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東
京
農
業
大
学
図
書
館
に
は
、
造
園
関
連
の
貴
重
書

が
数
多
く
登
録
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
内
の
三
件
は
図
書
館

Ｈ
Ｐ
「
貴
重
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
で
、
電
子
画
像
デ
ー

タ
に
変
換
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

 

三
件
共
に
、
そ
の
原
本
が
秋
里
籬
島
の
手
に
な
る
江

戸
時
代
の
版
本
で
あ
る
。
前
回
（
第
十
号
）
に
紹
介
し

た
、
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
（
み
や
こ
り
ん
せ
ん
め
い
し
ょ

う
ず
え
：
一
七
九
九
、
五
巻
六
冊
）
、
に
続
き
、
今
回

は
、
版
行
年
代
の
古
い
秋
里
籬
島
『
石
組
園
生
八
重
垣

伝
』
（
い
し
ぐ
み
そ
の
う
や
え
が
き
で
ん
：
一
八
二
七
、

乾
坤
・
二
巻
）
を
紹
介
し
た
い
。 

 

江
戸
時
代
の
版
本
の
た
め
、
原
文
に
は
毛
筆
草
書
体

風
の
文
字
を
用
い
て
い
る
が
、
多
く
の
図
を
付
し
て
解
説

し
て
い
る
の
で
比
較
的
わ
か
り
易
い
。
ま
た
、
上
原
敬
二

に
よ
り
『
石
組
園
生
八
重
垣
伝 

解
説
』
（
加
島
書
店
、

一
九
七
三
）
と
し
て
活
字
化
さ
れ
、
解
説
も
付
さ
れ
て
い

る
の
で
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。 

 

さ
て
、
こ
の
紹
介
記
事
冒
頭
に
掲
げ
た
写
真
は
、
こ
の

本
の
表
紙
（
右
）
、
そ
し
て
中
と
左
は
表
紙
を
開
い
て
の

見
開
く
頁
（
表
紙
裏
と
内
表
紙
）
で
あ
る
。
後
に
詳
説
す

る
が
、
こ
の
本
を
読
み
進
む
楽
し
み
の
一
つ
が
、
文
章
・
図

版
の
編
集
構
成
に
あ
る
。
ま
ず
は
、
表
紙
を
開
く
と
右

に
目
を
引
く
の
が
書
名
。
丹
精
な
書
体
と
バ
ラ
ン
ス
に
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。 
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そ
し
て
左
頁
に
は
「
衝
立
（
つ
い
た
て
）
」
の
図
柄
。
内
表

紙
は
、
日
本
の
家
屋
の
入
口
で
あ
る
「
玄
関
」
に
似
せ
て
い

る
。
本
の
入
口
の
意
味
か
。
日
本
家
屋
の
玄
関
口
に
置
か

れ
る
衝
立
は
、
目
隠
し
の
た
め
の
障
壁
、
す
な
わ
ち
外
か

ら
の
視
線
が
室
内
の
奥
に
直
接
届
く
こ
と
の
な
い
よ
う

遮
り
・
限
る
目
的
を
も
つ
。
ま
た
同
時
に
こ
う
し
た
衝
立

は
、
外
か
ら
の
訪
問
者
が
最
初
に
目
に
す
る
屋
内
調
度

品
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
も
て
な
し
に
相
応
し
い
美
を
期

待
さ
れ
る
。 

 

こ
の
衝
立
に
は
、
四
言
詩
が
記
さ
れ
そ
の
意
味
の
概
略

は
「
長
短
・
縦
横
、
大
小
り
っぱ
な
仕
事
は
、
普
通
で
な
い

ほ
ど
に
積
み
重
ね
た
技
芸
、
囲
ん
で
治
め
る
技
は
昔
か

ら
の
し
き
た
り
。
」と
で
も
な
ろ
う
か
。 

 

そ
し
て
、
衝
立
の
後
ろ
に
「
鳳
凰
（
ほ
う
お
う
）」と
「麒

麟
（
き
り
ん
）
」が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
向
こ
う
側
は
聖

な
る
場
所
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
衝
立
が
鳳

凰
と
麒
麟
の
い
る
聖
な
る
地
、
清
浄
な
場
所
の
境
、
限

り
、
と
な
って
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
清

浄
を
限
る
「垣
」
の
意
味
は
、
二
頁
ほ
ど
め
く
って
こ
の
本

の
前
書
「
八
重
垣
の
詳
誌
」
に
さ
ら
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ

て
い
る
。 

    

農
大
図
書
館
の
貴
重
図
書
書
誌
情
報
の
解
説
に
は 

 

 

次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

「
本
書
は
上
下
二
巻
か
ら
な
り
『
山
水
庭
相
談
』
の

中
か
ら
籬
根
の
作
り
方
を
主
に
採
択
し
又
石
組
の
事

は
『
築
山
庭
造
伝
』
を
取
り
入
れ
、
編
纂
し
た
も
の
で

あ
る
。
其
他
橋
、
門
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
築
庭
に
関

す
る
名
著
で
あ
る
。
」 

 

乾
坤
二
巻
か
ら
な
る
版
本
で
、
本
の
大
き
さ
は
縦
約

二
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

内
容
は
、
庭
を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
で
あ
る
垣
、

橋
、
木
戸
、
井
戸
、
石
組
、
飛
石
、
延
段
、
灯
篭
、
手
水

鉢
な
ど
の
図
と
そ
の
説
明
で
あ
る
。 

次
回
紹
介
予
定
の
秋
里
籬
島
『
築
山
庭
造
伝 

後

篇
』
の
版
行
が
一
八
二
八
年
。
翌
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
両
者
は
同
時
期
に
構
想
さ
れ
技
術
的
な
詳
細
を

先
行
さ
せ
て
出
版
し
た
と
も
思
え
る
。 

 

な
お
、
著
者
で
あ
る
秋
里
籬
島
に
つ
い
て
は
、
前
回
（
第

十
号
）
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
の
紹
介
の
際
に
載
せ
て
お

い
た
の
で
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。 

    

乾
巻
の
内
表
紙
を
め
く
る
と
、
次
に
左
右
見
開
き
で

登
場
す
る
の
が
、
こ
こ
に
載
せ
た
家
屋
と
庭
の
鳥
瞰
図
、

前
書(

ま
え
が
き)

の
前
頁
で
あ
る
。 

 

当
時
の
家
屋
周
辺
に
は
、
囲
み
・
区
切
り
の
た
め
の
様 

 

『石
組
園
生
八
重
垣
伝
』（一
八
ニ
七
、
文
政
十
） 

『石
組
園
生
八
重
垣
伝
』刊
行
の
意
図 

 

様々な垣根が画かれた巻頭の家屋と庭の鳥瞰図(＊) 
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々
な
種
類
の
垣
根
が
、
た
く
さ
ん
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
図
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
図
の
次
に
は
「
八
重

垣
の
詳
誌
」（
前
書
）
、
「目
録
」
（
目
次
）と
続
く
。 

 

さ
て
、
こ
の
図
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
よ
く
見
て
み
よ

う
。
鳥
瞰
図
な
の
か
？
透
視
図
で
も
な
さ
そ
う
な
、
よ

く
見
る
と
不
思
議
な
構
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
の
頁
構

成
で
こ
の
本
に
載
る
絵
図
の
意
味
深
さ
を
知
れ
ば
、
そ
れ

に
続
く
次
の
頁
で
も
あ
り
、
以
下
の
解
釈
が
で
き
る
。 

 

一
番
手
前
、
正
面
に
画
か
れ
る
垣
根
は
建
仁
寺
垣
。

現
在
も
日
本
の
庭
の
区
画
に
最
も
厳
格
な
垣
根
と
し
て

重
宝
さ
れ
て
い
る
。
図
手
前
、
左
右
横
幅
の
三
分
の
二
は

立
子
（
垣
根
の
縦
の
素
材
）
入
り
の
建
仁
寺
垣
で
あ
る
。

よ
く
見
れ
ば
、
図
中
に
画
か
れ
る
垣
根
の
多
く
が
こ
の

建
仁
寺
垣
で
、
し
か
も
目
立
つ
よ
う
に
画
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
手
前
の
左
右
一
直
線
に
の
び
る
、
垣
根
の
こ
ち
ら

側
（
読
者
側
）
と
む
こ
う
側
（
家
屋
と
庭
側
）
に
は
段
差
が

あ
る
よ
う
な
、
区
画
が
あ
る
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
の
別
世

界
の
よ
う
に
画
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

こ
の
画
の
妙
な
様
相
の
由
来
で
あ
る
。
そ
し
て
、
左
手

前
に
大
き
く
画
か
れ
る
樹
木
群
、
右
手
奥
に
は
樹
形
の

明
確
な
樹
木
、
さ
ら
に
中
央
や
や
左
に
は
遠
景
と
な
る

樹
木
群
。
見
る
も
の
の
視
線
と
関
心
を
左
手
前
か
ら
、

右
手
へ
、
そ
し
て
中
央
奥
へ
と
導
く
。
気
づ
け
ば
視
線
が

導
か
れ
る
こ
こ
あ
そ
こ
が
、
垣
根
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。

最
奥
に
見
え
る
場
所
に
も
垣
根
と
門
が
見
え
、
正
面
手 

 

 

前
の
門
、
そ
し
て
そ
の
先
（
上
方
）
に
、
い
く
つ
か
の
こ
の
画

の
奥
行
方
行
へ
の
線
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
透
視

画
法
的
な
描
法
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
視
線

の
ま
と
ま
り
は
中
央
や
や
左
上
に
導
か
れ
る
。 

 

そ
こ
に
「
秋
里
併
題
」
、
す
な
わ
ち
画
に
合
わ
せ
て
秋

里
が
題
す
、
と
記
す
漢
詩
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
い
る
。
こ

の
詩
を
読
み
下
す
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で

あ
る
。 

 

「
だ
れ
（
何
）
が
こ
の
館
を
飾
る
の
か
。
ま
ん
中
に
緑
が

映
え
る
楼
閣
。
後
ろ
は
悠
然
と
し
左
に
水
。 

右
に
様
々
な
垣
根
を
設
け
た
通
路
。
御
殿
に
近
く
咲
く

花
々
。
月
が
庭
の
淋
し
さ
を
補
う
。
極
ま
り
な
く
風
吹

く
音
が
た
だ
よ
う
。
」 

こ
の
図
の
次
か
ら
は
三
頁
に
わ
た
る
「
八
重
垣
の
詳

誌
」
（
前
書
）
で
あ
る
。
「
垣
」
の
類
語
で
あ
る
墻
、
屏
、

冊
、
籬
、
な
ど
の
語
句
を
あ
げ
、
そ
の
役
割
、
使
用
例
を

述
べ
る
。
特
に
、
神
仏
に
関
連
づ
け
つ
つ
「
不
浄
を
限
る
、

不
浄
を
隔
て
る
垣
根
」
の
意
義
、
役
割
を
強
調
す
る
。
こ

の
頁
に
至
り
、
そ
の
詳
誌
を
読
み
、
前
頁
ま
で
の
画
や
詩

句
表
現
の
意
味
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。 

そ
の
重
要
な
役
割
を
担
う
「
垣
根
」
に
つ
い
て
、
「
垣
に

品
と
色
と
其
数
今
は
あ
ま
た
あ
れ
ば
、
是
を
こ
こ
に
絵

図
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
結
方
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
教
え
、
自

ら
造
る
事
を
さ
と
し
、
奥
に
は
ま
た
庭
に
置
く
べ
き
石
の

く
み
か
た
を
く
わ
し
く
画
き
て
つ
た
え
て
さ
と
し
、
何
に 

 

 

よ
ら
ず
庭
に
用
ゆ
る
品
を
こ
と
ご
と
く
教
ゆ
る
も
、
神
と

世
を
祠
る
事
を
か
し
こ
く
せ
む
も
の
と
一
軸
を
述
べ
て
、

な
づ
け
て
石
組
園
生
の
八
重
垣
、
と
題
し
て
ふ
た
つ
の
文

と
は
な
し
ぬ
」と
記
述
す
る
。 

 

つ
ま
り
、
最
近
は
垣
根
の
種
類
が
数
多
く
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
絵
図
に
し
て
そ
の
作
り
方
を
示
し
て
自
身
で
造

れ
る
よ
う
に
し
、
ま
た
さ
ら
に
は
「
庭
に
置
く
べ
き
石
の

組
み
方
を
詳
し
く
画
き
」
「
庭
に
用
い
る
品
」
を
全
て
教

え
る
意
図
を
も
っ
て
「
石
組
園
生
の
八
重
垣
」
と
題
し
て

二
巻
に
ま
と
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
秋
里
の

生
き
た
時
代
、
最
先
端
の
作
庭
技
術
書
と
い
う
意
図
を

も
って
の
出
版
で
あ
った
。 

   
 

乾
坤
二
巻
に
採
録
さ
れ
て
い
る
絵
図
の
種
類
と
そ
の

数
を
掲
載
順
に
あ
げ
る
と
、
垣
根
三
十
八
種
、
庭
戸
八

種
、
庭
橋
十
三
種
、
庭
門
・
庭
木
戸
六
種
、
手
水
鉢
・
井

戸
な
ど
十
一
種
、
庭
石
・
石
組
三
十
五
種
、
軒
内
・
飛
石

・
延
段
な
ど
十
五
種
、
つ
く
ば
い
・
水
鉢
六
種
、
石
灯
篭

四
種
と
い
う
数
に
な
る
。 

 

乾
巻
（
上
巻
）
は
「
八
重
垣
之
袖
垣
」
で
始
ま
り
、
「
巌

海
橋
之
図
」
で
終
わ
る
。
坤
巻
（
下
巻
）
は
「
八
橋
之
図
」

で
始
ま
り
、
図
と
し
て
は
「
内
庭
手
水
鉢
之
図
」
で
終
わ

る
。
こ
の
本
の
編
集
の
仕
方
、
図
の
掲
載
順
と
方
法
が
興 

 

垣
根
な
ど
絵
図
の
種
類
・数
と
描
法 
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味
深
い
。 

ま
ず
、
絵
図
を
用
い
て
作
り
方
を
示
す
が
、
さ
ら
に

し
か
け
ら
れ
た
工
夫
が
あ
る
。
最
初
の
頁
に
は
垣
根
で

も
複
雑
な
構
造
を
も
つ
「
八
重
垣
之
袖
垣
」
図
た
だ
一
つ

の
み
を
掲
出
し
、
そ
の
構
造
「
八
重
垣
之
骨
組
」
図
は
そ

の
裏
頁
に
、
裏
か
ら
見
た
骨
組
み
図
と
し
て
掲
載
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
を
透
か
し
て

見
れ
ば
、
垣
根
の
姿
と
構
造
と
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
し

て
把
握
で
き
る
。 

同
様
に
、
「
八
重
垣
之
骨
組
」
の
左
頁
の
「
茶
洗
菱
袖

垣
」
（
注
・
洗
は
筅
の
誤
字
マ
マ
）
の
美
し
い
姿
の
絵
図
に
対

応
し
て
は
、
次
頁
に
「
茶
洗
菱
袖
垣
の
ほ
ね
組
」
と
し
て

骨
組
寸
法
図
を
載
せ
る
。
ま
さ
し
く
造
る
に
必
要
な
情

報
で
あ
る
が
、
茶
洗
菱
袖
垣
の
完
成
形
の
風
情
を
示
す

絵
図
に
は
無
粋
で
あ
る
。
そ
の
解
説
文
に
は
、
垣
根
を

結
う
た
め
の
素
材
（
結
縄
）
の
種
類
、
垣
根
の
相
応
し
い

場
所
を
記
し
、
次
頁
の
「
ほ
ね
組
」
図
に
は
骨
組
の
素

材
、
結
い
方
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
必
要
情
報
を
添
え
て
い
る
。 

よ
く
絵
図
を
見
て
み
る
と
、
図
は
庭
先
の
風
情
を
も

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
流
麗
な
毛
筆
草
書
風
の
文

章
と
の
配
置
バ
ラ
ン
ス
も
よ
く
、
絵
図
観
賞
に
も
相
応
し

い
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

 

こ
う
し
た
、
和
綴
じ
本
な
ら
で
は
の
面
白
い
工
夫
は
次

の
「
高
麗
垣
之
図
」
ま
で
で
、
こ
の
後
か
ら
は
同
一
頁
に

骨
組
み
を
画
く
も
の
七
種
の
他
は
、
垣
根
や
木
戸
な
ど 

 八重垣之袖垣（裏・表）(＊) 

茶洗菱袖垣（裏・表）(＊) 
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の
姿
図
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
初
の
三
つ
の
垣
根

の
骨
組
み
が
基
本
構
造
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た

寸
法
の
基
本
も
一
図
に
示
し
、
あ
と
は
文
中
で
補
足
す

る
だ
け
な
の
は
、
素
材
感
を
も
画
き
こ
ん
だ
姿
図
が
し
っ

か
り
と
し
て
い
る
の
で
、
あ
と
は
類
推
せ
よ
と
い
う
こ
と

か
。 

 

垣
根
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
垣
根
と
そ
の
垣
根

が
置
か
れ
る
状
況
、
す
な
わ
ち
袖
垣
で
あ
れ
ば
、
濡
縁
、

縁
先
手
水
鉢
、
石
灯
篭
、
そ
し
て
根
じ
め
植
栽
な
ど
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
載
せ
ら
れ
た
絵
図

が
垣
根
単
体
の
み
で
は
な
く
、
袖
垣
と
し
て
機
能
し
て
い

る
状
況
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
垣
根
の
解
説
で
は
、
寸
法
は
延
び
縮
み
さ
せ
て
「
恰 

好
よ
く
仕
上
げ
る
」
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

 

ま
た
、
骨
組
・
寸
法
の
入
っ
た
図
を
掲
載
し
た
後
に
続

く
「
沼
津
垣
」
「
鳥
居
垣
の
図
」
の
見
開
き
頁
で
は
、
垣
根

と
茶
室
、
待
合
そ
し
て
植
栽
な
ど
と
の
配
置
や
、
そ
れ
ら

の
相
互
関
係
が
図
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
法
（
ほ

う
）
は
・
・
・
」
と
し
て
標
準
寸
法
（
法
）
を
示
す
が
、
垣
根

に
取
り
合
わ
せ
る
も
の
や
周
辺
環
境
に
よ
り
、
そ
の
寸

法
・
バ
ラ
ン
ス
を
変
化
さ
せ
、
「
恰
好
よ
く
仕
上
げ
る
」
べ

き
で
あ
る
と
の
意
図
が
、
こ
の
絵
図
か
ら
理
解
さ
れ
る
。 

ち
な
み
に
、
乾
巻
の
垣
根
作
り
解
説
に
は
「
法
に
い
わ

く
」
「
法
に
曰
」
と
し
て
寸
法
を
○
尺
○
寸
と
記
述
す
る

表
現
が
多
い
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
「
此
寸
法
大
成
は

縮
め
小
な
る
は
延
し
て
其
恰
好
よ
し
是
則
伝
の
寸
法
な

り
」「
是
を
定
方
と
し
て
大
小
と
も
に
此
寸
法
を
延
縮
め

て
恰
好
を
取
べ
し
」
「
・
・
・
其
外
見
計
何
に
て
も
工
夫
に

任
べ
し
」
「
其
丈
恰
好
見
は
か
ら
ひ
ま
ず
図
の
ご
と
く
・
・

・」
「
低
く
も
ち
ゆ
る
時
此
垣
造
る
べ
か
ら
ず
、
恰
好
せ
ざ

る
也
、
余
は
見
は
か
ら
ひ
第
一
な
り
」
「
・
・
・
随
分
大
な

る
程
恰
好
よ
し
」
「
寸
法
は
極
り
な
し
恰
好
図
の
ご
と

し
」
「
・
・
・
し
か
し
長
短
は
処
の
恰
好
に
し
た
が
っ
て
・
・
・
」

「・・
・
倍
増
し
の
巾
に
て
大
体
恰
好
よ
し
」
。 

寸
法
や
バ
ラ
ン
ス
は
、
「
恰
好
よ
し
」
に
周
囲
と
見
計
ら

い
、
「
恰
好
よ
く
」
仕
上
げ
る
こ
と
を
各
所
で
強
調
し
て
い

る
。 こ

の
本
の
デ
ザ
イ
ン
書
と
し
て
の
一
面
で
あ
る
。 

  
 

 

建仁寺垣の解説(＊) 襖垣の解説(＊) 

高麗垣之図(＊) 
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乾
巻
（
上
巻
）
冒
頭
に
て
、
こ
の
本
出
版
の
意
図
を
十

分
に
伝
え
た
後
に
続
く
三
十
八
種
の
図
は
、
ほ
ぼ
立
面

図
を
主
と
し
た
姿
図
で
、
骨
組
図
は
同
一
頁
に
補
足
的

に
添
え
ら
れ
る
六
点
の
み
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
み
頁
を

括
っ
て
い
く
と
、
垣
根
・
庭
木
戸
の
パ
タ
ー
ン
ブ
ッ
ク
、
カ
タ

ロ
グ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
前
段
か
ら
の
続
き
と
し
て

読
み
進
め
ば
、
「
絵
図
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
結
方
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
教
え
、
自
ら
造
る
こ
と
を
さ
と
し
」
て
い
る
こ
と
が

了
解
さ
れ
よ
う
。
乾
巻
は
こ
の
垣
根
シ
リ
ー
ズ
の
後
に
、

巻
末
に
橋
を
五
種
類
あ
げ
て
終
え
て
い
る
。
両
面
見
開

き
で
画
か
れ
る
橋
は
そ
の
前
の
頁
ま
で
が
、
垣
根
や
戸
の

単
体
カ
タ
ロ
グ
的
な
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
転
じ
て
、

庭
の
一
光
景
を
描
き
出
す
中
に
橋
を
入
れ
込
み
、
絵
図

と
し
て
も
観
賞
し
て
楽
し
め
る
構
成
と
し
て
い
る
。 

 

坤
巻
（
下
巻
）
は
橋
の
続
き
で
始
ま
り
、
冒
頭
の
見
開

き
頁
に
「
八
ツ
橋
之
図
」
「
柴
太
橋
之
図
」
（
そ
だ
は
し
の

ず
）
。
続
い
て
同
じ
く
、
見
開
き
で
橋
を
主
景
と
し
た
庭

の
絵
図
が
二
場
面
続
き
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

る
。
あ
と
は
ま
た
、
木
戸
・
門
の
単
体
を
カ
タ
ロ
グ
的
に
配

し
た
頁
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
読
者
を
飽
き
さ

せ
な
い
編
集
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
橋
の
紹
介
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
巻
末
に

向
け
て
は
「
奥
に
は
ま
た
庭
に
用
ゆ
る
品
を
こ
と
ど
と
く

教
ゆ
る
」べ
く
、
庭
石
・
石
組
、
軒
内
・
飛
石
・
延
段
、
つ
く 

 編
集
の
工
夫
と
観
賞
の
楽
し
み 

 

柴太橋之図(＊) 

沼津垣(＊) 鳥居垣の図(＊) 

八ツ橋之図(＊) 
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ば
い
・
水
鉢
、
石
灯
篭
な
ど
が
ほ
ぼ
単
体
と
し
て
掲
載
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
図
の
絵
姿
も
見
て
楽
し
い
が
、
そ
の
後

に
続
き
、
巻
の
最
後
の
ほ
う
で
は
石
組
に
よ
る
庭
の
姿
を

画
く
「
築
山
全
形
組
石
賦
割
之
図
」
（
つ
き
や
ま
ぜ
ん
ぎ

ょ
う
く
み
い
し
ふ
わ
り
の
ず
）
「
真
石
組
平
庭
之
全
図
」

（
し
ん
の
い
し
く
み
ひ
ら
に
わ
の
ぜ
ん
ず
）
を
載
せ
て
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
い
る
。 

そ
の
後
に
は
、
補
遺
の
よ
う
に
見
え
る
ま
と
め
の
頁
が

四
頁
ほ
ど
続
く
。
ま
ず
は
こ
こ
に
掲
げ
た
「
高
地
水
取
工

夫
図
并
滝
之
図
」
が
あ
り
、
滝
の
水
を
く
み
上
げ
る
装

置
の
材
料
・
寸
法
な
ど
「
道
具
拵
之
事
」
（
ど
う
ぐ
こ
し
ら

え
の
こ
と
）
を
合
わ
せ
て
、
技
術
書
と
し
て
の
最
後
を
飾

る
。
絵
図
の
最
終
頁
は
見
開
き
の
二
図
「
同
石
陰
陽
之

組
方
之
図
」
「
内
庭
手
水
鉢
之
図
」
（
う
ち
に
わ
ち
ょ
う

ず
ば
ち
の
ず
）
で
あ
る
。
石
組
の
図
は
、
石
組
に
よ
る
心

得
（
デ
ザ
イ
ン
）
の
極
意
を
最
後
に
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
絵
図
は
庭
か
ら
内
庭
へ
、

手
水
で
身
を
清
め
て
家
屋
の
中
へ
入
る
状
況
を
画
い
て
い

る
。 庭

を
め
ぐ
る
こ
の
本
最
後
の
頁
は
、
外
庭
か
ら
内
庭

へ
、
屋
内
へ
と
い
ざ
な
う
設
え
「
上
が
り
口
」
で
あ
る
か

ら
、
す
な
わ
ち
「
上
が
り
で
お
終
い
」
を
意
味
す
る
の
だ

ろ
う
。 

   

真石組平庭之図(＊) 

道具拵之事(＊) 高地水取工夫図并滝之図(＊) 
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頁
を
め
く
っ
た
巻
末
に
は
、
「
庭
造
解
」
と
し
て
庭
造

り
の
心
、
と
い
っ
た
も
の
を
文
章
で
解
説
し
、
次
の
三
つ
の

歌
を
添
え
て
終
え
て
い
る
。 

  築
山
伝
歌 

 

そ
の
ま
ま
に
あ
る
こ
そ
す
く
な
に
姿
な
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 

造
ら
ぬ
す
が
た
つ
く
れ
築
山 

平
庭
伝
歌 

 

浪
に
ふ
す
か
も
め
と
見
ゆ
る
島
々
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
の
あ
し
た
を
霞
む
海
は
ら 

茶
庭
伝
歌 

 

か
し
の
木
の
も
み
ち
ぬ
か
ら
に
散
り
つ
も
る 

 
 

 
 

 
 

 

お
く
山
さ
と
の
み
ち
の
さ
び
し
さ 

   

以
上
、
『
石
組
園
生
八
重
垣
伝
』
を
垣
根
や
庭
石
な
ど

の
カ
タ
ロ
グ
と
の
評
価
で
は
な
く
、
自
ら
造
る
こ
と
の
で
き

る
学
習
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
利
用
や
、
そ
の
編
集
か
ら
絵

図
を
楽
し
む
版
本
と
し
て
の
面
白
さ
を
兼
ね
備
え
た
も

の
と
し
て
再
読
し
て
み
た
。
技
術
書
・
デ
ザ
イ
ン
書
を
超

え
、
観
賞
し
て
も
楽
し
め
る
こ
の
本
に
興
味
は
尽
き
ず
、

秋
里
の
生
き
た
文
化
・
文
政
の
頃
、
「
庭
園
文
化
」
の
花

開
い
た
江
戸
時
代
が
偲
ば
れ
る
。 

 

造
園
科
学
科 

教
授 

鈴
木
誠 

追
悼 

  

名
誉
教
授 

内
村 

泰
先
生
が
七
月
三
十
日
に
、

永
眠
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
教
育
後
援
会
発
行
の

『
農
大
学
報
』
に
十
回
の
連
載
で
農
大
の
歴
史
を
紐

解
く
ご
寄
稿
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
農
大
創

立
一
二
五
周
年
に
完
成
す
る
よ
う
に
書
き
綴
っ
て
来

ら
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
小
誌
に
も
収
穫
祭
に
つ

い
て
二
編
、
自
動
車
神
社
に
つ
い
て
は
前
号
で
ご
寄

稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
大
学
史
資
料
室
に

籠
り
、
資
料
を
丁
寧
に
調
べ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で

す
。
そ
の
後
ろ
姿
や
、
掘
り
出
し
物
の
資
料
を
発
見

さ
れ
た
時
の
歓
喜
の
声
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
様
な
活
動
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
こ
と
を

光
栄
に
思
い
ま
す
。 

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

内
村
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

＊
本
文
中
で
＊
印
の
付
い
て
い
る
資
料
は
当
大
学
史
資
料
室
の
所
蔵
資
料
で
す
。 

 

同石陰陽之組方之図(＊) 内庭手水鉢之図(＊) 

当
資
料
室
で
は
東
京
農
業
大
学
史
に
関
す
る
資
料
を
ひ
ろ

く
収
集
し
て
お
り
ま
す
。
東
京
農
業
大
学
史
関
係
資
料
や
、

各
種
情
報
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も 

結
構
で
す
の
で
、
左
記
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 

 

東
京
農
業
大
学 

 
 

 
 

 

図
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学
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