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九
十
五
才
の
庭
師
は

　

今
も
現
役　

　

新
た
に
立
ち
上
げ
た
作
庭
塾

庭
守
の
勉
強
会
は
、
会
員
の
協

力
の
も
と
充
実
し
た
内
容
で
、

し
か
も
事
故
も
な
く
予
定
の
一

年
が
終
了
し
た
。

　

そ
の
締
め
く
く
り
と
し
て
総

勢
十
五
名
で
、
穴
太
石
積
み
と

重
森
三
玲
の
庭
を
テ
ー
マ
に
大

津
坂
本
と
、
京
都
に
研
修
旅
行

へ
行
っ
て
来
ま
し
た
。

　

四
月
五
日
新
横
浜
を
早
く
に

出
発
し
た
こ
と
が
幸
い
し
、
比

叡
山
坂
本
に
着
い
た
の
は
昼
に

は
ま
だ
早
い
時
間
。
伝
教
大
師

最
澄
が
開
祖
の
天
台
宗
延
暦
寺

の
門
前
町
坂
本
は
、
琵
琶
湖
の

西
岸
に
位
置
し
、
朝
鮮
半
島
と

の
交
易
舟
が
行
き
来
し
た
日
本

海
と
、
奈
良
、
京
都
を
結
ぶ
交

通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
と
の

こ
と
。
流
通
を
担
う
坂
本
の
馬

借
は
、
室
町
時
代
に
は
蜂
起
や

一
揆
を
度
々
繰
り
返
す
ほ
ど
の

力
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

延
暦
寺
が
織
田
信
長
の
宿

敵
浅
井
、
朝
倉
に
組
し
た
と

の
口
実
に
よ
り
、
元
亀
二
年

（
一
五
七
一
年
）
九
月
織
田
軍

の
攻
撃
を
受
け
、
延
暦
寺
の
塔

堂
伽
藍
と
共
に
坂
本
の
町
も
灰

燼
と
な
る
。
そ
の
戦
い
で
数
千

人
の
死
者
が
出
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
信
長
の
比
叡
山
攻
め

以
後
、
山
上
（
山
坊
）
の
僧
は

山
を
下
り
、
居
住
の
た
め
の
里

坊
が
増
え
る
と
同
時
に
坂
本
の

町
も
復
興
し
た
と
の
こ
と
。

　

最
初
に
訪
ね
た
吉
田
造
園
の

資
材
置
場
で
は
、
山
積
み
さ
れ

た
貴
重
な
吉
野
石
と
、
関
東
で

は
な
じ
み
の
薄
い
チ
ャ
リ
石
等

を
見
学
し
た
。
チ
ャ
リ
石
は
、

敷
い
て
積
ん
で
差
石
に
良
し
、

大
き
な
石
は
景
石
に
良
し
の
使

い
勝
手
に
幅
の
あ
る
重
量
感
を

持
っ
た
石
で
す
。

　

ま
た
、
硅
石
と
石
灰
岩
の
層

模
様
が
特
徴
の
伊
勢
の
鎧
石

も
、
参
加
者
に
は
め
ず
ら
し
い

石
で
し
た
（
①
）。

　

大
正
三
年
二
月
生
ま
れ
の
昌

寅
氏
が
、
現
在
で
も
脚
立
に

上
が
り
仕
事
を
し
て
い
る
話
に

一
同
驚
き
つ
つ
、
屋
敷
前
に
造

ら
れ
た
昌
寅
氏
の
力
作
で
あ
る

石
積
み
や
、
石
組
を
カ
メ
ラ
に

収
め
、
昌
寅
氏
と
社
長
の
茂
氏

に
丁
重
に
お
礼
を
述
べ
お
別
れ

を
し
た
（
②
）。
因
み
に
昌
寅

氏
は
私
の
師
匠
で
あ
る
。
昼
食

は
行
を
終
え
た
僧
侶
の
、
衰
弱

し
た
か
ら
だ
を
気
遣
っ
た
食
事

が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
鶴
喜
そ
ば
」
で
舌
づ
つ
み
を

打
つ
。

　

穴
太
積
み
の
技
法
は

朝
鮮
よ
り
伝
わ
る　

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、
慈
眼
大

師
天
海
の
廟
所
で
あ
る
慈
眼

堂
。
天
海
は
徳
川
家
康
、秀
忠
、

家
光
の
三
代
将
軍
に
仕
え
、
比

叡
山
の
復
興
と
江
戸
上
野
の
東

叡
山
寛
永
寺
の
創
建
に
力
を
尽

く
し
た
大
僧
正
で
す
。
一
〇
八

才
の
長
寿
を
全
う
し
家
康
、
家

光
と
同
じ
日
光
に
葬
ら
れ
て
い

ま
す
。
天
海
の
座
像
が
祀
ら
れ

て
い
る
廟
の
前
庭
に
は
、
笠
、

火
袋
、
竿
が
四
角
で
中
台
と
基

礎
が
丸
い
独
特
の
石
灯
篭
が
、

十
数
基
合
掌
す
る
か
の
如
く
静

か
に
立
っ
て
い

る
（
③
）。
敷

地
内
西
側
の
高

台
に
は
、
天
台

宗
開
祖
伝
教
大

師
最
澄
の
最
大

の
支
援
者
桓
武

天
皇
の
、
奈
良

二
上
山
凝
灰
岩

で
造
ら
れ
た
大

き
な
宝
塔
や
、

和
泉
式
部
、
紫

式
部
そ
し
て
歴

代
の
座
主
の
供

養
塔
が
、
宝
篋

印
塔
、五
輪
塔
、

無
縫
塔
な
ど
の

造
り
で
並
ん
で

い
る
。

　

時
代
の
流
れ

に
よ
っ
て
風
化

し
な
が
ら
も
、

温
和
な
表
情
の

阿
弥
陀
の
石
仏

に
見
送
ら
れ
、

静
寂
漂
う
お
霊

屋
を
後
に
す
る
。
江
戸
時
代
末

期
ま
で
、
天
台
座
主
の
住
居
で

あ
っ
た
滋
賀
院
の
門
を
抜
け
る

と
、
穴
太
積
み
の
石
垣
が
門

を
囲
む
よ
う
に
築
か
れ
て
い
る

（
④
）。

　

穴
太
衆
が
文
献
に
最
初
に
登

場
し
た
の
は
、
比
叡
山
が
焼
打

ち
に
あ
っ
た
五
年
後
の
、
天
正

四
年
（
一
五
七
六
年
）
信
長
に

よ
る
安
土
築
城
、
又
は
醍
醐
三

宝
院
の
普
請
（
一
五
七
七
年
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。
穴
太
衆
の

祖
先
は
、
最
澄
と
同
じ
く
朝
鮮

か
ら
の
帰
化
人
で
、
朝
鮮
の
穴

太
族
と
の
こ
と
。
六
六
三
年
天

智
天
皇
の
こ
ろ
、
百
済
救
済
の

た
め
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
た
大
和

朝
廷
軍
は
、
白
村
江
（
は
く
す

き
の
え
）
の
戦
い
で
唐
、
新
羅

の
連
合
軍
に
敗
れ
た
が
、
そ
の

と
き
百
済
の
貴
族
、
文
化
人
、

工
人
が
日
本
に
渡
り
帰
化
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

坂
本
に
住
み
着
い
た
穴
太
族

の
、
石
垣
積
み
の
技
法
を
持
っ

た
人
た
ち
が
、
七
八
八
年
か
ら

始
ま
っ
た
最
澄
の
延
暦
寺
の

前
身
で
あ
る
比
叡
山
寺
創
建
に

加
わ
り
、
穴
太
石
垣
積
み
の
基

盤
を
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期

に
か
け
て
、
全
国
に
次
々
と
城

が
築
か
れ
た
。
そ
の
多
く
が
穴

太
の
地
か
ら
城
石
垣
積
み
に
出

か
け
た
穴
太
の
手
に
よ
る
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
坂
本

で
唯
一
人
の
穴
太
衆
と
し
て
、

石
垣
積
を
継
承
し
て
い
る
粟
田

さ
ん
の
祖
先
も
、
四
国
に
石
積

み
に
来
て
い
た
穴
太
衆
に
つ
い

て
四
国
か
ら
坂
本
へ
移
住
し
た

と
の
こ
と
（
⑤
）。

　

元
和
一
年
（
一
六
一
五
年
）

徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
の
一
国

一
城
令
が
制
定
さ
れ
る
と
、
穴

太
衆
の
城
石
垣
積
は
激
減
す
る

が
、
河
川
や
港
湾
等
の
土
木
工

事
に
穴
太
の
技
法
は
生
か
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
坂
本
は

石
積
み
の
町
と
し
て
観
光
客
を

呼
び
込
ん
で
い
る
が
、
特
に
里

坊
が
建
ち
並
ぶ
辺
り
は
、
ど
ち

ら
を
向
い
て
も
穴
太
積
み
で
あ

る
。
そ
の
里
坊
の
ひ
と
つ
律
院

の
庭
を
拝
見
し
た
。

　

千
日
回
峰
行
を
成
し
遂
げ
た

住
職
の
叡
南
俊
照
阿
闍
梨
様

は
、相
変
わ
ら
ず
の
艶
や
か
な
、

お
顔
で
お
元
気
な
ご
様
子
。
比

叡
山
を
源
と
す
る
大
宮
川
の
水

を
引
き
込
ん
だ
、
浅
い
流
れ
の

庭
を
お
茶
を
ご
馳
走
に
な
り
な

が
ら
拝
見
す
る
（
⑥
）。

　

信
長
の
比
叡
山
攻
め
の
と
き

に
は
、
山
上
で
殺
さ
れ
た
人
々

の
流
し
た
血
で
、
こ
の
大
宮
川

の
水
が
何
日
に
も
わ
た
っ
て
赤

く
染
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
二
宮
橋
、
走
井
橋
、
大

宮
橋
の
通
称
日
吉
三
橋
に
は

参
加
者
一
同
圧
倒
さ
れ
た
よ
う

だ
。
勾
欄
、
橋
板
、
桁
石
、
桁

受
、
橋
脚
の
す
べ
て
が
細
工
さ

れ
た
巨
大
な
花
崗
岩
で
組
ま
れ

て
い
る
。
比
叡
山
攻
め
の
際
、

信
長
の
命
に
従
い
行
っ
た
殺
生

の
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
か
ど
う
か

知
ら
な
い
が
、
天
下
人
に
な
っ

た
秀
吉
が
こ
の
石
橋
を
寄
進
し

た
（
⑦
）。
坂
本
か
ら
宿
泊
先

の
東
山
閣
へ
向
か
う
途
中
、
石

造
り
の
宝
塔
で
は
日
本
最
大
と

い
わ
れ
て
い
る
平
安
時

代
後
期
の
関
寺
の
牛
塔

と
、
鎌
倉
時
代
の
石
灯

篭
で
関
蝉
神
社
の
時
雨
灯
篭
を

拝
見
す
る
。
い
ず
れ
も
近
江
系

特
有
の
豪
壮
さ
を
有
し
て
い
る

（
⑧
）。

　

神
仏
か
ら
現
世
に

遣
わ
さ
れ
た
作
庭
家　

　

研
修
二
日
目
に
ま
ず
見
学
し

た
の
は
松
尾
大
社
。

　

松
尾
に
は
立
石
づ
か
い
で
知

ら
れ
る
重
森
三
玲
の
庭
が
あ

る
。
七
十
八
歳
で
亡
く
な
る
ま

で
に
三
〇
〇
を
超
え
る
作
庭
活

動
の
最
晩
年
の
庭
。
松
尾
に

は
、
神
が
宿
る
磐
座
（
い
わ
く

ら
）を
表
現
し
た「
上
古
の
庭
」、

蓬
莱
神
仏
思
想
の「
蓬
莱
の
庭
」

他
に
「
曲
水
の
庭
」
等
が
あ
る
。

ど
の
庭
も
、
作
庭
活
動
終
焉
の

庭
と
は
思
え
ぬ
、
す
べ
て
の
石

の
個
性
が
力
強
く
表
現
さ
れ
て

い
る
（
⑨
）。

　

と
こ
ろ
で

重
森
三
玲
が

最
初
に
手
が

け
た
庭
は
、

昭
和
十
四
年

の
京
都
東
福

寺
で
あ
る
。

東
西
南
北
に

そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
庭
が
、

方
丈
を
囲
む

よ
う
に
造
ら

   
作
庭
塾　

庭
守
研
修
報
告　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庭
守
会　

会
長　

荒
川　

昭
男

①現在では入手がむずかしい独特な模様の守山石②95才にて未だ現役の庭師吉田昌寅氏

③茲眼堂石灯篭④滋賀院門跡の苔むした穴太積

⑤叡山坂本駅前の豪快な穴太積⑥延暦寺里坊律院の遺水の庭

⑦秀吉寄進の花崗岩で組まれた日吉三橋

⑧日本最大の関寺の牛塔
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れ
て
い
る
。
そ
の
四
庭
の
う
ち

で
、
私
が
魅
か
れ
る
の
は
南
庭

の
枯
山
水
。
丹
波
の
長
石
や
、

穴
が
特
徴
の
庭
湖
石
等
を
組

み
、
中
国
の
渤
海
湾
に
浮
か
ぶ

と
伝
え
ら
れ
る
神
仙
島
を
表
現

し
て
い
る
ら
し
い
。

　

四
〇
年
前
初
め
て
こ
の
東
福

寺
の
庭
を
見
た
と
き
の
衝
撃

は
、
今
で
も
そ
の
強
さ
を
失
わ

ず
私
の
か
ら
だ
に
残
っ
て
い

る
。

　

松
尾
の
庭
は
過
去
何
度
か
拝

見
し
た
が
、
い
つ
も
考
え
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
勝
手

な
解
釈
だ
が
、
何
か
を
造
り
あ

げ
る
芸
術
家
と
か
職
人
は
、
処

女
作
と
晩
年
の
作
を
比
べ
る
と

精
神
的
支
柱
は
別
に
し
て
、
現

象
的
な
面
は
変
化
が
あ
っ
て
当

然
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
東
福
寺
と
松
尾
で

は
、
処
女
作
と
晩
年
を
比
較
し

て
大
き
な
違
い
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
重
森

三
玲
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
神

や
仏
は
、
不
動
で
あ
り
永
遠
的

な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
変
ら

な
い
の
だ
ろ
う
か
。何
年
か
前
、

京
大
近
く
に
あ
る
重
森
三
玲
の

自
宅
を
訪
ね
た
こ

と
が
あ
る
。
毎
日

眺
め
る
自
宅
の
庭

は
、
立
石
の
強
烈

な
個
性
を
控
え
め

に
し
た
、
さ
ぞ
か

し
静
か
な
庭
で
あ

ろ
う
と
の
勝
手
な

想
像
は
打
ち
砕
か

れ
た
。
あ
の
独
特

の
石
づ
か
い
は
、

重
森
三
玲
の
生

活
と
い
う
か
人
生

そ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
私
の
理
解
の
域
を
超
え
て

い
た
。

　

話
は
少
し
横
道
に
逸
れ
る

が
、
私
は
印
象
派
の
絵
が
好
き

で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
モ
ネ
と

セ
ザ
ン
ヌ
に
ひ
か
れ
る
。
二
人

と
も
連
作
が
あ
る
。
モ
ネ
は
睡

蓮
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
サ
ン
ト
・
ビ

ク
ト
ワ
ー
ル
山
。
パ
リ
中
心

部
の
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
に

オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
が
あ

る
。
地
下
の
円
形
展
示
室
で
モ

ネ
の
描
い
た
睡
蓮
の
絵
を
、
初

期
か
ら
晩
年
ま
で
観
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
視
力
の
弱

く
な
っ
た
晩
年
に
描
か
れ
た
水

蓮
は
、
花
と
い
う
よ
り
も
散
ら

か
っ
て
い
る
ゴ
ミ
の
よ
う
に
見

え
た
。

　

マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
一
日
二
本

の
ロ
ー
カ
ル
バ
ス
に
乗
り
、
サ

ン
ト
・
ビ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
を
見

に
行
っ
た
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
が
キ
ャ
ン
バ
ス
を

構
え
た
と
思
し
き
場
所
に
腰
を

下
ろ
し
、
ほ
ぼ
一
日
山
を
眺
め

て
い
た
。
石
灰
岩
の
塊
の
サ
ン

ト
・
ビ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
は
、
山

と
い
う
よ
り
も
気
勢
を
持
っ
た

景
石
の
よ
う
に
私
に
は
思
え

た
。
い
や
景
石
よ
り
磐
座
と
表

現
し
た
方
が
正
し
い
か
も
知
れ

な
い
。

　

し
か
し
晩
年
、
か
ら
だ
の
衰

え
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
た
サ
ン

ト
・
ビ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
は
描
き

始
め
の
こ
ろ
の
山
と
は
違
い
、

は
っ
き
り
し
た
稜
線
は
消
え
、

山
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
程
遠
い
絵

に
な
っ
て
い
る
。

　

二
人
の
晩
年
の
絵
か
ら
共
通

し
た
も
の
を
私
は
感
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
描
き
た

い
か
ら
描
く
と
い
う
情
念
の
よ

う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
モ

ネ
も
セ
ザ
ン
ヌ
も
、
観
る
側
に

立
ち
対
象
を
描
く
な
ど
と
い
う

こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
花
が
ゴ
ミ
に
な
ろ
う
と
、

山
が
ぼ
や
け
よ
う
と
何
し
ろ
描

け
れ
ば
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
神
や
仏
を
表

現
す
る
の
に
、
勝
手
な
表
現
の

変
容
は
許
さ
れ
な
い
と
、
重
森

三
玲
は
考
え
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
神
や
仏
か
ら
、
こ
の
世
へ

使
わ
さ
れ
た
終
生
変
わ
っ
て
は

い
け
な
い
使
命
感
の
よ
う
な
強

い
気
持
ち
を
、
重
森
三
玲
は
抱

い
て
い
た
よ
う
だ
。
し
た
が
っ

て
東
福
寺
と
松
尾
か
ら
異
な
る

印
象
を
、
感
じ
な
く
て
も
仕
方

が
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
重
森
三
玲
は
自

分
が
作
庭
し
た
も
の
が
、
神
や

仏
を
は
っ
き
り
表
現
出
来
る
う

ち
に
世
を
去
っ
た
。
松
尾
を
あ

と
に
し
て
大
徳
寺
の
高
桐
院
に

向
か
っ
た
（
⑩
）。

　

高
桐
院
の
目
的
は
、
細
川
三

斎
公
の
灯
篭
墓
石
と
、
朝
鮮
出

兵
の
際
加
籐
清
正
が
持
ち
帰
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
王
城
の
礎

石
。
石
灯
篭
は
鎌
倉
時
代
の
作

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
石
造

美
術
家
の
川
勝
政
太
郎
は
、
南

北
朝
時
代
の
奈
良
系
の
特
徴

を
有
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（
⑪
）。

　

高
さ
六
尺
あ
ま
り
の
近
世
の

取
れ
た
上
品
な
造
り
で
、
所
持

し
て
い
た
利
休
が
秀
吉
の
所
望

を
退
け
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ

笠
の
蕨
手
（
わ
ら
び
て
）
を
欠

き
三
斎
に
譲
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
王
城
の
礎
石
は
、
宝

塔
の
塔
身
の
細
工
を
施
し
、
袈

裟
型
の
手
水
鉢
と
し
て
降
り
蹲

踞
で
組
ま
れ
て
い
る
（
⑫
）。

　

庭
守
の
実
技
講
習
で
い
つ
の

日
か
、
降
り
蹲
踞
を
行
い
た

い
と
の
予
定
が
あ
っ
た
の
で
良

い
参
考
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
今
回
の
研
修
で
は
以
上
の

他
に
、
今
宮
神
社
に
お
い
て
構

成
鉱
物
が
菫
青
石
（
き
ん
せ
い

せ
き
）
と
黒
雲
母
の
通
称
「
コ

メ
真
黒
」
と
呼
ば
れ
る
珍
し

く
、
し
か
も
美
し
い
鴨
の
真
黒

石
を
見
た
。
研
修
の
最
後
に

鷹
ヶ
峰
の
「
し
ょ
う
ざ
ん
」
で

樹
齢
四
五
〇
年
の
台
杉
や
、
良

形
の
吉
野
石
を
ふ
ん
だ
ん
に
配

石
し
た
流
れ
を
見
学
し
た
。
今

ま
さ
に
満
開
の
桜
の
中
で
の
研

修
が
、
参
加
に
ど
れ
ほ
ど
の
参

考
に
な
っ
た
か
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、ひ
と
ま
ず
「
庭
守
」

初
め
て
の
研
修
は
無
事
終
了
し

た
。

　

皆
さ
ん
ご
苦
労
様
で
し
た
。

　

研
修
付
記

　

比
叡
山
の
裾
に
広
が
る
樹
林

は
、
い
つ
訪
れ
て
も
爽
や
か
で

あ
る
。
樹
林
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

に
、
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）
が

張
ら
れ
た
磐
座
（
い
わ
く
ら
）、

磐
境
（
い
わ
さ
か
）
の
、
地
元

で
は
白
石
と
呼
ば
れ
る
花
崗
岩

や
社
が
点
在
し
て
い
る
。

　

山
上
（
や
ま
が
み
）
に
は
、

京
都
御
所
の
表
鬼
門
の
守
り
と

し
て
東
塔
、
西
塔
、
横
川
の
エ

リ
ア
に
別
れ
た
、
天
台
宗
総
本

山
延
暦
寺
の
塔
堂
伽
藍
が
歴
史

を
背
負
っ
て
建
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
爽
や
か
な
こ
の
辺

り
は
、
全
国
に
三
千
八
百
あ
る

山
王
総
本
宮
の
内
路
。

　

そ
の
日
吉
大
社
の
神
体
山
で

あ
る
八
王
子
山
の
参
道
口
で
も

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
は
、
神
と

仏
が
共
に
鎮
座
す
る
聖
域
に
な

る
。
伝
来
の
仏
教
と
、
自
然
信

仰
の
結
合
で
あ
る
神
仏
習
合
の

領
域
。
聖
域
に
は
、
天
端
に
切

妻
屋
根
を
の
せ
た
山
王
鳥
居
と

も
、
惣
合
（
そ
う
ご
う
）
鳥
居

と
も
称
す
る
日
吉
大
社
独
特
の

珍
し
い
鳥
居
が
建
っ
て
い
る
。

高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
だ

ろ
う
か
。
実
に
堂
々
と
し
て
い

る
。

　

自
然
を
身
近
に
、
ま
た
此

方
（
こ
な
た
）
と
彼
岸
を
一
体

と
し
て
感
じ
る
こ
の
様
な
情
景

は
、
あ
る
意
味
神
仙
島
を
築
い

た
池
泉
庭
や
、
浄
土
庭
園
の
中

を
散
策
し
て
い
る
よ
う
な
、
落

着
い
た
気
持
ち

に
な
れ
る
。

　

洛
中
の
喧
噪

な
環
境
に
伽
藍

を
配
し
、
名
庭

を
築
い
た
建
仁

寺
、
妙
心
寺
、

大
徳
寺
等
の
臨

済
宗
の
各
寺
院

と
は
、
異
な
る

別
の
世
界
で
あ

る
。

　

夢
窓
疎
石
が

黄
金
時
代
を
築

い
た
臨
済
宗

は
、
数
多
く
の

名
庭
を
造
り
残

し
て
き
た
が
、

そ
れ
と
は
対
照
的
に
天
台
密
教

は
、
作
庭
に
は
臨
済
宗
程
関
心

を
示
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

　

相
阿
弥
作
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
青
連
院
は
、
数
少
な
い
天

台
寺
院
の
名
庭
で
あ
る
。
他
に

梟
の
手
水
鉢
で
知
ら
れ
る
曼
殊

院
、
独
特
の
石
灯
籠
が
立
つ
蓮

華
寺
、
大
原
の
三
千
院
と
庭
が

有
名
な
天
台
寺
院
も
あ
る
が
、

臨
済
寺
院
の
数
に
は
及
ば
な

い
。

　

仏
教
に
関
し
て
不
勉
強
な
私

が
こ
の
こ
の
様
な
こ
と
を
述
べ

る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、
天

台
密
教
は
、
も
と
も
と
作
庭

の
意
志
を
必
要
と
し
な
い
土
壌

に
、
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　

内
容
が
夢
窓
の
話
に
な
る

が
、純
粋
禅
の
立
場
の
人
々
は
、

夢
窓
の
禅
は
坐
禅
を
重
視
し
な

が
ら
も
、
理
論
的
、
説
明
的
で

あ
り
、
教
典
や
文
学
か
ら
離
れ

ら
ね
な
か
っ
た
と
酷
評
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
か
、
天
竜
寺
、
西

芳
寺
（
苔
寺
）、
恵
林
寺
な
ど

の
夢
窓
の
作
風
は
論
理
的
、
説

明
的
、
し
か
も
直
感
的
で
あ

る
と
評
論
す
る
人
も
い
る
と
聞

く
。

　

し
か
し
、
西
芳
寺
洪
隠
山
の

枯
滝
石
組
や
天
竜
寺
曹
源
池
の

立
石
組
は
、
私
に
と
っ
て
は
原

風
景
的
存
在
で
あ
る
し
、
し
か

も
個
人
的
に
直
感
に
頼
る
こ
と

が
嫌
い
で
は
な
い
。

　

以
前
、
専
門
書
の
中
で
、
平

安
時
代
の
歌
人
源
俊
頼
の
、「
石

は
さ
も
た
て
け
る
人
の
心
さ
へ

か
た
か
と
有
て
み
え
も
す
る
か

な
」
と
い
う
歌
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
こ
の
「
石
」
と
い
う

題
が
つ
い
た
唄
の
意
味
は
、
石

組
の
な
か
に
人
柄
、
あ
る
い
は

才
能
が
あ
ら
わ
れ
る
。つ
ま
り
、

石
組
み
は
人
を
あ
ら
わ
す
と
の

意
味
な
の
だ
が
、
こ
の
歌
を

知
っ
た
と
き
ま
ず
夢
窓
を
思
い

浮
か
べ
た
。
同
時
に
、
橘
俊
綱

は
「
作
庭
記
」
を
誌
し
た
が
ゆ

え
に
後
世
に
名
を
残
し
た
が
、

平
安
貴
族
や
文
人
達
の
多
く

が
庭
に
深
い
造
詣
を
持
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。
平
安
の
人
々
の
庭
へ
の
思

い
は
、
移
り
行
く
歴
史
の
中
で

夢
窓
に
受
け
継
が
れ
、
更
に
変

容
し
臨
済
寺
院
で
枯
山
水
が
誕

生
し
た
。
禅
の
教
義
か
ら
逸
脱

し
た
と
し
て
も
、
自
己
主
張
を

貫
い
た
夢
窓
の
石
に
対
す
る
姿

勢
に
親
し
み
を
抱
く
と
共
に
、

僧
侶
が
何
故「
石
立
僧
」に
な
っ

た
の
か
、
娑
婆
世
界
に
住
む
私

に
も
最
近
少
し
だ
け
見
え
て
き

た
よ
う
な
気
が
す
る
。

⑫大徳寺高桐院の袈裟型の降り蹲踞 ⑪大徳寺高桐院墓地内の
細川三斉公灯篭墓石

⑨松尾大社「蓬来の庭」重森三玲氏晩年の作

⑩大徳寺高桐院山門前にて


