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緒

論

小

野

芳

朗

◆
日
本
三
名
園
＋
栗
林
公
園

本
書
は
大
名
庭
園
の
近
代
を
論
じ
て
い
る
︒
多
く
の
大
名
庭
園
に
関
す
る
著
述
は
︑
そ
れ
が
成
立
し
た
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期

の
歴
史
を
書
く
︒
大
名
庭
園
が
近
世
の
産
物
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
︑
明
治
以
降
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

近
代
に
は
︑
廃
藩
置
県
に
よ
る
旧
藩
主
家
の
事
情
な
ど
に
よ
り
所
有
者
の
変
遷
が
生
じ
る
た
め
︑
庭
園
を
巡
り
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が

起
こ
る
︒
池
が
ど
う
な
る
︑
建
物
が
ど
う
な
っ
た
と
い
う
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
面
だ
け
で
は
な
く
︑
大
名
庭
園
と
そ
の
周
辺
で
起
こ
る
諸

現
象
︑
そ
れ
を
近
代
の
都
市
の
成
立
︑
経
営
と
絡
め
て
編
ん
で
い
く
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
︒

本
書
で
扱
う
の
は
岡
山
後
楽
園
︑
金
沢
兼
六
園
︑
水
戸
偕
楽
園
︑
高
松
栗
林
公
園
︒
い
わ
ゆ
る
日
本
三
名
園
＋

プ
ラ
ス

一
で
あ
る
︒
い

ず
れ
も
一
九
二
二
(

大
正
一
一
)

年
に
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
大
名
庭
園
と
し
て
最
初
に
顕
彰
さ
れ
た
も
の
と
し
て
本
書
で
は
取

り
あ
げ
た
︒
各
庭
園
に
つ
い
て
︑
近
世
の
庭
園
の
事
蹟
に
若
干
触
れ
た
の
ち
︑
軸
を
近
代
に
置
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
近
代
化
し

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
︑
各
庭
園
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
く
の
か
︑
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
(

利
害
関
係
者
)

は
ど
の
よ

う
な
意
図
を
持
っ
て
ど
の
よ
う
な
行
為
を
な
す
の
か
︑
名
勝
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
︑
な
ど
の
議
論
が
展

開
さ
れ
る
︒

な
ぜ
全
国
に
数
あ
る
大
名
庭
園
(

江
戸
上
下
屋
敷
と
国
元
を
単
純
に
数
え
て
も
約
千
)

や
京
都
に
多
数
作
庭
さ
れ
た
寺
社
の
庭
園
を
差
し

置
い
て
岡
山
︑
金
沢
︑
水
戸
が
三
名
園
な
の
か
︒
詳
細
は
第
二
部
﹁
金
沢
兼
六
園
﹂
で
本
康
宏
史
が
触
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
も
本

3



書
の
導
入
と
し
て
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒

結
論
か
ら
い
え
ば
︑
答
え
は
明
治
天
皇
の
行
幸
で
あ
る
︒
天
皇
の
ブ
ラ
ン
ド
力
が
こ
れ
ら
を
三
名
園
と
称
せ
し
め
た
︒
庭
園
史
家

小
沢
圭
次
郎
は
﹁
明
治
庭
園
記
﹂
の
な
か
で
三
名
園
の
呼
称
を
俗
称
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︒
﹁
畢ひ

つ

竟
き
よ
う

日
本
三
名
園
の
題
目
は
︑

一
笑
を
も
値
せ
ざ
る

(

)

俗
評
﹂
で
あ
る
と
︒
後
楽
園
に
つ
い
て
は
﹁
岡
山
公
園
は
︑
元
来
幽ゆ

う

邃す
い

の
到
に
乏
し
園
趣
な
る
に
︑
天
覧
後
に

1

て
︑
清
掃
整
潔
︑
限
界
殊
に

瀟
し
よ
う

麗れ
い

な
り
し
か
ば
︑
益
す
其
宏
壮
を
覚
え
﹂
と
あ
り
︑
天
覧
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
と
あ
る
︒
一
八

八
五
(

明
治
一
八
)

年
三
月
︑
明
治
天
皇
は
山
陽
巡
行
の
折
に
後
楽
園
に
行
幸
し
︑
旧
藩
主
池
田
章
政
侯
爵
が
三
日
間
饗

応

(

)

し
た
︒
こ

2

の
こ
と
が
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
一
躍
全
国
的
に
有
名
に
な
る
︒

同
様
に
金
沢
兼
六
園
(

兼
六
公
園
)

は
︑
本
康
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ

(

)

う
に
︑
一
八
七
八
(

明
治
一
一
)

年
の
北
陸
巡
行
の
際
に
明
治

3

天
皇
が
行
幸
し
た
︒
水
戸
偕
楽
園
(

常
磐

と

き

わ

公
園
)

は
一
八
九
〇
(

明
治
二
三
)

年
の
明
治
天
皇
・
皇
后
の
水
戸
行
幸
啓
の
時
に
︑
皇
后
の
み

が
偕
楽
園
に
行
啓
し
た
︒
そ
の
後
︑
本
書
中
に
明
ら
か
に
し
た
が
︑
日
本
三
名
園
と
な
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
を
大
正
年
間
に
学
者
ら
が
再

顕
彰
し
︑
高
松
栗
林
公
園
を
含
め
て
一
九
二
二
(

大
正
一
一
)

年
︑
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
(

現
在
の
文
化
財
保
護
法
)

に
よ
る

﹁
名
勝
﹂
に
指
定
さ
れ
る
に
い
た
る
︒

日
本
三
名
園
と
い
う
呼
称
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
流
布
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
正
岡
子
規
が
一
八
九
一
(

明
治
二
四
)

年
八
月
後
楽
園
来
訪
時
に
求
め
た
絵
葉
書
に
自
筆
で
﹁
岡
山
後
楽
園

日
本
三
公
園
ノ
一

は
つ
き
り
と
垣
根
に
近
し
あ
き

(

)

の
山
﹂

4

と
書
い
て
お
り
︑
水
戸
偕
楽
園
の
行
啓
の
直
後
に
は
三
名
園
の
ブ
ラ
ン
ド
が
で
き
て
い
た
と
わ
か
る
︒
む
し
ろ
金
沢
と
岡
山
が
明
治

天
皇
の
行
幸
で
著
名
に
な
っ
て
い
た
が
︑
﹁
二
名
園
﹂
で
は
お
さ
ま
り
が
悪
い
︒
そ
こ
へ
た
ま
た
ま
水
戸
へ
の
行
啓
が
あ
っ
た
の
で
︑

行
幸
で
は
な
く
て
も
合
わ
せ
て
﹁
三
名
園
﹂
と
い
い
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
の
が
若
干
の
想
像
を
交
え
た
筆
者
の

解
釈
で
あ
る
︒

◆
公
園
と
し
て
の
大
名
庭
園

4



さ
て
大
名
庭
園
を
﹁
公
園
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
訝
し
く
思
わ
れ
る
読
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
事
実
﹁
公
園
﹂
が
正
式
名

称
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
︒
日
本
で
最
初
に
法
制
化
さ
れ
た
﹁
公
園
﹂
は
一
八
七
三
(

明
治
六
)

年
の
太
政
官
布
達
第
一
六
号
に
よ
る
︑

い
わ
ゆ
る
太
政
官
公
園
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
三
府
ヲ
始
人
民
輻ふ

く

輳そ
う

ノ
地
ニ
シ
テ
古
来
勝
区
名
人
ノ
旧
跡
等
是

迄

群
集
遊
観
ノ
場
所
﹂
で
あ
り
︑
﹁
従
前
高た

か

外
除よ

け

地ち

ニ
属
セ
ル
分
﹂
と
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
年
貢
な
ど
を
免
除
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
除

地
の
う
ち
︑
検
地
帳
外
の
土
地
︑
高
外
除
地
を
指
し
︑
具
体
的
に
は
明
治
四
(

一
八
七
一
)

年
の
上
地
令
に
よ
っ
て
官
有
地
と
な
っ
た

社
寺
境
内
地
や
藩
主
庭
園
︑
城
内
が
各
府
県
で
公
園
に
充
て
ら

(

)

れ
た
︒
こ
の
時
︑
官
有
地
と
な
っ
て
い
た
兼
六
園
︑
偕
楽
園
は
そ
れ

5

ぞ
れ
兼
六
公
園
︑
常
磐
公
園
と
し
て
登
録
さ
れ
た
︒
だ
か
ら
﹁
公
﹂
園
な
の
で
あ
る
︒
岡
山
後
楽
園
は
一
八
八
四
(

明
治
一
七
)

年
ま

で
池
田
家
の
所
有
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
年
に
岡
山
県
に
有
償
譲
渡
さ
れ
﹁
岡
山
公
園
﹂
と
も
呼
称
さ
れ
る
︒

こ
の
日
本
の
﹁
公
﹂
園
の
目
的
は
︑
西
欧
に
あ
る

P

u

b

l
i
c

P

a

r
k

と
い
う
市
民
社
会
の
権
利
と
し
て
の
良
好
な
都
市
環
境
や
運
動

す
る
空
間
の
享
受
を
目
的
と
し
た
文
明
の
施
設
を
模
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
︑
一
方
で
上
地
し
た
土
地
の
活
用
の
意
味
も
あ
っ
た
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
公
園
指
定
は
官
有
地
に
限
ら
れ
︑
私
有
地
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ

N

a

t
i
o

n

a

l

P

a

r
k

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

(

)

し
い
︒

6

大
名
庭
園
が
官
有
地
で
あ
る
が
た
め
に
︑
そ
こ
で
は
官
製
の
行
事
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
県
会
︑
招
魂
祭
︑
陸
軍
演
習

の
本
営
な
ど
に
加
え
て
︑
博
覧
会
︑
共
進
会
や
各
種
公
の
団
体
主
催
の
行
事
や
展
覧
会
な
ど
が
行
わ
れ
る
︒
催
事
の
み
を
見
て
い
る

と
︑
近
代
の
大
名
庭
園
は
一
種
の
市
民
広
場
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒
転
機
が
訪
れ
る
の
は
大
正
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒

◆
公
園
か
文
化
財
か

一
九
一
九
(

大
正
八
)

年
成
立
の
都
市
計
画
法
と
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
は
︑
大
名
庭
園
が
都
市
計
画
上
の
公
園
な
の
か
︑

名
勝
と
し
て
の
文
化
財
な
の
か
︑
と
い
う
庭
園
の
将
来
を
左
右
す
る
議
論
や
そ
れ
に
と
も
な
う
諸
現
象
を
生
み
出
し
た
︒
そ
こ
に
関

係
し
て
く
る
の
が
︑
林
学
者
や
造
園
学
者
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
学
識
経
験
者
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
庭
園
研
究
は
近
世
を
含
め
て
実
態
把
握
が
難
し
い
︒
な
ぜ
な
ら
庭
園
内
の
建
物
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の
図
面
資
料
を
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も
っ
て
再
現
で
き
る
の
で
あ
る
が
︑
庭
園
の
植
生
は
変
化
す
る
た
め
︑
そ
の
原
初
的
な
姿
の
実
証
や
再
現
が
困
難
な
の
で
あ
る
︒
一

体
︑
何
を
も
っ
て
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
景
観
と
す
る
か
︑
議
論
の
余
地
が
お
お
い
に
あ
る
︒
こ
こ
に
学
者
と
い
う
発
言
力
の
大
き

い
職
業
人
が
出
現
す
る
こ
と
で
︑
彼
ら
の
研
究
︑
彼
ら
の
発
言
が
庭
園
の
性
格
を
左
右
す
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
︒
本
書
は
大
名

庭
園
の
近
代
を
語
る
の
で
は
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
学
者
を
含
む
学
識
経
験
者
に
よ
る
価
値
づ
け
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
る
の
か
︑
に
も

興
味
を
抱
い
て
い
る
︒
日
本
三
名
園
は
︑
大
名
庭
園
の
な
か
で
は
日
本
で
最
初
に
名
勝
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
く
︒
む
し
ろ
日
本
三

名
園
の
名
が
最
初
の
名
勝
指
定
を
も
た
ら
し
た
︑
と
い
っ
て
も
よ
い
︒

◆
大
名
庭
園
の
近
代

本
題
の
三
名
園
＋
栗
林
公
園
に
入
っ
て
い
く
前
に
︑
こ
の
四
庭
園
に
加
え
い
く
つ
か
の
大
名
庭
園
の
事
例
を
概
観
し
て
み
る
︒

岡
山
後
楽
園

創
始
者
で
あ
る
池
田
綱
政
が
御ご

後こ
う

園え
ん

と
し
て
利
用
を
開
始
し
た
の
は
元
禄
二
(

一
六
八
九
)

年
で
あ
る
︒
そ
の
後
の

歴
代
藩
主
の
﹁
好
み
﹂
に
よ
り
御
後
園
は
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
さ
れ
る
︒
そ
の
こ
と
は
神
原
邦
男
の
﹃
大
名
庭
園
の
利
用
の
研
究
』
(

吉

備
人
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
)

に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
︒

近
世
に
も
参
勤
交
代
で
藩
主
の
留
守
の
間
に
一
部
領
民
に
見
せ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
︑
明
治
四
(

一
八
七
一
)

年
に
は
﹁
後
楽

園
﹂
と
名
を
改
め
︑
縦
覧
規
則
に
よ
り
入
場
を
規
制
し
な
が
ら
公
開
し
た
︒
翌
年
池
田
家
が
御
城
よ
り
移
り
住
ん
で
再
び
閉
鎖
さ
れ

る
︒
そ
の
た
め
一
八
七
三
(

明
治
六
)

年
の
太
政
官
布
達
に
よ
る
﹁
公
園
﹂
に
は
な
ら
ず
︑
後
楽
園
か
ら
眺
望
す
る
操

み
さ
お

山や
ま

山
系
の
南
端
︑

幣へ
い

立た
て

山
一
帯
を
﹁
偕
楽
園
﹂
と
名
づ
け
て
公
園
化
す
る
︒
一
八
八
四
(

明
治
一
七
)

年
︑
後
楽
園
は
岡
山
県
へ
有
償
譲
渡
さ
れ
︑
以
後

県
の
管
理
と
な
る
︒
翌
一
八
八
五
年
︑
明
治
天
皇
の
行
幸
が
新
聞
紙
上
で
全
国
に
報
道
さ
れ
た
こ
と
で
後
楽
園
は
有
名
に
な
る
︒
園

内
で
は
岡
山
県
会
が
開
催
さ
れ
︑
一
方
で
最
後
の
藩
主
章
政
を
囲
む
士
族
会
や
藩
祖
光
政
を
祀
る
閑し

ず

谷た
に

神
社
の
遥
拝
所
が
設
置
さ
れ

る
︒
一
九
一
〇
(

明
治
四
三
)

年
に
は
陸
軍
特
別
大
演
習
の
大
本
営
が
置
か
れ
︑
明
治
天
皇
が
再
び
行
幸
し
た
︒

や
が
て
大
正
時
代
に
入
り
︑
造
園
学
者
田
村
剛
の
顕
彰
に
よ
り
名
勝
に
金
沢
兼
六
園
︑
水
戸
偕
楽
園
︑
高
松
栗
林
公
園
と
と
も
に

6



指
定
さ
れ
る
︒
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
都
市
計
画
公
園
へ
の
編
入
が
議
論
さ
れ
る
が
︑
結
果
的
に
文
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
︒

金
沢
兼
六
園

金
沢
で
は
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
に
よ
り
︑

百
ひ
や
つ

間け
ん

堀ぼ
り

を
隔
て
た
御
城
の
対
面
に
﹁
蓮れ

ん

池ち

御ご

殿て
ん

﹂
が
作
ら
れ
る
︒
現

在
の
兼
六
園
の
低
地
部
で
あ
る
︒
そ
の
庭
園
の
後
背
地
の
高
地
部
(

千
歳
台
)

に
一
二
代
斉
広
が
竹
沢
御
殿
を
建
て
る
︒
斉
広
没
後
︑

御
殿
は
取
り
壊
さ
れ
︑
庭
園
化
す
る
こ
と
で
現
在
の
兼
六
園
の
原
型
が
で
き
あ
が
る
︒
こ
の
こ
と
は
岡
山
後
楽
園
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

作
庭
が
始
ま
り
な
が
ら
︑
プ
ロ
セ
ス
は
か
な
り
異
な
る
︒

明
治
四
(

一
八
七
一
)

年
︑
﹁
与
楽
園
﹂
の
名
で
一
般
公
開
さ
れ
︑
翌
年
に
は
金
沢
理
化
学
校
が
で
き
る
︒
前
田
家
か
ら
石
川
県
に
譲

渡
さ
れ
︑
そ
し
て
一
八
七
三
(

明
治
六
)

年
の
太
政
官
布
達
に
よ
る
﹁
公
園
﹂
と
な
り
︑
翌
年
﹁
兼
六
公
園
﹂
と
し
て
開
放
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
一
八
七
八
(

明
治
一
一
)

年
の
明
治
天
皇
行
幸
︑
一
八
八
〇
(

明
治
一
三
)

年
の
明
治
紀
念
標
・
日
本
武
尊
像
の
建

立
な
ど
天
皇
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
す
る
が
︑
﹁
公
園
﹂
と
し
て
市
民
広
場
の
機
能
も
強
い
︒
明
治
二
〇
年
代
か
ら
は
園
内
で
招
魂
祭
が

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
点
︑
岡
山
で
は
後
楽
園
か
ら
臨
む
山
塊
・
操
山
に
太
政
官
公
園
と
招
魂
社
を
置
き
︑
機
能
を
外
部

化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
︑
金
沢
で
も
兼
六
園
の
東
北
︑
卯
辰
山
に
は
招
魂
社
や
前
田
家
所
縁
の
観
音
院
や
八
幡
宮
な
ど
の

祭
祀
空
間
と
し
て
の
外
部
機
能
が
存
在
し
て
い
た
︒
し
か
し
兼
六
園
が
公
園
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
広
場
機
能
は
岡
山
よ
り

も
濃
厚
で
あ
る
︒

そ
し
て
顕
彰
と
価
値
づ
け
が
大
正
年
間
に
始
ま
る
︒
そ
れ
を
な
し
た
の
は
︑
保
勝
運
動
を
な
し
た
加
越
能
史
談
会
と
︑
東
京
帝
大

原
煕

ひ
ろ
し

︑
本
多
静
六
︑
田
村
剛
な
ど
園
芸
学
︑
林
学
︑
造
園
学
の
権
威
た
ち
で
あ
っ
た
︒
同
じ
く
一
九
二
二
(

大
正
一
一
)

年
に
﹁
金
沢

公
園
﹂
と
し
て
名
勝
と
な
り
︑
同
二
四
年
に
﹁
兼
六
園
﹂
と
改
め
文
化
財
と
な
る
︒

水
戸
偕
楽
園

水
戸
偕
楽
園
は
︑
第
九
代
藩
主
徳
川
斉
昭
に
よ
っ
て
天
保
一
三
(

一
八
四
二
)

年
に
築
か
れ
た
︒
斉
昭
は
藩
内
巡
視

の
末
に
水
戸
城
の
西
方
約
二
・
五
キ
ロ
︑
千せ

ん

波ば

湖こ

を
望
む
景
勝
の
地
に
自
ら
位
置
を
定
め
︑
梅
樹
を
植
え
︑
好
文
亭
を
建
て
て
偕
楽
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園
を
開
い
た
︒
斉
昭
が
﹃
偕
楽
園
記
﹄
に
記
し
た
よ
う
に
︑
偕
楽
園
は
当
初
か
ら
士
民
の
保
養
の
場
と
な
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

た
︒
後
楽
園
や
兼
六
園
に
比
べ
る
と
作
庭
時
期
は
遅
れ
を
と
る
が
︑
一
定
の
制
限
は
あ
っ
た
に
せ
よ
士
民
の
入
園
が
許
さ
れ
た
点
は

特
筆
さ
れ
よ
う
︒
な
お
︑
水
戸
藩
の
江
戸
上
屋
敷
に
築
か
れ
た
庭
園
が
︑
か
の
小
石
川
後
楽
園
で
あ
る
︒
藩
祖
・
頼
房
が
寛
永
六

(

一
六
二
九
)

年
に
築
庭
し
て
以
来
︑
江
戸
定

じ
よ
う

府ふ

だ
っ
た
水
戸
藩
主
の
生
活
に
密
着
し
た
庭
園
と
し
て
代
々
の
藩
主
に
愛
で
ら
れ
た
︒

明
治
四
(

一
八
七
一
)

年
︑
廃
藩
に
と
も
な
っ
て
偕
楽
園
の
地
は
県
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
︒
こ
の
頃
︑
園
内
に
は
第
二
代
藩

主
徳
川
光
圀
と
斉
昭
を
祀
る
祠
堂
が
置
か
れ
て
い
た
が
︑
神
社
創
建
が
認
め
ら
れ
て
一
八
七
三
(

明
治
六
)

年
に
常
磐
神
社
の
号
を
受

け
︑
翌
年
に
は
園
の
一
角
を
拓
い
て
社
殿
が
造
営
さ
れ
た
︒
こ
の
間
に
︑
偕
楽
園
は
太
政
官
布
達
に
基
づ
い
た
﹁
公
園
﹂
と
な
り

(

一
八
七
三
年
一
二
月
)

︑
の
ち
に
﹁
常
磐
公
園
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
八
九
〇
(

明
治
二
三
)

年
に
は
水
戸
に
行
幸
啓
し
た
明

治
天
皇
・
皇
后
の
う
ち
︑
皇
后
(

の
ち
昭
憲
皇
太
后
)

が
常
磐
公
園
に
行
啓
し
た
︒
一
八
九
五
年
に
は
管
轄
が
水
戸
市
に
移
っ
て
い
る
︒

一
九
〇
七
(

明
治
四
〇
)

年
の
陸
軍
特
別
大
演
習
の
際
に
は
常
磐
公
園
が
将
校
や
在
郷
軍
人
会
の
園
遊
会
場
と
な
っ
た
︒
梅
の
庭
と
し

て
全
国
に
名
が
知
ら
れ
て
い
く
一
方
で
︑
集
会
や
運
動
の
場
と
し
て
市
民
に
広
く
利
用
さ
れ
て
お
り
︑
市
民
に
よ
る
普
段
使
い
の
機

能
と
観
梅
を
中
心
と
し
た
観
光
機
能
が
強
い
印
象
が
あ
る
︒
や
が
て
一
九
二
〇
(

大
正
九
)

年
に
県
に
管
理
が
戻
っ
た
の
ち
︑
本
多
静

六
︑
田
村
剛
な
ど
の
学
者
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
︑
一
九
二
二
年
に
名
勝
指
定
さ
れ
る
に
い
た
る
︒
一
九
三
二
(

昭
和
七
)

年
に
は
﹁
偕

楽
園
﹂
の
旧
称
に
復
し
た
︒

第
二
次
大
戦
で
は
︑
好
文
亭
が
焼
失
す
る
な
ど
戦
災
被
害
を
受
け
た
が
︑
偕
楽
園
は
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
史
跡
・
名
勝
に
指

定
さ
れ
て
い
る
(

指
定
名
称
は
﹁
常
磐
公
園
﹂
︒
好
文
亭
は
の
ち
に
復
元
さ
れ
た
)

︒
二
〇
一
五
(

平
成
二
七
)

年
に
は
︑
斉
昭
が
設
立
し
た
藩

校
・
弘
道
館
や
光
圀
が
﹃
大
日
本
史
﹄
編
纂
の
た
め
に
開
設
し
た
彰
考
館
跡
な
ど
の
水
戸
の
関
連
施
設
や
岡
山
の
閑
谷
学
校
な
ど
と

も
に
︑
﹁
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群
﹂
と
し
て
﹁
日
本
遺
産
﹂
に
認
定
さ
れ
た
︒

高
松
栗
林
公
園

起
源
は
︑
一
六
世
紀
後
半
︑
当
地
の
豪
族
・
佐
藤
氏
の
庭
園
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
︒
の
ち
に
讃
岐
国
を
治
め
た

8



生
駒
家
の
時
代
に
築
庭
が
進
め
ら
れ
︑
寛
永
八
(

一
六
三
一
)

年
頃
に
栗
林
荘
が
築
か
れ
た
︒
寛
永
一
九
(

一
六
四
二
)

年
の
生
駒
家
転
封

に
よ
っ
て
讃
岐
国
が
分
割
さ
れ
る
と
︑
東
讃
地
域
に
は
初
代
水
戸
藩
主
の
子
で
あ
る
松
平
頼
重
の
入
封
に
よ
っ
て
高
松
藩
が
成
立
し
︑

以
後
︑
高
松
松
平
家
に
よ
っ
て
明
治
に
い
た
る
ま
で
継
続
的
に
屋
敷
の
建
築
と
造
園
が
営
ま
れ
た
︒

明
治
維
新
後
の
版
籍
奉
還
に
よ
り
園
地
は
官
有
と
な
る
︒
公
園
設
置
に
関
す
る
太
政
官
布
達
を
受
け
て
︑
当
時
の
管
轄
主
体
で
あ

る
名
東
県
は
栗
林
荘
の
地
を
公
園
に
す
る
こ
と
と
し
︑
一
八
七
五
(

明
治
八
)

年
に
﹁
栗
林
公
園
﹂
と
し
て
一
般
に
公
開
し
た
︒
そ
の

後
︑
一
八
八
八
(

明
治
二
一
)

年
に
香
川
県
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
県
域
が
二
転
三
転
し
た
こ
と
で
行
政
管
理
が
ま
ま
な
ら
な
い
時
期
も

あ
っ
た
が
︑
民
間
有
志
が
組
織
し
た
﹁
甘
棠
社
﹂
が
協
力
し
て
公
園
を
維
持
し
た
︒
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
︑
明
治
中
頃
に
は
送
迎
会

や
懇
親
会
︑
あ
る
い
は
戦
勝
記
念
祝
賀
会
な
ど
の
市
民
集
会
の
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
く
︒

一
八
九
七
(

明
治
三
〇
)

年
に
は
隣
接
す
る
紫
雲
山
を
公
園
敷
地
に
組
み
込
み
︑
園
の
中
心
部
に
博
物
館
を
新
た
に
建
設
(

一
八
九
九

年
竣
工
)

す
る
な
ど
公
園
整
備
が
進
み
︑
一
九
〇
三
(

明
治
三
六
)

年
に
は
皇
太
子
(

の
ち
の
大
正
天
皇
)

が
行
啓
し
た
︒
そ
の
後
︑
宮
内
省

技
師
・
市
川
之
雄
ら
に
よ
る
北
庭
改
修
が
一
九
一
三
(

大
正
二
)

年
に
完
成
し
た
こ
と
で
︑
栗
林
公
園
は
︑
回
遊
式
庭
園
を
維
持
す
る

近
世
的
な
南
庭
と
︑
運
動
場
な
ど
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
施
設
を
備
え
た
近
代
的
な
北
庭
と
い
う
二
面
性
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒
一
九
一
四
(

大
正
三
)

年
に
は
皇
太
子
(

の
ち
の
昭
和
天
皇
)

が
淳

あ
つ
の

宮み
や

(

秩
父
宮
雍
仁
親
王
)

と
光

て
る
の

宮み
や

(

高
松
宮
宣
仁
親
王
)

と
と
も
に
行

啓
し
て
い
る
︒

栗
林
公
園
は
一
九
二
二
(

大
正
一
一
)

年
に
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
に
基
づ
く
名
勝
に
指
定
さ
れ
︑
一
九
五
三
(

昭
和
二
八
)

年

に
は
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
特
別
名
勝
と
な
っ
た
︒

広
島
縮
景
園

広
島
縮
景
園
は
広
島
藩
初
代
浅
野
長な

が

晟あ
き
らが

上
田
宗
箇
に
元
和
六
(

一
六
二
〇
)

年
か
ら
築
造
さ
せ
た
︒
本
丸
の
西
︑

京
橋
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
︒
明
治
に
な
っ
て
以
降
も
浅
野
家
が
所
有
し
(

浅
野
泉
邸
)

︑
日
清
戦
争
中
大
本
営
の
副
営
と
し
て
一
八
九

四
(

明
治
二
七
)

年
︑
明
治
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
た
︒
浅
野
家
は
東
北
の
二
葉
山
に
東
照
宮
を
勧
請
し
︑
明
治
元
(

一
八
六
八
)

年
に
は
名
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を
饒に

ぎ

津つ

神
社
と
改
め
招
魂
祭
が
執
り
行
わ
れ
︑
の
ち
に
そ
の
場
は
太
政
官
公
園
と
な
り
︑
招
魂
神
社
が
置
か
れ
る
︒

こ
う
し
た
慰
霊
空
間
と
の
関
係
は
第
一
部
で
述
べ
る
岡
山
と
似
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
決
定
的
に
異
な
る
の
は
縮
景
園
が
浅
野
家

の
所
有
で
あ
り
続
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
最
後
の
藩
主
浅
野
長な

が

勲こ
と

は
一
九
一
三
(

大
正
二
)

年
︑
園
内
に
私
立
美
術
館
︑
観
古
館
を
建
て

る
︒
縮
景
園
は
一
九
四
〇
(

昭
和
一
五
)

年
に
な
っ
て
広
島
県
に
寄
贈
さ
れ
︑
こ
の
年
名
勝
に
指
定
さ
れ
る
︒
原
爆
で
壊
滅
し
た
が
︑

そ
の
後
復
元
さ

(

)

れ
た
︒

7

熊
本
水
前
寺
成
趣
園

つ
い
で
熊
本
水す

い

前ぜ
ん

寺じ

成
じ
よ
う

趣じ
ゆ

園え
ん

で
あ
る
︒
加
藤
清
正
の
熊
本
城
創
建
時
に
城
の
南
側
に
御
花
畠
が
作
ら
れ
た
︒

加
藤
氏
に
代
わ
っ
て
入
部
し
た
細
川
忠
利
は
︑
寛
永
一
三
(

一
六
三
六
)

年
か
ら
御
花
畠
に
常
住
す
る
︒
藩
主
の
在
住
は
明
治
四
(

一
八

七
一
)

年
ま
で
続
く
︒
成
趣
園
は
三
代
綱
利
が
寛
文
一
〇
(

一
六
七
〇
)

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
城
外
に
造
営
し
た
︒
明
治
四
(

一
八
七

一
)

年
︑
廃
藩
置
県
に
よ
り
官
有
と
な
る
が
荒
廃
し
た
の
で
︑
旧
藩
士
た
ち
が
払
い
下
げ
を
要
望
し
︑
一
八
七
八
(

明
治
一
一
)

年
︑
細

川
家
代
々
の
当
主
を
祀
る
出
水

い

ず

み

神
社
を
園
内
に
つ
く
り
︑
そ
の
社
地
と
し
て
払
い
下
げ
ら
れ
た
︒
一
九
二
五
(

大
正
一
四
)

年
︑
熊
本

県
が
出
水
神
社
よ
り
借
り
受
け
水
前
寺
公
園
と
な
り
︑
一
九
二
九
(

昭
和
四
)

年
に
﹁
水
前
寺
成
趣
園
﹂
と
し
て
名
勝
︑
史
蹟
に
指
定

さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
一
九
六
六
(

昭
和
四
一
)

年
に
再
び
出
水
神
社
に
返
還
さ
れ
今
日
に
い
た
っ
て

(

)

い
る
︒

8

彦
根
玄
宮
園

彦
根
藩
四
代
井
伊
直
興
に
よ
っ
て
延
宝
五
(

一
六
七
七
)

年
か
ら
着
工
さ
れ
︑
同
七
年
に
完
成
す
る
︒
明
治
五
(

一
八

七
二
)

年
︑
玄
宮
園
は
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
︒
隣
接
す
る
楽
々
園
は
直
弼
の
第
二
子
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
が
︑
一
八
八
一
(

明
治

一
四
)

年
に
井
伊
家
よ
り
借
り
受
け
た
業
者
が
旅
館
﹁
彦
根
楽
々
園
﹂
を
開
業
す
る
︒
一
八
八
六
(

明
治
一
九
)

年
に
井
伊
家
は
玄
宮
園

を
買
い
戻
し
︑
民
間
に
貸
し
付
け
て
料
理
旅
館
と
し
て
建
物
を
使
用
し
た
︒
彦
根
市
が
玄
宮
園
・
楽
々
園
を
井
伊
家
か
ら
取
得
す
る

の
は
一
九
四
七
(

昭
和
二
二
)

年
で
あ
り
︑
そ
の
後
一
九
五
一
年
に
名
勝
に
指
定
さ

(

)

れ
る
︒

9

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
所
有
者
が
誰
か
︑
と
い
う
こ
と
は
大
名
庭
園
の
近
代
の
歴
史
を
左
右
す
る
か
な
り
大
き
な
要
素
で
あ

10



る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
﹁
公
園
﹂
と
し
て
開
放
さ
れ
る
と
市
民
広
場
の
様
相
を
み
せ
る
︒
旧
大
名
家
が
近
代
以
降
も
庭
園
を
維
持

す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
貸
与
し
た
り
︑
行
政
機
関
に
買
い
取
っ
て
も
ら
う
︒
そ
れ
ら
が
名
勝
と
な
る
の
は
公
の
も
の
と
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
︒
そ
う
考
え
る
と
本
書
で
扱
う
三
名
園
＋
一
が
早
く
に
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
く
の
は
︑
そ
れ
が
公
的
な
空
間
と
な
っ
て
い

た
か
ら
︑
つ
ま
り
︑
公
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
は
名
勝
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
く
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
い

う
な
ら
ば
︑
本
来
の
所
有
者
で
あ
る
旧
大
名
家
が
持
っ
て
い
た
時
に
は
︑
歴
史
的
記
憶
と
と
も
に
大
名
庭
園
は
生
き
て
い
く
が
︑
所

有
が
公
的
機
関
に
移
っ
て
名
勝
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
に
よ
る
﹁
価
値
づ
け
﹂
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
︒緒

論
で
は
︑
本
書
で
描
か
れ
る
大
名
庭
園
の
近
代
の
﹁
現
象
﹂
が
何
に
よ
る
も
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
を
頭
出
し
し
た
︒
大
名
庭
園
の
近
代
︑
と
は
大
名
庭
園
そ
の
も
の
の
明
治
以
後
の
単
な
る
歴
史
事
象
を
扱
う
の
み
で
は

な
く
︑
大
名
庭
園
を
通
し
て
近
代
と
は
何
か
︑
風
景
の
近
代
化
と
は
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
か
を
読
み
解
く
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
︒
個
人

の
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
の
が
近
代
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︑
ま
た
○
○
何
百
年
祭
と
い
う
記
念
日
が
近
代
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︑

そ
も
そ
も
日
本
三
名
園
と
い
う
扱
い
が
近
代
的
で
あ
る
︒
な
ぜ
日
本
﹁
三
﹂
名
園
な
の
か
︑
な
ぜ
四
名
園
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︑

と
い
う
こ
と
も
本
書
中
に
書
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
現
れ
る
三
名
園
︑
学
識
経
験
者
︑
価
値
づ
け
︑
名
勝
へ
の
顕
彰
な
ど
は
す
べ

て
近
代
の
現
象
で
あ
り
︑
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
冒
頭
に
本
書
の
予
告
と
し
て
述
べ
た
︒

(

)

小
沢
圭
次
郎
﹁
明
治
庭
園
記
｣

(

日
本
園
芸
研
究
会
編
﹃
明
治
園
芸
史
﹄
日
本
園
芸
研
究
会
︑
一
九
一
五
年
)

︒

1
(

)

後
楽
園
内
の
津
田
永
忠
遺
蹟
碑
︑
一
八
九
六
年
一
〇
月
建
立
︒
﹁
駕
進
み
て
岡
山
学
校
に
幸
し
︑
後
楽
園
に
駐
ま
る
こ
と
三
日
︑
茂
樹
嘉

2

葩
あ
り
︑
怪
巌
奇
石
あ
り
︑
鶴
舞
ひ
魚
躍
れ
る
庭
園
泉
地
の
設
は
︑
最
も
天
顔
を
怡
ば
す
﹂
︒

(

)

第
二
部
︑
本
書
一
六
〇
頁
以
下
︑
お
よ
び
一
八
四
頁
以
下
︒

3
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(

)

『

岡
山
後
楽
園
史
﹄
資
料
編
(

岡
山
県
郷
土
文
化
財
団
︑
二
〇
〇
一
年
)

︒
原
資
料
は
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
蔵
︒

4
(

)

丸
山
宏
﹃
近
代
日
本
公
園
史
の
研
究
』

(

思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
)

︒

5
(

)

の
ち
の
一
九
三
一
(

昭
和
六
)

年
国
立
公
園
法
で
は
︑
指
定
地
す
べ
て
を
国
有
に
接
収
す
る
の
で
は
な
く
︑
私
有
地
の
編
入
を
認
め
た
こ
と

6

か
ら
︑
国
立
公
園
と
は
指
定
を
国
が
し
た
︑
と
い
う
限
定
的
な

n

a

t
i
o

n

a

l

p

a

r
k

で
あ
っ
た
︒

(

)

広
島
県
教
育
委
員
会
﹃
縮
景
園
史
』

(

一
九
八
三
年
)

︒

7
(

)

北
野
修
︑
黒
田
正
巳
︑
増
田
睦
︑
川
畑
博
﹁
水
前
寺
成
趣
園
の
歴
史
的
研
究
｣

(﹃
造
園
雑
誌
﹄
四
一
(

三
)

︑
一
九
七
八
年
三
月
)

︒

8
(

)

彦
根
市
教
育
委
員
会
﹃
名
勝
玄
宮
楽
々
園
整
備
基
本
計
画
報
告
書
』

(

一
九
九
七
年
)

︒

9
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207,209〜211,282,446

明治神宮 39

や

靖国神社 57,176,283

山手公園 147

よ

與楽園 148,444

り

六義園 441

陸軍第一七師団 52,53,57,67,96

陸軍特別大演習 446

栗林公園 159,163,309

栗林公園碑 282,341,342,369,421

栗林公園保勝会 410

栗林荘 9,335,336,340

林泉回遊式 158

x



帝国博物館 353,435,437

帝室技芸員 359

鉄道院 277,278

田園都市 299,300

天狗党の乱 237

と

東京招魂社 176

東京美術学校 437

東讃電気軌道 399

(栗林公園)動物園 406,417,418,421

常磐公園 159,365,383

常磐神社 233,239,242,285,310,444,448

特殊公園(歴史公園) 418

特別保護建造物 89

特別名勝 161,334,418,421,441

都市計画公園 63,77

都市計画法 5,65,70,85,86,88〜90,

103,110,171,297,448

富山県物産陳列場 361,371

な

内国勧業博覧会(第一回) 247,248

内国勧業博覧会(第四回) 359

内務省古社寺保存会 435

内務省地方局 299

内務省都市計画中央委員会 168

ナチュラル・ガーデン 302

に

日露戦争 172,287,290,446

日清戦争 156,202,203,346,351,446

日本遺産 8,313

日本三景 158

(日本)三公園

159,162,311,365,375,379,394,443

(日本)三名園 3,4,11,102,157,162,

165,309,334,419,441,447

日本大博覧会 292

日本庭園協会 169

日本鉄道会社 252,264,265,267,270,279

日本美術院 249

日本美術院岡山絵画展覧会 66,67

の

農商務省貿易品陳列館 353

は

パーク・システム 304

廃藩置県 339

版籍奉還 47,339,340

ひ

東山公園 51,52,62,69,72,86

日比谷公園 169

ふ

風致地区 81,84,86,88,103

風致保安林 68,86,99,101

(栗林公園)プール 406,421

吹上禁苑 364

物産陳列所(場・館) 275,325,351

文化財保護法 8,313,418,450

へ

平安遷都千百年祭 181

ほ

北陸巡幸 162,184

保勝運動 164,166

戊辰戦争 197,204,283

み

操山公園 70,77,79

水戸観梅会 267

水戸公園 297

水戸鉄道 252,264

水戸の梅まつり 264,280,313

水戸八景 233

室戸台風 102

め

明治紀念之標 41,155,157,173,174,

176,181〜183,184,191,195〜197,201,
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弘道館 8,232,237,239,244,248,257,

261,265,268,278,280,309,313,325

工部大学校 248

好文亭 233,234,239,240,242,246,

248,249,250,253,255,261,269,298,

310

後楽園 157〜160,162〜164,171,258,

306,307,312,334,348,349,364,375

後楽園津田永忠顕彰碑 282

後楽園用水 34

後楽公園 365,383

国立公園 68,82,91,100,102,105,107,

108,111,301,305,398,413,421,449

国立公園協会 77,82,91,404

古社寺保存法 89

御真影(御写真) 245,246,257,310,447

金刀比羅神社(金比羅宮) 346,359

さ

西郷隆盛像 283

桜山 233,243,256

札幌神社 39

讃岐案内 374

讃岐慈善社 346

讃岐鉄道 377,378,399

阿讃鉄道会社 346

讃岐民芸館 417

産業と観光の大博覧会 228

し

四国水力電気 399

閑谷学校 447

閑谷神社 6,50,51,67,110

史跡及名勝 307,312

史跡及び名勝 313,334,450

史蹟名勝天然紀念物保護委員会 415

史蹟名勝天然紀念物保存法 5,9,63,

89,94,107,140,169,171,297,307,403,

448,449

社寺保存内規 251

縮景園 9,364,450

招魂祭 5,40,67,176,206,209,210,

228,346,445,446

渉成園 364

商品陳列所(場・館) 325

昭和大典記念大日本勧業博覧会 61

白河南湖 143,450

神宮徴古館 381

す

水前寺公園 159,441

水前寺成趣園 10,364,450

須磨離宮公園(旧武庫離宮) 394

せ

精義社 177

成巽閣 139,141,150,162,187,204,370

西南戦争 173,174,176,178,179,

181,190,204,211,447

瀬戸内海国立公園 111,404

仙巌園 159,441,450

前賢故実 194

千波湖 233,235,252,254,256,

303〜309,311,313,325

千波公園 281

た

太政官公園 5,7,10,38,39,41,42,46,

50,52,54,62,64,73,212,444〜446,449

高外除地 5,47,340

高島公園 73

高松城(玉藻城)址 373,378,389

高松美術館 416,417

竹橋事件 162,186,189,190

太政官布達第一六号(1873年) 5,6,46,

47,63,109,147,148,239,240,340,444

ち

中教院 246

忠告社 177

朝鮮神宮 41

て

帝国奈良博物館 437,438

viii



【事 項】

あ

赤坂離宮 381

熱田神宮 39

い

石川県勧業博物館

153,184,186〜188,370,372

伊勢神宮 39

茨城県勧業見本品陳列場 328

茨城県物産陳列館 278,280,328

う

ウィーン万国博覧会 153

上野公園 148,283

卯辰山公園 169

え

盈進社 177

お

大阪護国神社 176

岡山県物産共進会 49,50

岡山県物産陳列場 66,325

岡山城 30,35,36,51,70,103,445

岡山民立博覧会 48,50,66

奥市公園 56〜59,61,62,72,73

御写真→御真影

尾山神社 178,181,205

温故会 48

温知図録 184

か

回遊式庭園 9,19,391

偕楽園 46,157,160,163,365,375,411

偕楽園記(碑文) 232,235,236

偕楽園臨時駅 264

加越能史談会 166,169,171,449

加賀百万石 172,173

香川県史蹟名勝天然紀念物調査会 403

(香川県)商工奨励館

349,350,371,417,422

香川県商品陳列所 371,376,377,405,410

香川県博物館 350,360,371

香川県物産陳列所

360,371,376,381,384,395,400

花月日記 144

橿原神宮(神社) 39,195

桂離宮 364,365,375

金沢博覧会 152

観光高松大博覧会 415

関西美術会展覧会 67

関西府県連合共進会(第六回) 353

関西府県連合共進会(第八回) 372,380

甘棠社 342〜445

観梅デー 264,271,277,279

観梅列車 249,264,267,277

き

紀尾井町事件(大久保利通暗殺事件)

186,202

久徴館同窓会 203

旧浜離宮庭園(浜離宮苑) 365,441

京都博覧協会 359

金鵄勲章 195

く

楠木正成像 284,293

け

元寇歴史油絵展覧会 66

玄宮園 10,450

元治の変 200,201

兼六園 306,334,370,372,375,411

兼六公園 365,383

こ

小石川後楽園 232,234,365,441

公園都市 304,306,312

公園保勝委員会 155

耕膓社 177
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松平頼胤 336

松平頼聰 339,373

松平頼豊 336

松平頼寿 411,422

円中孫平 184

丸山宏 63

み

水島莞爾 184

三野雅一 408

水戸黄門 281,288,296

南為吾 65,68

三好重臣 257

む

陸奥宗光 46

宗定克則 92,133

め

明治天皇 4,6〜9,39,48〜50,53,

57, 62, 108, 110, 111, 156, 159〜162,

181,185,189,190,195,199,237,245,

246,251,257,259〜261,263,310,447

も

本島正輔 71,72,84

本康宏史 3,4,40

森田柿園 182

守谷源二郎 308

や

安原加津枝 88

柳五郎 39

柳下鋼造 87,91,92,102

柳下友太郎 361,371

山県有朋 177

山口蚊象(文象) 413,416

山口素臣 188〜190

山田敬中 164,165

山田梅村 341

山本忠司 417

山本利幸 92,131

山森隆 156

ゆ

湯浅倉平 57

よ

溶姫 199

横地永太郎 201

横山篤夫 176

横山大観 249

吉村長策 52

り

李格非 143

李家隆介 165

ろ

ローレッツ、フォン・アルフレッド 151

わ

和気清麻呂 45

和田文次郎 166,187

渡邉清 239〜241

vi



375,420,442,443

豊田弥平 392〜394

豊臣秀吉 335

な

永井柳太郎 156

長岡安平 297,299

中島卯三郎 41

中嶋節子 39,88

永島良幸 48

中西厚道 54

中根金作 132,417

中村文輔 337

中山喜多治 358〜360

長山直治 138,145

名越一庵 248

に

西嶋八兵衛 335

西宮宣明 248,249

西村茂樹 192

仁徳天皇 40

の

納富介次郎 370

能川泰治 40

野口勝一 284

野崎政和 38

野見宿禰 194

は

羽賀祥二 40,174,176,180,181,195,

196,206,208,210

林旅 41

原煕 7,41,95,167,169,171,449

原泰之 90

ハワード、エベネザ 299,300

ひ

飛田義春(美海) 292

日比重雅 68

平賀源内 336

ふ

福富孝策 271〜276,279,280

福羽逸人 41,380,381,385,394

藤川勇造 413

藤田勝重 342

藤田東湖 234,265,310

不破富太郎 200,203

へ

ヘーコック 206

日置謙 169,172

ペリー、ジョン 248

ほ

ボードウィン、アントニウス 148

細川綱利 10

ホルトルマン、アドリアン 151

本郷高徳 384

本多静六 7,8,41,90,148,169,

300〜303,306〜308,312,380,449

ま

前田綱紀 7,138,172,183,212,443

前田利家 183

前田利嗣 180,197,198

前田利常 183

前田利長 183

前田利為 204

前田斉広 7,138〜140,142〜144,150,

168,212,443,447

前田斉泰 139,140,142〜144,161,

168,179,182,197〜200,212

前田慶寧 148,197,199,200,205,447

正岡子規 4,162,255,256,263

松井乗運 184

松尾(片野)四郎 353,435

松田正久 256

松平定信 142〜144

松平頼重 9,380

松平頼恭 336,337,380

松平頼桓 336
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塩田真 350,352〜359,363,366,369

シドモア、エリザ 228

渋沢栄一 295

島田一郎 202

清水裕子 89

下村観山 249,353,435

昭憲皇太后 8,261〜263,447

昭和天皇 9,53,162,447

白川哲夫 207

白幡洋三郎 127,128,160

神功皇后 194

進士五十八 93,130

真龍院 141,150

す

杉山岩三郎 52

スターケン、マリタ 206

スロイス、ピーター・ヤーコブ・アド

リアン 151

せ

関新平 240,243,245

関保之助 353,435

セネット、リチャード 300

千秋順之助 200

千姫 42

そ

副田松園 184

た

大正天皇 9,59,156,376,399

高木博志 39,172

高島嘉右衛門 287

高松宮宣仁親王 447

高峰精一 151

武居高四郎 72

武石浩玻 263

武田五一 59

威仁親王妃(前田)慰子 197,198

館残翁 166

龍居松之助 301

伊達政宗 40

田中伸稲

282,286〜289,291,292,294〜296

田中秀四郎 283,294,295

田中正大 325,342

田辺朔郎 53

田村剛 6〜8,41,62,67,77,78,

82〜84, 86, 90, 91, 94, 95, 99〜102,

104〜108, 110, 111, 169, 171, 301,

303〜305,307,308,311〜313,403,413,

449

ち

千坂高雅 173

秩父宮雍仁親王 447

遅塚金太郎 265

つ

津田永忠 16,19,128,131

津田南皐 184

土屋光逸 288

剱左衛門 183

て

貞芳院 239,242,310

寺崎良策 41

と

遠山美都男 195

富樫高明 190

徳川昭武 238,261

徳川家斉 199

徳川斉昭(烈公) 7,8,45,232,234〜237,

248,251,260,282,295,300,301,304,

306,309〜313,326,329,443

徳川光圀(義公) 8,237,260,281,282,

292,295,296,310,313

徳川慶篤 238

徳川慶喜 45,238

徳川吉宗 129

徳川頼房 8,232,335

徳久恒範 351〜354,358〜364,367〜371,

iv



岡崎雪聲 393,394

岡田磐 55,56

小川一真 381

小川治兵衛 169

奥田武二郎 100

小倉右一郎 414

小沢圭次郎 4,145,159,160,254,255,

263,297,299,312,344,350,352〜355,

357,363〜369,375,379,381,382,420

小野芳朗 171

小野良平 39

小野田元熙 380

折下吉延 41

オルコット、ヘンリー 346

か

香川真一 57

香川隆英 87

香川松太郎 406,407,409,410

片山東熊 381,437

勝姫 42

加藤清正 10

鹿子木小五郎 396

鎌田勝太郎 411

神尾守次 76

河合辰太郎 167

川田久喜 277,294,295

神原邦男 6,20,22,23,106,111,128,129

き

菊池謙二郎 249

菊池武保 194

木子幸三郎 392〜394

木越安綱 199,204

岸光景 184

岸本豊太郎 52

北白川宮能久親王 257,260,261

木戸孝允 154

木畑道夫 94,133

く

九鬼隆一 287

久郷梅松 68,70,77,78,82,84,86,

100〜103,105,107,108,111

楠木正成 109,175

楠木正行 45,109

楠宗道 71

久保秀景 341

窪谷逸次郎 71

グラント、ユリシーズ 251

栗田寛 239〜241,243,248

栗原亮一 346

黒川良安 151

黒木欽堂(欣堂) 352,353,435,436

黒崎勝男 95

黒田乃生 89

桑邱茂 57

け

景行天皇 182,193

こ

児島高徳 45

児玉静雄 72,76,84

籠手田安定 190

後藤朝太郎 301

後藤近知 284

近衛篤麿 287

小堀遠州 76,92,95,104,105,365

近藤磐雄 172

さ

西郷隆盛 175,177

佐上信一 100

桜岡三四郎 291

佐々木亀次郎 45

佐々木玄孫 45,53,54,56,57

佐々木泉龍 184,194

佐藤昌 41

佐藤雅也 40

三条実美 197,198,342

し

椎原兵市 41,59,390,392〜394
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索 引

＊採録語句が章・節・項のタイトルに含まれる場合は該当頁をゴシック表記にし、

その章・節・項内からは採録を省略した。

＊後楽園、兼六園、偕楽園、栗林公園は、該当の「部」以外からのみ採録した。

【人 名】

あ

饗庭篁村 266

青山鉄槍 344,365

赤松景福 396,404

安喜子女王 47

浅野純一郎 65

浅野長晟 9

浅野長勲 10

荒木貞夫 397

有栖川宮 257

有栖川宮威仁親王 197〜199

有栖川宮熾仁親王 177,197〜199

い

井伊直興 10

池田章政 4,6,30,42,45,48,49,51,68

池田継政 22,23,25,31,33,109,131

池田綱政 6,16,19〜25,27,31,37,93,

94,108〜110,128,443

池田詮政 47,48,51,68

池田治政 28

池田光政 6,16,19,23,30,36,42,51,

67,110,128,447

池田宗政 33

池田茂政 27,42,45,48,51,68

伊佐一男 208

石井十次 45

石原留吉 411

泉鏡花 207

板垣退助 256,346

市川之雄 9,41,57,58,380〜385,

389〜392,394,396,397,420

市村� 169

伊藤覈 72

伊藤博文 250

伊藤平左衛門

350,359〜362,369,376,417

井上馨 197,240

猪熊弦一郎 416

岩倉具視 39,190,197,198

岩田京子 89

う

上田宗箇 9

上原敬二 90,94

氏家栄太郎 166

臼井洋輔 129

宇都宮寛 97

え

エミール、フォン・デル・デッケン

149〜151

お

大井清一 53

大久保利通 186

大久保頼均 339

大隈重信 197,287

太田猛彦 85

太田政弘 166

大槻如電 254

大村益次郎 40,175

大屋愷 150

岡倉覚三 352,353,358,435
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