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建
功
寺
住
職
・
庭
園
デ
ザ
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ナ
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枡
野
俊
明 

師

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

写
真
提
供　

田
畑
み
な
お

―
―

枡
野
師
は
海
外
で
講
演
さ
れ
る
機
会

が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
際
、
禅
を
ど

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

　

禅
と
は
、本
来
の
自
己
と
出
会
う
こ
と
。

な
ど
と
言
っ
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で

し
ょ
う
か
ら
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、

清
ら
か
な
心
、
い
わ
ゆ
る
執
着
心
を
い
か

に
小
さ
く
し
て
い
く
か
を
考
え
て
、
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
い
く
哲

学
な
の
で
す
。
宗
教
で
す
が
哲
学
な
の
で

す
、
と
説
明
し
ま
す
。

　

清
ら
か
な
心
、
仏
性
は
み
ん
な
持
っ
て

生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
我
執
、

執
着
心
に
覆
わ
れ
て
、
み
え
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く

言
う
と
、
心
の
余
分
な
脂
肪
を
蓄
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
本
来
の
自
分
自
身
が
も
っ

て
い
る
き
れ
い
な
身
体
が
、
生
活
の
乱
れ

に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
余
分
な
脂
肪
に
覆
わ

室
町
期
・
臨
済
宗
の
黄
金
期
を
築
い
た
禅
僧
・
夢
窓
国
師
が
説
い
た
「
山
水

に
得
失
な
し　

得
失
は
人
の
心
に
あ
り
」（
庭
を
つ
く
る
技
術
よ
り
、
つ
く
る

と
い
う
こ
と
に
込
め
ら
れ
た
求
道
心
が
重
要
で
あ
る
）
の
言
葉
を
座
右
の
銘

に
、国
内
外
で
空
間
設
計
を
手
が
け
る
枡
野
俊
明
師
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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れ
て
し
ま
う
。
そ
の
心
の
脂
肪
を
ゼ
ロ
に

す
る
こ
と
は
無
理
で
す
が
、
そ
れ
を
薄
く

す
る
事
は
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
修
行
が
絶
対
に
欠
か

せ
な
い
。
そ
れ
を
続
け
る
事
に
よ
っ
て
薄

く
し
て
い
き
、
本
来
の
自
分
を
見
つ
め
る

事
が
出
来
る
の
で
す
。

―
―

禅
と
庭
に
つ
い
て

　

蘭
（
注
一
）渓
道
隆
禅
師
が
一
二
五
三
年
、
建
長

寺
を
建
立
す
る
時
に
「
方
丈
」
と
い
う
建

物
の
北
側
に
池
の
あ
る
庭
を
造
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
禅
と
日
本
に
お
け
る
庭
園
の

初
め
て
の
き
っ
か
け
で
す
。
道
元
禅
師
が

帰
朝
し
て
五
〇
年
後
に
蘭
渓
道
隆
禅
師
が

渡
来
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
曹
洞
宗
で
は
、

道
元
禅
師
が
、
伏
見
の
興
聖
寺
に
日
本
で

初
め
て
僧
堂
を
造
り
、
あ
る
程
度
の
宋
朝

禅
と
し
て
の
伽
藍
が
出
来
上
が
っ
て
は
い

た
の
で
す
が
、
庭
園
は
造
ら
れ
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
す
。

　
（
道
元
禅
師
は
、
鎌
倉
下
向
の
折
、
北

条
時
頼
に
本
格
的
な
宋
朝
禅
の
伽
藍
を
整

え
た
寺
院
を
建
立
し
、
開
山
に
迎
え
た
い

と
言
わ
れ
た
が
あ
っ
さ
り
と
断
り
、
菩
薩

戒
を
授
け
て
半
年
で
永
平
寺
に
戻
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
「
伽
藍
が
整
っ

た
お
寺
」
が
今
の
建
長
寺
で
す
。
で
す
か

ら
も
し
道
元
禅
師
が
開
山
に
な
っ
て
い
れ

ば
、
建
長
寺
も
曹
洞
宗
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。）

　

日
本
に
禅
の
庭
園
を
伝
え
た
蘭
渓
道
隆

禅
師
と
夢

（
注
二
）窓

疎
石
（
以
下
疎
石
と
略
称
）

と
は
、
時
代
が
違
っ
て
い
ま
す
か
ら
直
接

会
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
北
条
時
宗

が
建
長
六
世
無
学
祖
元
（
一
二
二
六
～

一
二
八
六
）
を
鎌
倉
五
山
の
第
二
位
と
し

て
円
覚
寺
の
開
山
に
迎
え
て
い
ま
す
。
無

学
祖
元
の
弟
子
に
高

（
注
三
）峰

顕
日
（
一
二
四
一

～
一
三
一
六
）
が
お
り
、
こ
の
ま
た
弟
子

に
な
る
の
が
疎
石
で
す
。

　

疎
石
は
建
長
寺
を
出
た
後
、約
三
年
間
、

東
北
ま
で
行
脚
し
、
あ
ち
こ
ち
で
隠
遁
生

活
を
し
て
い
ま
す
。
自
然
と
の
か
か
わ
り

が
す
ご
く
好
き
で
、
そ
の
中
に
仏
法
を
見

い
だ
そ
う
と
し
た
人
な
の
で
す
。そ
の
後
、

自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
師
匠
で
あ
る
高
峰

顕
日
に
伝
え
て
、
無
学
祖
元
か
ら
受
け
継

い
だ
袈
裟
を
受
け
、
印
可
証
明
を
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
故
郷
の
甲
州
に
戻
っ
て
浄
居
寺

と
い
う
お
寺
を
開
く
の
で
す
。
今
は
、
曹

洞
宗
の
お
寺
で
す
が
、
庭
園
は
残
念
な
が

ら
、
疎
石
の
作
庭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疎

石
は
、
自
分
が
好
き
だ
っ
た
庭
造
り
を
甲

州
の
恵
林
寺
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、
そ

の
庭
は
ま
だ
か
な
り
初
歩
的
な
も
の
で
し

た
。

―
―

枡
野
師
は
夢
窓
国
師
（
疎
石
）
の
影

響
を
多
く
受
け
て
い
る
と
著
書
に
も
書
か

れ
て
い
ま
し
た
が

　
「
山
水
に
得
失
な
し　

得
失
は
人
の
心

に
あ
り
」
と
い
う
疎
石
の
言
葉
は
、
人
生

に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
か
マ
イ
ナ
ス
に
な
る

と
か
言
う
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
の

中
で
ど
う
位
置
づ
け
て
や
っ
て
い
け
る
の

か
、
ま
た
、
成
長
さ
せ
て
い
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
作
庭
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら

得
る
と
か
失
う
と
か
、
山
水
を
し
た
か
ら

と
い
っ
て
特
別
な
こ
と
は
な
い
。
と
い

う
こ
と
を
一
生
懸
命
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
疎
石
は
山
水
を
す

る
事
そ
の
も
の
が
修
行
だ
と
い
う
こ
と
を
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言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
道
元
禅
師
が
山
水

に
つ
い
て
『
正
法
眼
蔵
山
水
経
』
の
中
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で
す
。

た
ま
た
ま
曹
洞
宗
は
、
志
比
の
庄
の
永
平

寺
に
拠
点
を
構
え
、
ま
た
、
能
登
の
總
持

寺
も
、
自
然
の
豊
か
な
地
な
の
で
、
庭
を

作
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
す
べ
て

が
自
然
の
庭
、
渓
声
山
色
な
の
で
す
。
傘

松
道
詠
に
「
峯
の
色　

渓
の
響
も
み
な
な

が
ら　

我
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
と
」
と
あ

る
よ
う
に
自
然
そ
の
も
の
が
仏
法
な
の
で

す
。
道
元
禅
師
は
大
自
然
で
仏
法
を
行
じ

て
い
ま
し
た
が
、
臨
済
宗
は
、
都
を
中
心

に
発
展
し
た
か
ら
、
寺
の
敷
地
に
擬
似
的

な
自
然
を
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の

大
き
な
違
い
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。

私
が
調
べ
て
い
て
、
気
が
付
い
た
の
は
、

作
庭
や
自
然
と
の
対
話
が
現
成
公
案
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
自
然
の
中
に
公
案

を
見
抜
く
こ
と
が
、現
成
公
案
な
の
で
す
。

あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
見
て
い
く
こ
と
な

の
で
す
。
臨
済
宗
こ
そ
公
案
禅
と
い
い
な

が
ら
も
作
庭
を
一
生
懸
命
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
さ
に
現
成
公
案
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
臨
済
宗
で
は
公

案
禅
で
段
階
的
に
証
明
し
て
ゆ
く

為
に
、
自
分
の
境
地
を
証
明
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。｢

不
立

文
字　

教
化
別
伝｣

で
す
か
ら
、

そ
の
手
段
と
し
て
、
墨
蹟
・
墨
画

等
を
つ
か
う
の
で
す
。
言
葉
で
は

表
現
で
き
な
い
で
す
か
ら
。
立
体

表
現
を
好
ん
だ
人
は
庭
を
作
っ

た
。
こ
の
僧
達
を
石い

し

立だ
て

僧そ
う

と
言
い

ま
す
。

　

最
初
は
龍

り
ゅ
う

門も
ん

瀑ば
く

が
多
い
で
す
。

「
三
級
の
滝 

波
高
う
し
て
魚 

龍

と
化
す
」
と
い
う
漢
詩
が
あ
り
ま

す
が
、
滝
を
鯉
が
登
り
き
る
と
龍
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
登
龍
門
の
語
源
な

の
で
す
が
、
公
案
禅
の
関
門
を
突
破
す
る

こ
と
に
滝
を
象
徴
と
し
た
の
で
す
。
自
分

を
鯉
の
姿
に
見
立
て
る
。
自
分
に
見
立
て

た
石
を
滝
の
中
に
置
く
の
で
す
。
庭
と
言

う
も
の
と
対
峙
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
仏

法
や
自
分
の
生
き
方
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
現
成
を
ど
う
捉
え
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―

将
来
の
目
標
と
は
、
ど
の
よ
う
な
庭

で
す
か
？

　

お
寺
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
で
す

が
、
造
る
人
の
心
の
状
態
を
一
つ
の
庭

と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

眺
め
る
人
は
、
庭
と
一
体
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
も
う
一
度
見
つ
め

直
し
て
も
ら
う
機
会
に
な
れ
ば
、
非
常
に

現
代
社
会
の
中
に
お
い
て
も
意
味
が
あ
る

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

今
の
時
代

は
皆
さ
ん
忙
し
く
、
何
か
に
追
わ
れ
て
生

き
て
い
る
。
自
分
自
身
を
と
か
く
見
失
い

か
け
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
人
生
や
も

の
の
考
え
方
、
捉
え
方
は
こ
れ
で
い
い
の

か
と
、
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
も
ら

う
。
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
ス
イ
ッ
チ

を
切
り
、
元
に
戻
し
て
も
ら
う
、
ス
イ
ッ

チ
オ
フ
に
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
で
、
ひ
と

と
き
静
か
な
時
間
を
取
り
戻
し
て
も
ら
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
見
つ
め

直
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
れ
を
深
め
て

い
け
ば
坐
禅
を
し
た
よ

う
な
も
の
に
も
な
る
の

で
す
。
本
当
の
あ
り
が

た
さ
、
生
き
て
い
る
事

の
大
事
さ
と
い
う
も
の

を
、
庭
を
通
し
て
感
じ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
し

た
い
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
龍

（
注
四
）安

寺

の
庭
に
座
し
て
い
る

と
、
も
の
す
ご
く
気
持

ち
が
い
い
で
す
し
、
時

間
さ
え
あ
れ
ば
ゆ
っ
く

り
し
て
い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て

帰
る
と
き
は
み
な
さ
ん
、
心
お
だ
や
か

に
な
っ
て
帰
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
庭
を
造

る
事
が
出
来
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

目
標
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
抽
象
的
で

あ
り
な
が
ら
緊
張
感
が
あ
る
、
龍
安
寺
の

庭
で
す
。

―
―

青
年
僧
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

　

ま
ず
は
自
分
の
活
動
に
自
信
を
持
っ
て

く
だ
さ
い
。
二
番
目
は
常
に
危
機
感
を

持
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

危
機
感
の
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
世
の

中
の
企
業
は
、
そ
の
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
も
の
を
供
給
し
て
い
か
な
い
と
誰

も
買
わ
な
い
、誰
も
見
向
か
な
い
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
自
然
に
淘
汰
さ
れ
て
、
消

庭
は
私
の
分
身
、
私
の
心
を
映
す
鏡
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