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は
じ
め
に

　
小
石
川
後
楽
園
、
浜は

ま
離り

宮き
ゅ
う
恩お

ん
賜し

庭て
い
園え

ん
、
旧

き
ゅ
う
芝し

ば
離り

宮き
ゅ
う
恩お

ん
賜し

庭て
い
園え

ん
、
六り

く
義ぎ

園え
ん
、
こ
の
四
つ
の
「
園
」
に
共
通
す

る
の
は
？　
そ
う
、
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
大
名
庭
園
な
の
で
あ
る
。
現
在
は
、
国
に
よ
り
文
化
財
指
定
さ

れ
、
都
立
公
園
と
し
て
一
般
市
民
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

大
名
庭
園
復
元
へ
の
道
の
り

　
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
、
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
は
、
大
名
た
ち
に
府
下
に
屋
敷
を
構
え
さ
せ

た
。
寛
永
一
二
（
一
六
三
五
）
年
の
武ぶ

家け

諸し
ょ
法は

っ
度と

で
参
勤
交
代
が
正
式
に
制
度
化
さ
れ
た
た
め
大
名
屋
敷
が
増

加
、
そ
の
後
、
お
お
よ
そ
三
〇
〇
の
大
名
家
が
複
数
の
屋
敷
を
構
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
数
一
〇
〇
〇
か
所

近
く
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
庭
園
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
は
将
軍
の
御お

成な

り
（
屋
敷
へ
の
訪
問
）
を
意
識
し
て
作
庭
し
た
「
大
名
庭
園
」
だ
っ
た
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
大
名
が
自
ら
の
利
用
目
的
を
意
識
し
て
、
好
み
の
意
匠
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
る
。
庭
師
が
活
躍
し
植
木

屋
が
繁
盛
し
、
庶
民
も
園
芸
に
親
し
む
。
平
和
で
、
み
ど
り
豊
か
な
江
戸
の
街
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
大
名
庭
園
の
ほ
と
ん
ど
は
明
治
維
新
（
大
政
奉
還
：
一
八
六
七
年
、
廃
藩
置
県
：
一
八
七
一
年
）
を

契
機
に
失
わ
れ
て
い
く
。
残
っ
た
庭
園
も
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
の
関
東
大
震
災
、
第
二
次
世
界
大
戦

はじめに



4

の
戦
火
、
と
り
わ
け
昭
和
一
九
〜
二
〇
（
一
九
四
四
〜
四
五
）
年
の
空
襲
で
大
き
な
被
害
を
受
け
る
。
昭
和
三

〇
年
代
に
は
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
、
江
戸
の
み
ど
り
の
文
化
は
忘
れ
ら
れ
て
も
い
く
。

　
私
が
東
京
都
に
入
職
し
た
の
は
、
昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
で
あ
る
。
大
学
で
物
理
学
を
学
ん
だ
私
は
、

昭
和
五
五
年
、
Ｉ
Ｔ
・
電
子
機
器
の
輸
出
入
販
売
の
技
術
商
社
に
入
社
し
た
。
一
方
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

自
然
が
大
好
き
だ
っ
た
私
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
多
摩
の
丘
陵
が
切
り
崩
さ
れ
て
住
宅
地
に
変
わ
っ
て
い
く
姿
に

忸じ
く

怩じ

た
る
思
い
が
あ
っ
た
。

　
あ
る
日
、
転
機
が
訪
れ
た
。
地
元
の
日
野
市
が
主
催
し
た
自
然
観
察
会
に
参
加
し
、
自
然
保
護
に
か
か
る
部

署
が
行
政
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
自
分
も
そ
ん
な
仕
事
を
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、
な
ん
と
か
東
京
都
の
職
員
採
用
試
験
を
通
り
、
造
園
の
専
門
職
に
就
い
た
。
公
園
や
街
路
樹
な
ど

の
整
備
お
よ
び
管
理
、
都
市
緑
化
な
ど
を
担
当
す
る
部
署
の
技
術
職
員
と
し
て
、
最
初
の
三
年
間
は
街
路
樹
係

と
し
て
墨
田
区
、
江
東
区
、
江
戸
川
区
な
ど
下
町
の
街
路
樹
の
維
持
管
理
を
担
っ
た
。
街
路
樹
の
剪せ

ん
定て

い
や
ツ
ツ

ジ
な
ど
の
植
樹
帯
の
刈
込
の
時
期
を
見
極
め
、
時
に
は
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
の
駆
除
も
行
な
っ
た
。
自
然
保

護
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
に
も
思
っ
た
が
、
晴
れ
て
「
造
園
」
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
「
大
名
庭
園
の
復
元
」
に
私
が
た
ど
り
つ
く
の
は
、
少
し
先
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

大
名
庭
園
の
魅
力
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小
石
川
後
楽
園
は
、
文
京
区
後
楽
園
に
あ
る
東
京
ド
ー
ム
の
西
に
位
置
す
る
。
ド
ー
ム
の
建
築
面
積
四
万
六

七
五
五
㎡
の
約
一
・
五
倍
七
万
八
四
七
㎡
の
広
さ
の
都
立
公
園
だ
。
ド
ー
ム
と
は
異
な
り
、
お
お
む
ね
い
つ
も

ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
。

　
東
門
か
ら
内
庭
を
通
り
、「
唐か

ら
門も

ん
」
を
横
目
に
進
み
、
本
来
の
庭
園
内
に
入
る
。
唐
門
は
空
襲
で
焼
失
し
た

が
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
末
に
復
元
さ
れ
た
建
物
だ
か
ら
よ
く
観
察
し
て
ほ
し
い
。
唐
門
を
過
ぎ
る
と
、

そ
こ
は
鬱う

っ
蒼そ

う
と
し
た
樹
木
に
囲
ま
れ
た
園
路
で
あ
る
。
園
路
は
、
茶
室
な
ど
で
見
ら
れ
る
「
延の

べ
段だ

ん
」
と
い
う
敷

石
の
通
路
で
、
大
小
の
自
然
石
と
切
石
を
組
み
合
わ
せ
て
あ
る
。
こ
の
園
路
は
「
木
曾
路
」
の
見
立
て
で
、
そ

ば
に
は
「
木
曾
川
」
に
見
立
て
た
小
川
が
流
れ
て
い
る
。

　
樹
木
に
囲
ま
れ
、
ゆ
る
や
か
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
園
路
（
木
曾
路
）
を
進
ん
で
い
く
と
、
と
た
ん
に
視
界
が

開
け
、
大
き
な
池
（
＝
大だ
い

泉せ
ん

水す
い

と
呼
ぶ
）
が
広
が
る
。「
琵
琶
湖
」
で
あ
る
。
目
の
前
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は

徳と
く
大だ

い
寺じ

石い
し
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
壁
の
よ
う
な
石
が
据す

え
ら
れ
た
島
だ
。
中
国
の
神
仙
思
想
で
東
方
海
上
に
あ
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
「
蓬ほ

う
莱ら

い
島じ

ま
」
で
あ
る
。
目
を
右
に
転
じ
る
と
、
岩が

ん
礁し

ょ
うの
よ
う
な
島
が
見
え
る
。
そ
れ
は
、

琵
琶
湖
の
観
音
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
る
「
竹ち

く
生ぶ

島し
ま
」
で
あ
る
。
小
石
川
後
楽
園
に
は
、
他
に
も
京
都
の
渡と

月げ
つ

橋き
ょ
う・

大お
お

堰い

川が
わ

・
通つ

う
天て

ん
橋き

ょ
うと

い
っ
た
名
勝
地
に
見
立
て
た
景
色
が
縮
景
の
技
術
を
使
っ
て
園
内
に
写
し
取
ら
れ
て

い
る
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
知
れ
ば
、
園
路
を
進
む
に
も
わ
く
わ
く
感
が
増
す
は
ず
だ
。

　
四
つ
の
大
名
庭
園
は
、
来
歴
は
異
な
る
が
江
戸
時
代
初
期
・
前
期
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
。
小
石
川
後
楽
園
は
寛

永
六
（
一
六
二
九
）
年
に
、
水
戸
徳
川
家
初
代
藩
主
の
頼よ

り
房ふ

さ
が
築
庭
し
、
二
代
藩
主
の
光み

つ
圀く

に
が
完
成
さ
せ
た
大

はじめに
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泉
水
を
中
心
と
し
た
回
遊
式
の
大
名
庭
園
で
あ
り
、
和
式
と
中
華
式
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
、
日
本
や
中
国
の
各
地

の
名
勝
地
を
縮
景
に
取
り
込
ん
だ
手
法
は
、
そ
の
後
の
大
名
庭
園
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
は
、
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
徳
川
四
代
将
軍
家い

え
綱つ

な
よ
り
、
将
軍
の
鷹
狩
場
で
あ
っ
た

海
辺
の
葦あ

し
原は

ら
の
地
を
拝
領
し
た
甲
府
宰さ

い
相し

ょ
うの

松
平
綱つ

な
重し

げ
が
海
を
埋
め
立
て
て
別
邸
を
整
備
し
、
そ
こ
に
築
庭
さ

れ
た
庭
が
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
綱
重
の
子
の
綱つ

な
豊と

よ
が
六
代
将
軍
家い

え
宣の

ぶ
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
将
軍
家
唯

一
の
庭
園
と
な
っ
た
。

　
旧
芝
離
宮
恩
賜
庭
園
は
、
明
暦
（
一
六
五
五
〜
一
六
五
八
年
）
の
こ
ろ
に
海
面
を
埋
め
立
て
た
土
地
を
、
延

宝
六
（
一
六
七
八
）
年
に
老
中
・
大
久
保
忠た

だ
朝と

も
が
将
軍
家
綱
か
ら
拝
領
し
て
建
て
た
屋
敷
に
あ
る
。

　
六
義
園
は
、
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
、
五
代
将
軍
徳
川
綱つ

な
吉よ

し
の
側そ

ば
用よ

う
人に

ん
柳や

な
ぎ
沢さ

わ
吉よ

し
保や

す
が
七
年
を
か
け
て
、

綱
吉
よ
り
与
え
ら
れ
た
地
に
築
庭
し
た
。

　
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
を
使
っ
た
小
石
川
後
楽
園
、
将
軍
の
鷹
狩
場
で
あ
っ
た
中
央
区
に
あ
る
浜
離
宮
、
海
面

を
埋
め
立
て
た
港
区
に
あ
る
旧
芝
離
宮
、
平
坦
な
地
に
池
を
掘
り
山
を
築
い
た
文
京
区
本
駒
込
に
あ
る
六
義
園
。

そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
庭
園
は
、
立
地
を
見
極
め
て
最
大
限
に
条
件
を
活
か
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
名
の
個
性
と
知

性
が
反
映
す
る
、
ど
こ
ま
で
も
魅
力
的
な
庭
園
な
の
で
あ
る
。

復
元
と
い
う
こ
と

　
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
私
は
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
建
設
課
に
配
属
に
な
っ
た
。
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翌
年
の
平
成
元
年
、
東
京
都
は
「
文
化
財
庭
園
の
保
存
・
復
元
・
管
理
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
を
設
立

し
、
平
成
二
年
に
は
計
画
を
策
定
し
た
。
そ
の
基
本
方
針
の
一
つ
が
「
庭
園
を
計
画
的
に
修
復
・
復
元
し
、
適

切
に
管
理
し
て
い
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
基
本
方
針
に
は
他
に
、
保
存
や
公
開
、
次
世
代
へ
の
継
承
、
江
戸
庭に

わ

芸げ
い
の
伝
承
の
場
と
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
計
画
に
従
う
か
た
ち
で
、
私
も
大
名
庭
園
の
修
復
工
事
の
下
準
備
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
公
園
建
設
課
で
私
は
、
代
々
木
公
園
や
日
比
谷
公
園
な
ど
都
内
約
六
〇
か
所
の
都
立
公
園
の
計
画
・
整
備
・

管
理
運
営
業
務
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
大
名
庭
園
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

　
一
口
に
「
復
元
」
と
い
っ
て
も
、
実
は
け
っ
こ
う
難
し
い
。
江
戸
の
前
期
か
ら
明
治
ま
で
、
大
名
庭
園
は
持

ち
主
と
姿
を
変
え
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
復
元
は
い
つ
の
時
代
に
合
わ
せ
る
の
か
、
史
資
料
な
ど
が
残

さ
れ
て
い
る
の
か
、
本
当
の
姿
・
本
当
の
景
色
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
利
用
の
復
元
、
文
化

の
再
現
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
大
名
庭
園
の
復
元
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
現
在
進
行
形
な
の
だ
。

　
大
泉
水
の
浄
化
事
業
の
た
め
に
訪
れ
た
小
石
川
後
楽
園
で
、
私
は
初
め
て
絵
地
図
や
設
計
図
で
は
わ
か
ら
な

い
大
名
庭
園
の
魅
力
を
知
っ
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
庭
園
の
見
せ
方
、
風
景
ご
と
の
演
出
効
果
の
巧
み
さ
を

体
感
し
た
の
だ
っ
た
。

　
本
書
に
記
し
た
大
名
庭
園
の
復
元
に
か
か
る
取
り
組
み
か
ら
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

一
つ
は
、
カ
ワ
ウ
の
引
っ
越
し
大
作
戦
。
も
う
一
つ
は
、
ビ
ル
の
谷
間
に
沈
む
闇
の
正
体
で
あ
る
。

はじめに
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景
観
を
取
り
戻
す
た
め
の
六
年
間

　
カ
ワ
ウ
は
、
浜
離
宮
（
園
内
に
二
か
所
あ
る
鴨か
も

場ば

、
か
つ
て
鴨
猟
が
行
な
わ
れ
た
場
所
）
で
の
一
件
だ
。

　
大
名
庭
園
の
復
元
に
は
、
幕
末
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
報
道
写
真
家
Ｆ
・
ベ
ア
ト
の
写
真
が
参
考
に
な
っ

た
。
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
愛あ

た
宕ご

山や
ま

（
港
区
）
か
ら
撮
っ
た
写
真
に
は
浜
離
宮
の
並
び
に
第
六
台
場
が
写

っ
て
い
る
が
、
こ
の
台
場
に
カ
ワ
ウ
を
誘
致
し
た
の
だ
っ
た
。

　
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
以
降
カ
ワ
ウ
は
、
浜
離
宮
で
コ
ロ
ニ
ー
を
形
成
し
は
じ
め
、
そ
の
糞ふ

ん
害が

い
も
次
第
に

大
き
く
な
り
、
と
り
わ
け
鴨
場
は
目
を
背
け
た
く
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
五
年
に
日
本
野
鳥
の

会
研
究
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得
て
調
査
を
実
施
、
結
局
カ
ワ
ウ
に
出
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た

め
に
、
誘
致
先
の
第
六
台
場
に
サ
ギ
と
カ
ワ
ウ
の
デ
コ
イ
を
設
置
し
た
り
、
営
巣
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
て

浜
離
宮
で
落
と
し
た
巣
を
置
い
た
り
、
浜
離
宮
で
は
夜
間
バ
ケ
ツ
を
叩
い
た
り
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
を
照
ら
す
な

ど
の
対
策
を
二
年
半
実
施
し
た
。

　
け
れ
ど
も
カ
ワ
ウ
は
庭
園
に
留
ま
り
、
樹
木
は
カ
ワ
ウ
の
糞
で
真
っ
白
に
な
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、

昼
間
は
餌
を
獲
り
に
出
か
け
夕
方
に
ね
ぐ
ら
に
戻
る
カ
ワ
ウ
の
習
性
を
捉
え
て
、
留
守
の
あ
い
だ
に
、
カ
ワ
ウ

が
営
巣
す
る
場
所
付
近
で
、
水
面
上
を
横
切
る
よ
う
に
麻
縄
の
ロ
ー
プ
を
木
々
の
樹
冠
に
張
り
巡
ら
し
て
み
た
。

　
二
年
間
毎
月
、
第
六
台
場
を
見
下
ろ
す
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
の
歩
道
か
ら
カ
ワ
ウ
の
観
察
を
続
け
て
い
た

が
、
ロ
ー
プ
を
張
り
巡
ら
し
た
当
日
、
浜
離
宮
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
を
し
て
戻
っ
て
く
る
群
れ
が
現
れ
た
。
そ
し
て
、
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第
六
台
場
の
上
を
旋
回
し
始
め
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
二
月
六
日
、
カ
ワ
ウ
の

引
っ
越
し
大
作
戦
に
勝
利
し
た
。
従
来
の
景
観
を
取
り
戻
し
、〝
復
元
〞
す
る
戦
い
で
も
あ
っ
た
。

　
鴨
場
の
修
復
事
業
は
、
浜
離
宮
の
復
元
事
業
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
老
朽
化
し
崩
壊
寸
前
で
あ
っ

た
横
堀
の
護
岸
や
海
手
お
伝
い
橋
の
補
修
、
改
修
が
行
な
わ
れ
、
浜
離
宮
の
復
元
は
計
画
的
に
事
業
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
一
代
将
軍
家い

え
斉な

り
の
時
代
の
絵
図
に
あ
る
松
の
御
茶
屋
、
燕
の
御
茶
屋
、
鷹
の
御
茶

屋
の
三
棟
の
御
茶
屋
が
復
元
さ
れ
、
ま
さ
に
家
斉
が
楽
し
ん
で
い
た
こ
ろ
の
庭
園
の
姿
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
ま
る

　
ビ
ル
の
谷
間
に
沈
む
闇
は
旧
芝
離
宮
恩
賜
庭
園
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
の
実
体
験
で
あ
る
。

　
旧
芝
離
宮
は
Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅
の
す
ぐ
そ
ば
竹
芝
地
区
に
あ
る
。
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
竹
芝
地
区
の

「
都
市
再
生
ス
テ
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
ス
タ
ー
ト
、「
竹
芝
地
区
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
「
竹
芝
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
」
と
が
協
働
し
て
街
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
地
に
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
大

名
庭
園
が
街
づ
く
り
に
お
け
る
貴
重
な
場
と
な
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
た
。

　
庭
園
管
理
者
と
し
て
参
加
し
た
打
ち
合
わ
せ
の
席
で
、
私
は
衝
撃
を
受
け
た
。
出
席
者
の
ほ
と
ん
ど
が
旧
芝

離
宮
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
知
っ
て
い
て
も
、
樹
木
が
生
い
茂
る
お
屋
敷
の
よ
う
な
も
の
と
い

っ
た
認
識
だ
っ
た
。
夜
に
な
る
と
、
ビ
ル
の
谷
間
に
沈
む
闇
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
街
づ
く

り
関
係
者
へ
向
け
て
園
内
を
案
内
、
庭
園
の
成
り
立
ち
や
見
ど
こ
ろ
な
ど
を
ガ
イ
ド
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

はじめに
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て
、
周
辺
の
会
社
で
働
く
人
が
参
加
で
き
る
夜
間
開
園
を
試
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
も
続
く
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
事
業
「
芝
離
宮
夜
会
」
に
な
っ
て
い
く
。

　
今
の
時
代
に
あ
っ
た
大
名
庭
園
の
活
用
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
件
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
か
ら
、
江
戸
の
大
名
庭
園
の
歴
史
を
紐
解
く
と
と
も
に
、
大
名
庭
園
の
復
元
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
進

め
ら
れ
て
き
た
の
か
を
順
を
追
っ
て
記
し
て
い
く
。
景
観
や
施
設
を
復
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
に
造

ら
れ
た
大
名
庭
園
を
現
在
の
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、
使
い
こ
な
す
の
か
と
い
う
試
行
錯
誤
に
つ
い
て

も
さ
ら
に
触
れ
て
み
た
い
。
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
施
策
が
あ
い
ま
っ
た
江
戸
の
大
名
庭
園
の
再
生
の
あ
り
さ
ま

を
、
少
し
で
も
知
っ
て
い
た
だ
き
、
大
名
庭
園
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
本
望
で
あ
る
。
本
書
が
大
名

庭
園
の
入
口
に
な
れ
ば
、
こ
ん
な
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
。

　
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
の
「
潮
入
の
池
」
に
は
、
今
も
何
匹
も
の
ク
ロ
ダ
イ
が
紛
れ
込
ん
で
く
る
。
大
名
が
、
御

台
所
や
姫
君
た
ち
が
、
こ
の
池
で
魚
釣
り
を
楽
し
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
石
川
後
楽
園
に
子
孫
繁
栄
を

願
う
陰い

ん
陽よ

う
石せ

き
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
知
る
人
は
少
な
い
。
こ
れ
は
徳
川
光
圀
が
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら

だ
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
織
り
交
ぜ
て
い
き
た
い
。

　
東
京
の
中
心
部
、
林
立
す
る
ビ
ル
の
谷
間
に
居
な
が
ら
、
江
戸
の
大
名
や
姫
君
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。
来
園
者
に
と
っ
て
大
名
庭
園
は
生
き
た
博
物
館
と
も
い
え
よ
う
。

　
大
名
庭
園
へ
よ
う
こ
そ
！
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一
節
　
武
士
の
街
「
江
戸
」
に
な
っ
て

１　
家
康
の
江
戸
入
城

　
天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
八
月
一
日
、
徳
川
家
康
が
関か

ん
八は

っ
州し

ゅ
うの
領
主
と
し
て
江
戸
城
に
入
っ
た
。
そ
の
と

き
か
ら
〝
江
戸
の
街
づ
く
り
〞
が
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
江
戸
は
、
日
比
谷
入
り
江
が
大

き
く
江
戸
城
近
く
の
内
陸
部
ま
で
入
り
込
む
湿
地
の
多
い
デ
ル
タ
地
帯
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
図
1
）、

江え

戸ど

湊み
な
とは
鎌
倉
時
代
よ
り
多
く
の
商
船
の
行
き
か
う
港
湾
で
あ
っ
た
。

　
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）、
江
戸
の
地
に
最
初
に
城
を
築
い
た
の
は
、
扇

お
お
ぎ
谷が

や
上う

え
杉す

ぎ
家け

の
家
臣
で
あ
る
太お

お
田た

道ど
う

灌か
ん
で
あ
っ
た
。
道
潅
亡
き
後
、
江
戸
城
は
後ご

北ほ
う
条じ

ょ
う
氏し

の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
天
正
一
八
年
の
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
小
田
原
攻
め
に
よ
り
後
北
条
氏
は
滅
び
、
後
北
条
氏
の
旧
領
で
あ
る
関
八
州
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
家
康
が
、
江
戸
城
の
新
た
な
城
主
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
に
乗
り
込
ん
で
き
た
徳
川
家
康
が
初
め
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
に
入
城

す
る
際
に
従
え
て
き
た
家
臣
団
や
、
江
戸
の
街
の
生
活
を
支
え
る
商
人
た
ち
を
江
戸
に
呼
ぶ
た
め
の
住
居
地
を

確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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徳
川
家
臣
団
及
び
そ
の
家
族
、
そ
し
て
徳
川
家
と
と
も
に
同
行
す
る
商
人
一
行
も
含
め
、

旧
領
地
を
後
に
し
て
江
戸
に
向
か
っ
た
人
々
の
大
移
動
に
よ
り
、
江
戸
の
街
は
そ
の
年
の

暮
れ
に
は
人
口
が
お
よ
そ
三
〇
万
人
に
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
当
時
の
江
戸
は
、
江
戸
城
の
前
に
茅か

や
葺ぶ

き
民
家
が
一
〇
〇
軒
ほ
ど
並
ぶ
寂
れ
た
場
所
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
の
周
辺
を
含
め
て
多
く
見
積
も
っ
て
も
五
〇
〇
〇
人
程
度

の
人
口
し
か
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
田
舎
町
に
、
駿
河
・
三
河
・
遠と

お
江と

う
み・
信
濃
・
甲か

斐い

と
い

図１　家康が江戸に入城したこ
ろの江戸
日比谷入江が大きく江戸城付近
まで入り込んでいる ( 鈴木理生
『江戸はこうして造られた』ちく
ま学芸文庫、2000 年より )

う
先
進
的
な
領
国
を
持
つ
大
大
名
と
そ
の

家
臣
団
が
突
然
移
動
し
て
、
江
戸
の
街
は

人
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
、
家
康
が
最
初
に
行
な
っ
た
の

が
、
物
資
輸
送
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備

と
し
て
の
道ど

う
灌か

ん
濠ぼ

り
開か

い
削さ

く
で
あ
っ
た
。
湿
地

帯
に
運
河
を
造
り
、
掘
り
上
げ
た
土
砂
で

土
地
を
整
備
し
商
人
た
ち
の
住
め
る
場
所

を
整
備
し
て
い
っ
た
。

　
引
き
続
い
て
行
な
わ
れ
た
の
が
、
当
時

卍

2km10

尼
　店

入
間
川
（
隅
田
川
）

谷

　田

　川

旧
　石
　神
　井
　川

平

　
　川

小

　石

　川

三
崎

（
皇
居
）

本
丸

至
王
子

浅
草
寺

水
道
橋

東
京

上野

飯田橋

武蔵野台地　　　　　　沖積地
自然堤防により陸地化した土地　　　　　JR線の駅
洲または陸化しつつある低湿地

田　安

白鳥池白鳥池

お玉が池

千束池

不忍池

愛宕山

霞ヶ関

将門首塚

日
比
谷
入
江

江
　戸
　前
　島

上野台地

本郷台地

御茶の水
浅草橋

新橋

有楽町

秋葉原

御
徒
町

神
田
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有
数
の
塩
田
で
あ
っ
た
行

ぎ
ょ
う
徳と

く
（
現
在
の
千
葉
県
市
川
市
行
徳
地
区
及
び
浦
安
市
）
か
ら
塩
を
確
保
す
る
た
め
の
運

河
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
塩
は
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
は
不
可
欠
で
あ
り
、
岩
塩
の
な
い
日
本
に

お
い
て
は
海
水
か
ら
の
製
塩
が
必
要
で
戦
国
時
代
に
は
重
要
な
戦
略
物
質
で
も
あ
っ
た
。

　
家
康
が
江
戸
に
入
城
し
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
北
条
氏
の
残
党
な
ど
が
お
り
、
江
戸
城
の
拡
張
に
ま
ず
手
を
つ
け

た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
城
郭
の
修
復
拡
大
を
後
回
し
に
し
た
の
は
、
秀
吉
の
生
存
す
る
時
代

に
は
大
規
模
整
備
を
控
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
、
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
の
関
ケ
原
の
合
戦
を
経
て
天
下
を
統
一
し
征せ

い
夷い

大た
い
将し

ょ
う
軍ぐ

ん
と
な
っ
た
徳

川
家
康
は
、
慶
長
八
年
江
戸
に
幕
府
を
開
き
、
江
戸
の
街
づ
く
り
は
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
秀
吉
の

配
下
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
行
な
わ
れ
た
道
灌
濠
な
ど
の
開
削
工
事
は
、
当
然
家
康
直
属
の
武
士
団
自
ら
が
作
業
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
将
軍
と
な
っ
た
家
康
は
全
大
名
に
対
し
て
禄ろ

く
高だ

か
に
応
じ
て
労
役
を
課
す

る
、
い
わ
ゆ
る
天て

ん
下か

普ぶ

請し
ん
に
よ
り
大
規
模
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
天
下
普
請
の
最
初
の
大
規
模
工
事
は
外
濠
の
整
備
と
日
比
谷
入
り
江
の
埋
め
立
て
で
あ
っ
た
。
天
下
普
請
に

駆
り
出
さ
れ
た
大
名
た
ち
は
、
江
戸
城
の
外
濠
を
新
た
に
掘
削
し
、
そ
の
残
土
で
日
比
谷
入
り
江
を
埋
め
立
て

た
。
大
名
た
ち
は
ま
だ
水
面
下
に
あ
る
土
地
を
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
こ
を
埋
め
立
て
て
自
分
た
ち
の
宅
地
を
造

成
し
て
い
っ
た
。

　
日
比
谷
入
り
江
が
埋
め
立
て
ら
れ
外
濠
の
一
部
が
完
成
す
る
の
は
、
二
代
将
軍
秀ひ

で
忠た

だ
が
江
戸
に
入
城
し
た
慶

長
一
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
天
下
普
請
は
続
け
ら
れ
、
最
後
の
天
下
普
請
は
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
仙
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台
藩
に
対
す
る
運
河
神
田
川
整
備
工
事
の
発
令
で
あ
っ
た
。
そ
の
完
成
で
江
戸
の
街
づ
く
り
の
土
台
が
整
っ
た

の
で
あ
る
。

２　
参
勤
交
代
制
度
と
明
暦
の
大
火
が
増
や
し
た
武
家
屋
敷

　
江
戸
の
街
づ
く
り
で
特
徴
的
な
の
は
、
将
軍
の
下
に
多
く
の
大
名
と
そ
の
家
臣
団
が
居
住
す
る
大
名
屋
敷
で

構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
大
名
の
も
と
に
そ
の
家
臣
団
が
居
住
す
る
城
下
町
と
は
異
な
り
、
江

戸
の
街
の
中
に
多
く
の
小
国
家
が
存
在
す
る
よ
う
な
特
殊
な
形
態
で
あ
っ
た
。
家
康
は
、
大
名
に
対
し
て
江
戸

城
下
の
土
地
を
与
え
そ
こ
に
屋
敷
を
構
え
さ
せ
た
が
、
忠
誠
を
示
す
大
名
た
ち
は
自
ら
率
先
し
て
妻
や
子
（
大

名
の
世
継
）
等
を
人
質
と
し
て
江
戸
に
住
ま
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
寛
永
一
一
（
一
六
三
四
）
年
、
幕
府
は
妻
子
を
領
地
に
お
い
て
い
る
譜
代
大
名
に
、
妻
子
を
江
戸
に
移
す
よ

う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
寛
永
一
二
年
に
三
代
将
軍
家
光
は
武ぶ

家け

諸し
ょ
法は

っ
度と

を
改
訂
し
、
制
度
と
し
て
の
参
勤
交
代

を
明
文
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
に
は
、
参
勤
交
代
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
二
百
数
家
の
大
名
の
屋
敷
と
幕
府

直
属
の
家
臣
団
で
あ
る
旗
本
・
御
家
人
あ
わ
せ
て
一
万
家
以
上
の
屋
敷
、
い
わ
ゆ
る
武
家
屋
敷
が
で
き
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
武
家
屋
敷
の
配
置
は
役
職
や
大
名
の
譜
代
、
外と

様ざ
ま
と
い
っ
た
分
類
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
江
戸

城
の
周
り
は
将
軍
家
と
そ
の
一
族
で
固
め
、
譜
代
大
名
は
大
手
門
周
辺
に
配
置
し
、
老
中
な
ど
の
要
職
者
は
本

丸
大
手
門
近
く
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
外
濠
と
馬
場
先さ

き
濠ぼ

り
で
囲
ま
れ
た
大
名
小
路
か
ら
日
比
谷
・
桜
田
・
霞
が
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関
に
は
外
様
大
名
を
置
い
た
。
城
の
西
方
か
ら
北
に
か
け
て
は
麴

こ
う
じ
町ま

ち
台
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
隅
田
川
と
い
っ

た
障
害
と
な
る
よ
う
な
河
川
が
な
く
、
自
然
の
地
形
だ
け
で
は
防
備
し
が
た
い
た
め
、
将
軍
直
属
の
旗
本
を
多

数
配
置
し
た
。
町
人
地
は
街
道
の
集
ま
る
場
所
に
置
き
、
物
流
集
積
の
拠
点
と
す
る
と
と
も
に
繁
華
街
が
形
成

さ
れ
た
。

　
五
次
に
及
ぶ
天
下
普
請
が
進
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
江
戸
の
街
の
整
備
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
明
暦
三
（
一

六
五
七
）
年
に
発
生
し
た
火
災
は
、
当
時
の
江
戸
の
市
街
地
の
約
六
割
の
地
を
焼
き
尽
く
し
、
被
害
は
大
名
屋

敷
一
六
〇
、
旗
本
屋
敷
七
七
〇
、
町
人
地
八
百
余
町
に
達
し
た
。
い
わ
ゆ
る
明
暦
の
大
火
で
あ
る
。

　
大
火
後
の
復
興
対
策
と
し
て
、
幕
府
は
、
江
戸
城
内
に
あ
っ
た
紀
州
、
尾
張
、
水
戸
の
御
三
家
を
城
外
に
出

し
、
江
戸
城
周
辺
の
武
家
屋
敷
を
郭
外
の
新
開
地
へ
大
規
模
に
移
動
さ
せ
た
。
そ
の
ほ
か
広
小
路
や
火
除
け
地

の
設
置
な
ど
、
大
規
模
な
江
戸
の
街
の
改
造
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
大
名
屋
敷
は
、
大
名
の
住
む
上
屋
敷
、
妻
子
の
住
む
中
屋
敷
、
震
災
等
で
上
屋
敷
を
失

っ
た
場
合
の
屋
敷
と
し
て
下
屋
敷
の
三
か
所
の
屋
敷
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
前
で
お
抱
え
屋
敷
を
手
に
入

れ
る
大
名
も
あ
り
、
江
戸
の
街
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
守
り
に
優
れ
た
頑
強
で
巨
大
な
街
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
と

と
も
に
、
武
家
屋
敷
が
江
戸
の
街
の
大
半
を
占
め
る
街
と
な
っ
て
い
っ
た
。

３　
み
ど
り
（
草
花
と
樹
木
）
に
あ
ふ
れ
た
江
戸
の
街

　
大
名
屋
敷
の
面
積
は
、
石こ

く
高だ

か
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
り
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
考
古
学
的
調
査
に
よ
っ
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て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
加
賀
藩
本
郷
邸
は
約
二
九
ha
。
尾
張
、
紀
州
、
水

戸
の
御
三
家
の
邸
宅
に
匹
敵
す
る
広
さ
で
、
そ
こ
に
は
女
中
衆
を
含
め
る
と
三
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
人
々
が
住

ん
で
い
た
。

　
幕
末
の
調
べ
に
よ
る
と
、
一
坪
三
・
三
㎡
と
し
て
換
算
す
る
と
、
水
戸
藩
上
屋
敷
（
後
の
小
石
川
後
楽
園
）

一
〇
万
一
八
三
一
坪
（
約
三
三
・
六
ha
）、
市
ヶ
谷
尾
張
藩
上
屋
敷
七
万
四
五
四
八
坪
（
約
二
四
・
六
ha
）、
麴
町

紀
州
藩
上
屋
敷
二
万
四
五
四
八
坪
（
約
八
・
一
ha
）
で
あ
っ
た
。

　
大
名
の
禄
高
や
格
式
と
与
え
ら
れ
た
敷
地
と
の
明
確
な
法
則
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
大
名
屋
敷
の
標
準
的

な
地
割
は
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
の
記
録
「
地
割
標
準
」
に
よ
る
と
、
一
万
〜
二
万
石
で
二
五
〇
〇
坪
、
五

万
〜
六
万
で
五
〇
〇
〇
坪
、
一
〇
万
〜
一
五
万
で
七
〇
〇
〇
坪
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
大
名
屋
敷
の
ほ
か
の

武
家
屋
敷
と
し
て
は
旗
本
屋
敷
が
江
戸
城
の
北
西
か
ら
北
に
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
規
模
は
九
〇
〇

〇
石
程
度
で
二
三
〇
〇
坪
、
一
〇
〇
〇
石
程
度
で
五
〇
〇
坪
と
小
さ
な
規
模
と
な
っ
て
い
た
。

　
規
模
も
さ
ま
ざ
ま
な
大
名
屋
敷
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
武
家
地
の
面
積
は
、
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
の
推

計
で
、
武
家
地
四
六
・
五
㎢
、
町
人
地
八
・
七
㎢
、
寺
社
地
一
〇
・
七
㎢
で
あ
り
、
そ
の
人
口
を
見
る
と
武
家

地
約
六
五
万
人
、
町
人
地
約
六
〇
万
人
、
寺
社
地
約
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
家
地
は
江
戸
の
街

の
約
七
〇
％
を
占
め
、
そ
こ
に
は
人
口
の
約
五
〇
％
の
武
士
が
生
活
し
、
江
戸
の
人
口
の
約
四
六
％
に
及
ぶ
町

人
が
わ
ず
か
約
一
三
％
の
町
人
地
に
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
町
人
は
武
士
の
五
分
の
一
の
土
地

に
密
集
し
て
住
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
江
戸
は
武
士
の
街
と
い
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
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明
治
時
代
、
江
戸
を
訪
れ
た
外
国
人
は
口
を
そ
ろ
え
て
、
江
戸
は
い
た
る
と
こ
ろ
花
が
咲
き
樹
木
が
生
え
、

美
し
い
都
市
で
あ
る
と
称
賛
し
た
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
六
月
か
ら
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
二
月
ま
で
英
国
初
代
駐
日
大
使
で
あ
っ
た
ラ

ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
『
大た

い
君く

ん
の
都み

や
こ―
幕
末
日
本
滞
在
記
―
』
の
中
で
、

「
こ
れ
ほ
ど
土
地
が
肥
え
、
鑑
賞
用
の
樹
木
が
生
育
し
、
木
の
葉
が
豊
か
で
変
化
に
富
み
、
生
垣
・
木
陰
の
細

道
・
庭
園
・
寺
院
の
無
数
の
遊
園
地
（
原
文
ま
ま
）
な
ど
の
手
入
れ
が
き
ち
ん
と
行
き
届
い
て
い
る
所
は
、
イ

ギ
リ
ス
本
国
を
除
い
て
は
ほ
か
に
な
い
」

と
書
き
残
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
か
ら
呼
ば
れ
て
来
日
し
た
英
国
の
植
物
学
者
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン

は
、
愛
宕
山
か
ら
一
望
し
た
江
戸
の
街
の
眺
め
の
美
し
さ
に
感
激
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一

つ
と
し
て
、
江
戸
の
面
積
の
七
〇
％
を
占
め
る
武
家
地
に
あ
る
庭
園
の
草
花
や
樹
木
な
ど
も
関
係
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
木も

っ
斛こ

く
や
松
、
梅
や
楓か

え
で、
躑つ

つ
じ躅
や
椿つ

ば
きな
ど
多
彩
な 〝
み
ど
り
〞
が
庭
園
を
演
出
し
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。
大
名
庭
園
は
、
江
戸
の
〝
み
ど
り
〞
を
担
う
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

二
節
　
庭
園
の
魅
力
は
自
然
と
地
勢
を
活
か
す
こ
と
か
ら
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１　
大
名
た
ち
に
と
っ
て
の
庭
園

　
江
戸
の
大
名
屋
敷
に
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
大
名
庭
園
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。

江
戸
時
代
初
期
の
大
名
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
家
康
の
入
府
以
降
、
大
名
は
江
戸
城
建
設
や
江
戸
の
街
づ
く
り
の
た
め
に
多
大
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
従
来
の
城
造
り
・
街
づ
く
り
は
、
街
道
筋
の
交
通
の
要
所
で
、
飲
料
水
が
あ
り
平
地
が
あ
り
、
守

る
に
も
街
づ
く
り
に
も
有
効
で
あ
る
、
と
い
っ
た
土
地
を
探
し
出
し
自
然
地
を
活
か
し
て
城
を
築
き
街
を
造
っ

て
き
た
。

　
し
か
し
、
江
戸
の
街
は
海
辺
の
湿
地
を
埋
め
立
て
て
住
む
た
め
の
土
地
を
確
保
し
、
運
河
を
開
削
し
て
大
量

輸
送
手
段
を
作
り
出
し
、
大
土
木
工
事
の
末
に
飲
み
水
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
江
戸
の
街
は
そ

れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
初
め
て
の
臨
海
部
に
創
り
出
さ
れ
た
人
工
の
街
な
の
で
あ
り
、
そ
の
労
働
力
を

支
え
た
の
が
各
地
の
大
名
だ
っ
た
。

　
大
名
た
ち
の
不
満
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
明
暦
の
大
火
も
、
反
幕
行
動
に
よ
る
放
火
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
不
満
を
抱
え
な
が
ら
も
大
名
た
ち
は
江
戸
幕
府
の
命
令
に
積

極
的
に
従
い
、
労
働
力
を
提
供
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
、
戦
国
時
代
を
終
焉
に
導
き
、
天
下
統
一
を
果
た
し

た
徳
川
幕
府
の
力
は
強
大
で
あ
り
絶
対
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
く
つ
も
の
大
名
が
取
り
潰
し
に
な
る
江
戸
時
代
初
期
、
江
戸
の
街
づ
く
り
と
と
も
に
大
名
屋
敷
は
次
々
と
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造
ら
れ
て
い
っ
た
。
明
暦
の
大
火
以
後
、
大
名
屋
敷
や
御
成
門
は
質
素
な
た
た
ず
ま
い
と
な
る
が
、
そ
れ
以
前

は
、
将
軍
の
御
成
り
（
屋
敷
へ
の
訪
問
）
を
促
す
か
の
よ
う
な
豪
華
絢け

ん
爛ら

ん
な
御
成
門
の
整
備
な
ど
、
各
大
名
は

お
家
維
持
の
た
め
、
将
軍
と
の
関
係
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
必
死
の
工
作
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時

代
の
な
か
で
、
大
名
屋
敷
に
大
名
庭
園
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
大
名
庭
園
と
い
う
回
遊
式

の
庭
園
が
生
ま
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
一
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
江
戸
と
い
う
新
し
い
都
市
に
あ
っ
て
、
武
蔵
野
台
地
と
隅
田
川
な
ど
の

河
川
の
河
口
に
で
き
た
低
地
の
入
り
組
ん
だ
多
様
な
自
然
環
境
が
残
さ
れ
た
場
所
、
そ
の
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ

た
土
地
を
大
名
た
ち
は
自
由
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
江
戸
の
初
期
、
小
石
川
台
地
の
先
端
に
造
ら
れ
た
小
石
川
後
楽
園
は
、「
数
百
年
の
喬

き
ょ
う
木ぼ

く
生
い
茂

り
て
当
時
尽
力
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
経け

い
世せ

い
な
り
」（『
後
楽
園
紀
事
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
立
体
的
な
変
化
の
あ
る

地
形
を
活
か
し
、
生
い
茂
る
松
な
ど
の
巨
木
の
自
然
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
現
在
の
東
京
か
ら
は
想
像
で
き
な

い
が
、
家
康
入
府
後
の
数
十
年
間
は
ま
だ
ま
だ
江
戸
の
街
は
喬
木
の
生
い
茂
る
未
開
の
自
然
地
に
覆
わ
れ
た
街

だ
っ
た
。
大
名
た
ち
は
与
え
ら
れ
た
敷
地
の
中
で
、
そ
の
土
地
の
持
つ
特
徴
を
取
り
入
れ
な
が
ら
庭
を
造
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
将
軍
の
御
成
り
に
際
し
て
、
お
も
て
な
し
、
饗
宴
の
場

と
し
て
多
く
の
人
を
招
き
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
庭
園
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
代
将
軍
秀

忠
、
三
代
将
軍
家
光
は
庭
好
き
の
将
軍
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
大
名
屋
敷
へ
の
将
軍
の
御
成
り
は
名
誉
な
こ
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一
節
　「
中
島
の
御
茶
屋
」
の
復
元
か
ら
考
え
る

１　
「
中
島
の
御
茶
屋
」
の
復
元

江
戸
の
大
名
庭
園
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
明
治
維
新
に
始
ま
り
、
急
速
な
都
市
化
、

関
東
大
震
災
、
戦
火
等
の
打
撃
を
受
け
、
消
滅
あ
る
い
は
崩
壊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

傷
つ
き
形
を
変
え
て
し
ま
っ
た
大
名
庭
園
を
蘇
ら
せ
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
な
わ
れ
て
き

た
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
修
復
・
復
元
工
事
が
実
施
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
江
戸
の
四
つ
の
大
名
庭
園
（
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
、
小
石
川
後
楽
園
、
旧
芝
離
宮
恩
賜
庭
園
、
六
義
園
）
は
、
時
代

の
変
遷
の
な
か
で
、
戦
後
は
長
ら
く
都
民
の
み
ど
り
の
憩
い
の
空
間
と
し
て
の
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
が
、
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
日
本
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
の
後
、
社
会
が
身
近

な
環
境
に
目
を
向
け
始
め
た
こ
ろ
、
江
戸
の
大
名
庭
園
も
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ

っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
で
は
、
焼
失
し
た
御
茶
屋
の
復
元
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
苦
労
の
連
続
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
東
京
都
に
お
け
る
文
化
財
庭
園
の
復
元
計
画
を
作
成
し

憩
い
の
空
間
を

文
化
財
と
し
て
見
直
す
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て
い
く
う
え
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
復
元
事
業
推
進
の
意
味
か
ら
も
重
要
な
事
業
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
東
京
都
の
正
式
な
計
画
で
あ
る
「
東
京
都
に
お
け
る
文
化
財
庭
園
の
保
存
管
理
計
画
」
に
基
づ
く
事

業
に
つ
い
て
も
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
が
先
行
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
を
事
例
と
し
て
、
当
時
の
記
録
を
参
考
に
し
な
が
ら
復
元
工
事
の
実
際
を
記
そ

う
。

　
な
お
、
現
在
の
正
式
名
称
は
都
立
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
で
あ
り
、
文
化
財
と
し
て
の
名
称
は
旧
浜
離
宮
庭
園
と

な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
「
浜
の
御
殿
」、「
浜
苑
」、「
浜
の
邸
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
浜
御
殿
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
明
治
時
代
以
降
の
呼
び
方
を
浜
離
宮
と
し
て

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
庭
園
に
つ
い
て
は
敢
え
て
浜
離
宮
庭
園
と
呼
ん
で
い
る
個
所
も
あ
る
。

承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
将
軍
家
の
鷹
狩
場
で
一
面
の
海
辺
の
蘆
原
で
あ
っ
た

地
を
、
徳
川
四
代
将
軍
家
綱
よ
り
拝
領
し
た
弟
の
甲
府
宰
相
松
平
綱
重
は
、
海

を
埋
め
立
て
て
甲
府
浜
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
別
邸
を
整
備
し
た
。
そ
れ
が
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
綱
重
の
子
の
綱
豊
（
家
宣
）
が
六
代
将
軍
に
な
っ
た
の
を
契
機
に
、
こ
の
屋
敷
は
将
軍
家
の
別
邸

と
な
り
、
名
称
も
「
浜
御
殿
」
と
改
め
ら
れ
た
。
家
宣
は
園
地
の
遊
覧
を
好
み
、
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
に

大
改
造
を
行
な
い
、
中
島
の
御
茶
屋
、
汐
見
の
御
茶
屋
（
海
手
茶
屋
）、
大
手
門
、
大
泉
水
と
横
堀
（
潮
入
の

池
）
な
ど
の
施
設
を
整
備
し
庭
園
と
し
て
の
骨
格
を
形
成
し
た
。

基
礎
を
残
し
て
な
く
な
っ
た

中
島
の
御
茶
屋
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浜
御
殿
は
大
泉
水
を
中
心
と
し
て
景
観
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
将
軍
や
賓
客
の
饗
宴
の
場
と
し
て
利
用
し
て

い
た
「
中
島
の
御
茶
屋
」
か
ら
眺
め
る
景
色
、
大
泉
水
に
浮
か
ぶ
中
島
の
御
茶
屋
の
優
雅
な
景
色
が
特
徴
で
も

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
明
治
維
新
の
大
変
革
の
時
期
を
乗
り
越
え
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
被
害
も
受
け
ず
に
江
戸
時
代
の

面
影
を
残
し
て
い
た
そ
の
御
茶
屋
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
い
、
基
礎
部
分

だ
け
を
残
し
た
無
残
な
姿
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
（
図
１
）。

　
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
、
国
や
都
の
経
済
の
立
ち
直
り
に
よ
り
、
東
京
都
の
公
園
緑
地
等
の
予
算
は
大

幅
に
増
額
さ
れ
た
。
そ
の
勢
い
の
な
か
で
中
島
の
御
茶
屋
復
元
に
向
け
た
予
算
確
保
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
長
年
間
か
ら
続
く
宮
大
工
の
名
家
を
継
ぐ
建
築
家
の
伊
藤
平
左
エ
門
氏
に
昭
和
三

四
（
一
九
五
九
）
年
基
本
設
計
を
、
翌
年
に
実
施
設
計
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
、
建
物
が
す
べ
て
失
わ
れ
て
基

礎
し
か
残
っ
て
い
な
い
な
か
で
、
姿
を
見
た
こ
と
も
な
い
御
茶
屋
を
復
元
す
る
作
業
は
な
か
な
か
大
変
だ
っ
た

と
伊
藤
平
左
エ
門
氏
は
後
に
語
っ
て
い
る
。

　
実
際
、
中
島
の
御
茶
屋
の
復
元
は
、
そ
う
簡
単
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
東
京
都
の
公
園
行
政
は
、
昭
和
三
九

（
一
九
六
四
）
年
開
催
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
た
公
園
整
備
の
促
進
、
そ
の
後
、
昭
和
四
〇
年
代
の
高

度
経
済
成
長
に
伴
う
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
な
ど
の
大
気
汚
染
・
公
害
対
策
と
し
て
の
都
市
緑
化
推
進
・
公
園
面
積

の
拡
大
と
い
っ
た
政
策
に
追
わ
れ
た
。
文
化
財
庭
園
の
復
元
工
事
へ
の
予
算
化
は
時
代
の
主
要
課
題
に
先
を
越
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図１　基礎だけが残った「中島の御茶屋」
撮影は昭和 29（1954）年。中島の御茶屋からの景色は園にとって重要な視点場の１つ
であった。それゆえその復元は待たれていた。下の図は当時の地割〔公益財団法人東京
都公園協会提供〕

新銭座橋

中島の御茶屋跡
大泉水

（潮入の池）

横堀
（潮入の池）

新銭座鴨場

庚申堂鴨場庚申堂鴨場

中の御門橋

内堀

大手門橋大手門橋

汐 

留 

川 築 

地 

川

東 京 湾
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さ
れ
、
設
計
の
み
で
工
事
は
先
送
り
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
や
っ
と
文
化
財
庭
園
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て
き
た
の
が
、
前
述
の

昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
の
「
文
化
財
庭
園
の
管
理
の
あ
り
方
」（
63
頁
参
照
）

の
答
申
か
ら
で
あ
り
、
中
島
の
御
茶
屋
の
復
元
工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、
基
本
設
計
か
ら
二
三
年
も
経
過
し
た

昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
事
業
費
は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
宝
く
じ
協
会
か
ら
の

寄
贈
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
初
設
計
に
携
わ
っ
た
伊
藤
平
左
エ
門
氏
も
、
設
計
の
こ
と
は
す

で
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
ろ
の
事
業
着
手
と
な
っ
た
。

　
復
元
設
計
は
伊
藤
平
左
エ
門
氏
の
当
初
設
計
を
基
本
と
し
、
復
元
後
の
御
茶
屋
の
利
用
形
態
（
御
茶
室
と
し

て
一
般
利
用
）
も
考
え
た
う
え
で
再
設
計
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
設
計
に
あ
た
っ
て
は
参
考
と
す
べ

き
資
料
が
少
な
く
、
参
考
に
し
た
の
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
及
び
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
平
面
図
、

明
治
一
八
年
及
び
明
治
三
五
年
の
増
築
図
と
内
訳
書
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の
改
修
図
と
内
訳
書
、
数
枚

の
写
真
と
一
冊
の
造
園
研
究
誌
、
そ
れ
と
明
治
天
皇
と
グ
ラ
ン
ト
将
軍
の
会
見
の
絵
（
図
2
）
の
み
で
あ
っ
た
。

　
長
い
年
月
の
間
に
何
回
も
増
築
改
修
を
重
ね
た
建
物
を
復
元
す
る
作
業
は
、
焼
け
跡
に
残
っ
た
礎
石
の
実
測

か
ら
始
め
、
宮
内
庁
に
残
さ
れ
た
昔
の
図
面
、
文
献
、
写
真
を
も
と
に
考
察
し
、
竣
工
後
の
建
物
利
用
や
管
理

上
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
設
計
を
進
め
た
。
中
島
の
御
茶
屋
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
間
に
、
部

屋
の
配
置
や
規
模
、
意
匠
も
刻
々
と
変
化
し
て
き
て
お
り
、
特
に
室
内
意
匠
等
は
文
明
開
化
、
欧
米
崇
拝
の
波

二
三
年
経
っ
て
工
事
着
手
、

焼
失
し
て
三
七
年
で
蘇
る
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の
な
か
で
特
に
変
化
が
激
し
か
っ
た
。

　
調
査
の
結
果
、
復
元
の
資
料
と
し
て
は
よ
り
原
形
に
近
い
も
の
と
し
て
明
治
二
年
の
平
面
図
を
底
本
と
し
た
。

し
か
し
、
畳
の
記
載
以
外
、
図
は
簡
単
粗
雑
で
細
部
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
御
座
所
の
床
の
間
付

近
の
様
子
や
、
壁
、
天
井
、
杉
戸
に
つ
い
て
は
焼
失
時
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
他
の

資
料
で
補
足
し
設
計
を
行
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
に
明
治
天
皇
が
米
国
前
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
将
軍
と
会
見
し
た
際
の
絵
は
、

歴
史
的
事
実
と
し
て
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
島
の
御
茶
屋
の
内
部
を
今
に
残
す
貴
重
な
絵
と
も

な
っ
た
。

図２　明治天皇とグラント将軍の会見の絵
明治維新後、浜離宮は外国からの賓客の接
待所として利用されるようになった。明治
12（1879）年８月、日本を訪れた米国前大
統領のグラント将軍は園内の延遼館に滞在
し、中島の御茶屋で明治天皇との会談に臨
んだ〔大久保作次郎画『グラント将軍と御
対話』、聖徳記念絵画館所蔵〕

　
そ
の
結
果
、
平
面
形
式
は
明
治
二

年
の
平
面
図
「
浜
殿
園
池
全
図
」
を

も
と
に
設
計
し
、
外
観
は
幕
末
か
ら

明
治
初
期
の
写
真
に
基
づ
い
て
設
計

を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
（
図
３
）。

　
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
は
特
別
名
勝
と

と
も
に
特
別
史
跡
で
あ
る
た
め
、
復

元
工
事
は
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）

年
六
月
、
文
化
財
保
護
審
議
会
、
専
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門
部
会
の
議
論
を
経
て
、
同
年
一
〇
月
、
文
化
財
保
護
法
第

八
〇
条
の
規
定
に
基
づ
く
現
状
変
更
の
申
請
を
行
な
い
、
一

一
月
に
許
可
を
受
け
て
工
事
着
手
と
な
っ
た
。

　
中
島
の
御
茶
屋
の
復
元
工
事
は
東
京
都
に
と
っ
て
初
め
て

の
文
化
財
庭
園
の
復
元
で
あ
り
、
復
元
根
拠
と
な
る
史
資
料

の
収
集
、
文
化
庁
と
の
調
整
、
当
時
使
用
し
た
で
あ
ろ
う
材

料
の
検
討
と
手
配
、
建
築
に
関
す
る
伝
統
技
術
を
持
っ
た
技

能
者
の
確
保
な
ど
、
今
ま
で
の
庭
園
整
備
に
な
い
経
験
で
あ

っ
た
。

　
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
平
面
図
に
な
っ
た
の
か
、
根
拠
は
ど

の
資
料
に
基
づ
く
の
か
、
そ
の
根
拠
資
料
の
信
頼
度
は
ど
の

程
度
か
」、「
ど
の
よ
う
な
材
料
を
使
用
す
る
の
か
、
そ
の
材

料
と
し
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
」、「
建
築
工
法
は
ど
の
時

図３　「中島の御茶屋」の復元計画平面図
復元計画は、単に焼失前の姿に戻すのではなく、御茶室として
の一般利用などを考えたものともなった〔「都市公園 85 号」昭
和 59（1984）年、公益財団法人東京都公園協会提供〕

代
の
工
法
を
採
用
す
る
の
か
」
な
ど
な
ど
、
微
に
入
り
細
に
入
り
設
計
か
ら
、
施
工
、
材
料
に
至
る
す
べ
て
に

関
し
て
細
心
の
注
意
と
確
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
中
島
の
御
茶
屋
は
江
戸
時
代
の
御
茶
屋
の
復
元
で
あ
る
た
め
、
使
用
し
た
木
材
は
外
国
産
や
張
り
物

（
集
成
材
）
は
使
用
せ
ず
、
檜
、
杉
、
松
、
ヒ
バ
な
ど
す
べ
て
無む

垢く

の
国
産
木
材
を
使
用
し
た
。
そ
し
て
、
建
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図４　復元された「中島の御茶屋」
優美な意匠を有する中島の御茶屋が大泉水の中心に建てられたことによって、将軍家唯
一の庭園としての風格を取り戻す契機となった〔公益財団法人東京都公園協会提供〕
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物
の
基
準
尺
で
あ
る
柱
割
は
焼
失
前
と
同
様
、
柱
の
芯
々
の
間
隔
を
六
尺
三
寸
（
一
・
九
〇
九ｍ
）
と
し
た
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
京
間
（
六
尺
五
寸
）
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
田
舎
間
の
基
準
六
尺
三
寸
で
、
こ
れ
が
明
治

以
降
六
尺
と
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
、
中
島
の
御
茶
屋
の
復
元
工
事
は
完
成
し
た
（
図
４
）。
昭
和
一
九

（
一
九
四
四
）
年
の
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
か
ら
三
九
年
ぶ
り
に
浜
離
宮
の
大
泉
水
に
中
島
の
御
茶
屋
が
復

元
さ
れ
、
そ
の
優
雅
な
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
長
か
っ
た
浜
離
宮
の
戦
後
の

一
つ
が
終
わ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

２　
復
元
工
事
に
あ
た
っ
て
何
を
ど
う
考
え
る
か

中
島
の
御
茶
屋
の
復
元
工
事
は
、
東
京
都
に
お
け
る
文
化
財
庭
園
の
復
元
計
画

が
ま
だ
作
成
さ
れ
て
い
な
い
な
か
で
の
復
元
工
事
で
あ
り
、
復
元
に
関
す
る
考

え
方
の
取
り
ま
と
め
や
復
元
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が
何
も
決
ま
っ
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
提
出

資
料
の
作
成
な
ど
今
ま
で
に
な
い
経
験
の
な
か
で
の
作
業
で
あ
り
、
苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
と
聞
か
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
苦
労
の
経
験
が
、
文
化
財
庭
園
を
復
元
し
て
い
く
た
め
の
計
画
づ
く
り
の
必
要
性
を
強
く

実
感
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
以
上
に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
徳
川
将
軍
家
が
楽
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
優
美
な
御
茶
屋
の
姿
を
、
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
大
泉
水
の
中
心
に
中
島
の
御
茶
屋
が
復
元
さ
れ
た
こ
と

庭
園
の
本
質
的
価
値
を
知
る
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に
よ
り
、
当
時
の
人
々
が
感
じ
た
庭
園
の
美
し
さ
を
現
代
の
私
た
ち
も
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
庭
園
の
復
元
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
の
一
つ
は
、「
そ
の
庭
園
の
本
質
的
価
値
を
知
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
浜
離
宮
庭
園
の
特
徴
で
も
あ
る
大
泉
水
の
景
色
は
、「
中
島
の
御
茶
屋
が
復
元
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
大
泉
水
の
中
心
に
浮
か
ぶ
御
茶
屋
の
優
雅
さ
、
そ
の
御
茶
屋
か
ら
眺
め
る
水
面
の
輝
き
、
岸
辺
の
み
ど
り

の
木
々
の
美
し
さ
と
し
て
価
値
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
浜
離
宮
に
お
け
る
復
元
工
事
は
、
先
駆
け
と
な
っ
た
「
中
島
の
御
茶
屋
復
元
工
事
」
に
引
き
続
き

順
次
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
取
り
掛
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
施
設
の
老
朽

化
に
伴
う
修
復
工
事
で
あ
り
、
第
二
段
階
と
し
て
焼
失
し
た
施
設
の
復
元
に
取
り
掛
か
か
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
現
在
、
中
島
の
御
茶
屋
は
抹
茶
を
飲
み
な
が
ら
休
憩
で
き
る
飲
食
所
と
し
て
、
多
く
の
来
園
者
に
利
用
さ
れ

て
い
る
。
浜
離
宮
を
訪
れ
る
外
国
人
来
園
者
の
多
く
は
、
畳
に
座
っ
て
大
泉
水
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の

建
物
で
抹
茶
と
和
菓
子
を
食
べ
て
日
本
文
化
の
体
験
を
楽
し
ん
で
い
る
。

東
京
都
は
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
、
六
三
年
と
二
年
を
か
け
て
文
化
財
庭
園

の
保
存
・
復
元
・
管
理
等
に
関
す
る
調
査
を
行
な
い
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年

一
二
月
に
は
「
文
化
財
庭
園
の
保
存
・
復
元
・
管
理
等
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
を
設
置
、
平
成
二
年
に
は
計

画
が
決
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
東
京
都
の
長
期
計
画
に
「
名
園
の
復
活
計
画
」
と
し
て
事
業
が
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
同
年
度
に
は
「
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
修
復
復
元
の
た
め
の
調
査
」
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ど
の
時
代
に
復
元
す
る
か
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復
元
事
業
を
実
施
し
て
い
く
う
え
で
、
考
古
学
的
調
査
や
根
拠
資
料
を
正
確
に
調
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

以
上
に
重
要
な
の
は
、
ど
の
時
代
の
姿
に
復
元
す
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
個
々
の
施
設
の
復
元
に
取
り
掛
か
る
前
提
と
し
て
、
ど
の
時
代
の
庭
園
の
姿
に
復
元
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
、

浜
離
宮
庭
園
を
例
に
そ
の
経
緯
も
含
め
て
記
そ
う
。

　
歴
史
あ
る
庭
園
は
所
有
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
い
く
。
浜
離
宮
の
場
合
、
最
初
に
将
軍
家

の
庭
と
し
て
大
々
的
に
整
備
し
た
の
は
六
代
将
軍
家
宣
で
、
そ
の
後
将
軍
が
変
わ
る
た
び
に
地
割
や
施
設
が
変

え
ら
れ
て
き
た
。

　
大
名
庭
園
に
お
い
て
も
、
藩
主
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
利
用
形
態
も
変
わ
り
、
大
き
く
改
変
さ
れ
る

こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
た
め
、
庭
園
の
復
元
時
期
を
い
つ
の
時
代
に
合
わ
せ
る
か
は
、
残
さ
れ
た
資
料
や
庭

園
の
性
格
・
特
徴
、
そ
し
て
現
状
を
鑑
み
て
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
の
人
々
が
庭
園
を
訪
れ
る
と
、
今
見
て
い
る
景
色
そ
の
も
の
が
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
庭
園
の
姿
で
あ

り
、
そ
の
姿
で
あ
る
か
ら
こ
そ
特
別
名
勝
・
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

　
浜
離
宮
庭
園
を
残
さ
れ
た
絵
図
で
見
て
い
く
と
、
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
の
『
濱
御
殿
地
絵
圖
』（
図
５
：

90
頁
参
照
）
以
降
、
浜
御
殿
が
焼
失
し
た
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
ま
で
の
間
、
大
泉
水
、
中
島
と
中
島
の
御

茶
屋
、
そ
れ
と
水
路
の
よ
う
な
横
堀
が
あ
り
、
庭
の
中
心
に
は
大
き
な
御
殿
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
享
保
九
年
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
治
世
に
、
火
災
に
よ
り
御
殿
を
は
じ
め
中
の
御
門
等
多
く
の
建
物
が
焼
け
、
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そ
の
後
、
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
に
綱
吉
の
側
室
と
家
宣
の
二
人
の
側
室
の
た
め
の
建
物
で
あ
る
「
三さ

ん
尼に

の
館
」
が
建
て
ら
れ
た
。『
浜
御
殿
惣
絵
図
』（
享
保
一
七
年
こ
ろ
）（
図
６
：
91
頁
参
照
）
を
見
る
と
「
三
尼
の

館
」
の
北
東
側
の
樹
林
地
に
は
田
や
畑
、
水
路
等
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
吉
宗
の
時
代
に
は
、

薬
草
園
、
製
糖
所
、
鍛
冶
小
屋
等
殖
産
興
業
に
関
す
る
施
設
が
庭
園
内
に
多
数
建
て
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
享
保
一
七
年
か
ら
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
の
間
の
『
濱
之
御
庭
（
浜
御
殿
関
係
図
）』（
図
７
：
92

頁
参
照
）
に
は
、
池
周
辺
に
回
遊
園
路
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
回
遊
式
庭
園
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
一
代
将
軍
家
斉
の
時
代
に
な
る
と
、
家
宣
と
同
じ
く
苑
池
で
の
遊
覧
を
好
ん
だ
家
斉
に
よ
り
、
観
賞
性
と

回
遊
性
が
強
化
さ
れ
た
。
潮
入
の
池
周
辺
に
は
、「
燕
の
御
茶
屋
」、「
松
の
御
茶
屋
」、「
藁わ

ら
葺ぶ

き
の
茶
屋
（
鷹
の

御
茶
屋
）」、「
お
伝
い
橋
」、「
御お

亭ち
ん
山や

ま
の
腰
掛
」、「
松
原
の
腰
掛
」、「
塩
浜
藁
屋
」、「
新し

ん
銭せ

ん
座ざ

東
屋
」、「
樋
之

口
東
方
の
御
山
」、「
藤
棚
」
等
が
設
け
ら
れ
た 

。

　
ま
た
、「
御
浜
御
殿
ノ
絵
図
」（
寛
政
年
間
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
年
こ
ろ
）（
図
８
：
93
頁
参
照
）
で
は
「
三
尼

の
館
」
や
田
や
畑
が
あ
っ
た
場
所
に
「
庚こ

う
申し

ん
堂ど

う
鴨
場
」
が
造
ら
れ
、「
横
堀
」
か
ら
分
岐
し
た
鳥
溜
め
を
観
る

こ
と
も
で
き
る
。
役
人
の
管
理
地
で
あ
っ
た
場
所
に
は
「
新
銭
座
鴨
場
」
が
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

従
来
の
庭
園
空
間
に
新
た
な
意
匠
が
加
え
ら
れ
、
家
斉
の
時
代
に
本
園
の
歴
史
上
最
も
充
実
し
た
時
代
を
迎
え

た
。

　
時
代
は
ず
っ
と
下
り
そ
の
約
百
年
後
、
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
量
局
が
作
成
し
た
の
が
「
五
千
分
一
東
京
図
測
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図５　６代将軍家宣のころの浜御殿
敷地のほぼ中央に御殿があり、周りには大泉水や横堀、中島の御茶屋、海手茶屋（汐見
の御茶屋）、観音堂、庚申堂、稲生神社、馬場などが確認できる。このころに庭園として
の骨格が整えられたことがわかる〔『濱御殿地繪圖』、東北大学附属図書館所蔵〕
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図６　８代将軍吉宗のころの浜御殿
吉宗にとって浜御殿は単なる鑑賞の場ではなく、さまざまな研究を行なう試験場でもあ
った。薩摩から種子を取り寄せた甘藷（かんしょ）で黒砂糖を生産し、400 種もの薬草
を栽培した。変わったところでは「象部屋」があり、ベトナムから献上された象を飼っ
た〔『浜御殿惣絵図』、江戸東京博物館所蔵〕
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図７　９代将軍家重から十代将軍家治のころの浜御殿
大泉水や横堀の池の周りに園路が描かれ、このころから本格的な池泉回遊式の庭園にな
っていったと思われる〔『濱之御庭』、中央区立郷土天文館所蔵〕
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図８　11 代将軍家斉のころの浜御殿
大泉水周辺に３軒の御茶屋ができ、鴨場も２か所造られた。鴨場は江戸時代の大名庭園
の特徴の１つとされる。家斉は鴨場で度々鷹狩を行なった〔『御浜御殿ノ絵図』、公益財
団法人徳川黎明会徳川林政史研究所所蔵〕
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図９　浜御殿から浜離宮となったころ
浜離宮という名称は、庭園の所有者が宮内省となった明治３（1870）年からであった。
この前年近代日本最初の迎賓館である延遼館が庭園の一角（図の右上、大手門を入った
辺り）に完成する。延遼館は明治 23（1890）年に取り壊されることになるが、大泉水
や横堀、鴨場の地割に大きな変更はなく江戸の頃の状態を以後も保った〔参謀本部陸軍
部測量局『五千分一東京図測量原図』、（財）日本地図センター提供〕

大手門大手門



95

第Ⅲ章　浜離宮恩賜庭園における修復・復元

図 10　現在の浜離宮恩賜庭園
昭和 20（1945）年に庭園は宮内省から東京都へ下賜され、名称を現在の「浜離宮恩賜
庭園」と改めた。震災や戦災を経験し多くの建造物や構造物、庭木を失いながら、昭和
23（1948）年には名勝及び史跡に指定され、その後特別名勝及び特別史跡となり現在
に至る〔東京都建設局公園緑地「東京都における文化財庭園の保存活用計画（旧浜離宮
庭園）」（平成29年３月）の「Ⅱ本園の変遷と本質的価値／3.本園の現況」を基に作成〕

❶松の御茶屋
❷燕の御茶屋
❸鷹の御茶屋
❹お伝い橋
❺八景山
❻藤棚
❼中島橋

新銭座橋

●17

●❽
●❺

●❷
●❸

●❹●❻
●❼

●❶

●❾

●18

●10

●11

●12
●13 ●14

●15

●19

●20

●16

中島の御茶屋
大泉水

（潮入の池）

横堀
（潮入の池）

新銭座鴨場

庚申堂鴨場庚申堂鴨場

中の御門橋

内堀

大手門橋大手門橋

汐 

留 

川 築 

地 

川

東 京 湾

❽馬場跡
❾ 御亭山（おちんやま）
10中の橋
11海手お伝い橋
12汐見の御茶屋（海手茶屋）跡
13樋の口山
14横堀水門

15将軍お上がり場
16大手門口
17中の御門口
18延遼館跡
19旧稲生神社
20籾倉跡
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量
原
図
」（
明
治
一
七
〈
一
八
八
四
〉
年
）
図
９
（
94
頁
参
照
）
で
あ
る
。
地
割
は
ほ
ぼ
現
在
の
浜
離
宮
庭
園
と

同
じ
で
あ
る
が
、
延え

ん
遼り

ょ
う
館か

ん
と
付
属
す
る
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
の
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
を
図
10
（
95
頁
参
照
）
に
示
す
。

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
一
二
月
、
江
戸
大
名
庭
園
を
含
む
都
立
文
化
財
庭
園
に
つ

い
て
、
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
専
門
委
員
会
で
、
復
元
す
べ
き
時
代
や
姿
、
復
元
方

法
、
復
元
材
料
な
ど
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
専
門
委
員
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
井
出
久
登
氏
を
委
員
長
と
し
、
東
京
農
業
大
学
学
長
（
当
時
）
進
士
五

十
八
氏
、（
社
）
日
本
庭
園
協
会
会
長
（
当
時
）
龍
居
竹
之
介
氏
、
文
化
財
指
定
庭
園
保
護
協
議
会
会
長
（
当

時
）
樋
渡
達
也
氏
、
神
奈
川
大
学
教
授
（
当
時
）
西
和
夫
氏
、
千
葉
工
業
大
学
講
師
（
当
時
）
河
東
義
之
氏
、

東
京
農
工
大
学
教
授
（
当
時
）
亀
山
章
氏
を
委
員
と
し
、
そ
の
他
文
化
庁
や
東
京
都
教
育
庁
、
区
の
教
育
委
員

会
の
職
員
を
助
言
指
導
者
等
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
委
員
は
庭
園
、
建
築
、
考
古
学
、
植
生
学
等
の
専
門
家
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
石
垣
等
の
専
門
家
を
加
え

た
ワ
ー
キ
ン
グ
組
織
を
構
成
し
、
浜
離
宮
を
は
じ
め
と
す
る
、
小
石
川
後
楽
園
、
六
義
園
、
旧
芝
離
宮
恩
賜
庭

園
の
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
復
元
し
て
い
く
か
の
具
体
的
計
画
作
成
を
行
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
浜
離
宮
庭
園
を
ど
の
時
代
の
姿
に
復
元
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
専
門
委
員
会
で
の
議
論
の
末
に
決
め
ら
れ

て
い
っ
た
。

復
元
は
一
番
利
用
さ
れ
た

家
斉
の
時
代
に



97

第Ⅲ章　浜離宮恩賜庭園における修復・復元

　
あ
る
委
員
か
ら
は
、「
復
元
す
る
な
ら
ば
、

家
宣
が
浜
御
殿
と
し
て
築
庭
し
た
当
時
に
戻
す

こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意
見
が

出
さ
れ
た
。
ま
た
別
の
委
員
か
ら
は
、「
特
別

名
勝
・
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
時
点
の
姿
が

文
化
財
指
定
に
値
す
る
の
だ
か
ら
、
昭
和
二
七

（
一
九
五
二
）
年
指
定
当
時
の
姿
を
保
存
し
て

い
く
べ
き
で
、
時
代
の
異
な
る
施
設
を
復
元
す

べ
き
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、「
庭
園
が
最
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た

時
期
が
庭
園
本
来
の
役
割
や
機
能
を
果
た
し
た

時
期
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
の

姿
に
戻
す
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
、「
文
化

財
庭
園
の
保
存
・
復
元
・
管
理
等
に
関
す
る
計

画
」
で
は
復
元
に
相
当
す
る
時
代
の
考
え
方
を

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
に
し
た
。

図 11　第 11 代将軍家斉のころの浜御殿（大泉水と御茶屋）の絵
大泉水の周囲には松が多く植えられていた。また、お伝い橋の藤棚は橋全体を覆い、遠くからは回
廊のように見えたとの記録もある〔『浜の御苑之記』（天保５〈1834〉年）、国立国会図書館所蔵〕
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〈
文
化
財
保
存
の
精
神
か
ら
は
、
創
建
時
点
の
復
元
を
原
則
と
す
る
が
そ
の
後
の
改
変
の
幅
が
大
き
い
庭
園

の
場
合
、
そ
れ
以
降
の
も
の
の
処
理
が
難
し
い
。
ま
た
文
化
財
保
護
法
に
よ
れ
ば
、
指
定
当
時
の
状
態
を
原
状

と
し
て
い
る
為
、
指
定
当
時
に
す
で
に
衰
亡
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
法
に
よ
る
原
状
に
予
定
し
て
い
な
い
。
し

か
し
法
の
精
神
か
ら
は
、
こ
の
衰
亡
し
た
も
の
を
原
状
に
復
す
る
こ
と
は
、
好
ま
し
い
と
考
え
る
。

　
今
回
の
復
元
に
あ
た
っ
て
は
原
則
と
し
て
、
時
代
を
大
き
く
と
ら
え
、
庭
園
の
経
年
変
化
の
な
か
で
江
戸
の

庭
園
様
式
を
内
包
し
つ
つ
、
そ
の
庭
園
の
持
ち
味
を
最
大
に
発
揮
し
た
姿
に
復
元
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
代

に
よ
る
多
少
の
不
整
合
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
と
し
、
明
治
以
後
の
改
変
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
取
扱
い
が
江

戸
の
様
式
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
敢
え
て
原
状
に
復
さ
な
い
こ
と
に
す
る
〉

　
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
浜
離
宮
庭
園
は
以
下
の
よ
う
な
復
元
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
〈
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
は
二
百
十
余
年
の
徳
川
時
代
、
そ
の
後
七
〇
年
の
宮
内
省
時
代
を
経
て
多
く
の
改
変
が

加
え
ら
れ
、
各
時
代
の
施
設
が
混
在
し
た
姿
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
庭
園
総
体
の
修
復
目
標

は
本
庭
園
が
一
番
利
用
さ
れ
た
華
や
か
な
時
期
で
あ
り
、
大
泉
水
周
辺
の
茶
屋
群
な
ど
江
戸
時
代
末
期
ま
で
存

在
し
資
料
も
充
実
し
て
い
る
「
第
一
一
代
将
軍
家
斉
時
代
の
姿
」
に
お
く
〉

　
「
江
戸
時
代
後
期
に
お
い
て
大
改
修
を
加
え
た
家
斉
時
代
の
姿
に
近
く
す
る
こ
と
が
妥
当
」、「
全
体
の
基
調

と
な
る
雰
囲
気
は
家
斉
時
代
を
設
定
」
が
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
庭
園
の
構
成
施
設
に
つ

い
て
は
、
良
い
状
態
で
使
用
さ
れ
、
史
資
料
の
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
時
代
を
設
定
す
る
」
と
も
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
浜
離
宮
の
各
施
設
の
修
復
・
復
元
に
お
い
て
は
、「
家
斉
時
代
の
姿
」
を
基
本
に
、
各
施
設
の
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置
か
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
て
時
代
設
定
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

二
節
　
復
元
工
事
は
鴨
場
の
修
復
か
ら
始
ま
っ
た

１　
鴨
場
が
選
ば
れ
た
理
由

　
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
度
に
は
「
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
の
修
復
調
査
」
を
、
さ
ら
に
ソ
フ
ト
面
の
調
査
と
し

て
「
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
の
保
護
と
利
用
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施
し
た
。
こ
う
し
た
基
礎
的
調
査
を
終
え
、
平

成
五
年
度
か
ら
具
体
的
な
施
設
の
修
復
整
備
に
か
か
る
こ
と
と
な
り
、
同
年
度
に
「
浜
離
宮
庭
園
庚
申
堂
鴨
場

修
復
設
計
調
査
」
を
実
施
し
、
計
画
を
策
定
。
同
年
度
内
に
第
一
期
の
修
復
工
事
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
な
ぜ
、「
庚
申
堂
鴨
場
」
が
復
元
事
業
の
先
行
事
例
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
老
朽
化
が
最
も
進
ん
で
い

た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
化
財
の
重
要

性
と
は
関
係
の
な
い
、
そ
れ
は
カ
ワ
ウ
の
糞
害
で
あ
っ
た
。
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鴨
場
と
は
、
溜
池

を
中
心
に
岸
辺
に

何
か
所
も
の
引
堀
と
呼
ば
れ
る
細
い
水
路

を
つ
く
り
、
鴨
を
お
び
き
寄
せ
る
施
設
で

あ
る
。
鷹
を
放
鳥
し
て
鴨
を
捕
獲
さ
せ
る

狩
を
行
な
う
の
が
主
流
で
、
平
和
な
江
戸

時
代
に
お
け
る
武
士
の
軍
事
的
訓
練
で
あ

り
、
娯
楽
で
も
あ
っ
た
。
幕
末
か
ら
明
治

に
な
る
と
、
叉さ

手で

網あ
み
を
使
っ
て
捕
獲
す
る

鴨
猟
と
な
っ
た
と
い
う
。

　
鴨
場
は
江
戸
時
代
の
大
名
庭
園
の
特
徴

の
一
つ
で
も
あ
り
、
大
名
屋
敷
の
崩
壊
と

と
も
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
実

際
に
鴨
猟
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
宮

内
庁
所
管
の
越
谷
市
の
「
埼
玉
鴨
場
」
及

び
千
葉
県
市
川
市
の
「
新し

ん
浜は

ま
鴨
場
」
の
二

か
所
で
あ
る
。
一
方
、
伝
統
的
構
造
を
持

新銭座橋

中島の御茶屋
大泉水

（潮入の池）

横堀
（潮入の池）

●A
新銭座鴨場

●B
庚申堂鴨場庚申堂鴨場

中の御門橋

内堀

大手門橋大手門橋

汐 

留 

川 築 

地 

川

東 京 湾

図 12　現在の新銭座鴨場Aと庚申堂鴨場Bの位置
鴨場の池の周りは樹木が鬱蒼と茂るなど水鳥の飛来する環境が元来整っていた。さらに
は長らく猟が行われていなかったこともカワウの繁殖を許した

将
軍
の
御
成
り
は

鴨
場
あ
れ
ば
こ
そ
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つ
施
設
は
、
浜
離
宮
の
「
庚
申
堂
鴨
場
」
と
「
新
銭
座
鴨
場
」（
図
12
）
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
東
京
農
業
大

学
の
服
部
勉
ら
に
よ
る
調
査
に
よ
る
と
、
鴨
場
と
考
え
ら
れ
る
施
設
は
江
戸
期
の
大
名
庭
園
で
は
一
六
か
所
確

認
さ
れ
て
い
る
。

　
鴨
場
に
つ
い
て
の
明
確
な
文
献
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
一
一
代
将
軍
家
斉
の
治
世
、
寛
政
三
（
一
七
九

一
）
年
の
『
浜
御
殿
日
記
』
に
「
御
庭
鴨
場
鴨
堀
新
規
出
来
」
と
あ
り
、
現
在
の
庚
申
堂
鴨
場
の
成
立
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
将
軍
家
斉
は
無
類
の
庭
好
き
と
い
わ
れ
て
お
り
、
将
軍
が
浜
御
殿
に
御
成
り
に
な
る
の
は
歴
代

の
将
軍
の
中
で
は
家
斉
が
最
も
多
く
二
四
八
回
の
御
成
り
が
あ
っ
た
。
将
軍
在
職
年
数
が
五
〇
年
と
非
常
に
長

い
こ
と
も
あ
る
が
、
庭
を
愛
で
る
と
と
も
に
、
鴨
場
で
の
鷹
狩
の
た
め
に
何
回
も
浜
御
殿
に
御
成
り
に
な
っ
た

と
の
記
録
も
あ
る
ほ
ど
鷹
狩
が
好
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

カ
ワ
ウ
と
は
全
身
は
ほ
ぼ
黒
色
で
、
カ
ラ
ス
よ
り
も
大
き
く
ガ
チ
ョ
ウ
ほ
ど
の
大
き

さ
で
体
長
約
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鳥
で
あ
る
。
首
や
胴
が
ほ
っ
そ
り
と
長
め
で

水
中
を
泳
ぎ
回
っ
て
魚
な
ど
を
捕
獲
し
餌
と
し
て
お
り
、
海
の
魚
を
餌
と
す
る
ウ
ミ
ウ
と
、
川
や
湖
沼
で
生
活

す
る
カ
ワ
ウ
と
が
い
る
。「
鵜
呑
み
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
魚
を
一
気
に
飲
み
込
ん
で
捕
獲
す
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
鵜
飼
の
鵜
は
、
体
が
少
し
大
き
い
ウ
ミ
ウ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
カ
ワ
ウ
は
全
国
的
に
生
息
し
て
い
た
が
、
無
秩
序
な
狩
猟
や
川
や
湖
沼
の
魚
を
食
べ
る
た
め
駆
除
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
数
が
減
少
し
て
し
ま
い
、
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
当
時
全
国
で
総
数
三
〇
〇
〇
羽
以
下
ま
で

不
忍
池
か
ら
来
た

カ
ワ
ウ
が
住
み
だ
す
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に
な
っ
た
。
一
方
、
上
野
動
物
園
で
は
昭
和
四
一
年
か
ら
カ
ワ
ウ
の
飼
育
を
放
し
飼
い
で
始
め
た
が
、
恩
賜
上

野
公
園
の
不し

の
忍ば

ず
池の

い
けに
は
新
し
い
コ
ロ
ニ
ー
が
で
き
は
じ
め
、
昭
和
四
五
年
に
は
一
五
〇
〜
一
八
〇
羽
の
カ
ワ
ウ

が
確
認
さ
れ
て
い
た
。

　
福
田
道
雄
ら
に
よ
る
「
日
本
に
お
け
る
カ
ワ
ウ
の
生
息
状
況
の
変
遷
」
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か

ら
は
各
地
で
カ
ワ
ウ
の
数
が
増
加
に
転
じ
、
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
こ
ろ
に
な
る
と
不
忍
池
の
コ
ロ
ニ
ー

か
ら
分
派
し
た
カ
ワ
ウ
が
浜
離
宮
に
住
み
だ
し
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
約
二
〇
〇
〇
羽
の
群
れ
に
な
っ
て

い
っ
た
。
狩
猟
等
や
戦
後
の
環
境
悪
化
に
よ
り
希
少
な
種
と
な
る
ま
で
減
少
し
た
カ
ワ
ウ
で
あ
っ
た
が
、
水
質

の
改
善
や
保
護
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
数
を
増
加
さ
せ
生
息
地
を
広
げ
、
現
在
で
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
対
象
と
な

る
ま
で
の
個
体
数
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
浜
離
宮
で
は
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
こ
ろ
か
ら
カ
ワ
ウ
繁
殖
の
記
録
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
五
（
一
九

五
〇
）
年
以
降
全
国
的
な
傾
向
と
し
て
カ
ワ
ウ
の
生
息
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
五
年

以
降
、
数
百
羽
が
飛
来
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
以
降
サ
ギ
と
と
も
に
カ
ワ
ウ
が
コ

ロ
ニ
ー
を
形
成
し
は
じ
め
、
年
々
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
鴨
場
周
辺
は
悪
臭
が
す
る
よ
う
に
な
り
、

園
路
へ
の
糞
の
落
下
の
た
め
、
来
園
者
か
ら
の
苦
情
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
ま
た
、
糞
や
根
の
踏

み
つ
け
に
よ
っ
て
樹
齢
三
〇
〇
年
の
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
が
枯
れ
始
め
、
鴨
場
の
景
観
も
損
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。


