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日
本
庭
園
は
彿
敦
と
密
接
な
闘
係
を
持
つ
て
ゐ
る
。
日
本
庭
国
は
そ
の

登
達
の
源
を
、
日
本
の
他
の
交
化
と
同
様
に
，
醗
烏
奈
良
時
代
に
怠
応
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
か
、
こ
の
日
本
庭
園
史
の
黎
明
期
に
於
て
既
に
佛
敦
の
影

響
を
庭
園
の
裡
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
ビ
日
本
庭
固
に
最
も

力
張
い
影
繹
を
奥
へ
た
の
は
，
鐸
倉
時
代
に
渡
来
し
た
畔
宋
て
あ
っ
亡
。

祠
宗
の
日
本
庭
園
へ
の
影
響
は
三
輝
宗
か
曹
追
化
し
亡
]
]
町
時
代
に
於
て

3

日
本
庭
園
を
し
て
日
本
庭
圏
史
を
泊
じ
て
の
爛
熟
時
代
に
到
達
せ
し
め
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
祠
宗
の
敦
義
よ
り
生
す
る
自
然
観
の
亡
め
で
あ
っ

尺
法
蔀
網
に
「
一
色
一
香
無
髯
空
中
道
こ
と
あ
る
。
鱒
宗
は
こ
の
意
義

を
端
的
に
褒
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
て

3

祠
宗
に
於
て
は
寺
院
の
庭
園
は
扉

僧
の
道
場
で
あ
る
＾
）
『
騨
宗
が
盛
で
あ
っ
た
室
町
時
代
に
輝
宗
寺
院
に
多
く

の
優
秀
な
る
庭
園
が
築
迭
せ
ら
れ

P

そ
の
詰
果
畔
宗
以
外
の
寺
院
や
一
般

祉
會
人
の
邸
宅
に
作
庭
か
流
行
し
亡
の
て
あ
っ
亡
。
硯
今
日
本
に
茂
存
せ

る
古
庭
園
を
巡
帽
す
る
と
き
は
店
そ
れ
等
の
多
く
が
闘
宗
寺
院
に
島
す
る

日
本
庭
園
心
鑑
買

日

本

庭

園

の

芦

七

も
の
で
あ
る
を
知
る
の
で
あ
る
が

3

こ
仇
は
以
上
の
迎
由
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
寺
屁
の
庭
図
を
鑑
裳
す
る
に
あ
た
つ
て
は
輩
に
磨
園
の
造

園
藝
術
的
償
値
の
如
伺
の
み
を
批
判
せ
す
ら
先
づ
彿
敦
と
密
接
な
闘
係
の

あ
る
こ
と
を
心
に
置
か
な
け
仇
ば
な
ち
な
い
。

金
閻
寺
庭
園
は
純
然
亡
る
寺
院
庭
園
て
は
な
い
。
足
利
義
満
の
山
荘
を

後
寺
院
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
＂
＞
し
か
し
、
山
荘
時
代
に
も
或
程
度
ま
で
寺

院
の
形
式
を
持
つ
て
ゐ
4

」
の
で
あ
っ
て

t

特
に
親
存
せ
る
金
閣
は
舎
利
殿

と
し
て
建
築
さ
仇
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
佛
敦
建
築
物
を
中
心
に

庭
園
が
逹
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら

E

金
閣
寺
庭
胴
は
住
宅
庭
園
と
寺
院
庭

園
と
炉
嘗
時
の
非
凡
な
造
園
技
術
に
よ
っ
て
巧
み
に
融
合
苔
訊
亡
も
の
と

去
ひ
得
る
し
こ
の
庭
園
に
古
来
か
ら
著
名
な
九
山
八
悔
石
が
金
閣
前
の
池

中
に
現
存
し
て
ぬ
る
。
日
本
書
紀
に
依
る
と
推
古
天
皇
の
二
十
年
に
百
稽

、
の
鰐
化
人
で
あ
る
路
子
工
が
雨
庭
に
須
薦
山
を
糟
へ
て
ゐ
る
。
営
時
築
造

苔
れ
た
須
彊
山
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
又
後
批
如
何
な
る
影
響
を
日

文
部
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宗
敦
局
鱈
託
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儒



の
規
約
を
示
す
典
型
的
庭
園
で
あ
る
。
が
、

い
て
も
佛
敦
の
意
拳
か
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る

3

東
山
時
代
に
善
阿
翌
と
硝
す
る
著
名
な
作
庭

家
が
ゐ
仁
。
彼
は
「
築

5
貰

水

妙

手

藍

比

倫
こ
と
云
は
れ
亡
者
で
あ
っ
亡
が
、
彼
の
孫
・
又

四
郎
も
又
作
庭
の
妙
手
で
あ
っ
尺
會
て
彼
は

或
寺
院
の
作
庭
を
行
っ
仁
と
き
，
庭
園
の
西
方

か
ら
水
流
を
引
き
，
酉
部
に
言
を
設
け
仁
の

で
あ
っ
尺
院
主
は
彼
の
作
庭
上
の
違
法
を
賣

め
b

何
故
に
瀧
頭
を
京
に
作
ら
ざ
り
し
か
を
彼

に
尋
ね
仁
の
で
あ
る
。
又
四
郎
は
「
造
庭
の
法
は

主
人
の
言
ふ
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
砥
家
の
庭

日
本
庭
園
の
鑽
賞

堤湖西と橋月渡の罰榮後）II石小

こ
の
水
流
ぶ
国
の
位
置
に
就

に
あ
っ
て
は
西
を
以
て
瀧
頭
と
な
す
揚
合
が
あ

る
。
蓋
し
佛
法
東
漸
の
義
で
あ
る
」
と
答
へ
て

t
こ
よ
る
と
寺
院
庭
國
に
於
て
の
み

こ
介
し

゜

ゐ
る

西
方
か
ら
水
を
引
き
西
部
に
瀧
を
作
り
得
る
の

で
あ
る
。
大
津
市
の
園
満
院
庭
園
は
か
ヽ
る
佛

敦
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
水
を

洛
中
央
の
池
に
そ
A

が

庭
園
の
酉
方
か
ら
導
き
酉
南
部
に
於
て
瀧
と
な
し

し
め
て
ゐ
る
。

更
に
具
轡
化
さ
圧
庭
石
を
彿
像

彿
法
の
道
場
で
あ
る
寺
院
庭
園
竺

る
こ
と
が
あ
る
。
京
都
市
妙
心
寺
叩
叩
亭
鴫
賢
庭
園
は
玉
淵
の

庭
園 支
に那
異 女
常•學
な し`こ
る現
影は
響 れ
をる
興 恨
ヘ 空
？こ的
もな
の稗
は仙
な境
いで
o ふ

の
支 つ
那 て
に 藻
於莱
て 島
は，ほ
蓬ど
莱日
島 本

て
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て

~
g

住
宅
の
庭
園
に
は
凡
そ

の
も
の

{
口
で
な
，
＼
室
町
時
仕
か

九

作
と
云
は
れ
長
方
形
の
匿
域
に
十
数
箇
の
庭
石

を
配
し
こ
，
周
園
に
築
地
塀
を
巡
ら
せ
る
平
庭
て

あ
っ
ズ
典
型
的
な
鼻
院
庭
園
で
あ
る
。
こ
の

庭
園
ぱ
鹿
石
を
十
六
羅
漢
に
准
へ
繹
尊
大
會
の

讐
誓
蜆
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
；
現
在

の
雑
華
院
庭
園
は
改
虞
荒
哀
の
跡
か
見
え
牧

々
庭
園
愛
好
家
に
炒
か
ら
ぎ
る
失
望
羹
へ
て

わ
る
。
京
都
市
の
龍
安
寺
庭
園
も
十
六
羅
甑
を

象
れ
る
も
の
で
あ
る
と
な
す
庭
園
史
家
か
あ

。
る

そ
の
他
庭
園
と
彿
敦
と
の
闘
係
は
勘
く
な

い
。
特
に
庭
石
に
佛
菩
薩
の
名
稲
を
附
す
る
こ

と
が
多
い
。
阿
弾
陀
・
観
質
勢
至
を
現
は
し
に

―
―
一
尊
石
と
桐
す
る
一
員
の
庭
石
を
併
立
せ
る
も

の
の
如
き
は
最
も
普
通

0

に
見
得
る
も
の
で
あ

。
スの

机
i

に
水
院
・
瀧
。
池
等
に
馴
す
る
前
記

亡
の
．
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

九
山
八
悔
石
は
寺
院
庭
園
に
存
在
し
て
始
め

し
め
た
も
の
で
あ
る
う
し
こ
の
定
園
は
桃
山
時
代
の
代
表
的
庭
園
で
あ
る
の

田
信
長
が
足
刊

義
昭
の
た
め
に
新
第
を
京
都
二
條
に
管
造
せ
し

と
さ
，
信
長
に
よ
っ
て
舒
第
の
庭
園
に
移
さ
れ

L

下
第
一
の
租
を
得
亡
賢
庭
を
し
て
増
詞
改
築
せ

存
在
し
て
ゐ
た
。
銀
閤
寺
庭
同
に
あ
っ
た
九
山

八
悔
石
は
，
永
緑
十
二
年

て
築
庭
せ
し
め
沿
そ
の
役
回
藝
に
深
い
趣
味
を

持
つ
て
ゐ
た
門
主
義
演
准
后
か
約
三
十
年
間
に

つ
て
庭
作
の
輿
四
郎
及
び
作
庭
に
於
て
は
天

閣
寺
庭
園
に
も

i

亦
醍
醐
の
菩
提
寺
庭
園
に
も

心
の
山
は
郎
ち
須
薦
山
な
り
」
と
あ
る
。
そ
し

て
須
駕
山
は
大
悔
中
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ

る
。
庭
園
の
九
山
八
悔
石
は
須
洞
山
を
現
は
す

も
の
と
推
定
さ
訊
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
金

閤
寺
庭
闊
の
九
山
八
悔
石
は
池
中
に
浮
石
と
し

て
配
置
さ
肛
て
あ
る
。
九
山
八
悔
石
は
曾
て
銀

邊
。
須
弾
の
八
山
八
海
と
，
鐵
圏
山
な
り
。
其
中

石泥八山九と島也鶴の開tl迩寺閣金

か
ら
大
憬
設
計
を
な
し
、
三
人
の
定
奉
行
を
し

行
ふ
た
め
度
み
、
こ
の
寺
院
を
訪
問
せ
る
と
き
自

る
。
従
っ
て
か
や
う
な
庭
園
鑑
賞
の
霊
邸
は
瀧

頭
を
中
心
と
す
る
庭
固
の
東
南
部
附
近
に
存
在

す
る
。
京
都
市
に
あ
る
醍
醐
寺
一
二
賓
院
庭
園

は
B

慶
長
三
年
に
璧
臣
秀
吉
が
醍
醐
で
花
見
を

て
ゐ
た
作
庭
上
の
―
つ
の
形
式
的
手
法
で
あ

ち
地
輪
と
な
し

3

其
上
に
九
山
八
海
あ
り
。
即

も
持
隻
・
持
軸
＂
醤
木
。
善
見
。
馬
耳
。
象
鼻
，
持

庭
固
の
東
南
部
に
靖
を
構
へ
，
中
央
部
に
池
と

餃
け
る
こ
と
炉
室
町
時
代
か
ら

3

飩
に
確
立
し

輪
と
し

3

其
上
を
水
輪
と
し
り
其
上
を
金
輪
柳

る
所
に
よ
る
と
「
凡
そ
，
器
批
界
の
最
下
を
風

建
築
物
の
南
側
に
あ
．
つ
て
北
同
の
も
の
が
普
通

で
あ
る
。
北
向
の
庭
園
に
あ
っ
て
は
水
を
庭
園

の
東
南
開
か
ら
取
り
入
れ

8

酉
北
限
に
流
し
'

山
と
密
接
な
闘
係
を
有
す
る
も
の
が
九
山
八
澱
石
で
あ
る

Q

の
敬
ふ

日
本
の
古
建
築
物
は
南
面
せ
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
，
庭
園
は

本
の
作
庭
に
興
へ
た
か
は
甚
し
く
不
明
餃
で
あ
る
が

b

佛
敦
上
こ
の
須
媚

文
部
時
報

第
五
百
五
十
七
騎

と
去
ふ
べ
く
，
信
長
の
所
為
は
嘗
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
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に
闘
す
る
記
載
は
甚
だ
古
く
、
既
に
列
子
や
史
記
に
見
ら
れ
る
。
又
庭
園

に
こ
の
島
が
築
造
さ
れ
た
の
も
同
様
に
古
い
。
漢
の
武
帝
が
造
つ
た
建
章

宮
の
太
液
池
に
は
蓬
莱
・
方
丈
・
蠣
洲
・
壺
梁
の
紳
山
が
あ
っ
た
。
隋
の
燭

帝
の
西
苑
に
は
、
蓬
莱
・
方
丈
・
濠
洲
の
三
紳
仙
島
が
あ
っ
て
水
上
百
尺
の

高
さ
で
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
日
本
庭
園
も
早
く
か
ら
此
等

の
影
響
を
受
け
●
ゐ
る
。
平
安
朝
末
期
に
あ
っ
て
は
、
平
清
盛
の
八
條
殿

の
庭
園
に
は
蓬
莱
島
が
あ
っ
た
。
室
町
時
代
に
於
て
は
足
利
尊
氏
の
庭
園

に
蓬
莱
・
濠
洲
の
二
島
が
あ
っ
た
。

現
存
せ
る
古
庭
園
で
蓬
莱
島
を
有
す
る
も
の
は
非
常
に
多
い
。
元
来
日

本
で
は
蓬
莱
島
は
方
丈
．
濠
洲
の
二
島
と
三
島
一
連
た
る
こ
と
を
作
庭
上

の
規
約
と
し
て
ゐ
た
。
前
述
の
醍
醐
寺
三
賓
院
庭
園
は
三
箇
の
中
島
を
有

す
る
の
で
あ
る
。
此
等
は
明
か
に
蓬
莱
・
方
丈
．
藻
洲
の
三
島
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
江
戸
時
代
の
庭
園
に
於
て
は
三
島
一
連
た
る
こ

と
は
甚
だ
紗
く
、
多
く
は
蓬
莱
島
の
一
島
の
み
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
寛

永
年
間
に
徳
川
頼
房
に
よ
っ
て
創
設
せ
ら
れ
た
東
京
市
小
石
川
匝
の
後
業

園
は
適
例
で
あ
っ
て
、
編
の
形
に
象
つ
た
一
箇
の
蓬
莱
島
の
み
が
大
泉
水

に
浮
ん
で
ゐ
る
。
顧
井
縣
敦
賀
郡
粟
野
村
の
柴
田
氏
庭
園
に
も
、
島
根
縣

美
濃
郡
釜
田
町
の
臀
光
寺
庭
園
に
も
、
亀
の
形
に
作
れ
る
一
箇
の
蓬
莱
島

が
あ
る
。
そ
の
他
蓬
莱
島
の
み
を
有
す
る
庭
園
の
例
は
甚
だ
多
い
。
江
戸

中
期
の
享
保
二
十
年
北
村
援
琴
が
著
は
し
た
築
山
庭
造
偲
に
は
≫
中
島
を

し
た
の
で
あ
っ
た
。
庭
園
に
池
を
掘
り
島
を
築
き
、
毎
日
役
夫
数
百
人
を

し
て
尼
ヶ
崎
か
ら
潮
を
置
は
し
め
臨
苓
燒
き
、
そ
の
白
煙
を
鑑
賞
し
た
の

羹
島
の
景
趣
を
も
持
つ
て

で
あ
っ
た
。
河
原
院
庭
園
は
墜
釜
と
同
時
に

ゐ
た
。祭

主
―
-
1

位
輔
親
は
彼
の
邸
宅
六
條

院
の
庭
園
に
、
天
の
橋
立
の
景
を
模

し
た
の
で
あ
っ
尺
輔
親
は
自
然
美

に
陶
酔
し
て
、
軒
近
く
に
梅
を
植
ゑ

て
鶯
の
年
曰
に
耳
を
傾
け
た
り
、
寝
殿

で
居
な
が
ら
月
光
を
観
賞
す
る
七

め
、
寝
殿
の
庇
を
故
意
に
造
ら
な
か

っ
た
人
で
あ
る
、
彼
の
庭
園
も
彼
の

自
然
愛
好
の
反
映
で
あ
っ
て
、
池
の

中
島
を
遥
か
に
さ
し
出
し
て
、
こ
A

蘊
細
な
る
姿
態
を
有
す
る
松
を
多

く
植
ゑ
丹
後
の
天
の
橋
立
を
象
つ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
か
や
う
に
日
本
庭
園
に
於
て
名
勝
地
を
庭
園
に
模
す
る

の
で
あ
っ
た
が
、
最
も
普
遍
的
に

こ
と
は
銃
に
平
安
朝
時
代
に
行
は
れ
た

流
行
し
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
っ
た
。

る
東
京
市
小
石
川
画
の
後
業
園
に

蓬
莱
島
の
好
例
と
し
て
先
に
引
用
せ

H
本
庭
園
の
鑑
賞

文
部
時
報
第
五
百
五
十
七
織

蓬
莱
島
・
客
人
島
・
主
人
島
の
三
島
に
匿
別
し
て
ゐ
る
。
此
等
は
蓬
莱
'

方
丈
．
濠
洲
の
愛
形
と
も
み
る
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
方
丈
・
磁
洲
の
二
島
を
’

客
人
島
・

9

主
人
島
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
蓬
莱
島
を
亀
の
形
に
象
る
こ

と
は
≫
蓬
莱
島
が
亀
の
形
を
な
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
稗
仙
諏
に
提
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
蓬
莱
島
に
編
の
形
を
克
明
に
寓
し
始
め
た
の
は
江
戸
時

代
特
に
江
戸
中
期
以
後
で
あ
ら
う
。
北
付
援
琴
著
の
築
山
庭
造
偉
に
は
蓬

莱
島
に
亀
頭
石
・
雨
手
石
・
雨
脚
石
・
尾
崎
石
を
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
記
・

し
て
あ
り
、
常
時
如
何
に
窟
賓
的
に
蓬
莱
島
を
亀
の
形
に
象
れ
る
か
を
知

り
得
る
。
、
庭
園
に
は
時
と
す
る
と
鶴
亀
島
と
稲
す
る
中
島
の
存
在
を
見
出

す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
鶴
亀
島
も
蓬
莱
島
の
一
種
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

金
閣
寺
庭
園
の
金
閣
前
に
鶴
島
と
亀
島
と
が
あ
り
、
亀
島
は
明
か
に
亀
の

形
を
現
は
し
て
ゐ
る
。
亦
山
口
縣
吉
敷
郡
宮
野
村
の
常
榮
寺
庭
園
に
も
饂

島
が
あ
る
。

日
本
庭
園
は
名
勝
地
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
ゐ
る

J

名
勝
地
を
象
れ

る
庭
園
で
文
献
上
最
も
古
い
も
の
は
、
左
大
臣
源
融
の
河
原
院
と
祭
主
三

位
輔
親
の
六
條
院
で
あ
る
。
河
原
院
は
平
安
朝
中
期
に
於
け
る
最
も
著
名

な
庭
園
の
―
つ
で
あ
る
が
、
特
に
河
原
院
を
し
て
著
名
な
ら
し
め
た
所
以

は
墜
釜
の
景
を
模
し
た
に
あ
っ
た

3

堕
釜
は
僻
阪
な
奥
州
に
偏
在
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
、
営
時
に
於
て
は
海
内
有
数
な
名
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ

た
の
で
、
梱
融
は
そ
の
風
光
を
慕
つ
て
庭
園
に
壁
釜
の
悔
矯
の
景
を
模
葛

れ
て
ゐ
る
。
支
那
の
西
湖
・
鷹
山
を
始
め

贔
國
の
名
勝
地
が
取
入
れ
ら

と
し
て
、
京
都
の
清
水
観
音
堂
・
大
堰
川
・
渡
月
橋
が
あ
り
、
そ
の
他
龍

°
叉
曾
て
は
阿
波
の
鳴
門
が
存
在
し
て
ゐ
乃

田
川
・
木
曾
川
等
が
あ
る

。
従
つ
て
、
富
士
山
が
庭
園

富
士
山
は
日
本
の
代
表
的
名
勝
地
で
あ
る

に
及
ぼ
せ
る
影
響
も
紗
く
な
い
。
京

都
市
の
醍
醐
寺
三
賓
院
の
常
御
所
の

庭
園
は
富
士
山
が
作
ら
れ
て
あ
っ
．

パ

喜

銀ぶ
閣

、
”
硲

屠＂

た
。
白
砂
を
用
ひ
富
士
山
を
築
き
白

冒

9̀
啜
鵞
心
戸
ぷ
庭園

舅喜，ゞ9̀
の
苔
を
臥
せ
て
雪
に
擬
し
た
の
で
あ
っ

＾
虐
＇
げ
、
た
。
こ
の
興
味
深
い
作
庭
上
の
手
法

羞ぽ慮

冦

を

用

ひ

た

富

士

山

は

江

戸

時

代

に

破

蕊箕
｀
砂
壊
さ
れ
、
現
在
見
ら
れ
な
く
て
、
我

ふ

麟

々

造

園

家

に

大

い

な

る

哀

し

み

を

呉

゜

へ
て
ゐ
る

の.
Aっ

心

tf̀
y二

山
富
士
山
を
模
し
た
築
山
が
よ
く
保

存
さ
れ
て
ゐ
る
庭
園
は
、
熊
本
市
に
｛

あ
る
成
趣
園
で
あ
る
ぅ
成
趣
園
は
江
戸
時
代
．
に
肥
後
藩
主
細
川
忠
利
に
よ

も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
庭
園
は
清
冽
な
湧
泉
を
持

つ
て
創
設
せ
ら
れ
た

つ
心
字
型
の
池
や
、
池
の
彼
岸
に
あ
る
多
数
の
ふ
く
よ
か
な
築
山
や
、
背

、
[

J

れ
等
の
も
の
が
す
べ
て
焦
動
を
な
し
て

景
を
な
す
樹
林
等
が
あ
っ
て
'

1
0
 



日
本
庭
間
の
饂
賞

あ
っ
亡
。
室
町
時
代
に
於
円
足
利
尊
氏
の
麟
特
で
あ
っ
た
高
師
直
の
庭

園
門
名
膀
地
の
植
物
を
移
植
し
て
そ
れ
等
の
名
膀
地
の
風
景
を
含
心
し
た

も
の
で
あ
る
。
彼
の
庭
園
に
は

志
摩
や

紀
州
の
雑
賀
な
ど
の
悔
石
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た

の
み
で
な
く
，
吉
野
の
櫻
。
尾
上
の
訟
：
八
入

岡
の
紅
葉
。
難
波
の
全
章
。
字
都
山
の
菫
楓
等
が

あ
っ
て
、
彼
の
庭
園
の
特
色
を
な
し
て
の
亡
。

叉
同
時
代
の
有
名
な
歌
人
で
あ
る
瞑
阿
も
庭
園

に
名
膠
地
の
植
物
を
鑑
賞
し
仁
の
で
あ
っ
仁
゜

彼
の
常
光
院
坊
の
庭
固
に
は
東
に
龍
田
山
の
械

が
あ
り

3
5

池
汀
に
は
吉
野
山
の
楔
が
あ
っ
て

4

宮
城
野
の
萩
と
共
に
春
秋
の
粧
を
こ
ら
し
，
永

＜
頓
阿
の
敷
寄
を
物
語
っ
て
ゐ
亡
。

か
や
う
な
名
勝
地
の
植
物
を
庭
園
て
鑑
賞
す

る
こ
と
は
江
戸
時
代
に
至
っ
て
盛
に
行
は
れ
、

作
庭
上
の
憚
統
的
手
法
と
な
っ
亡
か
の
感
が
あ

汽
例
へ
ば
信
誤
須
坂
藩
主
堀
内
蔵
頭
の
下
屋

敷
の
庭
園
に
は
六
角
堂
の
椰
が
あ
り
，
石
見
演

田
城
主
松
平
周
防
守
の
戸
越
洲
業
に
は
高
雄
や
龍
田
の
械
炉
あ
れ
．
叫
飯

田
城
主
堀
大
和
守
親
塞
の
業
其
業
園
に
は
宮
城
野
の
感
三
保
の
秘
昇
手

ら
な
か
っ
た
も
の
汀
槃
い
で
あ
ら
う

J

特
に
大
名
溶
は
そ
れ
等
の
風
物
を

自
己
の
庭
同
内
に
再
硯
し
て
，
彼
等
の
二
族
に
旅
の
思
畠
を
分
た
ん
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。
京
海
道
五
十
三
次
の
景
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
代
表
的
大

名
庭
は
江
戸
の
戸
山
荘
で
あ
っ
た
。3

戸
山
荘
は
尾
張
大
納
言
徳
川
光
友
が

寛
文
年
間
に
創
殷
せ
る
も
の
で
あ
っ
て

S

現
在
京
京
市
の
陸
軍
戸
山
學
絞

内
に
僅
か
に
そ
の
二
郡
を
残
存
し
て
ゐ
る
。
戸
山
荘
の
庭
園
に
は

b

東
悔

道
小
田
原
の
宿
闘
が
模
し
て
あ
っ
た
。
庭
固
に
旅
宿
こ
翌
条
の
店
ご
泊
り

本
陣
｀
菱
顧
辰
。
荒
物
閉
。
葉
子
崖
・
た
ば
こ
堅
。
隕
器
圧
・
害
林
傘
累
判
屋
・
弓

矢
屋
・
臭
服
足
。
観
師
屋
ふ
喫
冶
屋
か
ら
腎
師
の
宅
・
大
日
堂

0

人
丸
堂
点
で

克
明
に
小
田
原
の
闘
を
う
つ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
岡
山
の
後
業
園
に
も
五

に
と
つ
て
，
悔
道
の
風
物
は
一
っ
と
し
て
恩
出
の
稼
と
な

れ
ば
こ
の
庭
園
は
平
凡
な
大
名
庭
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

江
戸
時
代
の
東
海
道
五
十
一
二
次
は
或
意
味
の
名
膠
地
で
あ
る
。
徳
川
薯

府
が
参
試
交
代
の
制
を
定
め
た
こ
と
ど
江
戸
の
繁
栄
と
相
侯
つ
て

8

東

海
道
は
悔
内
第
一
の
大
繹
路
と
な
っ
て
、
諸
大
名
を
始
め
謬
人
は
こ
の
胃

路
を
絡
繹
と
し
て
往
来
し
た
の
で
あ
る
。
日
一
日
と
の
ど
か
な
旅
を
綬
け

亡
嘗
時
の

と
こ
ろ
に
乃
こ
の
庭
園
の
藝
術
的
債
値
が
あ
る
。
若
し
こ
の
富
士
が
無
け

ゐ
る
築
山
。
富
士
に
吸
ひ
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て

5

．
こ

、、、

山
が
庭
園
の
中
心
を
離
れ
て
殆
ん
ど
そ
の
は
づ
れ
に
あ
る
に
も
拘
ら
す
、

恰
も
扇
の
要
の
や
う
に
，
全
庭
園
の
布
局
を
こ
の
一
勘
に
緊
掠
し
て
ゐ
る
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•
富
士

三

日
本
庭
固
は
名
院
地
の
植
物
と
も
亦
密
接
な
闘
係
を
持
つ
て
ゐ
る
。
各

名
勝
地
の
代
表
的
植
物
炉
庭
園
に
移
植
観
賞
苔
れ
て
ゐ
る
。
名
隙
地
の
植

物
を
庭
園
に
移
植
し
て
観
賞
す
る
の
は
う
そ
れ
等
の
植
物
が
有
す
る
形
態

美
ゃ
色
彩
美
を
鑑
賞
｀
す
る
の
み
で
は
無
く
，
そ
れ
等
の
植
物
と
名
膀
地
と

の
闘
係
を
想
超
し
て
、
そ
れ
よ
り
生
す
る
聯
想
美
を
も
合
せ
て
鑑
賞
す
る

こ
と
に
深
い
意
義
か
あ
る
。
か
う
し
た
こ
と
は
自
然
に
同
化
し
自
然
を
熱

愛
す
る
日
本
民
族
性
の
快
い
表
親
の
一
つ
で
あ
る
。
平
安
朝
時
代
に
櫻
町

中
納
言
成
範
か
姉
小
路
室
町
の
宿
所
の
周
図
、
町
の
東
酉
に
吉
野
の
櫻
を

並
木
に
植
ゑ
て
行
く
春
を
惜
ん
だ
こ
と
や
，
足
利
尊
氏
炉
櫻
と
械
と
を
吉

野
と
立
田
か
ら
凰
山
に
移
植
し
亡
故
事
は
有
名
な
物
語
で
あ
る
炉
，
庭
園

に
於
て
は
さ
う
し
た
例
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

名
臆
地
の
植
物
を
庭
圏
て
鑑
賞
し
た
文
獣
的
に
最
も
古
い
例
は
奈
良
朝

で
あ
っ
て
？
唐
招
提
寺
の
孤
山
松
で
あ
る
ゥ
孤
山
訟
は
支
那
の
酉
湖
孤
山

の
訟
の
種
子
を
開
山
大
師
か
持
も
飩
つ
て
播
種
せ
し
も
の
で

．
る
と
云

ふ
。
謙
倉
時
代
に
は
豪
宕
濶
逹
の
武
人
で
あ
る
と
共
に
詩
人
で
あ
っ
た
源

雪
爺
芸
＼
御
所
北
面
の
庭
に
北
野
詞
祉
の
梅
を
植
ゑ
て
ゐ
る
。
北
野
紳
屁

は
所
謂
風
景
的
名
勝
池
で
は
な
い
。
し
か
し
、
廣
く
知
ら
れ
た
様
の
名
所
で

の
山
吹
等
が
あ
っ
亡
。
こ
れ
等
の
植
物
中
例
へ
ば
宮
城
野
の
萩
の
如
く
~

こ
の
時
代
で
は
名
膀
地
の
靡
で
は
な
＼
名
陰
地
の
名
稽
を
植
物
の
園
藝

で
あ
っ

挺東丈方寺隠大るへ失を景儘めたの屋家や柱電

品
種
名
と
し
亡
も
の
も
あ
り
，

地
の
樅
物
を
播
種
或
は
移
植
し
な
い
楊
合
も
あ

用
ひ
た
も
の
で
あ
る
。

っ
た
で
あ
ら
う
が

b

か
や
う
な
名
紐
を
有
す
る

植
物
を
庭
園
で
鑑
賞
し
て
、

。

•
あ
ら
う

又
賓
際
に
名
膀

そ
れ
等
よ
り
生
す

る
聯
想
美
の
放
果
に
は
何
等
の
饗
化
も
無
い
で

奥
州
白
河
の
城
主
•
松
平
定
信
は
業
第
と
聾

し
，
作
庭
と
園
募
を
最
も
愛
好
せ
る
人
で
あ
っ

た
。
彼
は
多
く
の
庭
園
を
所
有
し
て
ゐ
仁
の
で

あ
っ
円
江
戸
の
深
川
に
は
彼
の
松
月
齋
庭
園

が
、
小
石
川
大
塚
に
は
彼
の
六
園
館
庭
園
炉

3

築
地
に
は
彼
の
浴
恩
園
炉
あ
っ
i
」
3

又
彼
の
所

領
で
あ
る
白
河
に
は
｀
湿
民
衆
と
共
業
し
て
現
代

の
公
園
と
同
様
の
意
義
を
有
し
て
ゐ
た
彼
の
南

澗
が
あ
っ
た
。
彼
も
嘗
時
の
作
庭
界
の
潮
流
に

乗
っ
て
庭
園
に
名
誘
地
の
植
物
を
栽
植
し
た
の

六
園
誼
庭
園
に
は
蜀
の
柳
。
酉
湖
の
梅
を
始
め
各
名
膀
地
の

花
舟
花
木
の
み
で
な
く
水
草
ま
で
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が

h

彼
炉
最
も

十
三
次
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
庭
園
の
五
十
三
次
は
？
五
十
三
次
の
景
を

庭
園
に
模
し
た
の
で
は
な
＇
＼
腰
掛
茶
屋
の
扁
額
に
東
海
道
五
十
三
次
の



力
を
そ
A

い
で
名
勝
地
の
植
物
を
集
め
た
の
は
浴
恩
園
で
あ
っ
た
。
浴
恩

園
に
は
名
勝
地
の
各
種
の
植
物
が
あ
っ
た
が
、
特
に
松
は
、
紀
州
吹
上
の

松
・
和
歌
浦
の
松
・
播
州
須
磨
の
松
・
筑
前
薩
屋
の
松
・
常
陸
鹿
島
の
松
・
奥

州
名
古
曾
の
闘
の
松
・
奥
州
白
河
の
松
・
奥
州
有
耶
無
耶
の
闘
の
松
・
奥
州

憚
の
闘
の
松
等
が
あ
り
、
九
州
か
ら
奥
州
に
渡
つ
て
名
所
々
々
の
松
を
植

ゑ
て
鑑
賞
し
た
の
で
あ
る
。
現
存
せ
る
日
本
庭
園
に
も
か
う
し
た
名
勝
地

の
植
物
を
有
す
る
も
の
が
紗
く
な
い
。

日
本
庭
園
に
あ
っ
て
は
、
庭
園
ぞ
の
も
の
の
み
で
な
く
庭
園
の
環
境
を

も
合
せ
て
鑑
賞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
我
々
の
組
先
は
庭

園
を
築
造
す
る
に
あ
た
つ
て
、
土
地
の
選
定
に
異
常
な
る
苦
心
を
彿
つ
て

ゐ
る
。
足
利
義
政
が
銀
閣
寺
庭
園
の
前
身
で
あ
る
東
山
殿
庭
園
の
土
地
の

選
定
に
あ
た
つ
て
、
長
年
月
を
要
し
た
が
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
義

政
が
東
山
殿
の
築
造
に
着
手
し
た
の
は
文
明
十
四
年
で
あ
っ
た
が
、
彼
が

土
地
の
邁
捧
を
始
め
た
の
は
文
明
十
四
年
か
ら
約
十
七
年
前
の
寛
正
六
年

で
あ
っ
た
。
こ
の
間
應
仁

iLの
た
め
一
時
土
地
の
選
捧
を
中
止
し
た
の
で

あ
っ
た
が
．
し
か
も
敷
年
間
に
亘
つ
て
、
京
都
の
東
山
・
北
山
・
西
山
一
帯

を
探
索
し
て
漸
く
溜
土
寺
山
を
選
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
浮
土
寺
山
は
延

暦
寺
の
末
寺
で
あ
る
浮
土
寺
の
所
有
で
あ
っ
て
、
寺
の
墓
地
が
あ
っ
た
。

義
政
は
無
断
で
此
の
士
地
を
没
牧
し
て
山
荘
と
な
し
た
の
で
あ
っ
て
、
延

暦
寺
は
義
政
の
専
横
に
到
し
，
溜
土
寺
は
天
下
無
雙
の
震
地
で
あ
る
に
か

又
此
等
の
環
境
は
直
接
庭
園
の
背
景
或
は
借
最
と
な
っ
て
庭
園
風
致
の

一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
銀
閣
寺
庭
園
の
月
待
山
・
金
閣
寺
庭
園

の
左
大
文
字
山
・
天
龍
寺
庭
園
の
小
倉
山
・
酉

l

芳
寺
庭
園
の
松
尾
山
等
は
す
べ
て
背
景
と
し
て
[

庭
園
の
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
。

日
本
庭
園
は
時
と
し
て
借
景
に
庭
園
の
生
命

が
託
さ
れ
る
。
庭
園
外
の
風
物
、
例
へ
ば
山
や

川
や
田
畑
や
松
並
木
な
ど
を
、
庭
園
内
に
取
り

入
れ
て
庭
園
の
風
致
と
渾
然
融
合
せ
し
め
る
借

景
は
古
く
か
ら
用
ひ
ら
れ
た
日
本
庭
園
の
一
手

法
で
あ
る
°
京
都
市
の
天
龍
寺
庭
園
は
室
町
初

期
に
夢
窓
國
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
嘗
時
こ
の
庭
園
は
境
城
は
廣
＜
嵐
山
を
巧

み
に
借
最
と
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
幾
多
の
纏
遜
を
経
て
現
在
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
何
時
の
頃
か
ら
か
樹
木
の

成
長
に
よ
っ
て
借
景
・
嵐
山
が
全
く
隠
蔽
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
昭
和
九
年
九
月

．

．

 

に
闘
西
地
方
を
猛
襲
せ
る
暴
風
雨
は
、
天
龍
寺
庭
園
の
樹
木
の
一
部
を
吹

き
倒
せ
る
た
め
失
は
れ
た
借
景
を
再
び
取
り
も
ど
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

日
本
庭
園
の
鑑
賞
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か
は
ら
す
墓
を
毀
ち
山
荘
を
建
設
す
る
と
は
佛
罰
に
値
す
る
も
の
で
あ
る

と
，
義
政
の
子
義
尚
に
訴
へ
て
ゐ
る
。
叉
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
に
は
、
こ

の
土
地
は
延
暦
寺
門
跡
恵
良
和
尚
の
薔
跡
で
あ
る
。
し
か
も
、
女
性
を
住

居
せ
し
め
る
と
ば
佛
法
の
衰
微
末
代
の
至
り
で
あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
。
こ

の
時
代
は
未
だ
佛
数
が
相
嘗
な
勢
力
と
櫂
威
と
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
義
政
と
て
も
墓
を
毀
ち
山
荘
を
建
設
す
る
こ
と
が
、
泄
の
批
醸
を

受
く
る
に
値
す
る
も
の
な
る
は
雉
つ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
。
義
政
が
長
年
・

月
を
費
し
、
世
間
の
非
難
を
線
期
し
て
こ
の
土
地
を
選
定
し
た
の
は
、
こ

の
土
地
の
地
形
が
如
何
に
作
庭
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
土
地

の
環
境
が
如
何
に
風
致
に
官
ん
で
ゐ
た
か
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
や
う
な
地
形
と
環
境
と
を
作
庭
上
の
要
件
と
な
す
こ
と
は
、
室
町
時

代
造
園
界
の
顕
著
な
―
つ
の
特
質
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
．
銀
閣
寺
庭

園
・
天
龍
寺
庭
園
・
西
芳
寺
庭
園
・
鹿
苑
寺
庭
園
等
は
す
ぺ
て
こ
の
特
質

を
鮮
明
に
展
開
し
て
ゐ
る

3

従
っ
て
此
等
の
庭
園
を
鑑
賞
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
先
づ
庭
園
所
在
地
か
ら
敷
町
乃
至
十
数
町
離
れ
た
地
動
に
足
を
と

ど
め
て
、
所
在
地
一
帯
の
環
境
の
風
致
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
，
庭
園
鑑
賞
に
際
し
て
、
此
等
の
環
境
が
庭
園
美
に
及
ぼ
す
影
響
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

日
本
庭
園
の
鑑
賞
は
親
覺
の
み
に
う
っ
た
う

べ
き
で
な
く
、
か
や
う
な
環
境
か
ら
生
す
る
雰
園
氣
に
も
心
を
證
す
べ
き

で
あ
る
。

作
庭
家
が
或
庭
園
を
築
造
す
る
に
あ
た
つ
て
、
庭
外
の
風
光
を
借
最
と
す

る
に
は
、
例
へ
ば
遠
山
を
借
景
と
す
る
に
は
ー
そ
の
遠
山
を
よ
く
望
見
し

得
る
や
う
叉
遠
山
に
よ
く
調
和
す
る
や
う
庭
園
，

に
樹
木
を
配
植
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
≫
或

一
定
の
期
間
を
、
そ
れ
は
五
十
年
或
は
百
年
以

上
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
或
一
定
の
期
間

を
鰈
過
す
る
と
き
は
、
成
長
し
す
ぎ
た
樹
木
は

逐
に
借
最
を
遮
断
し
て
、
そ
の
庭
園
の
造
園
藝

術
的
債
値
の
一
部
，
，
抹
殺
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
や
う
な
樹
木
は
作
庭
技
術
か
ら
し

て
庭
園
の
背
景
を
構
成
す
る
部
分
に
存
在
す

る
。
昭
和
九
年
の
暴
風
は
主
と
し
て
こ
の
背
景

匿
城
の
横
木
に
被
害
を
興
へ
し
た
め
ー
一
度
失

は
れ
し
借
景
を
再
び
同
復
し
た
庭
園
が
≫
天
龍

寺
庭
園
以
外
に
醍
醐
寺
三
賓
院
庭
園
．
高
台
寺

庭
園
等
が
あ
る
。
三
賓
院
庭
園
は
醍
醐
山
を
、

高
台
寺
庭
園
は
鷲
ケ
峰
を
借
景
と
し
て
眺
め
得

る
に
至
り
、
此
等
の
庭
園
が
築
造
嘗
時
の
庭
園

の
本
質
を
取
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

大
都
市
の
膨
脹
は
庭
園
の
借
最
を
破
壊
す
る
。
京
都
紫
野
の
大
徳
寺
方

水山枯の庵悔東寺心妙

一
四
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丈
庭
園
は
そ
の
適
例
で
あ
る
。
大
徳
寺
方
丈
庭
図
は
南
庭
と
此
に
直
角
に

屈
折
せ
る
東
庭
と
に
分
も
得
る
。
東
庭
は
帯
朕
を
な
す
僅
か
な
匿
域
に
二

十
節
に
足
り
な
い
小
庭
石
を
配
し
た
も
の
て
あ
る
か
¥
こ
の
庭
園
は
惜
景

本
位
の
も
の
て
あ
っ
亡
。
江
戸
時
代
に
於
て
は
庭
園
の
前
面
に
紫
野
の
田

畑
と
加
茂
川
と
松
並
木
と
が
あ
り
、
遠
く
叡
山
か
あ
っ
て
、
此
等
の
も
の

が
東
庭
の
よ
き
借
景
て
あ
っ
た
硲
然
る
に
京
都
市
の
近
代
都
市
的
衰
展
は
沼

こ
の
梢
景
を
ほ
と
ん
ど
破
譲
し
て
、
東
庭
の
小
生
命
を
甚
｀
亡
し
く
脅
威
し

て
ゎ
汽
日
本
庭
関
と
借
景
と
は
か
ほ
ど
に
緊
密
な
闘
係
を
持
つ
て
る

ャ
ち
せ
ん
4
9
ぬ
i

最
後
に
日
本
炭
園
の
枯
山
水
に
就
い
て
述
べ
，
‘
こ
の
小
稿
を
欄
筆
し
や

う
と
2
心
ふ
。
全
く
水
を
川
ひ
ず
し
て
ぅ
し
か
も
水
を
表
現
せ
る
庭
園
を
帖

山
水
と
云
ふ
。
京
都
市
の
妙
心
寺
塔
頭
・
京
悔
庵
の
庭
園
は
文
化
十
一
年

の
作
て
あ
っ
て
、
僅
か
五
十
蚊
坪
の
長
方
形
の
小
庭
て
あ
る
。
こ
の
庭
団

は
一
見
普
通
の
平
庭
の
如
さ
ぷ
｀
う
一
全
庭
和
池
に
擬
し

5

庭
固
の
酉
北
部
に

三
箇
の
地
脹
訊
を
作
り
茫
莱
二
玄
久
こ
鴫
洲
の
三
島
と
な
し
た
枯
山
水
で

あ
る
。
こ
の
庭
固
を
「
東
悔
一
連
の
庭
」
と
桐
す
る
の
は
蓬
莱
ら
方
丈
ぷ
螂
罰

の
三
島
一
連
炉
東
海
に
存
在
す
る
と
の
意
味
ゎ
土
琴
蜆
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
，
惹
聾
の
京
誨
ど
作
庭
上
に
活
弔
し
た
も
の
て
あ
る
。
又
京

都
市
大
徳
寺
の
孤
蓬
庵
庭
園
も
枯
山
水
で
あ
る
。
孤
蓬
庵
庭
圏
は
江
戸
初

期
の
築
庭
で
あ
っ
て
、
書
院
の
南
方
に
平
狐
を
作
り
こ
に
見
立
て

3

寸口ぃ一菩＂
,i r
 

そ
の
周
園
を
や
ヽ
高
く
し
て
石
僑
を
架
け
'
,

さ
虹
亡
雪
見
燈
籠
を
置
き
，
塔
を
配
し
:
稚
松
を
植
ゑ
て
、
水
に
臨
め
る

意
想
を
表
は
し
て
ゐ
る
。
水
を
用
ひ
ず
し
て
水
を
現
は
す
象
徴
的
な
作
庭

手
法
は
叉
日
本
庭
園
の
一
特
質
で
あ
る
。
京
都
市
大
徳
寺
塔
頭
。
大
仙
院

庭
園
、
滋
貨
縣
長
喧
町
の
大
通
寺
含
山
町
庭
園
等
も
著
名
な
枯
山
水
で
あ

ス。

引
用
せ
る
庭
図
中
硯
存
せ
る
も
の
は
縣
蓬
院
庭
国
を
除
き
す
ぺ

て
史
蹟
名
膀
天
然
記
念
物
保
存
法
に
よ
っ
て
指
定
苔
れ
國
家
的

保

謹

を

て

ぬ

る

3

に
用
ふ
る
こ
と
を
規
約

-ノ冷
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