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苔
香
園
園
主
の
木
部
米
吉
は
、
明
治
41

（
１
９
０
８
）
年
に
東
洋
園
芸
会
を
組
織
し
、

そ
の
機
関
紙
「
東
洋
園
芸
界
」
で
筆
を
執
っ
た

ほ
か
、『
盆
栽
培
養
法
』（
明
治
36
年
）
と
『
盆

栽
培
養
法
秘
訣
』（
明
治
44
年
）
の
書
籍
を
刊

行
し
ま
し
た
。
今
回
は
、『
盆
栽
培
養
法
』
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

木
部
は
、
山
形
有
朋
な
ど
、
多
く
の
政
財
界

人
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
書
の
巻
頭
に
あ
る
題
字
は
、
陶
庵
こ
と

西
園
寺
公
望
の
手
に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

著
者
の
木
部
米
吉
と
と
も
に
、
補
正
者
と
し
て

無
待
庵
こ
と
生
島
一
の
名
が
あ
り
ま
す
。
生
島

一
は
明
治
39
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
で
最
初
の

だ
之
に
関
す
る
著
書
あ
る
を
見
ず
」
と
言
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
か
、
従
来
の
書
籍
を
否
定
す
る
よ

う
な
文
言
が
本
書
に
見
ら
れ
ま
す
。た
と
え
ば
、

用
土
の
項
目
で
は
、「
魚
族
其
性
に
依
て
棲
処

を
異
に
す
る
と
同
じ
く
、
土
も
亦
樹
質
に
応
じ

て
大
に
適
否
あ
り
、
故
に
世
間
或
は
種
々
の
土

質
を
挙
示
し
て
、
其
効
験
を
説
く
も
の
あ
れ
ど

も
実
際
は
黒
土
に
赤
土
を
混
合
し
た
る
も
の
を

用
ゆ
れ
は
足
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
肥
料

の
項
目
で
も
「
土
と
同
じ
く
種
々
の
物
を
挙
け

て
効
否
を
説
く
も
の
あ
れ
ど
も
、
普
通
盆
栽
に
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盆
栽
月
刊
誌
『
盆
栽
雅
報
』
の
主
筆
を
務
め
た

人
物
で
す
。
本
書
の
刊
行
に
当
た
っ
て
は
、
木

部
と
交
流
が
あ
っ
た
政
治
家
や
盆
栽
界
を
牽
引

し
た
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

本
書
が
刊
行
さ
れ
た
理
由
は
、「
近
時
に
於

け
る
盆
栽
の
流
行
は
未
曾
有
の
盛
況
と
称
せ
ら

る
、
而
か
も
未
だ
之
に
関
す
る
著
書
あ
る
を
見

ず
。
供
楽
会
主
加
藤
三
銀
之
を
憾
（
う
ら
）
み

と
し
、
来
つ
て
予
に
一
書
を
著
さ
ん
こ
と
を
乞

ふ
、
予
業
務
多
忙
の
故
を
以
て
固
辞
す
れ
ど
も

聴
か
ず
、
終
に
実
験
の
一
部
分
を
述
説
し
て
其

需
（
も
と
）
め
に
応
ず
、
是
れ
本
書
の
成
る
所

以
な
り
」
と
、
木
部
に
よ
る
「
自
序
」
に
書
か

れ
て
い
ま
す
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
未
だ
之

（
＝
盆
栽
）
に
関
す
る
著
書
あ
る
を
見
ず
」
と
い

う
一
文
で
す
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
、

「
盆
栽
」
を
書
名
に
冠
す
る
書
籍
は
、
現
在
判

明
し
て
い
る
だ
け
で
も
明
治
期
の
も
の
が
10
点

あ
り
ま
す
（
国
立
国
会
図
書
館
参
照
）。
し
か

し
、
盆
栽
に
つ
い
て
の
書
籍
は
な
い
と
い
う
の

で
す
。
な
ぜ
、こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
、

本
文
か
ら
理
由
を
探
っ
て
み
ま
す
。

用
ひ
て
最
も
著
効
あ
る
も
の
は
」
と
い
っ
て
各

種
の
用
土
や
肥
料
の
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
本
書
こ
そ
が
「（
狭
義
の
意
味

で
の
）
盆
栽
」
の
書
籍
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
本
書
で
は
盆
栽
を
美
術
と
し
て
捉
え

て
い
る
点
に
、も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

本
書
で
は
、盆
栽
を
「
活
画
」
と
唱
え
て
お
り
、

こ
の
言
葉
が
何
度
か
登
場
し
ま
す
。
最
初
の
見

出
し
「
盆
栽
の
類
別
」
で
は
、「
盆
栽
の
真
趣
味

は
自
然
の
美
を
顕
は
す
活
画
た
る
処
に
存
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
強
ち
之
を
株
守
す
る
に
は
及

ば
ぬ
、
実
景
実
物
を
見
、
又
は
名
人
大
家
の
絵

画
に
依
て
工
夫
を
凝
す
が
肝
要
で
あ
る
」
と
締

め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
景
色
や
実
物
を

見
た
り
、
絵
画
を
手
本
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
り

す
る
こ
と
が
大
切
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
ま
さ
に
活
き
た
絵
画
が
盆
栽
で
あ
る
と
捉

え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
、
盆
栽
が
生
き

た
芸
術
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。
盆
栽

を
美
術
あ
る
い
は
芸
術
と
し
て
捉
え
る
気
運

は
、
小
林
憲
雄
を
中
心
に
し
て
、
大
正
末
期
か

ら
昭
和
初
期
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

既
に
明
治
時
代
に
盆
栽
は
美
術
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
主
張
す
る
人
物
が
お
り
、
し
か
も
そ
の

人
物
の
近
辺
に
は
政
財
界
の
有
力
者
が
存
在
し

た
と
い
う
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
認
識

　

最
初
の
見
出
し
に
「
盆
栽
の
類
別
」
と
あ
り
、

「
本
書
の
所
謂
盆
栽
な
る
も
の
は
蘭
、
菊
、
万

年
青
、
朝
貌
（
マ
マ
）
の
如
き
、
唯
だ
花
香
葉

色
を
賞
観
す
る
鉢
物
と
は
異
な
り
、
草
木
竹
石

の
類
を
以
て
天
然
の
景
致
を
尺
寸
の
盆
裡
に
趣

向
し
、
高
尚
の
意
匠
に
成
れ
る
一
種
の
美
術
、

幽
雅
の
風
趣
を
呈
す
る
一
幅
の
活
画
と
し
て
愛

玩
す
る
を
指
す
」
と
書
き
始
め
て
い
ま
す
。
明

治
時
代
後
半
の
盆
栽
関
連
書
籍
で
は
、
自
然
の

景
色
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
盆
栽
を

定
義
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
書
も
こ
の
傾
向
と

同
じ
で
す
。
た
だ
、
本
書
に
特
徴
的
な
の
は
、

蘭
や
菊
、
万
年
青
、
朝
顔
と
い
う
具
体
例
を
挙

げ
て
区
別
し
て
い
る
点
で
す
。
こ
れ
ら
の
植
物

は
、江
戸
時
代
に
流
行
し
た
園
芸
植
物
で
あ
り
、

明
治
20
年
代
ま
で
の
盆
栽
関
連
書
籍
に
登
場
し

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
頃
の
書
籍
は
、
江
戸
園
芸

の
影
響
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
本
誌
２
０
２
１

年
12
月
号
で
言
及
し
ま
し
た
が
、
本
書
で
は

は
っ
き
り
盆
栽
と
区
別
し
て
い
ま
す
。
こ
の
区

別
が
い
つ
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
更
な

る
研
究
が
必
要
で
す
が
、
文
字
と
し
て
は
っ
き

り
と
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
本
書
は
貴
重
な
資

料
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
盆
栽
の
定
義
が
異

な
る
た
め
、
本
書
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
盆
栽
関

連
書
籍
を
「
盆
栽
の
書
籍
」
と
見
な
さ
ず
、「
未

が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究

に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
を
提
供
し
て
く
れ
る

書
籍
と
言
え
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
書
を
概
観
し
た
特
徴
を
紹
介
し

ま
す
。
そ
れ
は
、
樹
種
ご
と
の
解
説
が
な
い
点

で
す
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
も
以
後
も
、

盆
栽
関
連
書
籍
で
は
、
樹
種
ご
と
の
項
目
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
培
養
方
法
な
ど
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
本
書
に
は
そ
れ
が
な
く
、

盆
栽
の
全
般
的
な
こ
と
と
し
て
、
樹
形
の
説
明

に
始
ま
り
、
用
土
や
肥
料
な
ど
培
養
に
か
か
わ

る
内
容
、
植
え
替
え
や
針
金
掛
け
な
ど
技
術
面

の
解
説
を
細
か
く
記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
拾
ひ
遣
と
は
彼
此
乾
湿
（
ひ
し
け
ん
し
つ
）
の

度
を
見
計
つ
て
潅
水
す
る
の
謂
ひ
て
あ
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
現
在
で
い
う
拾
い
水
が
登
場
し

た
り
、「
盆
」
へ
の
植
え
付
け
の
位
置
で
は
樹
の

流
れ
が
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
盆
栽

棚
で
の
保
管
に
は
棕
櫚
縄
で
固
定
す
る
こ
と
に

言
及
し
た
り
と
、
現
在
に
も
通
用
す
る
知
識
が

本
書
の
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
園
芸
の
鉢
植
え
と
区
別

し
た
盆
栽
の
定
義
の
み
な
ら
ず
、
書
籍
の
内
容

や
構
成
が
他
に
類
を
見
ず
、
そ
の
知
識
や
技
術

が
現
在
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
点
で
、
本
書

は
画
期
的
な
も
の
と
言
え
ま
す
。

（
当
館
主
事　

立
石
見
雪
）

【
収
蔵
品
紹
介
】

木
部
米
吉
著『
盆
栽
培
養
法
』（
三
銀
水
石
園
発
行
　
明
治
36
年
）

『盆栽培養法』
（三銀水石園発行　明治36年）「植替」での植え付け位置の解説
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