
畠枡
野
ご
住
職
は
著
名
な
庭
園
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
横
顔
も
お
持

ち
で
、
多
摩
美
術
大
学
環
境
デ

ザ
イ
ン
学
科
の
教
授
も
務
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
る
と
、玉

川
大
学
農
学
部
で
学
ば
れ
て
い

て
、か
な
り
異
色
の
経
歴
で
す
。
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異
色
中
の
異
色
で
し
ょ
う
ね

（
笑
）。
私
が
小
学
校
高
学
年
の

時
に
、先
代
住
職
で
あ
る
父
と
母

に
連
れ
ら
れ
て
京
都
に
行
く
機

会
が
あ
り
、龍
安
寺
さ
ん
や
大
徳

寺
塔
頭
の
大
仙
院
さ
ん
に
伺
い
、

あ
ま
り
に
も
き
れ
い
な
庭
に
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、お
寺

と
い
う
の
は
、こ
う
い
う
美
し
い

も
の
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
将

来
、私
ど
も
の
寺
に
も
兼
ね
備
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な

と
い
う
漠
然
た
る
夢
を
持
っ
た
の

が
き
っ
か
け
で
す
。

畠少
年
期
に
萌
芽
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
ね
。
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そ
う
で
す
。
そ
の
後
、地
元
の
公

立
の
中
学
に
入
っ
た
の
で
す
が
、

た
ま
た
ま
中
学
二
年
時
の
担
任

の
先
生
が
、
玉
川
大
学
の
教
育

学
部
の
卒
業
生
で
、私
が
こ
う
い

う
こ
と
に
興
味
が
あ
っ
て
、好
き

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、「
お

ま
え
、騙
さ
れ
た
と
思
っ
て
私
の

母
校
へ
行
け
」と
。
そ
う
言
わ
れ

て
中
学
卒
業
後
は
、
玉
川
大
学

の
付
属
高
校
に
入
学
し
、続
い
て

園
芸
の
知
識
を
得
ら
れ
る
大
学

の
農
学
部
に
進
み
ま
し
た
。

畠な
る
ほ
ど
。

枡
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当
時
、私
が
今
や
っ
て
い
る
よ
う

な
芸
術
と
し
て
の
庭
園
の
デ
ザ
イ

ン
を
教
え
る
と
こ
ろ
は
、日
本
中

ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

農
学
部
は
庭
に
使
う
植
物
に
つ

い
て
は
教
え
て
く
れ
ま
す
が
、き

れ
い
な
庭
を
つ
く
る
と
い
っ
た
授

業
は
な
か
っ
た
。

畠で
は
、独
学
で
庭
園
デ
ザ
イ
ン
の

知
識
を
深
め
ら
れ
た
の
で
す
か
？

枡
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い
え
、
高
二
の
時
に
、
後
に
私
の

恩
師
と
な
る
造
園
家
の
斉
藤
勝

雄
先
生
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま

し
た
。

私
ど
も
の
庫
裡
と
客
殿
を
建
て

直
そ
う
と
い
う
話
が
お
檀
家
さ

ん
か
ら
持
ち
上
が
り
、庭
も
で
き

る
範
囲
で
整
備
を
し
た
ら
い
い
の

で
は
な
い
か
と
な
っ
た
際
、ご
縁

が
あ
っ
て
お
願
い
し
た
の
が
斉
藤

先
生
で
し
た
。

境
内
で
先
生
が
デ
ザ
イ
ン
や
ス

ケ
ッ
チ
を
さ
れ
る
の
を
直
接
見
る

機
会
が
あ
り
、こ
ん
な
風
に
本
当

に
で
き
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、先
生
の
指
導
の
も
と
で

工
事
が
進
ん
で
い
く
と
、ス
ケ
ッ

チ
の
通
り
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ

は
面
白
い
な
と
。
そ
こ
か
ら
で
す

ね
、本
当
の
意
味
で
虜
に
な
っ
た

の
は
。

大
学
時
代
の
春
休
み
や
夏
休
み
、

冬
休
み
、お
寺
の
忙
し
く
な
い
時

期
に
足
し
げ
く
斉
藤
先
生
の
と

こ
ろ
へ
通
っ
て
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
を

ず
っ
と
や
っ
て
い
ま
し
た
。

畠生
ま
れ
育
っ
た
建
功
寺
が
禅
宗

の
お
寺
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
関

係
し
て
い
そ
う
で
す
ね
。
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昔
、禅
で
は
修
行
と
し
て
会
得
し

た
自
分
の
心
の
状
態
を
何
ら
か

の
手
法
で
表
現
し
よ
う
と
し
ま

し
た
。
文
学
が
好
き
な
ら
漢
詩
。

そ
れ
を
得
意
と
す
る
人
達
を「
五

山
僧
」と
い
い
ま
す
。一
方
、絵
で

表
現
し
た
い
と
い
う
向
き
は
墨
絵

を
や
っ
て
、そ
の
人
た
ち
を「
画
僧
」

と
い
う
の
で
す
。私
の
よ
う
に
立
体
、

三
次
元
が
好
き
だ
と
い
う
人
は
、

皆
、庭
を
手
が
け
ま
し
た
。
そ
の

人
た
ち
を「
石
立
僧
」と
い
い
ま
す
。

石
を
立
て
る
僧
で
す
。

有
名
な
夢
窓
疎
石
は
庭
が
好
き

で
、天
龍
寺
や
西
芳
寺
の
作
庭
に

携
わ
っ
て
い
ま
す
。

畠や
は
り
関
連
性
は
あ
る
の
で
す
ね
。
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も
の
す
ご
く
大
き
い
で
す
。
禅
の

美
意
識
は
、も
の
を
削
い
で
、削

い
で
、
削
ぎ
落
と
し
て
い
く
、い

わ
ゆ
る
簡
素
の
美
で
す
。
削
ぎ
落

と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、一
番
大
事

な
真
理
と
い
う
も
の
が
露
わ
に

な
っ
て
、
輝
い
て
く
る
。
そ
う
い

う
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
空
間
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、禅
の

庭
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

畠経
営
者
の
仕
事
は
、ヒ
ト
・モ
ノ・

カ
ネ
と
い
っ
た
貴
重
な
経
営
資

源
を
生
か
す
こ
と
で
す
。
よ
り
詳

細
に
言
う
と
、

①
自
分
の
仕
事
の
魂
の
部
分
を

次
の
時
代
に
つ
な
い
で
い
く
。

②
自
分
の
仕
事
の
や
り
方
が
、そ

れ
で
い
い
の
か
悪
い
の
か
を
問

い
続
け
て
い
く
。

③
自
社
の
事
業
が
、世
の
中
に
役

に
立
っ
て
い
る
の
か
を
問
い
続

け
て
い
く
。

そ
し
て
、そ
の
た
め
に
経
営
者
自

身
は
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

か
と
い
う
と
、会
社
を
磨
く
、自

分
の
仕
事
を
磨
く
、
自
分
自
身

を
磨
く
、こ
の
三
つ
で
す
。
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人
を
育
て
る
、つ
な
い
で
い
く
。

こ
れ
は
結
局
、
経
営
者
の
生
き

方
が
反
映
さ
れ
る
部
分
か
と
思

い
ま
す
。

「
坐
禅
」と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。

「
坐
」は
二
つ
の「
人
」と
い
う
字

の
下
に「
土
」を
書
き
ま
す
。
片

方
の「
人
」は
今
の
自
分
で
す
。

世
の
誘
惑
や
執
着
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
も
う

一
方
の「
人
」は
、「
本
来
の
自
己
」

と
禅
宗
で
は
説
明
し
ま
す
。一
点

の
汚
れ
も
な
い
清
ら
か
な
心
を

持
っ
て
い
る
。
今
の
生
き
方
は
こ

れ
で
い
い
の
か
、こ
う
い
う
こ
と

を
や
ろ
う
と
し
て
い
て
い
い
の
か

と
い
う
こ
と
を
、静
か
に
坐
っ
て

問
い
続
け
る
こ
と
、こ
れ
が
坐
禅

の「
坐
」で
す
。

で
す
か
ら
、畠
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

ら
れ
た
よ
う
に
、こ
れ
が
本
当
に

会
社
の
経
営
を
磨
い
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
か
、社
会
の
役
に
立
っ

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、部

下
な
ど
に
は
聞
け
な
く
て
、自
分

で
心
の
中
の
も
う
一
人
の
自
分
に

聞
く
し
か
な
い
の
で
す
。

畠今
の
若
い
人
に
、私
が
時
々
言
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
大
き
い
会

社
が
い
い
と
は
私
は
全
然
、思
わ

な
い
。
そ
れ
よ
り
、
入
っ
た
会
社

で
い
い
上
司
に
巡
り
会
え
る
こ
と

が
重
要
だ
よ
」と
。
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お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
い
い
人

に
付
い
て
、そ
の
人
の
生
き
方
と

か
、も
っ
と
言
う
な
ら
所
作
、振

る
舞
い
、全
部
を
吸
収
し
て
、そ

れ
が
自
分
を
人
間
と
し
て
高
め

て
く
れ
る
、そ
う
い
う
人
に
出
会

う
こ
と
が
一
番
大
切
で
す
。

禅
で
は「
薫く
ん
じ
ゅ
う習
」
と
言
い
ま
す
。

例
え
ば
、私
た
ち
の
衣
な
ど
も
、

夏
物
は
秋
に
な
る
と
全
部
干
し

て
、き
ち
ん
と
畳
ん
で
、防
虫
の

た
め
に
お
香
を
入
れ
、た
と
う
紙

に
包
ん
で
仕
舞
い
ま
す
。そ
し
て
、

次
の
年
の
春
に
取
り
出
す
と
、全

部
に
香
り
が
染
み
渡
っ
て
い
る
の

で
す
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、本
当
に
自

分
が
慕
っ
て
い
き
た
い
人
の
近
く

に
長
年
い
る
と
、考
え
方
も
立
ち

居
振
る
舞
い
も
、全
部
同
じ
よ
う

に
染
み
つ
い
て
来
る
。
同
じ
よ
う

に
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

畠枡
野
ご
住
職
が
斉
藤
勝
雄
さ
ん

に
出
会
わ
れ
た
よ
う
に
、そ
う
い

う
出
会
い
が
あ
れ
ば
、生
き
方
や

職
業
観
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で

し
ょ
う
ね
。
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え
え
、そ
う
思
い
ま
す
。

畠少
し
禅
宗
に
関
す
る
質
問
を
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
曹
洞
宗
と
臨
済

宗
、黄お
う
ば
く檗
宗
の
三
つ
が
禅
宗
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ

の
ル
ー
ツ
や
相
違
点
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。
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ま
ず
、臨
済
宗
と
黄
檗
宗
の
お
話

を
す
る
と
、
黄
檗
宗
も
実
は
中

国
で
は
臨
済
宗
で
す
。
違
い
は
日

本
に
伝
わ
っ
た
時
期
で
す
。
曹
洞

宗
も
そ
う
で
す
が
、臨
済
宗
は
鎌

倉
時
代
に
伝
わ
り
ま
し
た
。一
方
、

黄
檗
宗
は
江
戸
時
代
の
初
期
で

す
。そ
の
間
、四
百
五
十
年
ほ
ど
。

日
本
の
臨
済
宗
は
南
宋
か
ら
伝

わ
っ
た
そ
の
ま
ま
を
ず
っ
と
長
く

や
っ
て
い
た
の
に
、中
国
で
は
時

代
が
宋
か
ら
元
、
明
に
な
っ
て
、

さ
ら
に
清
へ
と
変
遷
し
、い
ろ
い

ろ
な
作
法
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

畠日
本
で
の
宗
派
名
が
違
う
よ
う

に
な
っ
た
の
も
、そ
の
せ
い
で
す
か
。
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黄
檗
宗
は
、
中
国
か
ら
来
た
隠

元
禅
師
が
当
初
、「
臨
済
正
宗
」

を
名
乗
っ
て
伝
え
た
の
で
す
が
、

同
じ
臨
済
で
も
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
、

徳
川
幕
府
が
中
国
臨
済
宗
の
寺

院
で
隠
元
禅
師
が
住
職
を
勤
め
た

「
黄
檗
山
」の
名
に
ち
な
ん
だ
黄

檗
宗
に
し
な
さ
い
と
命
令
し
た

わ
け
で
す
。

畠理
解
で
き
ま
し
た
。
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臨
済
宗
と
曹
洞
宗
の
大
き
な
違

い
は
、前
者
は
修
行
に
公
案
禅
と

い
う
も
の
を
中
心
に
据
え
て
、言

葉
の
訓
練
か
ら
、生
き
て
い
る
こ

と
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

畠よ
く
禅
問
答
と
形
容
さ
れ
る
も

の
で
す
ね
。
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他
方
、
後
者
の
曹
洞
宗
の
ほ
う

は
、体
そ
の
も
の
で
昔
の
祖
師
方

が
悟
り
に
至
っ
た
方
法
を
続
け

て
や
っ
て
い
き
な
さ
い
と
い
う
形

な
の
で
す
。
公
案
禅
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
は
只し
か
ん管
打だ

ざ坐
、あ
る
い
は

看か
ん
な
ぜ
ん

話
禅
に
対
し
て
黙
照
禅
と
呼

称
し
ま
す
。

恵
ま
れ
た

恩
師
と
の
出
会
い

削
ぎ
落
と
し
て

真
理
を
露
わ
に

も
う
一
人
の
自
分

に
問
い
続
け
る

高
祖・道
元
禅
師

太
祖・瑩
山
禅
師

畠石
川
県
で
は
や
は
り
曹
洞
宗
に

馴
染
み
が
あ
り
ま
す
ね
。
曹
洞

宗
の
隆
盛
を
築
い
た
と
さ
れ
る

瑩け
い
ざ
ん山
禅
師
ゆ
か
り
の
大
乗
寺（
金

沢
市
）、永よ
う
こ
う光
寺（
羽
咋
市
）、總

持
寺
祖
院（
輪
島
市
）が
今
も
あ

り
ま
す
。
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曹
洞
宗
は
、
道
元
禅
師
が
修
行

先
の
中
国
か
ら
帰
っ
て
来
ら
れ
て

開
き
、そ
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が

皆
で
広
げ
た
宗
派
で
す
。
会
社
で

い
う
な
ら
ば
、起
業
さ
れ
た
の
が

道
元
禅
師
で
、永
平
寺（
福
井
県
）

は
創
業
地
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し

て
、全
国
津
々
浦
々
ま
で
支
店
を

広
げ
、盤
石
な
基
盤
を
築
い
た
の

が
瑩
山
禅
師
で
す
。
で
す
か
ら
、

私
た
ち
は
お
二
人
を
高
祖
、太
祖

と
呼
び
、敬
う
わ
け
で
す
。

畠道
元
禅
師
の
基
本
的
な
考
え
方

は
、「
自
利
利
他
」で
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
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は
い
、そ
う
で
す
。
ま
ず
、他
人
を

利
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
。

利り
ぎ
ょ
う行
と
い
う
言
い
方
を
し
た
り
、

自
利
利
他
と
い
う
言
い
方
を
し

た
り
、い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、

ま
ず「
四し
し
ょ
う
ぼ
う

摂
法
」と
い
う
こ
と
を

非
常
に
強
く
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
四
摂
法
」と
は
、ま
ず
人
に
対
し

て
は
笑
顔
で
接
し
な
さ
い
、施
し

の
心
を
持
っ
て
接
し
な
さ
い
、相

手
に
利
す
る
よ
う
な
こ
と
を
常

に
考
え
て
行
動
し
な
さ
い
、相
手

と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
分
け
隔
て

な
く
平
等
に
接
し
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、相

手
が
悲
し
み
を
持
っ
て
い
る
時
は

同
じ
悲
し
み
に
浸
っ
て
あ
げ
る
。

相
手
が
非
常
に
う
れ
し
い
時
は

そ
の
う
れ
し
い
気
持
ち
を
一
緒
に

な
っ
て
喜
ん
で
あ
げ
ら
れ
る
よ
う

に
、相
手
と
立
場
を
同
じ
に
し
な

さ
い
と
。

畠経
営
者
も
部
下
に
対
し
そ
う
し

た
心
が
け
が
必
要
で
す
ね
。
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過
去
の
祖
師
方
が
修
行
の
中
か

ら
、こ
の
言
葉
が
一
番
、
自
分
で

腑
に
落
ち
た
と
い
う
も
の
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
、非
常
に
重
み
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
修

行
す
る
者
が
、ど
う
い
う
気
持
ち

や
考
え
で
こ
れ
ら
の
言
葉
を
発

せ
ら
れ
た
の
か
を
理
解
し
て
い
く
。

そ
れ
を
生
活
の
中
に
ど
う
生
か

し
て
い
く
か
が
大
事
で
す
。

禅
と
い
う
の
は「
行ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う住
坐ざ

が臥
」だ

と
も
言
い
ま
す
。
歩
い
て
も
、留

ま
っ
て
も
、坐
っ
て
も
、寝
て
も
、

全
部
が
修
行
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

畠生
活
そ
の
も
の
が
禅
の
修
行
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

枡
野

そ
れ
を
、私
は
現
代
の
方
々
に
も
、

で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
よ
う

に
言
葉
を
置
き
換
え
て
、「
こ
の

よ
う
に
生
活
に
生
か
せ
ま
す
よ
」

と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
、書
い

た
り
、喋
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け

で
す
。

畠大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

枡
野

現
代
社
会
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の

動
き
が
速
く
、異
常
な
く
ら
い
に

情
報
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に

ス
ト
レ
ス
が
高
い
、精
神
的
負
荷

が
高
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、い

か
に
心
を
穏
や
か
に
保
つ
か
と
い

う
こ
と
が
、本
当
に
重
要
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

昔
は
自
然
豊
か
で
、自
然
の
中
で

は
、心
豊
か
に
誰
し
も
が
暮
ら
せ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、今
は
そ

う
で
は
な
い
。
情
報
は
押
し
寄
せ

て
来
る
。
次
か
ら
次
へ
と
予
定
が

詰
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、ほ
っ
と
す

る
時
間
が
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、心
を
穏
や
か
に
す
る
時
間
を

ど
う
や
っ
て
自
分
で
持
つ
か
、つ

か
み
取
っ
て
い
く
か
が
、一
番
大

事
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。

畠ご
住
職
が
著
作
に
労
を
費
や
す

理
由
で
す
ね
。と
こ
ろ
で
、「
経
営
」

と
い
う
言
葉
は
、仏
教
か
ら
来
て

い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

枡
野

は
い
。
知
ら
な
い
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、実
は
仏
教
用
語
で
す
。

も
と
も
と
経
営
の「
経
」と
い
う

字
は
、お
経
の「
経
」で
す
ね
。「
経
」

は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で「
ス
ー

ト
ラ
」で
す
。
英
語
で
も「
ス
ー
ト

ラ
」と
言
う
の
で
す
が
、縦
糸
と

い
う
意
味
な
の
で
す
。

数
珠
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。一
つ
ひ

と
つ
が
全
部
、お
釈
迦
様
の
教
え

で
、そ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、縦
糸
で
全
部
く
く
っ

て
あ
る
。
ま
た
、お
経
の
本
も
バ

ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
全
部

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、「
経
」

に
は
、真
理
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
、真
理
を
営
む
こ

と
を「
経
営
」と
い
う
の
で
す
。

畠真
理
を
営
む
で
す
か
。

枡
野

こ
れ
は
儲
か
る
か
ら
や
ろ
う
と
い

う
の
で
は
な
く
て
、こ
れ
は
世
の

中
の
た
め
に
な
る
。
十
年
後
も
百

年
後
も
、き
っ
と
み
ん
な
が
よ
か
っ

た
と
言
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い

う
の
が
、や
は
り
動
か
ざ
る
真
理

で
す
。

そ
れ
を
営
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
会
社
が
成
り
立
っ
て
い
く
こ
と

が
経
営
で
す
。

畠自
利
利
他
の
な
い
経
営
は
、本
当

の
経
営
で
は
な
い
と
肝
に
銘
じ

ま
す
。

話
が
変
わ
り
ま
す
が
、先
般
、ご

住
職
の
近
著『
美
し
く
、
心
地

よ
く
、生
き
る
』を
読
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
印

象
に
残
っ
た
言
葉
が「
山や
ま
こ
れ
や
ま

是
山

水み
ず
こ
れ
み
ず

是
水
」で
す
。
自
分
の
置
か
れ

て
い
る
条
件
や
環
境
の
中
で
人
は

一
生
懸
命
、
頑
張
っ
て
い
く
の
だ

よ
。そ
し
て
、山
に
は
山
の
個
性
、

水
に
は
水
の
個
性
が
あ
り
、山
に

水
を
求
め
て
も
仕
方
が
な
い
と

理
解
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
経
営
者
の
視
点
で
さ
ら

に
勝
手
な
解
釈
を
加
え
る
と
、

Ａ
と
い
う
人
材
に
Ｂ
と
い
う
人
材

の
個
性
を
求
め
て
も
意
味
が
な
い
、

と
も
読
み
取
れ
ま
し
た
。

枡
野

外
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

畠「歩ほ

ほ歩
是こ
れ

道ど
う
じ
ょ
う場
」と
い
う
言
葉
も
、

私
は
非
常
に
気
に
入
り
ま
し
た
。

枡
野

自
分
の
一
歩
一
歩
、
毎
日
の
生
活

そ
の
も
の
が
、す
べ
て
自
分
の
修

行
、道
場
に
い
る
の
と
同
じ
で
す

よ
と
い
う
意
味
で
す
。
ど
こ
か
特

別
な
所
に
行
か
な
け
れ
ば
、修
行

が
で
き
な
い
、自
分
の
鍛
錬
が
で

き
な
い
と
思
い
が
ち
で
す
が
、実

は
そ
う
で
は
な
く
て
、日
々
遭
遇

す
る
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
を
丁
寧

に
、心
を
注
ぎ
込
ん
で
や
っ
て
い

く
こ
と
が
、そ
の
ま
ま
道
場
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、会
社
で
仕
事
を
さ
れ

る
方
は
、そ
れ
を
一つ
、ぐ
ー
っ
と

や
っ
て
い
く
こ
と
が
自
分
を
高
め

て
い
く
こ
と
で
あ
り
、自
分
を
磨

い
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。

畠私
は
一
年
の
初
め
、一
月
一
日
に
自

分
自
身
の
戒
め
の
言
葉
を
考
え
、

手
帳
や
日
記
に
書
き
留
め
て
い

ま
す
。
偶
然
で
す
が
、今
年
の
元

旦
に
書
い
た
言
葉
が「
一
歩
」で
す
。

と
に
か
く
一
歩
一
歩
、無
理
せ
ず

一
歩
、で
す
ね
。

枡
野

「
歩
歩
是
道
場
」は
私
の
座
右
の

銘
に
も
し
て
い
ま
す
。
と
に
か
く

死
ぬ
ま
で
現
役
で
す
か
ら
、無
理

を
し
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
も
休

ま
ず
一
歩
一
歩
、一
つ
ひ
と
つ
を
丁

寧
に
、心
を
込
め
て
や
っ
て
、前

に
進
む
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、道
場
が
他
に
あ
る
の
で

は
な
く
て
、自
分
の
い
る
時
と
場

所
、す
べ
て
の
機
会
が
道
場
だ
と
。

そ
う
い
う
気
持
ち
で
、ず
っ
と
命

続
く
限
り
頑
張
り
た
い
で
す
ね
。

畠す
ご
い
で
す
。
本
日
は
貴
重
な
お

時
間
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

生
活
の
す
べ
て
が

修
行
の
場

「
経
営
」と
は

真
理
を
営
む
こ
と

一つ
ひ
と
つ
の

こ
と
を
丁
寧
に

「
歩ほ

歩ほ

是こ
れ

道ど
う
じ
ょ
う場
」。日
々
の
す
べ
て
を

自
分
を
磨
き
、経
営
を
磨
く
き
っ
か
け
に

畠
経
営
グ
ル
ー
プ
　
会
長
　
　
　
畠 

善
昭

枡
野 
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ますの・しゅんみょう。1953（昭和28）年神奈川県横浜市生まれ。玉川大学農学部農学科卒業後、大本山總持寺にて雲水として修行。1985（昭和60）年に徳雄山建
功寺副住職、2001（平成13）年に同寺第18世住職に。また、造園家の斉藤勝雄氏に師事し、庭園デザイナーとしても活躍。代表作に水戸・祇園寺庭園、東京・カナダ
大使館など。1998（平成10）年から多摩美術大学環境デザイン学科教授も務める。『禅が教えてくれる 美しい人をつくる「所作」の基本』（幻冬舎）、『美しく、心地よく、
生きる』（PHP文庫）など著書多数。

2017年11月15日　神奈川県横浜市の建功寺にて

真宗王国と呼ばれるほど、石川県は今も浄土
真宗が盛んな地域ですが、室町期に同宗派が
当地で拡大する以前、鎌倉期に加賀・能登で先
に根を張ったのは曹洞宗でした。本紙読者の
皆様の中でも案外、自分の家は曹洞宗という方
は少なくないはずです。

今回は、神奈川県横浜市にある曹洞宗の寺
院、 徳雄山建功寺を訪ね、ご住職を務める枡
野俊明さんにお会いしました。枡野さんは僧侶
としてのお勤めの傍ら、「禅」の心や要諦を分か
りやすく伝える執筆活動、講演活動に精力的に
取り組み、さらには庭園デザイナーとしても活躍
されています。

枡野さんには、いくつかの禅の言葉を紐解い
ていただきながら、経営者があるべき姿のヒント
をたくさんいただきました。知的で含蓄ある言葉
の数 に々、私も「なるほど」と頷くことの多い対談
となりました。

読者の皆様が経営者として、また一人の人間
として、自身を磨いていく上で参考になる内容か
と思います。なんらかのきっかけにしていただけ
れば幸いです。
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