
人
柄

自
分
が
教
え
る
立
場
と
な
っ
て
か
ら
の

飯
田
を
一
言
で
い
え
ば
、
大
変
包
容
力
が
豊

か
な
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
物
事
の
機
微
に
聡
い
と

い
う
か
、
人
の
こ
と
を
親
身
に
な
っ
て
考

え
て
あ
げ
る
人
で
す
。
進
路
に
つ
い
て
も

結
構
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
よ
う
で
し
た
。

人
に
親
身
で
あ
る
人
が
、
日
々
の
生
活

の
中
で
怠
惰
で
あ
ろ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
茶
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
変
芯
が

強
く
、根
気
強
く
、勉
強
熱
心
と
い
う
か
、

そ
れ
は
晩
年
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
何
か
と
い
う
と
机
に
向
か
っ
て
も
の

を
書
い
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
茶
杓

を
削
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
に
は
根
気
強
さ

だ
け
で
は
な
く
、温
か
み
が
あ
り
ま
し
た
。

確
か
に
茶
杓
は
年
中
削
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
は
自
分
が
使
う
茶
杓
を
つ
く

る
ケ
ー
ス
と
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
国

宝
級
の
茶
杓
の
写
し
（
コ
ピ
ー
）
を
つ

く
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
泪な

み
だ（

註
５
）」
と
い
う
名
の
茶
杓
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
銘
の
つ
い
た
立
派
な
も
の

の
写
し
を
つ
く
る
の
で
す
。
1
本
削
っ
て

喜
ぶ
だ
け
で
な
く
、
量
産
し
て
喜
ぶ
と
き
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も
あ
り
ま
し
た
。
量
産
の
例
で
は
、
自
分

の
金
婚
式
の
記
念
に
何
か
贈
ろ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
茶
杓
を
50
本
作
っ
た
の
で

す
。
こ
の
50
本
が
誰
の
手
元
に
い
く
の
か

と
、
本
人
は
内
心
楽
し
ん
で
い
た
と
か
。

三
味
線
が
好
き
な
の
に
因
ん
で
、「
ペ

ン
寅
」
と
い
う
あ
だ
名
も
あ
っ
た
と
教
え

て
く
れ
た
の
は
高
村
弘
平
で
す
。
ペ
ン
ペ

ン
好
き
の
寅
さ
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
ん
な
「
ペ
ン
寅
」
の
一
面
を
紹
介

し
ま
す
。

戦
前
か
ら
、
日
本
庭
園
協
会
の
創
立
メ

ン
バ
ー
の
上
原
敬
二
と
私
の
父
、
龍
居
松

之
助
と
飯
田
は
仲
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。

飯
田
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
上
原
と
松
之

助
の
3
人
で
枯こ
ざ
ん山

虎こ
じ
ょ
う杖

会
と
い
う
会
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
会
は
、
料
理
屋

に
集
ま
っ
て
親
睦
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

戦
後
は
、
私
も
少
し
は
大
人
に
な
っ
て

い
た
の
で
、
と
き
に
は
お
供
し
て
い
ま
し

た
。
上
原
と
松
之
助
以
外
の
参
加
者
は
ほ

と
ん
ど
が
植
木
屋
で
し
た
。
会
の
最
後

は
、
邦
楽
の
清
元
節
の
「
神
田
祭
」
な
ど

で
し
め
く
く
り
。
ペ
ン
寅
は
や
っ
ぱ
り
ペ

ン
寅
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て

い
つ
も
古
さ
と
新
し
さ
の
混
ざ
っ
た
世
界

の
中
心
に
い
る
の
を
見
て
い
ま
し
た
ね
。

も
う
一
つ
、
人
間
関
係
と
し
て
、
小
形

研
三
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
小
形
が
復
員

し
て
き
て
、
飯
田
の
家
に
夫
婦
そ
ろ
っ
て

挨
拶
に
来
た
と
き
の
情
景
を
私
は
何
度
聞

か
さ
れ
た
こ
と
か
。

「
あ
る
夜
、
書
斎
に
い
た
ら
、
何
か
外

で
人
の
気
配
が
す
る
。
そ
れ
で
誰
か
来
た

よ
う
だ
な
と
目
を
凝
ら
し
て
い
る
と
、

す
っ
と
近
づ
い
て
き
た
二
人
づ
れ
、
よ
く

見
る
と
小
形
夫
婦
だ
っ
た
!
あ
あ
、
生

き
て
た
ん
だ
」

そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
に
声

が
う
る
ん
で
⋮
。
本
当
に
い
い
先
生
だ
な

あ
と
思
い
ま
し
た
。

カ
メ
ラ
の
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
的
な
視
野
で

自
在
に
庭
を
生
み
だ
す
凄
さ

飯
田
の
仕
事
の
凄
さ
は
観
察
力
の
深
さ

か
ら
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の

観
察
力
は
鋭
く
、
か
つ
カ
メ
ラ
の
ズ
ー
ム
レ

ン
ズ
に
似
て
視
野
を
広
く
し
た
り
狭
め
た

り
自
由
自
在
で
あ
る
ら
し
い
。
面
積
に
合
わ

せ
て
、
し
か
も
建
物
と
の
調
和
も
よ
く
、
か

つ
人
を
温
か
く
包

み
込
め
る
よ
う
雰

囲
気
を
た
だ
よ
わ

せ
る
庭
を
次
々
と

生
み
出
し
た
背
景

に
あ
っ
た
の
は
こ

う
い
っ
た
力
だ
っ

た
と
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
す
。

同
じ
よ
う
な
こ

と
を
す
る
人
も
よ

く
見
か
け
ま
す

が
、
大
抵
は
飯
田
に
は
か
な
わ
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
残
さ
れ
た
作
品
の
写
真

を
見
て
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
大
面
積
の
庭
園
に
は
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
規
模
の
も
の
を
つ
く
る
の
は
当

然
で
す
が
、
あ
く
ま
で
も
住
み
手
で
あ
る

依
頼
者
の
脳
裏
に
あ
る
希
望
の
景
観
を
生

み
出
す
こ
と
を
第
一
と
考
え
ま
す
。
つ
ま

り
は
お
客
が
第
一
な
の
で
す
。

か
つ
て
小
説
直
木
賞
の
第
1
回
受
賞
者

と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
作
家
の
川
口
松
太

郎
が
私
に
こ
う
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
庭
の
こ
と
を
作
品
に
書
く
と
き
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
、
相
談
相
手
は
飯
田
だ

ね
。
あ
れ
は
こ
っ
ち
が
知
り
た
い
と
思
う

こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
か
ら
ね
。
こ
ち
ら
の

頭
の
中
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
庭
の
顔
が

見
え
る
の
か
ね
」
と
大
絶
賛
で
し
た
。
こ

の
人
も
わ
り
に
毒
舌
家
で
、
人
の
こ
と
を

ほ
め
な
い
で
、
年
中
役
者
を
怒
鳴
り
散
ら

し
て
い
た
よ
う
な
怖
い
先
生
で
し
た
。
そ

れ
が
絶
賛
な
の
で
す
。
3
回
ぐ
ら
い
「
飯

田
は
い
い
な
、
飯
田
は
い
い
な
」
と
言
う

の
を
聞
き
ま
し
た
。
川
口
は
飯
田
の
知
識

の
広
さ
、
技
術
の
確
か
さ
な
ど
に
感
ず
る

と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

飯
田
に
と
っ
て
川
口
は
良
い
お
客
さ
ん

で
、
小
石
川
の
屋
敷
、
軽
井
沢
の
別
邸
の

庭
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
飯
田
が
大

庭
、
小
庭
、
茶
庭
専
門
の
親
方
達
に
師
事

す
る
と
と
も
に
、
数
少
な
か
っ
た
土
木
の

夜
学
で
得
た
知
識
を
さ
ら
に
自
力
で
高
め

た
成
果
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
は

太
っ
腹
だ
が
、
実
は
大
の
努
力
家
で
も

あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
趣
味
の
茶
杓
削

り
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
根
気
強
さ
も
力

を
培
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ワシントン大学植物園内日本庭園　平面図

豊かな自然を感じる大スケールの空間美
ワシントン大学植物園内　日本庭園　（1960）
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飯
田
自
身
に
よ
る

「
関
東
と
関
西
と
の
︵
庭
の
︶
違
い
」

飯
田
自
身
の
手
に
な
る
文
章
も
一
つ
、

こ
の
際
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
1
9
6
9

（
昭
和
44
）
年
8
月
に
、表
千
家
不
白
流
・

雀
和
会
で
「
茶
庭
に
つ
い
て
」
と
い
う
講

演
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
「
関
東
と

関
西
の
違
い
」
と
い
う
一
節
で
、
東
京
と

京
都
の
違
い
の
話
が
で
ま
し
た
。
難
し
く

な
く
、
ご
く
当
た
り
ま
え
の
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。

関
東
だ
関
西
だ
か
ら
︑
と
い
っ
て
も
別

に
茶
庭
を
つ
く
る
気
分
が
違
う
わ
け
で
は

な
い
︒
た
だ
︑
付
近
の
環
境
が
異
な
り
︑

材
料
が
多
少
違
う
の
で
作
庭
方
法
が
違
う

わ
け
で
あ
る
︒

京
都
方
面
で
は
︑
あ
の
美
し
い
山
に
四

方
を
囲
ま
れ
た
景
色
が
あ
る
の
で
︑
自

然
︑
作
庭
を
す
る
の
に
こ
の
景
色
を
背
景

と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒

材
料
と
し
て
も
︑
あ
の
幹
の
美
し
い
ア

カ
マ
ツ
︑
そ
し
て
地
被
の
苔
と
︑
到
底
東
京

な
ど
で
は
真
似
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
状
況
の
土
地
に
居
ら
れ
る
人
は
︑
自
然
に

慣
れ
て
い
る
せ
い
か
庭
を
つ
く
る
の
に
作

庭
式
の
も
の
が
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
︒

東
京
方
面
の
場
合
は
︑
こ
れ
と
は
逆
で

あ
っ
て
︑
い
ず
れ
を
見
て
も
殺
風
景
で
あ

る
の
で
︑
作
庭
の
場
合
も
多
く
極
く
自
然

風
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒

で
は
︑
ど
ん
な
庭
が
好
か
れ
る
か
と
い

う
と
︑
昔
の
武
蔵
野
を
懐
か
し
む
せ
い
か

雑
木
を
使
っ
た
庭
が
一
番
好
か
れ
る
よ
う

で
あ
る
︒
庭
木
の
種
類
も
草
庵
式
の
茶
室

に
使
う
場
合
は
︑
相
当
限
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
れ
は
あ
ま
り
目
に
つ
く
花
物

を
避
け
︑
ま
た
大
葉
も
の
は
苔
な
ど
を
い

た
め
る
の
で
植
え
ら
れ
な
い
︒

比
較
的
手
に
入
り
や
す
い
の
は
コ
ナ

ラ
︑
ソ
ロ
︑
ゴ
ン
ズ
イ
︑
ハ
ゼ
︑
ネ
ム
︑

マ
ユ
ミ
︑エ
ゴ
ノ
キ
︑ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
︑

そ
れ
に
モ
ミ
ジ
︑
シ
デ
の
種
類
で
あ
る
︒

常
緑
樹
を
混
ぜ
て
植
え
る
場
合
も
大
葉
の

も
の
よ
り
も
針
葉
樹
の
ス
ギ
︑
ヒ
ノ
キ
︑

カ
ヤ
︑
サ
ワ
ラ
な
ど
が
雑
木
と
の
調
和
が

よ
い
よ
う
で
あ
る
︒

ご
く
ご
く
自
然
の
表
現
で
す
。
で
も
、

そ
の
裏
に
は
、「
や
っ
て
み
な
、
そ
う
簡

単
に
は
で
き
な
い
よ
」
と
い
う
気
概
が
な

ん
と
な
く
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
ょ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

飯
田
の
つ
く
っ
た
実
物
の
庭
は
、
ほ
と

ん
ど
滅
亡
に
近
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
庭
の
工
夫
や
ア
イ
デ

ア
は
写
真
で
見
て
い
た
だ
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。

飯
田
の
よ
う
な
人
た
ち
が
現
代
感
覚
を

持
っ
た
日
本
の
庭
を
つ
く
っ
て
き
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
な

ビルの屋上とは思えない落着き　三枝ビル屋上（1967）趣深い雰囲気を醸す木橋　不二迎賓館（1962） 玄関前のたたずまい　料亭・朋松	（1967）

る
と
、
飯
田
の
よ
う
な
作
品
を
見
て
学
ぶ

こ
と
が
必
要
で
す
。
写
真
を
見
る
と
、
古

い
日
本
の
庭
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
し
み
じ
み
見
た
ら
現
代
の
感

覚
と
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
と
つ
く
づ
く

思
い
ま
す
。

ま
た
江
戸
の
大
名
屋
敷
の
大
庭
園
群
の

淋
し
い
末
路
の
数
々
に
接
し
て
見
て
虚
し

さ
を
感
じ
た
と
い
う
体
験
も
、
後
の
飯
田

を
生
ん
だ
一
因
か
と
も
思
い
ま
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
、
庭
の
幅
が
広
い
こ

と
を
身
を
も
っ
て
教
え
て
く
れ
た
人
で
も

あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
点
で
、日
本
の

庭
の
世
界
の
大
恩
人
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

個
人
的
に
は
、
飯
田
を
も
っ
と
知
ろ
う

と
い
う
若
い
人
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
こ

と
を
心
待
ち
し
て
い
る
毎
日
で
す
。

（
名
誉
会
長
）

（
文
中
、
敬
称
略
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

註
1　
協
会
代
表
の
呼
称
は
定
款
に
よ
り
理
事
長
ま
た

は
会
長
と
変
化
し
た
。

註
２　
1
9
0
4（
明
治
37
）年
2
月
か
ら
1
9
0
5（
明

治
38
）
年
9
月

註
3　
現
在
の
工
学
院
大
学

註
4　
現
在
の
東
京
農
業
大
学
地
域
環
境
科
学
部
造
園

科
学
科

註
5　
千
利
休
が
自
か
ら
削
り
、
古
田
織
部
に
与
え
た
。

そ
の
後
、
織
部
は
こ
の
茶
杓
用
に
、
長
方
形
の

窓
を
あ
け
た
筒
を
つ
く
り
、
そ
の
窓
を
通
し
て

こ
の
茶
杓
を
位
牌
代
わ
り
に
拝
ん
だ
と
伝
え
ら

れ
る
。

写
真
：
全
て
『
飯
田
十
基
庭
園
作
品
集
』
よ
り

参
考
文
献

『
庭
別
冊
3
』、
建
築
資
料
集
成
社
、
1
9
7
7

『
飯
田
十
基
庭
園
作
品
集
』、
創
元
社
、
1
9
8
0
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一
つ
と
し
て
北
前
船
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

北
前
船
は
、
江
戸
中
期
か
ら
明
治
30
年

代
、
大
阪
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
日
本

海
に
抜
け
、
北
海
道
ま
で
を
往
復
し
て
い

た
動
く
総
合
商
社
で
し
た
。
品
物
を
た
だ

運
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
京
都
な
ど
の
文
化

の
伝
播
に
貢
献
し
ま
し
た
。

庭
へ
の
貢
献
は
、
本
州
の
庭
文
化
を
持

ち
帰
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、船
の
バ
ラ
ス
ト
代
わ
り
に
石
を
積
ん
で

航
行
し
、
そ
の
石
を
庭
石
に
使
っ
た
の
で

す
。
事
例
と
し
て
は
、函
館
市
の
旧
岩
船
氏

庭
園
内
の
伊
予
青
石
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
函
館
に
あ
る
五
稜
郭
跡
と
旧

岩
船
氏
庭
園
の
管
理
を
通
し
て
、
北
海

道
の
庭
園
管
理
の
実
情
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。

特
別
史
跡
五
稜
郭
跡

五
稜
郭
は
、
1
8
5
7
（
安
政
4
）
年

に
着
工
し
て
1
8
6
6
（
慶
応
2
）
年
に

完
成
し
た
西
洋
式
の
城
郭
で
す
。

五
稜
郭
内
に
あ
る
奉
行
所
の
周
り
に
ア

カ
マ
ツ
林
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）。
こ
れ

ら
は
、
推
定
樹
齢
約
1
4
0
年
、
約

1
0
0
本
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

枯
れ
た
り
伐
ら
れ
た
り
し
て
現
在
は
88
本

で
す
。
樹
高
は
17
〜
21
ｍ
ほ
ど
。
佐
渡
か

ら
種
子
を
持
ち
込
み
、
函
館
近
郊
の
苗
圃

で
育
成
し
、
植
樹
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

当
社
が
ア
カ
マ
ツ
林
の
管
理
を
手
掛
け

る
よ
う
に
な
っ
て
8
年
経
ち
ま
す
。
そ
れ

ま
で
は
枯
れ
枝
を
取
り
除
く
程
度
で
、
一

切
手
が
入
っ
て
い
な
い
状
態
で
、
す
べ
て

を
枝
抜
き
剪
定
す
る
の
に
6
年
く
ら
い
掛

か
り
ま
し
た
。
現
在
は
二
回
り
目
に
入
っ

て
い
ま
す
。

管
理
方
針
と
し
て
は
、
全
体
の
景
色
の

中
で
、
樹
林
の
持
つ
気
勢
に
逆
ら
う
こ
と

な
く
、
違
和
感
の
あ
る
部
分
を
取
り
除
い

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
抜
く
と
こ
ろ

は
抜
く
、
残
す
と
こ
ろ
は
残
す
と
い
う
よ

う
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
管
理
し
て
い
ま

す
。
ど
こ
を
残
そ
う
か
と
頭
を
悩
ま
せ
ま

し
た
が
、
何
と
か
そ
れ
な
り
の
景
色
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
は
奉
行
所
前
か
ら

空
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
図

2
）。図

3
は
管
理
作
業
中
の
状
況
で
す
。
左

に
高
所
作
業
車
が
あ
り
、
右
に
ザ
イ
ル
が

下
が
っ
て
い
て
、
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

で
手
入
れ
し
て
い
ま
す
。
全
て
高
所
作
業

車
で
行
え
ば
楽
で
す
が
、
奉
行
所
の
塀
が

あ
り
、
手
前
に
は
車
が
入
れ
ま
せ
ん
。
そ

は
じ
め
に

北
海
道
の
歴
史
は
非
常
に
浅
く
、
幕
末

頃
か
ら
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
13
世
紀

に
は
大
和
民
族
が
蝦
夷
地
の
渡お

し
ま島
半
島
に

進
出
し
て
お
り
、
1
6
0
0
年
代
の
江

戸
初
期
に
は
松
前
藩
が
成
立
し
て
い
る
の

で
、
意
外
と
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

北
海
道
に
文
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
の

【
桃
井
賢
二
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

１
９
６
４
年
生
ま
れ
、

北
海
道
函
館
市
出
身
。

　

専
門
学
校
卒
、
建
設

会
社
勤
務
を
経
て
、
実

家
の
造
園
業
に
従
事
。

１
９
９
０
年
、
熱
海
市
﹁
熱
海
上
多
賀
芸
術

家
村
﹂、
２
０
０
０
年
、
秦
野
市
戸
川
公
園
日

本
庭
園
﹁
谿
風
の
庭
﹂
の
伝
統
庭
園
技
塾
参

加
。
２
０
１
０
年
、
八
雲
町
﹁
静
寂
の
郷
﹂

に
て
開
催
の
伝
統
庭
園
技
塾
に
現
地
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
参
加
。
こ
の
頃
よ
り
、
盛
美
園
、

三
渓
園
、
瑞
泉
寺
な
ど
文
化
財
指
定
庭
園
の

修
景
復
元
作
業
に
従
事
。
２
０
１
３
年
、﹁
東

日
本
大
震
災
復
興
記
念
庭
園
﹂
の
伝
統
庭
園

技
塾
に
参
加
。

﹃
北
方
圏
　
人
と
気
候
風
土
と
庭
﹄

庭
に
向
か
う
私
の
姿
勢

桃も
も
い井
賢け
ん
じ二

2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
5
月
29
日
（
日
）
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

第
1
回

第
13
回
　
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座

図２ 五稜郭跡 復元された奉行所　2018.7

図１ 五稜郭跡 アカマツ林　2018.7
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こ
で
、
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ン
ミ
ン
グ
で
上

が
っ
て
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
の
地
方
で
も
、
樹
木
が
大
き
く
な

り
す
ぎ
て
、
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と

い
う
と
こ
ろ
が
結
構
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
る
作
業
は
、

文
化
財
庭
園
な
ど
の
管
理
で
、
今
後
必
要

に
な
っ
て
く
る
技
術
で
は
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

名
勝
旧
岩
船
氏
庭
園
（
香
雪
園
）

1
8
9
8
（
明
治
31
） 

年
に
、
函
館
市

在
住
の
呉
服
商
、
岩
船
峯
次
郎
が
小
作
人

な
ど
を
使
っ
て
作
庭
し
た
も
の
で
す
。

1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
に
は
地
域
の
景

勝
地
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
正
に
な
っ
て
京
都
の
知
恩
院
の
貫
主
が

来
函
し
た
お
り
に
、「
香
雪
園
」
と
命
名
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
1
9
2
0
（
大

正
9
）
年
に
、
京
都
か
ら
辻つ

じ

知ち

月げ
つ

と
い
う

庭
師
を
招
き
、
3
年
か
け
て
再
整
備
し
ま

し
た
。

2
0
0
1
（
平
成
13
）
年
、
国
の
名
勝

に
指
定
さ
れ
、
主
要
な
部
分
を
当
社
で
管

理
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
図
4
）。

こ
の
庭
園
は
、
当
社
か
ら
徒
歩
5
分
く

ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
子
供
の
頃
の
遊

び
場
で
、
池
の
魚
を
釣
っ
て
怒
ら
れ
た
り

し
た
場
所
で
し
た
。
そ
の
頃
は
ま
さ
か
こ

の
文
化
財
庭
園
の
管
理
を
す
る
こ
と
に
な

る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

庭
園
に
使
わ
れ
て
い
る
庭
石
は
、
大
体

地
元
の
河
川
に
あ
る
石
で
す
。
し
か
し
、

樹
木
は
、
ア
カ
マ
ツ
や
ス
ギ
、
ケ
ヤ
キ
、

イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
、
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
、
マ
メ

ザ
ク
ラ
、
サ
ワ
ラ
な
ど
、
元
々
北
海
道
に

は
な
い
木
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
本
州
か
ら

持
っ
て
き
て
植
え
て
い
ま
す
。
本
州
で
見

た
庭
の
景
色
を
北
海
道
に
再
現
し
よ
う
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

ス
ギ
林
は
、
一
時
す
ご
く
荒
れ
て
い

て
、
落
ち
葉
だ
ら
け
で
、
林
床
の
コ
ケ
も

今
の
よ
う
に
綺
麗
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
を
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
に

あ
た
っ
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
（
図
5
）。

庭
園
に
は
池
が
あ
り
、
池
の
上
流
側
に

は
水
が
流
れ
て
い
ま
し
た
が
、
庭
園
の
奥

側
が
宅
地
化
さ
れ
て
か
ら
水
が
枯
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
雨
が
降
っ
て
よ
う
や
く
流

れ
る
程
度
で
す
。
こ
こ
の
流
れ
の
部
分
に

関
し
て
は
、
護
岸
の
石
は
崩
れ
た
ま
ま
、

土
も
堆
積
し
た
ま
ま
で
、
復
元
は
さ
れ
て

い
な
い
状
態
で
す
。
で
き
れ
ば
こ
こ
も
綺

麗
に
土
砂
を
取
り
除
い
て
、
元
の
地
盤
を

出
し
て
、
傾
い
た
石
は
直
し
て
、
伸
び
す

ぎ
た
木
は
伐
っ
て
、
復
元
す
れ
ば
い
い
景

色
に
な
る
と
思
い
ま
す
（
図
6
）。

香
雪
園
内
に
は
明
治
の
レ
ン
ガ
造
り
の

温
室
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
物
の
後
ろ
の

モ
ミ
は
、
本
州
か
ら
持
っ
て
き
て
植
え
た

も
の
で
す
。
そ
の
他
、
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ

マ
ツ
、
ト
ド
マ
ツ
は
重
な
り
合
っ
て
い
ま

す
。
ど
の
木
も
今
は
成
長
し
て
樹
高
30
ｍ

以
上
あ
り
ま
す
（
図
7
）。

図3 五稜郭跡 ツリークライミングによる手入れ　2017.6

図6 旧岩船氏庭園 池上流部の流れ　2017.10

図4 旧岩船氏庭園 紅葉が美しい池の佇まい　2020.10

図5 旧岩船氏庭園 林床のコケが美しい　2021.6

図7 旧岩船氏庭園 レンガ造りの温室　2019
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北
海
道
の
気
候
風
土
・
樹
木

北
海
道
の
植
生
は
基
本
的
に
落
葉
樹
林

帯
で
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
、
シ

ラ
カ
バ
、ハ
ル
ニ
レ
、エ
ゾ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、

そ
の
他
ヤ
ナ
ギ
な
ど
の
落
葉
樹
が
自
生
し

て
い
ま
す
。
常
緑
樹
は
針
葉
樹
の
イ
チ

イ
、
ト
ド
マ
ツ
、
ア
カ
エ
ゾ
マ
ツ
が
主
体

で
、
そ
の
下
に
灌
木
の
ツ
ツ
ジ
類
、
シ
ャ

ク
ナ
ゲ
等
が
自
生
し
て
い
ま
す
。
常
緑
広

葉
樹
は
生
育
し
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
地
球

温
暖
化
の
影
響
で
ツ
バ
キ
が
育
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
（
図
8
）。

庭
石
・
石
材

変
斑
れ
い
岩
、
赤
色
チ
ャ
ー
ト
、
か
ん

ら
ん
岩
は
、
北
海
道
で
は
日
高
石
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
庭
石
と
し
て
重
宝

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
で
は
使
う
こ
と
は
滅

多
に
あ
り
ま
せ
ん
（
図
９
・
右
）。

函
館
近
郊
の
七
飯
町
で
産
出
す
る
安
山

岩
は
、
反
球
面
レ
ン
ズ
状
の
綺
麗
な
節
理

が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
節
理
の
た
め
、

使
い
づ
ら
く
、
一
般
的
に
栗
石
や
骨
材
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
社
で
は
石
積
や

石
張
り
に
使
っ
て
い
ま
す
（
図
9
・
中
）。

函
館
市
か
ら
東
北
に
位
置
す
る
火
山
駒

ケ
岳
の
麓
の
森
町
で
産
出
さ
れ
る
火
山
岩

は
、
2
0
1
0
（
平
成
22
）
年
に
開
催
し

た
北
海
道
の
伝
統
庭
園
技
塾
で
使
用
さ
れ

ま
し
た
。
非
常
に
水
通
し
が
良
く
て
、
割

れ
に
く
く
、
風
化
せ
ず
、
軽
く
て
加
工
も

し
や
す
く
、
コ
ケ
も
乗
り
や
す
い
石
で
す

（
図
9
・
左
）。

お
わ
り
に

あ
る
造
園
屋
に
勤
め
る
若
者
の「
何
故
、

こ
の
庭
は
い
い
の
か
。
い
い
と
思
う
の
だ

け
れ
ど
も
、
ど
こ
が
い
い
の
か
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
問
い
に
、
私
な
り
に
考
え
た

こ
と
を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

普
段
、
庭
を
つ
く
る
場
合
ど
う
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
具
体
的
に
は
「
黄
金

比
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
黄
金
比
」
と

い
う
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
を
や
っ
て
い
る
人

は
、
こ
の
比
を
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
と
関
連
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
の

が
、
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
で
す
。
自
然
界

で
美
し
い
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
大
概
当

て
は
ま
り
ま
す
。
オ
ウ
ム
ガ
イ
だ
と
か
ヒ

マ
ワ
リ
の
種
子
の
並
び
方
や
台
風
の
渦
巻

き
に
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
が
現
れ
ま
す
。

人
工
的
な
も
の
で
有
名
な
の
は
絵
画
モ
ナ

リ
ザ
の
顔
と
体
の
対
比
だ
と
か
、
エ
ジ
プ

ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

庭
の
関
連
で
言
え
ば
、
金
閣
寺
や
龍
安

寺
の
庭
の
バ
ラ
ン
ス
も
黄
金
比
で
表
さ
れ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
白
銀
比
が
あ
り
ま

す
。
別
名
大
和
比
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
人

の
目
に
は
安
定
し
て
見
え
る
よ
う
で
す
。

庭
石
で
言
え
ば
、
石
の
裾
が
す
っ
と
地

面
の
中
に
入
っ
て
い
る
据
え
方
も
比
率
で

表
せ
る
の
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
、
巨
匠
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
は
体
の

中
に
黄
金
比
が
染
み
つ
い
て
い
て
、
無
意

識
に
そ
の
比
率
で
庭
を
つ
く
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

一
度
こ
う
い
っ
た
比
率
を
意
識
し
て
、

も
の
を
つ
く
る
と
い
う
の
も
、
美
し
さ
を

見
極
め
る
た
め
の
訓
練
に
な
る
の
で
は
な

い
か
な
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
普
段
は

あ
ま
り
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
よ
ほ
ど
広

い
敷
地
で
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
困
っ
た

と
き
に
、
そ
の
割
合
で
も
の
を
置
い
て
み

よ
う
か
と
考
え
る
と
き
は
あ
り
ま
す
。

改
め
て
こ
れ
を
徹
底
的
に
使
っ
て
も
の

を
つ
く
っ
て
み
る
の
も
ち
ょ
っ
と
悪
く
な

い
の
か
と
も
感
じ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
「
美
」
と
い
う
も
の
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
何
か
い
い
考
え
を
持
っ
て
い

る
方
あ
れ
ば
、
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
（
正
会
員
）

写
真
：
全
て
筆
者
撮
影

図8 北海道の樹木
 右：ミズナラとイタヤカエデで構成された森　大沼国定公園　2021.10
 左：寒さ厳しい高山のトドマツ　ニセコ町　神仙沼　2019.6

図9 右：日高石（A：変斑れい岩　B：赤色チャート　C：かんらん岩）　中：安山岩（反球面レンズ状節理がある）
 左：火山岩（駒ヶ岳産出）　自社資材置場にて　2022.5
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①日高石の石組　函館市内F邸
真ん中の石は日高石です。日高石もいろ

いろあってこれは蛇紋岩です。右奥の水が
溜まっている石は、反球面レンズ状節理と
いう安山岩です。その半球面レンズ状節理
の部分を利用して、水鉢にしたものです。
敷石には、安山岩の土に埋まって錆がつい
たものを使用しています。

④玉石園路　函館市内W邸
②の石積柵の内側です。右の石敷き園路

は虫食い状に敷いています。左はカーブ
を見せたかったので、虫食いとせずあえ
て縁が出るように玉石を敷き詰めました。

（2021.6）

②木柵　函館市内W邸
少し目障りな柵があります。エゾシカが

植えてあるイチイの新芽を食べてしまうの
で、木の柵をしました。少し殺風景なため、
下の段の両面は栗石を積んでいます。とに
かく今はエゾシカが増えて食害がひどいの
です。ここに植えたヤブランやツツジ類の
新芽も食べられます。（2018）

⑤竹垣の目隠しと石垣　函館市内I邸
住宅の入り口ですが、手前にあるバス停

が気になるということで、石垣の上に竹垣
の目隠しをつけました。あまりしつこくし
たくなかったので、ひしぎ（丸竹にノミで
縦に切れ目を入れ、1枚の竹の板にのして
いく方法）の竹垣をつくりました。下部は
火山岩を用いた崩れ積です。（2008）

③版築土塀を施した安山岩の石積
　函館市内M邸

石灰と地元の土、粘土を使って版築土塀
をつくりました。北海道は凍上があるので、
土塀は向かないと諸先輩方が言っていまし
たが、私はいろいろ試しています。水分が
かからないように屋根掛けをすればいいの
ではないかと思って、ここでは屋根掛けし
ました。この屋根材と棟材はクリを使いま
した。クリ材を大体1cm以下ぐらいの厚さ
に割って、それを重ねて屋根にし、水分の
侵入を防いでいます。今年で4年目くらい
になりますが、とりあえず持っています。
ただ、裏側の水が跳ね上がる方は水分がか
かるため、どうしても凍上で少しずつボロ
ボロ崩れていますけれども、それも一つの
景色かなと思って楽しんでいます。

ちなみに凍上現象では、霜柱1cm3でお
およそ60kgの重さのものを持ち上げます。
そのくらい霜柱は強いのです。そこで、北
海道では、飛石や敷石を据える場合は、厚
さ30cmくらい砕石を入れます。洗い出し
舗装の場合も砕石が20～30cmは入ってい
ます。下処理に手間が掛かりますが、その
ような対策をしないと凍上して2、3年する
と飛石や敷石がガタガタな状態になってし
まいます。（2021.5）

⑥火山岩の石積　函館市内W邸
火山岩の石積です。ここからは恵

え さ ん

山とい
う火山が見えます。竣工当初は芝生が真新
しくて、樹木支柱もあり、馴染んでいませ
んでしたが、10年近く経っていい感じの雰
囲気になりました。（2017.7）

作 庭 事 例 紹 介

美
し
い
庭
を
つ
く
り
た
い
　
　
池い
け
う
ち内

康こ
う
す
け祐

「
庭
が
良
い
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
、ど

こ
が
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
」

あ
る
若
い
庭
師
か
ら
受
け
た
相
談
が
紹

介
さ
れ
、
講
義
が
始
ま
り
ま
し
た
。

北
海
道
の
庭
園
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
、

五
稜
郭
の
大
き
く
な
り
過
ぎ
た
樹
木
の
絶

妙
な
整
枝
管
理
や
、
函
館
の
気
候
風
土
な

ら
で
は
の
作
庭
、
樹
木
や
石
材
の
特
色
、

そ
し
て
「
美
し
さ
」
に
つ
い
て
、
先
生
の

作
庭
例
を
拝
見
し
な
が
ら
学
び
ま
し
た
。

な
ぜ
こ
の
景
色
が
良
い
の
か
。
黄
金

比
・
白
銀
比
・
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
⋮
自

然
界
や
宇
宙
、
人
工
遺
産
で
は
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
や
法
隆
寺
に
も
現
れ
る
3
つ
の
比
率
を

読
み
取
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
の
視
点

を
普
段
か
ら
意
識
し
て
作
庭
す
る
こ
と
が

訓
練
に
な
り
、
比
率
な
ど
計
算
し
な
く
て

も
巨
匠
た
ち
は
、
こ
れ
ら
が
体
に
染
み
つ

い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

良
い
も
の
を
見
な
さ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス

さ
れ
る
理
由
は
審
美
眼
の
訓
練
で
は
な
い

か
。
私
も
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
感
慨
深
く

心
に
響
き
ま
し
た
。
今
後
の
作
庭
や
育
成

管
理
に
活
か
せ
る
よ
う
勉
強
を
重
ね
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　　
　
（
正
会
員
）

1
9
8
3
年
生
ま
れ
、
愛
媛

県
出
身
。
愛
媛
大
学
卒
業

後
、
家
業
に
従
事
。
好
き
な

庭
:
對
龍
山
荘
（
京
都
府
）、

臥
龍
山
荘
（
愛
媛
県
）、
天
龍
寺
（
京
都
府
）
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す
と
か
、
木
の
あ
り
様
（
図
6
）
な
ど
を

見
て
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。
春
夏
秋
冬
ど
の
季
節
に
行
っ
て
も
長

居
し
て
し
ま
う
場
所
の
一
つ
で
す
。

私
の
庭
に
向
か
う
姿
勢

「
曹
源
一
滴
水
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。中
国
に
お
い
て
禅
宗
の
土
台
を
つ
く
っ

た
慧え

能の
う

禅
師
の
教
え
が
広
ま
っ
て
い
く
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。
慧
能
禅
師
は
、
広

東
省
の
曹
源
渓
谷
に
住
ん
で
お
り
、
そ
の

渓
谷
の
宝
林
寺
の
住
職
を
し
て
い
ま
し

た
。
曹
源
か
ら
流
れ
る
一
滴
が
大
河
へ
と

広
が
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の

言
葉
は
、「
私
の
庭
に
向
か
う
姿
勢
」
に
通

じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
学
生

時
代
か
ら
の
体
験
を
お
話
し
ま
す
。

学
生
時
代
は
、
植
木
屋
や
造
園
屋
で
の

ア
ル
バ
イ
ト
を
通
じ
て
、
そ
の
仕
事
の
楽

し
さ
を
覚
え
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
時
間
が

あ
っ
た
の
で
、
バ
イ
ク
で
兼
六
園
を
見
に

出
掛
け
た
り
、
キ
ャ
ン
プ
道
具
を
積
ん
で

中
国
地
方
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

実
家
は
植
木
屋
で
し
た
。
も
と
も
と
環

境
問
題
や
砂
漠
緑
化
に
興
味
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、
現
場
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
造

園
の
奥
深
さ
や
楽
し
さ
を
知
り
、
生
業
と

す
る
こ
と
を
心
に
決
め
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
貯
め
た

お
金
で
買
っ
た
自
転
車
で
、
日
本
各
地
の

名
勝
・
景
勝
地
を
巡
る
旅
に
出
ま
し
た
。

私
の
趣
味
の
茶
道
と
も
繋
が
る
茶
室
が

二
つ
あ
り
ま
す
。
裏
千
家
十
三
代
円
能
斎

好
み
と
さ
れ
る
「
鳳ほ

う
ら
い来
」
と
北
野
大
茶
会

に
際
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
松し

ょ
う
こ
う
あ
ん

向
庵
」
を
移

築
し
た
と
さ
れ
る
「
松し

ょ
う
こ
う
け
ん

向
軒
」
は
、
ど
ち

ら
も
歴
史
あ
る
茶
室
で
す
。

境
内
に
は
忠
興
と
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
の
墓

所
も
残
り
、墓
石
と
な
る
灯
籠
は
別
名「
欠

け
灯
籠
」
と
も
呼
ば
れ
、
利
休
、
秀
吉
と

の
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

2
カ
所
目
は
、
養
沢
渓
谷
で
す
。
東
京

の
都
心
か
ら
1
時
間
ほ
ど
西
に
向
か
う

と
、
秋
川
の
支
流
・
養
沢
川
に
こ
の
渓
谷

が
あ
り
ま
す
。
古
く
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が

水
を
飲
ん
だ
と
さ
れ
る
伝
説
の
川
で
す
。

私
が
仕
事
で
使
う
石
積
用
の
石
を
採
り

に
行
く
と
こ
ろ
で
、
採
掘
に
行
っ
た
帰
り

に
、
こ
こ
で
川
の
流
れ
（
図
4
・
5
）
で

切
省
い
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
素
晴
ら
し

い
庭
で
す
。
本
殿
前
に
瓦
で
仕
切
ら
れ
た

直
線
の
雨
落
ち
、
つ
づ
く
コ
ケ
地
に
囲
ま

れ
て
灯
籠
が
1
基
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
カ

エ
デ
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
竹
林
、
さ
ら
に

奥
に
土
塀
の
直
線
が
あ
り
ま
す
。
何
時
間

で
も
見
て
い
ら
れ
る
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え

さ
せ
ら
れ
る
空
間
で
す
。

庭
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
し
て
、
降
り

蹲
踞
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
加
藤
清
正

が
朝
鮮
出
兵
の
折
、
現
地
の
城
の
礎
石
を

持
っ
て
き
て
水
鉢
に
加
工
し
た
と
さ
れ
、

袈
裟
型
の
手
水
鉢
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に

自
己
紹
介
が
わ
り
に
、
私
に
と
っ
て
大

事
な
庭
園
と
景
色
を
紹
介
し
ま
す
。

1
カ
所
目
は
、
私
が
京
都
に
行
く
際
、

必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
訪
れ
る
大
徳
寺

塔
頭
・
高
桐
院
の
庭
園
で
す
。

こ
こ
は
細
川
忠
興
が
父
藤
孝
の
た
め
に

創
建
し
た
寺
で
す
。
忠
興
は
戦
国
時
代
、

織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
の
3

代
に
仕
え
た
非
常
に
有
力
な
武
将
で
す
。

参
道
は
、
山
門
ま
で
は
真
の
参
道
（
図

1
）、
門
を
く
ぐ
る
と
少
し
砕
け
た
行
の
参

道
（
図
2
）
に
な
り
ま
す
。
春
夏
秋
冬
ど

の
季
節
に
行
っ
て
も
緊
張
感
が
あ
っ
て
な

お
か
つ
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
参
道
で
す
。

客
殿
の
前
の
庭
は
、通
称
「
楓
の
庭
（
図

3
）」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
無
駄
を
一

【
木
目
田
裕
一
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

1
9
7
7
年
東
京
都

町
田
市
生
ま
れ
。
大
学

卒
業
後
、
自
転
車
で
日

本
各
地
の
名
園
・
名
所

巡
り
の
ち
、
世
田
谷
区
群
芳
園
に
て
修
業
。

２
０
０
７
年
、
東
芳
庭
苑
設
立
。
個
人
の
お

庭
を
中
心
に
事
業
を
展
開
。

﹃
曹
源
一
滴
水
﹄

庭
に
向
か
う
私
の
姿
勢

木き

め

だ
目
田
裕ゆ
う
い
ち一

2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
6
月
26
日
（
日
）　
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

第
2
回

図3 高桐院　楓の庭　2014.9

図2 高桐院　行の参道
 2014.9

図1 高桐院　真の参道
 2014.9
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『
名
園
の
見
ど
こ
ろ
（
註
１
）』
を
参
考
に
し

て
、
関
東
、
東
北
、
北
陸
、
九
州
、
沖
縄

を
約
10
ヶ
月
か
け
て
回
り
ま
し
た
。

そ
の
旅
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
出
会
い

ま
し
た
。
ま
だ
寒
い
か
ら
中
に
泊
ま
っ
て

い
き
な
さ
い
と
ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス
車
を
置
い

て
い
っ
て
く
れ
た
方
、
公
園
で
テ
ン
ト
張

り
を
し
て
い
た
ら
、
声
を
掛
け
て
く
れ
て

自
宅
に
泊
め
て
く
れ
た
方
、
弁
当
を
差
し

入
れ
し
て
く
れ
た
方
、
一
緒
に
自
転
車
で

数
日
間
旅
を
し
た
方
々
な
ど
で
す
。

仙
台
市
で
は
、
造
園
会
社
を
営
む
鎌

田
耕
氏
に
お
世
話
に
な
り
、
手
掛
け
ら

れ
た
庭
を
見
せ
て
も
ら
い
、
仕
事
の
手
伝

い
も
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
青
森
県
弘

前
市
で
は
造
り
酒
屋
の
お
宅
に
お
世
話

に
な
り
、
一
宿
一
飯
の
恩
義
で
、
マ
ツ
の

手
入
れ
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
記
憶
も
あ
り

ま
す
。

一
番
思
い
出
深
か
っ
た
の
は
、
岩
手
の

山
中
で
一
人
の
小
学
生
に
出
会
っ
た
時
の

こ
と
で
す
。
キ
ャ
ン
プ
が
で
き
る
と
こ
ろ

を
尋
ね
た
ら
、
そ
の
子
は
学
校
の
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
紹
介
し
て
く
れ
、
教
頭
先
生
に
話

を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
教
頭
先
生
か
ら
晩

御
飯
に
誘
わ
れ
、
話
を
す
る
中
で
、
私
の

自
転
車
旅
の
こ
と
や
庭
に
つ
い
て
、
小
学

生
に
授
業
を
し
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。
山
の
中
の
小
学
校
で
50
人
前
後
ぐ
ら

い
の
生
徒
に
、
短
パ
ン
T
シ
ャ
ツ
姿
で

庭
に
つ
い
て
の
授
業
を
し
た
記
憶
は
、
今

で
も
鮮
明
で
す
。

こ
の
旅
で
、
庭
以
外
に
も
名
勝
・
景
勝

地
、
風
景
を
見
た
り
、
鳥
海
山
に
登
っ
た

り
、
白
神
山
地
を
歩
い
た
り
、
奥
入
瀬
渓

谷
に
キ
ャ
ン
プ
し
て
何
日
も
見
て
歩
い
た

り
、
庭
や
自
然
に
関
す
る
も
の
は
十
二
分

に
見
て
歩
き
ま
し
た
。

旅
の
途
中
で
、
ど
な
た
に
ご
教
示
い
た

だ
い
た
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
安

土
桃
山
時
代
に
芸
術
は
完
成
の
域
に
達
し

て
い
て
、
工
芸
や
焼
き
物
、
書
、
庭
、
建

築
も
そ
う
で
は
な
い
か
」、
と
い
う
言
葉

が
美
術
品
、
美
術
館
と
か
建
築
、
骨
董
品

な
ど
を
見
て
歩
く
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
は
広
く
い
ろ
い
ろ
と
も
の

を
見
る
よ
う
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

庭
の
知
識
や
技
術
、
植
木
の
手
入
れ
を

深
く
知
る
こ
と
で
、
世
間
や
お
客
様
に
恩

返
し
で
き
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

私
の
行
動
を
表
す
と
し
た
ら
、
大
徳
寺

塔
頭
の
大
仙
院
で
見
つ
け
た
言
葉
と
な
り

ま
す
。

心
は
行
動
と
な
り

行
動
は
習
癖
を
生
む

習
癖
は
品
性
を
つ
く
り

品
性
は
運
命
を
決
め
る

そ
の
庭
を
勉
強
し
よ
う
と
か
庭
を
見
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
行
動
と
な
り
、
こ
の

行
動
が
習
慣
に
な
り
、
そ
の
習
慣
が
自
分

の
品
性
を
つ
く
り
、
そ
の
品
性
が
運
命
と

か
、
仕
事
と
か
を
開
拓
し
て
い
く
も
の
に

な
っ
て
い
く
と
捉
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
「
探
求
す
る
心
」、「
温
故

知
新
」、「
恩
返
し
」、
そ
う
い
う
も
の
が

私
の
庭
に
向
か
う
姿
勢
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

図5	 養沢渓谷　清流と苔むす岩の渓谷美　2014.9

図4	 養沢渓谷　表情豊かな渓谷の流れ　2014.9

図6	 養沢渓谷　時を刻む風格のある古木　2014.9
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①八王子市の個人邸
もともと草地だった場所を、お孫さんと

遊ぶ空間にしたい、メンテナンスも極力少
なくしてほしいということで、板石張りで
広がりのある空間を創りました。板石は本
宅のタイルテラスから45度斜めに振って敷
き、奥行き感を出しました。単調にならな
いよう、周りに洗い出しの園路、パーゴラ、
緑のトンネルや秋川石を使った石積花壇を
設けました。（2015.9）

④世田谷区の個人邸
学生時代から20年近く庭木の手入れをし

ているお宅で、リホームを機に庭の改修依
頼がありました。三つの窓から見える景色
に変化をつけました。一つは大谷石の成層
積、もう一つは養沢渓谷の秋川石を使い
野面の石積としました。これらを繋ぐの
がRC造の壁で、奥へ行くに従って高さを
下げており、奥行きを持たせるように工夫
しました。水琴窟の水鉢、灯り取りの山灯
籠、ベンチを配しました。（2018.2）

⑦あきる野市の個人邸
10年近く手入れで通う裏千家の茶道の先

生の庭です。茶室前の四ツ目垣を外して、
土塀を提案しました。土塀の高さや厚み、
スッキリとした瓦を使うことを意識し、腰
積みの高さ、軒の出し加減にも気を配りま
した。土塀の高さをあえて低くし、人の気
配を感じやすくしました。茶道は、音や気
配を非常に重要視しますが、感じ過ぎると
野暮になるので、その辺のバランスが難し
かったのですが、土塀に穴を開けたことで
軽やかさもあり、空間の抜けの部分もでき
て良かったと思います。（2022.6）

②川崎市の個人邸
南国リゾートのイメージでという希望で、

琉球石灰岩の石積で花壇をつくりました。
その他の構造物は真砂土を使った版築、
ウッドデッキに大谷石の花台です。ウッド
デッキにはライトをはめ込んで、夜は下か
ら石積を照らし、趣の異なる空間を演出し
ました。（2014.6）

⑤横浜市の個人邸
狭い空間に石積、ウッドフェンス、版築

などで変化をつけています。石積の高さ、
園路の幅、ウッドフェンスの高さなど、囲
まれていながらも狭く見えない工夫もして
います。門柱の右手にある湾曲したベンチ
は、木材に熱を加えて曲げた特注品です。
３人のお子さんとお父さんがこのベンチに
座って、男同士の話をしてもらえたらいい
なと思いながらつくりました。石積に組込
んだ加工石の水盤は、地面から浮いており、
面白いつくりです。（2017.6）

③五反田の店舗
かつてこの辺りは海の中で、江戸時代初

期に埋め立てが盛んに行われました。その
埋立地が隆起したということをデザインコ
ンセプトに組込み、版築で表現しました。
版築の中には本物のサンゴや貝の層をつく
り、遊び心を持たせました。隆起を山と捉
え、その奥を谷として枯れ流れを設け、流
れ蹲踞、灯り取りの灯籠を据えました。灯
籠と水鉢は、要望により既存のものを使っ
ています。店名「梨の家」に因んで、ナシ
の木を植えました。（2018.1）

⑥静岡県の個人邸
お客様は農業を営んでおり、駐車場で採

れたて野菜を販売していました。販売のた
めのスペースを四半敷きで広く取り、その
周りを取り囲むように三和土の園路、切石
と合わせました。この四半敷きは空間を広
く見せるという効果があり、デザイン的に
も庭の中に取り入れやすいと思います。

富士山の黒ボク石を鉢に見立て、植え穴
を掘り、そこにカエデを植えています。窓
から縦長の掛け軸のように見える景色とし
ました。（2019.8）

作 庭 事 例 紹 介



−   14 − G S J  N e w s  N o . 1 1 0  2 0 2 2 . 1 0 . 1 5

を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
大
仙
院
の
言
葉
を
も
う
一
度
、

心
は
行
動
と
な
り

行
動
は
習
癖
を
生
む

習
癖
は
品
性
を
つ
く
り

品
性
は
運
命
を
決
め
る

こ
の
言
葉
と
と
も
に
、
ま
だ
も
う
し
ば

ら
く
庭
道
の
方
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。　　
　
　
　
（
正
会
員
）

註
１　
河
原
武
敏
著
『
名
園
の
見
ど
こ
ろ
』、
東
京
農
業

大
学
出
版
会
、
１
９
９
５

写
真
：
全
て
筆
者
撮
影

連
続
講
座
を
受
講
し
て

安や

す

だ田

有ゆ

う

き希

2
0
0
0
年
生
ま
れ
、
東

京
都
出
身
。
日
本
大
学
理

工
学
部
ま
ち
づ
く
り
工
学
科

の
4
年
生
と
し
て
造
園
を
主

に
学
ん
で
い
る
。
好
き
な
庭
：
六
義
園
。
好
き

な
有
名
人
：
高
橋
一
生
。
尊
敬
す
る
人
：
両
親
。

⑨杉並区の個人邸
道路と敷地の高低差は恵那石を使った土

留石積としました。また石積の上にウッド
フェンスを設けて建物の縦格子と関連付け
ることにより、庭と建物等を一体に見せる
ように工夫しました。主庭は、軽井沢のハ
ルニレテラスのイメージで、デッキを中心
に庭を展開しました。ウッドデッキの前か
ら洗い出しの園路が続き、石のベンチがあ
ります。雨落ちは菊炭を使って遊び心を取
り入れました。（2022.6）

⑧町田市の個人邸
主庭は、庭の解体時に預かった中国産の

黒御影石を使った石張テラスとしました。
もともと山だったところを造成した宅地な
ので、その山の名残に、石積の一部に水鉢
を据え、そこから絞り水が落ちるというイ
メージにしました。駐車場と玄関の景色に
は預かっていた御影の板石を使いました。
二世帯住宅ですので、もともと１枚の板石
であったものを半分に割って、門袖と門柱
とし、それぞれに表札、インターホンをつ
けました。塀は秋川石積です。（2021.4）

木
目
田
先
生
の
大
徳
寺
高
桐
院
の
「
楓

の
庭
」
な
ど
の
解
説
を
通
し
て
、
限
り
あ

る
空
間
の
中
で
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
そ

れ
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
な
ぜ
な

の
か
、
美
し
い
写
真
を
用
い
て
説
明
し
て

い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
に

も
分
か
り
や
す
く
、
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
自
分
の
大
学
の
講
義
で

は
学
べ
な
い
、
庭
材
が
も
た
ら
す
印
象
や

そ
れ
ら
を
組
合
わ
せ
る
こ
と
で
多
様
な
空

間
の
見
せ
方
が
で
き
る
こ
と
な
ど
を
教
え

て
い
た
だ
け
て
、
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た

で
す
。
ま
た
庭
に
向
き
合
う
姿
勢
と
し

て
、
庭
園
や
自
然
に
触
れ
る
以
外
に
も
、

美
術
館
や
骨
董
品
を
観
に
行
っ
た
り
、
茶

道
を
学
ぶ
な
ど
先
生
の
ア
ン
テ
ナ
の
広
さ

に
と
て
も
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
自
分
も

日
々
の
中
で
視
野
を
柔
軟
に
広
げ
て
い

き
、
先
生
の
よ
う
な
美
的
感
覚
を
養
っ
て

い
き
た
い
で
す
。

図7　キャンプ場での野点のようす　2015.6

お
わ
り
に

私
は
自
転
車
の
旅
を
終
え
ま
し
て
数
年

後
の
28
歳
頃
か
ら
、
本
格
的
に
裏
千
家
茶

道
を
始
め
、
か
れ
こ
れ
15
、
16
年
続
け
て

き
ま
し
た
。
月
２
回
ほ
ど
の
稽
古
な
の

で
、
な
か
な
か
お
点
前
が
上
手
く
な
り
ま

せ
ん
が
、
続
け
る
こ
と
が
大
切
と
思
い
、

今
も
続
け
て
い
ま
す
。

茶
道
は
総
合
芸
術
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。も
の
の
見
方
と
か
、寸
法
、

考
え
方
に
、
庭
と
共
有
で
き
る
こ
と
が
非

常
に
多
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
近
、「
木
目
田
宗
裕
」
と
い
う
お
茶

名
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
う
や
く
茶
道

の
道
の
門
を
叩
い
た
と
い
い
ま
す
か
、
こ

れ
か
ら
茶
道
の
道
を
歩
ん
で
い
く
、
大
き

な
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
細
く
長
く
続
け

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
お
庭
と
共
通
す

る
こ
と
も
非
常
に
多
い
と
思
っ
て
お
り
ま

し
て
、
茶
道
も
仲
間
内
で
少
し
広
げ
ら
れ

た
ら
い
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
キ
ャ
ン
プ
場
で
野
点
を
楽
し

ん
だ
り
も
し
て
い
ま
す
（
図
7
）。

造
園
も
植
木
も
自
分
の
立
ち
位
置
と
し

て
は
、
私
が
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
た
こ
と
を

お
客
様
の
庭
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
お
客

様
へ
の
恩
返
し
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
造
園
界
へ
の
恩
返
し
と
い
う

意
味
も
込
め
て
、
日
本
庭
園
協
会
と
か
、

植
木
業
界
の
底
辺
を
広
げ
る
よ
う
な
活
動
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新
潟
県
支
部
長
　
小こ
ば
や
し林 

紀の
り
あ
き昭

は
じ
め
に

新
潟
県
で
の
庭
園
視

察
研
修
会
の
計
画
に
至

る
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
ま
す
。
3
年
前

に
な
り
ま
す
が
、
前
支
部
長
の
若
杉
松
男

氏
よ
り
、「
次
の
全
国
支
部
長
連
絡
協
議

会
の
開
催
地
は
新
潟
に
な
り
ま
し
た
」
と

言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

当
初
、
2
月
に
協
議
会
の
開
催
を
計
画

し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
期
、
新
潟
は

積
雪
量
が
多
く
、
庭
園
見
学
会
は
難
し
い

と
い
う
こ
と
で
、
会
議
と
庭
園
視
察
研
修

会
と
は
別
の
時
期
に
開
催
し
た
い
と
申
し

入
れ
ま
し
た
。
本
部
か
ら
了
解
を
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
コ
ロ
ナ
が
猛

威
を
振
る
い
始
め
、
2
年
間
開
催
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
の
状
況
を
見

な
が
ら
、
会
議
は
リ
モ
ー
ト
開
催
と
し
、

庭
園
視
察
研
修
会
は
時
期
を
ず
ら
し
て
行

う
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
そ
の
後
、
本
部

よ
り
全
国
の
会
員
を
対
象
に
実
施
で
き
な

い
か
と
相
談
を
受
け
、
今
回
の
よ
う
に
会

員
の
参
加
も
募
っ
た
形
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
案
内
等
で
会
員
皆

様
に
大
変
ご
面
倒
を
お
か
け
し
た
こ
と
を

ま
ず
も
っ
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

新
潟
県
庭
園
視
察
研
修
会
の
概
要

研
修
会
は
、
2
0
2
2
（
令
和
4
）
年

7
月
2
・
3
日
の
2
日
間
開
催
し
ま
し

た
。
参
加
者
は
、
北
は
北
海
道
、
南
は
四

国
か
ら
の
総
勢
30
名
で
す
。
視
察
場
所
は

新
潟
市
を
中
心
に
し
た
下
越
地
域
の
庭
と

し
ま
し
た
。

1
日
目
は
新
潟
駅
に
午
後
1
時
30
分
に

集
合
し
、
貸
し
切
り
バ
ス
を
利
用
し
て
、

最
初
に
新
発
田
市
の
「
清
水
園
」、
次
い

で
新
潟
市
の
「
北
方
文
化
博
物
館
」
を
見

学
し
ま
し
た
。
そ
の
後
ホ
テ
ル
で
懇
親
会

を
行
い
ま
し
た
。

2
日
目
は
ホ
テ
ル
を
午
前
8
時
30
分
に

出
発
し
、
新
潟
市
に
あ
る
白
山
公
園
内
の

「
燕え

ん
き喜

館
」、「
安
吾 

風
の
館
」、「
旧
齋

藤
家
別
邸
」、「
北
方
文
化
博
物
館
新
潟
分

館
」
を
見
学
し
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
軒
で

昼
食
を
と
り
、
解
散
し
ま
し
た
。

昼
食
時
に
参
加
者
か
ら
「
ご
苦
労
様
で

し
た
。
大
変
楽
し
く
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
」と
労
い
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、

開
催
し
て
よ
か
っ
た
な
と
感
じ
ま
し
た
。

視
察
庭
園
の
概
要

清
水
園

新
発
田
藩
3
代
藩
主
溝
口
宣
直
の
時
代
に

造
営
さ
れ
た
藩
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
付
近
が
清
水
谷
と
い
う
地
名
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、「
清
水
谷
御
殿
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
20

年
代
、「
清
水
園
」
と
名
称
を

改
め
て
い
ま
す
。

庭
園
は
、
4
代
藩
主
重
雄
の

時
代
、
元
禄
年
間
に
構
築
さ
れ

た
も
の
で
す
。
作
庭
し
た
の

は
、
江
戸
か
ら
招
か
れ
た
遠
州

流
茶
人
で
、
上

か
み
や
な
ぎ柳

甫ほ
さ
い斎

の
門
下

の
幕
府
庭
方
の
縣

あ
が
た

宗そ
う
ち知

で
す
。

藩
主
重
雄
は
自
ら
茶
の
湯
を

好
ん
だ
人
物
で
、
流
派
は
異
な

る
も
の
の
茶
の
湯
を
通
じ
て
の

結
び
つ
き
で
、
築
庭
に
宗
知
が

招
か
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

昭
和
20
年
代
、「
清
水
園
」

と
改
名
さ
れ
た
時
期
に
、
庭
園

は
茶
席
を
含
め
て
改
修
さ
れ
ま

し
た
。
庭
師
は
銀
閣
寺
の
清
泉

の
石
組
の
発
掘
復
元
を
は
じ

め
、
各
地
の
寺
院
や
名
園
の
修

復
を
手
掛
け
た
田
中
泰
阿
弥
で

す
。
京
都
か
ら
運
ん
だ
石
を
使

い
古
記
録
に
基
づ
い
て
修
復
し

た
庭
園
は
、
茶
席
と
池
泉
が
一

体
と
な
っ
て
景
観
に
溶
け
込
み
、
越
後
か

ら
東
北
に
か
け
他
に
類
を
見
な
い
大
名
様

式
を
伝
え
る
名
園
で
す
。

泰
阿
弥
に
よ
る
改
修
は
、1
9
3
3（
昭

和
28
）
年
か
ら
6
年
間
に
渡
り
沢そ

う
み海
の
伊

藤
邸
（（
財
）
北
方
文
化
博
物
館
）
と
共

本
部
・
支
部
共
催
「
新
潟
県
庭
園
視
察
研
修
会
」

2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
7
月
2
・
3
日

図1 清水園実測平面図　出典：『田中泰阿弥図録第一巻』、日本庭園協会新潟県支部 田中泰阿弥研究会、1999
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の
西
部
に
位
置
す
る
小
さ
な
集
落
、
沢
海

地
域
に
、
江
戸
時
代
中
期
、
農
に
よ
り
身

を
興
し
、
代
を
重
ね
て
豪
農
の
道
を
歩

み
、
や
が
て
越
後
随
一
の
大
地
主
と
な
っ

た
一
族
、
伊
藤
家
は
、
明
治
に
入
り
、
次

第
に
農
地
の
集
積
を
計
り
、
全
盛
期
に
は

1
市
4
郡
64
町
村
に
1
3
7
0
余
町
歩

（
1
3
7
0
万
㎡
）
の
田
畑
を
所
有
、

昭
和
期
に
は
県
下
一
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

伊
藤
家
の
豪
壮
な
本
家
は
、
敷
地
8
千

8
百
坪
（
2
9
1
0
0
㎡
）
建
坪
千
2
百

坪
（
3
9
6
7
㎡
）
と
部
屋
数
65
を
数
え

る
純
日
本
式
邸
宅
で
、
8
年
の
歳
月
を
か

け
て
1
8
8
9
（
明
治
22
）
年
に
完
成

し
ま
し
た
。
時
代
は
代
わ
り
戦
後
の
農
地

解
放
に
よ
り
こ
れ
ら
の
土
地
と
建
物
は
伊

藤
家
の
所
有
か
ら
離
れ
、
終
戦
半
年
後
の

1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年
に
創
設
さ
れ
た

「
財
団
法
人
北
方
文
化
博
物
館
」
へ
全
て

が
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
、
豪
農
の
館
「
北
方
文
化
博
物

館
」
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

巨
大
な
邸
宅
は
長
年
の
風
雪
に
耐
え
、
往

時
の
面
影
を
そ
の
ま
ま
に
豪
農
伊
藤
家
の

暮
ら
し
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

庭
園
は
、「
こ
の
庭
を
以
て
千
人
の
茶

人
を
も
て
な
す
」
と
い
う
、
七
代
目
伊
藤

文
吉
の
構
想
の
下
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

作
庭
を
託
さ
れ
た
の
は
清
水
園
と
同
じ
田

中
泰
阿
弥
で
す
。
築
庭
に
は
5
年
を
か

け
、
1
9
5
8
（
昭
和
33
）
年
に
完
成
し

に
手
掛
け
ら
れ
、
泰
阿
弥
の
代
表
作
と
も

い
え
る
庭
園
で
す
。
池
の
周
り
の
桐
庵
・

夕
佳
亭
・
翠
濤
庵
・
同
仁
斎
・
松
月
亭
の

茶
室
は
、
荒
廃
し
た
庭
園
の
修
復
工
事
と

併
せ
て
茶
人
泰
阿
弥
が
自
ら
設
計
築
造
し

た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
の
異
な
っ
た
構

造
で
、
独
特
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

2
0
0
3
（
平
成
15
）
年
に
、「
旧
新

発
田
藩
下
屋
敷
（
清
水
谷
御
殿
）
お
よ
び

五い

じ

み

の

十
公
野
御
茶
屋
庭
園
」
と
し
て
国
の
名

勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
指
定
に
当

た
っ
て
「
越
後
を
代
表
す
る
大
名
庭
園
で

あ
る
」
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

北
方
文
化
博
物
館

越
後
の
蒲
原
平
野
を
流
れ
る
阿
賀
野
川

ま
し
た
。

泰
阿
弥
に
託
さ
れ
る
以

前
の
主
庭
は
、
大
き
な
樹

木
が
点
在
し
て
い
た
だ
け

の
平
地
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
泰
阿
弥
は
大
き
な
池

を
穿
ち
、
掘
り
出
さ
れ
た

土
を
使
っ
て
対
岸
に
大
き

な
築
山
を
造
り
そ
の
頂
上

に
茶
室
「
佐さ

ど

み
渡
看
亭
」
を

設
け
ま
し
た
。
こ
の
大
き

な
池
の
配
置
に
こ
の
庭
の

最
大
の
特
徴
が
見
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
以
上

近
づ
け
ら
れ
な
い
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
建
物
に
こ
の
池

を
接
近
さ
せ
て
い
る
こ
と

で
す
。
こ
れ
に
よ
り
座
敷

か
ら
は
池
を
俯
瞰
す
る
よ

う
に
見
せ
、
対
岸
の
風
景

全
体
が
取
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

泰
阿
弥
は
軒
内
部
分
に

独
自
の
手
法
を
展
開
し
ま

し
た
。
雨
落
ち
の
縁
石
に

自
然
石
の
飛
石
や
人
工
的

な
切
石
、
巨
大
な
座
禅
石

ま
で
配
し
、
さ
ら
に
小
石

を
畳
ん
だ
延
段
を
組
み
込

み
園
路
と
し
て
も
機
能
さ

せ
て
い
ま
す
。

図3 北方文化博物館実測平面図　出典：『田中泰阿弥図録第二巻』、日本庭園協会新潟県支部 田中泰阿弥研究会、2005

図2 清水園　見学のようす
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京
の
2
代
目
松
本
幾
次
郎
と
も
そ
の
弟
亀

吉
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
完
成
ま
で
に

3
年
の
歳
月
と
巨
万
の
費
用
を
か
け
た
庭

園
に
は
、浩
養
園
（
註
１
）（
東
京
都
墨
田
区
）

な
ど
江
戸
の
大
名
庭
園
か
ら
選
び
抜
か
れ

た
数
多
く
の
名
石
・
石
造
物
が
運
び
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
庭
園
と
建
物
を
一
体
と
す

る
「
庭
屋
一
如
」
の
趣
向
で
造
ら
れ
た
開

放
的
な
建
築
は
随
所
に
さ
り
げ
な
く
銘
木

を
使
う
な
ど
巧
み
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。

2
0
1
3
（
平
成
25
）
年
に
、「
旧
齋

藤
氏
別
邸
庭
園
」
と
し
て
国
の
名
勝
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。指
定
に
当
た
っ
て「
庭

園
が
大
正
時
代
に
お
け
る
港
町
・
商
都
新

潟
の
造
園
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
た
庭
園

で
あ
る
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
き
な
棗
型
の
手
水
鉢
を
配
し
た
縁
先

手
水
鉢
廻
り
の
役
石
は
、
雨
落
ち
の
一
部

に
取
り
込
ま
れ
て
い
て
、
海
に
水
が
滞

ら
な
い
工
夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
広
間
角
の
右
方
に
目
を
や
る
と
石
橋

越
し
に
滝
石
が
組
ま
れ
水
が
勢
い
よ
く
落

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
滝
の
前
を
横
切

る
石
橋
は
地
面
よ
り
随
分
高
い
所
に
渡
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
は

周
囲
の
地
盤
よ
り
僅
か
に
高
い
だ
け
な
の

で
す
。
こ
れ
は
深
く
掘
ら
れ
た
池
の
水
面

と
州
浜
、
さ
ら
に
飛
石
づ
た
い
に
見
上
げ

て
し
ま
う
た
め
の
錯
覚
に
よ
る
も
の
な
の

で
す
。
そ
の
他
、
実
際
に
庭
を
巡
る
と
実

に
様
々
な
景
色
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
特
に
豪
快
な
滝
石
組
と
橋
石
と
の
構

成
の
見
事
さ
は
秀
逸
で
す
。

建
物
は
2
0
0
0
（
平
成
12
）
年
4

月
に
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま

し
た
。

燕
喜
館

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
商

家
、
3
代
目
齋
藤
喜
十
郎
氏
の
邸
宅
の
一

部
（
明
治
40
年
代
の
建
物
と
推
定
）
を

1
9
9
7
（
平
成
9
）
年
に
白
山
公
園
内

に
移
築
再
建
し
た
も
の
で
す
。

「
燕
喜
館
」
の
名
称
は
唐
時
代
の
思
想

家
・
韓
愈
の
「
燕
喜
亭
記
」
に
由
来
し
、

「
宴
を
催
し
、
楽
し
み
喜
ぶ
」
と
い
う
意

味
か
ら
齋
藤
家
が
命
名
し
て
い
た
も
の
が

引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
以
前
の
間
取
り

や
意
匠
を
生
か
し
た
「
前
座
敷
」「
奥
座

敷
」「
居
間
」
な
ど
を
加
え
て
、
露
地
庭

と
一
体
に
な
っ
た
本
格
的
な
「
茶
室
」
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

庭
園
内
に
は
石
庭
を
始
め
と
し
、
水
琴

窟
や
貴
重
な
灯
篭
が
配
置
さ
れ
、
四
季
を

彩
る
庭
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。

安
吾 

風
の
館

建
物
は
、
第
10
代
新
潟
市
長
と
し
て
埼

玉
県
出
身
の
柴
崎
雪
次
郎
を
迎
え
る
に
あ

た
り
建
設
さ
れ
、
1
9
2
2
（
大
正
11
）

年
10
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。
当
時
の
新
聞

記
事
で
は
こ
の
辺
り
は
巨
松
の
林
に
囲
ま

れ
、
市
の
中
心
部
を
見
下
ろ
せ
る
絶
好
な

位
置
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
は
、
市
外
の
人
が
市
長
に
就
任

す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
主
に
近

隣
首
長
や
海
外
か
ら
の
お
客
様
と
の
懇
談

な
ど
迎
賓
館
的
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

1
9
9
2
（
平
成
4
）
年
に
つ
く
ら
れ

た
庭
園
は
、
初
代
新
潟
奉
行
の
川
村
修
就

の
時
代
に
植
え
ら
れ
た
と
伝
わ
る
松
群
を

残
し
海
岸
砂
丘
の
面
影
を
今
に
伝
え
る
と

共
に
、
枯
山
水
等
の
伝
統
的
庭
園
様
式
と

機
能
的
な
芝
庭
を
巧
み
に
調
和
さ
せ
た
、

新
潟
を
代
表
す
る
現
代
庭
園
の
一
つ
で
す
。

現
在
は
、
新
潟
市
生
ま
れ
の
坂
口
安
吾

の
資
料
館
に
な
っ
て
い
ま
す
。
安
吾
は
太

宰
治
、
織
田
作
之
助
ら
と
と
も
に
無
頼
派

と
称
さ
れ
、
純
文
学
、
評
論
、
歴
史
小
説

な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
旺
盛
な
創
作
活

動
を
続
け
、
戦
後
の
文
学
や
思
想
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
近
現
代
日
本
文
学
を
代

表
す
る
小
説
家
の
一
人
で
す
。

旧
齋
藤
家
別
邸

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
新
潟

の
三
大
財
閥
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
衆
議

院
議
員
・
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
た
豪

商
・
4
代
目
齋
藤
喜
十
郎
が
1
9
1
8

（
大
正
7
）
年
に
建
て
た
別
荘
で
す
。

庭
園
は
砂
丘
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
、

都
会
で
あ
り
な
が
ら
深
山
幽
谷
の
趣
を
仕

立
て
、
周
辺
に
は
見
ら
れ
な
い
滝
や
沢
流

れ
、
池
泉
と
い
っ
た
水
辺
空
間
を
つ
く
り

上
げ
た
回
遊
式
庭
園
で
す
。
作
庭
者
は
東

図4 北方文化博物館　説明を聞く参加者

図5 旧齋藤家別邸　見学のようす
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新
潟
県
庭
園
視
察
研
修
会
に
参
加
し
て

酒さ

か

い井
和わ

か

こ

佳
子

梅
雨
明
け
直
後
の
強
い
日
差
し
の
な

か
、
新
潟
県
支
部
の
皆
様
と
講
師
の
先
生

方
の
ご
案
内
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
清
水

園
、
北
方
文
化
博
物
館
、
白
山
公
園
、
燕

喜
館
、
旧
齋
藤
家
別
邸
、
北
方
文
化
博
物

館
別
館
、
安
吾 

風
の
館
の
庭
園
鑑
賞
を

し
ま
し
た
。

新
潟
の
風
土
に
依
る
も
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
れ
ら
の
庭
に
は
独
特
の
情
感
が
あ

り
、
建
物
と
庭
の
関
係
に
こ
の
地
な
ら
で

は
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

一
番
心
に
残
っ
た
の
は
、
田
中
泰
阿
弥
の

心
意
気
を
強
く
感
じ
る
景
色
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
し
た
。

茶
道
に
通
じ
、
建
物
の
造
作
に
も
こ
だ

わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
泰
阿
弥
の
庭

の
見
せ
方
が
、
庭
と
建
物
と
の
関
係
を
常

に
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
、
ど
の
角
度
か
ら

見
て
も
絵
に
な
る
緻
密
さ
、
自
然
を
模
し

た
豪
快
さ
と
優
美
さ
、
視
野
が
広
が
っ
た

り
狭
ま
っ
た
り
、
視
線
の
誘
い
の
妙
に
胸

が
躍
り
ま
し
た
。

特
に
変
化
に
富
ん
だ
豪
快
な
滝
石
組
や

石
橋
、
起
伏
に
配
さ
れ
動
線
を
誘
導
す
る

北
方
文
化
博
物
館
新
潟
分
館

1
8
9
5（
明
治
28
）年
頃
の
建
造
で
、

大
正
初
期
に
7
代
目
伊
藤
文
吉
が
新
潟
の

別
邸
と
し
て
購
入
し
ま
し
た
。
別
邸
の
洋

館
で
歌
人
・
美
術
史
家
・
書
家
と
し
て
名

高
い
會
津
八
一
が
そ
の
晩
年
を
過
ご
し
ま

し
た
。

枯
山
水
庭
園
か
ら
は
八
一
が
暮
ら
し
た

洋
館
が
望
め
、
庭
園
内
に
は
「
秋
艸
道
人

（
註
２
）」
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
潟
市
生
ま
れ
の
八
一
は
、
新
潟
放
送

初
代
社
長
の
坂
口
献
吉
（
作
家
・
坂
口
安

吾
の
長
兄
）
よ
り
懇
請
さ
れ
て
「
夕
刊
ニ

イ
ガ
タ
」
の
社
長
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

献
吉
は
八
一
の
住
居
と
し
て
、
伊
藤
文
吉

の
持
ち
家
で
あ
る
新
潟
別
邸
に
白
羽
の
矢

を
立
て
た
の
で
す
。
八
一
は
こ
の
洋
館
を

「
南
浜
秋
艸
堂
」
と
呼
ん
で
、
75
歳
で
亡

く
な
る
ま
で
の
十
年
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

こ
の
建
物
に
は
、
現
在
、
博
物
館
と
し

て
八
一
の
書
や
資
料
な
ど
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
2
0
0
0
（
平
成
12
）
年
に
登

録
有
形
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

視
察
研
修
会
を
終
え
て

今
回
は
天
候
に
恵
ま
れ
す
ぎ
て
、
2
日

目
の
暑
さ
は
参
加
者
皆
さ
ん
の
体
力
を

奪
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
見

学
場
所
が
隣
接
し
て
い
る
た
め
徒
歩
で
の

見
学
で
し
た
。
本
当
に
ご
苦
労
様
で
し

た
。
ま
た
、
2
日
目
に
は
ア
イ
ド
ル
の
コ

ン
サ
ー
ト
が
あ
っ
た
た
め
タ
ク
シ
ー
の
事

前
予
約
が
で
き
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、

a
u
の
電
波
障
害
が
発
生
し
た
こ
と
に

よ
り
連
絡
が
上
手
く
と
れ
ず
、
本
当
に
バ

タ
バ
タ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ

と
参
加
者
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た

こ
と
を
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。

新
潟
県
に
は
、
今
回
視
察
し
た
庭
園
の

他
に
も
「
貞
観
園
」
な
ど
多
く
の
庭
園
が

あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
時
間
を
作
り
ご
覧

い
た
だ
け
た
ら
幸
い
に
思
い
ま
す
。

今
回
の
庭
園
視
察
研
修
会
で
は
、
高
橋

康
夫
会
長
を
始
め
広
瀬
慶
寛
技
術
委
員

長
、
参
加
者
の
皆
様
や
支
部
会
員
の
方
々

な
ど
多
く
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

註
1　
旧
佐
倉
藩
堀
田
家
別
邸
の
名
園
で
、
浩
養
園
の

名
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在
、
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル

の
ビ
ル
や
墨
田
区
役
所
と
な
っ
て
い
る
。

註
2　
会
津
八
一
の
雅
号

●
参
考
文
献

・『
清
水
園
』
案
内
書

・『
田
中
泰
阿
弥	

生
誕
百
年
記
念
展	

田
中
泰
阿
弥
図
録

　
第
一
巻
』
1
9
9
9

・『
北
方
文
化
博
物
館
』
案
内
書

・『
孤
高
の
庭
師	

田
中
泰
阿
弥
展	

田
中
泰
阿
弥
図
録
第

　
二
巻
』
2
0
0
5

・『
燕
喜
館
』
案
内
書

・『
旧
市
長
公
舎	

安
吾
風
の
館
』
案
内
書

・『
旧
齋
藤
家
別
邸
』
案
内
書

・『
北
方
文
化
博
物
館
新
潟
分
館
』
案
内
書

写
真
：
見
学
当
日
、
筆
者
撮
影

石
段
、
飛
石
、
延
段
、
自
然
石
、
切
り
石

と
小
石
の
組
み
合
わ
せ
は
実
に
多
様
で
面

白
く
、
気
に
入
っ
た
石
を
妥
協
な
く
求
め

た
と
い
う
話
を
、
目
で
見
て
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
仕
込
ま
れ
た
遊
び
が

粋
で
、
中
で
も
建
物
ま
わ
り
の
造
作
に
魅
了

さ
れ
ま
し
た
。
庭
に
据
え
ら
れ
た
石
が
、
建

物
や
茶
室
の
軒
下
に
変
化
に
富
ん
だ
形
で

入
り
込
ん
で
い
く
様
子
が
、
と
て
も
力
強

く
美
し
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
決

し
て
奇
を
衒
っ
た
も
の
で
な
く
上
品
で
あ

る
こ
と
を
凄
み
と
し
て
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
諸
先
輩
方
と
庭
を
回
り
、
そ
の

佇
ま
い
と
言
葉
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
な
体
験
に
な
り

ま
し
た
。

泰
阿
弥
の
庭
を
図
面
に
起
こ
す
作
業
の

こ
と
、
郷
土
の
庭
の
研
究
、
庭
園
の
全
面

修
復
、
そ
れ
ら
を
や
り
続
け
て
こ
ら
れ
た

先
輩
方
の
お
話
や
、
か
つ
て
黒
姫
山
か
ら

三
代
か
け
て
石
を
運
ん
だ
話
な
ど
、
と
て

も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
庭
仕
事
へ
の

情
熱
と
意
味
を
感
じ
る
旅
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
家
屋
の
美
し
さ
、
生
活
文
化
を
豊

か
に
彩
る
庭
と
い
う
も
の
へ
の
考
察
を
深

め
る
事
に
心
を
注
い
で
い
こ
う
と
、
改
め

て
思
う
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。

新
潟
の
庭
を
も
っ
と
知
り
た
い
、
四
季

折
々
に
訪
れ
て
み
た
い
と
強
く
思
っ
て
い

ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
（
広
報
委
員
）

１
９
６
１
年
生
ま
れ
。
東

京
都
出
身
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
、
美
術
講
師
を
経
て
庭

師
を
志
す
。
好
き
な
言
葉
：

掬
水
月
在
手
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事
業
ア
イ
デ
ア
募
集
!

来
年
、
2
0
2
3
年
は
日
本
庭
園
協

会
が
創
立
1
0
5
周
年
を
迎
え
ま
す
。

ま
た
、
当
協
会
と
か
か
わ
り
が
深
い
公
園

制
度
の
誕
生
か
ら
1
5
0
周
年
と
い
う

節
目
の
年
に
も
重
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
来
年
を
創
立
1
0
5
周
年

記
念
イ
ヤ
ー
と
す
べ
く
事
業
展
開
を
図
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、記
念
講
演
会
、

東
日
本
大
震
災
復
興
記
念
庭
園
見
学
ツ

ア
ー
、
清
澄
庭
園
連
続
講
演
会
冊
子
発
行

な
ど
が
候
補
に
挙
が
っ
て
い
ま
す
が
、
会

員
の
皆
様
も
こ
の
記
念
事
業
に
企
画
段
階

か
ら
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
く
記
念
事
業

の
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

庭
園
協
会
事
務
局
宛
、
メ
ー
ル
か

F
A
X
で
お
寄
せ
下
さ
い
。
斬
新
な
ア

イ
デ
ア
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
な

お
、締
め
切
り
は
11
月
30
日
（
水
）
で
す
。

e-m
ail

：gsj20@
m

7.dion.ne.jp

F
A
X
：
０
３
（
3
2
0
4
）
0
5
9
5

●
2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
10
月
22
日

（
土
）
~
10
月
30
日
（
日
）
ま
で
の
9
日

間
、
「
第
20
回
日
比
谷
公
園
ガ
ー
デ
ニ
ン

グ
シ
ョ
ー
2
0
2
2
」
が
3
年
ぶ
り
に
開

催
さ
れ
ま
す
。

当
協
会
は
、
前
期
10
月
22
日
（
土
）
〜

26
日
（
水
）
の
5
日
間
、
出
展
し
ま
す
。

パ
ネ
ル
展
示
、
庭
園
協
会
ニ
ュ
ー
ス
配
布

な
ど
に
よ
る
当
協
会
の
活
動
を
紹
介
し
ま

  

本
部
・
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
み
ん
な
の
緑
学
」
申
込
受
付
中

長
尾
欽
弥
と
よ
ね
~
そ
の
人
物
と
本
宅
・

別
荘
の
庭
園
を
巡
っ
て

「
わ
か
も
と
製
薬
」
の
創
業
者
で
庭
園

に
造
詣
の
深
か
っ
た
長
尾
欽
弥
と
そ
の
妻

よ
ね
の
人
物
像
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
長

尾
本
宅
の
宜
雨
荘
と
別
荘
の
扇
湖
山
荘
と

隣
松
園
の
貴
重
な
古
写
真
や
邸
宅
に
ま
つ

わ
る
い
く
つ
か
の
逸
話
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
邸
宅
の
庭
園
は
、
若
き
日
の
岩

城
亘
太
郎
の
作
庭
で
す
。
長
尾
夫
妻
は
、

作
庭
を
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
京
に
出

て
き
た
頃
の
亘
太
郎
を
支
え
て
い
ま
し
た

（
第
1
0
8
号
参
照
）。

さ
ら
に
、
庭
園
だ
け
で
は
な
く
二
人
の

生
き
様
に
も
言
及
し
ま
す
。

講　
師
：
加
藤
映
氏

日　
時
：
11
月
24
日
（
木
）

　
　
　
　
13
時
30
分
~
15
時
30
分

場　
所
：
日
比
谷
公
園
内

		

緑
と
水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ

受　
付
：
日
本
庭
園
協
会
事
務
局

e-m
ail

：gsj20@
m
7.dion.ne.jp

F
A
X
：
０
３
（
3
2
0
4
）
0
5
9
5

定　
員
：
先
着
25
名

受
講
料
：
2
0
0
0
円
（
資
料
代
込
）

総
務
委
員
会

●
日
本
庭
園
協
会
創
立
1
0
5
周
年
記
念

す
。
当
該
期
間
中
に
ご
来
場
の
折
は
、
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

●
龍
居
竹
之
介
名
誉
会
長
の
ロ
ン
グ
ラ
ン

講
演
会
は
、
第
3
回：
7
月
20
日（
水
）
を

予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
第
7
波
の
拡
大
傾
向
に
考
慮
し
て
延

期
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、9
月
21
日（
水
）

に
は
、『
現
代
か
ら
幕
末
ま
で
の
暮
ら
し
と

庭
世
界
』と
題
し
て
開
講
さ
れ
ま
し
た
。

技
術
委
員
会

●
第
13
回
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座
・

テ
ー
マ
「
庭
に
向
か
う
私
の
姿
勢
」
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
と
し
、
全
国
か
ら
多
く

の
会
員
の
参
加
を
得
て
順
調
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
第
3
回
：
7
月
31
日
（
日
）
講

師
・
廣
瀬
慶
寛
氏
（
仲
佐
修
二
氏
の
代

講
）
、
第
4
回
：
8
月
28
日
（
日
）
講
師
・

仙
波
太
郎
氏
、
第
5
回
：
9
月
25
日
（
日
）

午
前
の
講
師
・
石
亀
靖
氏
、
第
6
回
：
9
月

25
日
（
日
）
午
後
の
講
師
・
仲
佐
修
二
氏

（
第
3
回
の
補
講
）
。
そ
れ
ぞ
れ
に
発
想

の
原
点
や
近
作
が
紹
介
さ
れ
、
講
演
後
は

活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

講
座
内
容
は
、
庭
園
協
会
ニ
ュ
ー
ス
に

順
次
掲
載
い
た
し
ま
す
。

●
本
年
秋
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
本
部
・

宮
城
県
支
部
共
催
の
伝
統
庭
園
技
塾
「
高

木
枝
打
ち
剪
定
講
習
会
」
は
、
開
催
中
止

と
い
た
し
ま
す
。
詳
細
は
、
別
途
お
知
ら

せ
の
通
り
で
す
。

国
際
活
動
委
員
会

こ
の
度
、
国
際
活
動
委
員
会
の
活
動
の

一
環
と
し
て
、
７
月
22
日
か
ら
８
月
10
日

ま
で
の
20
日
間
、
細
野
達
哉
氏
（
国
際
活

動
委
員
）
が
単
独
で
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て

参
り
ま
し
た
。

訪
米
の
主
な
目
的
は
次
の
３
点
で
す
。

①
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
日
本
庭
園
が
運
営
す
る

International Japanese G
arden 

T
raining Center

主
催
の
日
本
庭
園
講

座
「W

aza to K
okoro - H

ands &
 

H
eart Level I Sem

inar

（
技
と
心
セ

ミ
ナ
ー
）
」
の
客
員
講
師
と
し
て
講
義

②
令
和
元
年
の
国
交
省
海
外
日
本
庭
園
再

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
て
故
三
橋
一
夫
氏

（
前
国
際
活
動
委
員
長
）
率
い
る
協
会
メ

ン
バ
ー
が
修
復
工
事
を
行
な
っ
た
シ
カ

ゴ
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
パ
ー
ク
内
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
ガ
ー
デ
ン
（
大
阪
ガ
ー
デ
ン
）
の
視
察

③
当
協
会
と
提
携
関
係
を
結
ん
で
い
る
北

米
日
本
庭
園
協
会
（
Ｎ
Ａ
Ｊ
Ｇ
Ａ
）
の
地

「技と心のセミナー」座学講義のようす
ポートランド日本庭園提供
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編
集
後
記

★
巻
頭
言
の
写
真
は
、
筆
者
自
邸
の
庭

の
1
シ
ー
ン
で
す
。
こ
の
よ
う
な
爽
や
か

な
景
色
が
浴
室
か
ら
眺
め
ら
れ
た
ら
、

疲
れ
も
一気
に
癒
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。（
や
）

★
み
ん
な
の
緑
学
「
飯
田
十
基
」
で
は
、

雑
木
の
庭
づ
く
り
の
創
始
者
で
あ
り
、

当
協
会
の
理
事
長
と
し
て
ご
尽
力
い
た
だ

い
た
先
人
の
歩
み
は
も
ち
ろ
ん
意
外
な
一

面
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。（
う
）

★
新
潟
庭
園
視
察
研
修
会
の
報
告
、
参

加
者
の
感
想
か
ら
も
新
潟
の
庭
園
の
お

も
し
ろ
さ
や
魅
力
が
伝
わ
り
、
是
非
訪

れ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
な
）

★
「
み
ん
な
の
緑
学
」、「
庭
園
技
術
連

続
基
礎
講
座
」
の
校
閲
は
小
沼
康
子
と

内
田 

均
が
担
当
し
ま
し
た
。

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

編
集
担
当
：
小
沼
康
子
／
内
田	

均
／
中
山
な

つ
希
／
酒
井
和
佳
子

本
文
デ
ザ
イ
ン
：
由
比
ま
ゆ
み

方
大
会
へ
の
参
加

「
技
と
心
セ
ミ
ナ
ー
」
が
行
わ
れ
た
オ

レ
ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
か
ら
、
イ
リ

ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
、
そ
し
て
Ｎ
Ａ
Ｊ
Ｇ
Ａ
が

行
わ
れ
た
ロ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
市
の

A
nderson Japanese Gardens

ま
で
、

そ
の
移
動
距
離
に
比
例
し
て
収
穫
も
多

い
、大
変
有
意
義
な
訪
米
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は

次
号
の
本
誌
に
て
掲
載
の
予
定
で
す
。

令
和
4
年
度
大
臣
表
彰

● 

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

国
土
交
通
大
臣
表
彰
が
７
月
11
日
付
で

発
表
さ
れ
、
当
協
会
で
は
山
田
拓
広
氏
が

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

	

山
田 

拓
広 

氏

	

理
事
・
近
畿
支
部
長

	

花
豊
造
園
株
式
会
社

	
	

代
表
取
締
役

表
彰
理
由
（
国
交
省
発
表
よ
り
）

　
多
年
造
園
工
事
業
に
精
励
す
る
と
と
も

に
関
係
団
体
の
役
員
と
し
て
業
界
の
発
展

に
寄
与
し
た

● 

外
務
大
臣
表
彰

外
務
大
臣
表
彰
が
８
月
４
日
付
で
発
表

さ
れ
、
当
協
会
で
は
内
山
貞
文
氏
が
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。	

内
山
貞
文
氏

	

評
議
員

	

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
日
本
庭
園

　

	

チ
ー
フ
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

功
績
（
外
務
省
発
表
よ
り
）

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
日
本
文
化

の
普
及

受
賞
さ
れ
た
山
田
拓
広
氏
、
内
山
貞
文

氏
に
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会
費
納
入
の
お
願
い

当
協
会
は
、
会
員
の
皆
様
の
会
費
に

よ
っ
て
よ
り
運
営
し
て
お
り
ま
す
。
今
年

度
会
費
の
納
入
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方

は
、速
や
か
な
納
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
日
本
各
地
・
庭
園
の
冬
支
度
」
の

写
真
を
募
集

日
本
各
地
の
「
庭
園
の
冬
支
度
」
の
写

真
を
募
集
し
ま
す
。
掲
載
は
1
1
1
号

（
2
0
2
3
年
・
新
年
号
）
の
予
定
で
す
。

街
で
目
に
し
た
地
域
色
あ
ふ
れ
る
冬
支

度
や
自
作
の
門
松
な
ど
の
写
真
と
解
説
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ま
ず
は
協
会
事
務
局

宛
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細

は
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

訂
正
と
お
詫
び

前
号
（
１
０
９
号
）
で
、
本
部
委
員

会
・
支
部
組
織
の
お
知
ら
せ
で
、
神
奈

川
県
支
部
長
の
名
前
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。

（
誤
）
米
谷
拓
未
→
（
正
）
米
山
拓
未

訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

1 0 7 号
巻
頭
言

温
故
知
新

水
本 

隆
信

挨

拶

日
常
を
取
り
戻
す　

庭
を
見
に
行
こ
う
！

高
橋 

康
夫

挨

拶

新
年
の
挨
拶

全
国
支
部
長

講

座

第
12
回　
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座

第
1
回　
煎
茶
精
神
と
庭

〜
そ
の
か
か
わ
り
を
さ
ぐ
る
〜

加
藤 

精
一

報

告

日
本
造
園
ア
カ
デ
ミ
ー
会
議
主
催　
造
園

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
災
い
転
じ
て
希
望
と
な
す
」
高
橋 

康
夫

横
山 

英
悦

会

員 

便

り

現
代
の
名
工　
厚
生
労
働
大
臣
表
彰

大
平 

晶 

氏　
越
智 

將
人 

氏

便

り

本
部・支
部
の
お
知
ら
せ

1 0 8 号
巻
頭
言

私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

榊
原 

八
朗

報

告

令
和
４
年
度
日
本
庭
園
協
会
定
期
総
会

講

座

み
ん
な
の
緑
学　

現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠

た
ち
〜
そ
の
作
庭
手
法
と
庭
園
観
〜

第
１
回　
岩
城 

亘
太
郎

岩
城 

隆

龍
居 

竹
之
介

荒
川 

淳
良

報

告

新
役
員
紹
介

報

告

全
国
支
部
長
連
絡
協
議
会
報
告

小
林 

紀
昭

便

り
「
く
ま
も
と
花
と
み
ど
り
の
博
覧
会
」が
開
催
中

1 0 9 号
巻
頭
言
〝
い
い
ね
！
雑
木
の
庭
〟中
村
さ
ん
、掃
除
を

し
な
く
て
い
い
庭
を
作
っ
て
！

中
村 

寛

講

座

み
ん
な
の
緑
学　

現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠

た
ち
〜
そ
の
作
庭
手
法
と
庭
園
観
〜

第
２
回　
斉
藤 

勝
雄

和
田 

新
也

龍
居 

竹
之
介

講

座

第
12
回　
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座

第
２
回　
都
立
庭
園
の
冬
支
度
の
意
匠

北
村 

葉
子

コ
ラ
ム

長
尾
欽
弥・よ
ね
夫
妻
と
日
本
庭
園
協
会
の

お
も
て
な
し

〜
米
国
ガ
ー
デ
ン
ク
ラ
ブ
を
歓
迎
す
〜

広
報
委
員

報

告

国
際
活
動
委
員
会「
欧
州
日
本
庭
園
協
会
」

設
立
総
会
に
参
加
し
て

曽
根 

将
郎

報

告

本
部
委
員
会
及
び
支
部
組
織

本
部
委
員
会
の
運
営
方
針
と
委
員

募

集
「
日
本
各
地・庭
園
の
冬
支
度
」の
写
真
を
募
集

便

り

新
潟
県
支
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

1 1 0 号
巻
頭
言

家
に
は
庭
が
必
要
で
す
よ

越
智 

將
人

講

座

み
ん
な
の
緑
学　

現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠

た
ち
〜
そ
の
作
庭
手
法
と
庭
園
観
〜

第
３
回　
飯
田 

十
基

龍
居 

竹
之
介

講

座

第
13
回　
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座

第
１
回　
庭
に
向
か
う
私
の
姿
勢

桃
井 

賢
二

講

座

第
13
回　
庭
園
技
術
連
続
基
礎
講
座

第
２
回　
庭
に
向
か
う
私
の
姿
勢

木
目
田 

裕
一

報

告

本
部・支
部
共
催

『
新
潟
県
庭
園
視
察
研
修
会
』

小
林 

紀
昭

会

員

便

り

国
土
交
通
大
臣
表
彰　
山
田 

拓
広
氏

外
務
大
臣
表
彰　
内
山 

貞
文
氏

便

り

本
部・支
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
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