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水
を
使
わ
ず
に
水
を

感
じ
さ
せ
る
枯
山
水

　

京
都
洛
東
に
真し

ん
に
ょ
ど
う

如
堂
（
鈴
聲
山
﹇
れ
い
し

ょ
う
ざ
ん
﹈
真
正
極
楽
寺
）
と
い
う
天
台
宗
の

寺
院
が
あ
る
。
書
院
か
ら
仏
堂
を
望
む

「
随
縁
の
庭
」
は
枯
山
水
様
式
の
モ
ダ
ン

な
庭
園
で
、
2
0
1
0
年
（
平
成
22
）、
作

庭
家
の
重
森
千
靑
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
。

真
如
堂
は
三
井
家
の
菩
提
寺
。
仏
堂
の

蟇か
え
る
ま
た

股
（
注
1
）
に
は
四
ツ
目
結む

す
び

の
三
井
家

の
家
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

重
森
さ
ん
は
家
紋
を
モ
チ
ー
フ
に
取
り
入

れ
、
形
も
色
も
「
四
」
を
軸
に
し
た
枯
山

水
を
作
庭
し
た
。
配
し
た
樹
木
も
マ
キ
、

ヒ
ノ
キ
、
サ
ツ
キ
、
オ
ト
コ
ヨ
ウ
ゾ
メ
と

4
種
類
。

　

縁
石
や
玉
砂
利
の
仕
切
り
石
に
至
る
ま

で
、
寺
に
ひ
っ
そ
り
埋
も
れ
て
い
た
石
や

木
を
使
っ
て
い
る
。
鬱
蒼
と
し
た
仏
堂
前

の
坪
庭
が
明
る
く
な
っ
て
檀
家
の
三
井
家

は
喜
び
、
元
か
ら
の
材
料
を
活
か
し
た
枯

山
水
に
寺
と
し
て
も
愛
着
が
深
ま
っ
た
。

　

砂
の
紋
様
が
波
を
表
す
「
砂さ

も
ん紋

」。
水

の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
さ
せ
る
枯
山

水
な
ら
で
は
の
表
現
だ
。
そ
れ
を
寺
務
職

員
が
独
自
に
工
夫
し
て
引
い
て
い
る
。

「
日
々
見
て
感
じ
、
手
入
れ
す
る
方
々
の

重森 千靑 さん
しげもり ちさを

作庭家／重森庭園設計研究室 代表

祖父である重森三玲（みれい）、父の完途（か
んと）に続く三代目。日本庭園についての著述、
講演、講師活動および庭園の設計に携わる。
1991年（平成 3）、ロンドンを中心に開かれた
ジャパンフェスティバルの事業「ロンドン京都庭
園」の作庭派遣団の一員として、ロンドン市内で
日本庭園の作庭に従事。2001年（平成 13）
4月から、京都工芸繊維大学工芸学部造形工学
科で「庭園美学論」の非常勤講師も務めている。

日
本
庭
園
に
お
け
る
水
へ
の
眼
差
し

―
―
作
庭
家
・
重
森
千
靑
さ
ん
に
聞
く

日
本
人
に
と
っ
て
海
や
山
、
川
、
野
、
森
な
ど
身
近
な
自
然
の
風
景
を
限
ら
れ
た
空

間
で
表
現
す
る
日
本
庭
園
。
そ
の
歴
史
は
飛
鳥
時
代
に
ま
で
遡
る
。
な
か
で
も
、

「
枯か

れ
さ
ん
す
い

山
水
」
は
、「
水
の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
さ
せ
る
」
不
思
議
な
様
式
だ
。
枯

山
水
を
軸
に
し
て
日
本
庭
園
を
考
え
る
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
水
が
ど
の
よ
う
な
価

値
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
精
神
性
が
明
ら
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
庭

家
の
重し

げ
も
り森

千ち
さ
を靑

さ
ん
に
、
日
本
庭
園
に
お
け
る
「
水
の
価
値
」
と
「
精
神
性
」
に
つ

い
て
伺
っ
た
。

水による心の回復力　Scene2

（注 1）蟇股

和様建築で梁や頭貫 （かしらぬき）上にあって上の荷
重を支える材。

1 真如堂にある枯山水様式の「随縁の庭」。重森千靑さんがデザインしたモ
ダンな庭園。水の気配を感じさせる砂紋は寺務職員が引いている　2 四ツ目
結の三井家の家紋があしらわれている仏堂の蟇股　3 よくよく見ると、水の
流れを考えて仏堂側が高く、手前を低く設計しているのがわかる

1

2
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お
か
げ
で
庭
は
生
き
生
き
と
育
ち
ま
す
」

と
、
作
庭
家
冥
利
に
尽
き
る
重
森
さ
ん
。

精
神
性
と
経
済
性
が

合
致
し
た
知
恵
の
産
物

　

日
本
庭
園
は
、
水
の
動
き
、
そ
し
て
石

や
樹
木
、
草
花
、
苔
に
よ
っ
て
自
然
を
再

現
す
る
も
の
だ
。
身
近
な
空
間
に
自
然
を

表
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
安
寧
を
得
た
い
」

と
い
う
精
神
性
が
あ
る
。
そ
の
根
幹
に
は

「
自
然
の
美
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
て
つ
く

る
」
と
い
う
心
構
え
が
あ
る
。
重
森
さ
ん

は
「
美
し
い
場
所
を
見
る
と
、
真
似
し
て

つ
く
ろ
う
と
考
え
ま
す
が
、
大
自
然
を
そ

の
ま
ま
凝
縮
し
て
も
無
理
が
あ
る
。
で
す

か
ら
そ
の
美
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、

狭
い
空
間
で
ど
う
表
現
す
る
か
を
試
行
錯

誤
す
る
の
で
す
」
と
語
る
。

　

枯
山
水
の
庭
園
は
、
室
町
時
代
後
期
に

禅
寺
を
中
心
に
多
く
出
現
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
滝
や
池
、
遣や

り
み
ず水

（
注
2
）
な
ど
に
水

を
使
う
池ち

せ
ん泉

庭
園
が
主
流
だ
っ
た
。
枯
山

水
は
、
あ
た
か
も
表
面
に
水
が
流
れ
て
い

る
よ
う
な
白
い
石せ

き
え
い英

（
注
3
）
混
じ
り
の

白
川
砂
を
使
っ
た
り
し
て
、
水
の
流
れ
を

見
立
て
る
。
座
禅
し
精
神
統
一
し
て
い
る

と
、
水
で
な
い
も
の
に
も
水
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
禅
の
精
神
性
と
結
び
つ

い
た
庭
園
様
式
だ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
「
実
の
と
こ
ろ
枯
山
水
は
も
っ

と
時
代
を
遡
り
ま
す
」
と
重
森
さ
ん
が
歴

史
を
紐
解
い
て
く
れ
た
。「
平
安
時
代
末
期

に
ま
と
め
ら
れ
た
日
本
最
古
の
作
庭
書

『
作
庭
記
』
に
〈
池
も
な
く
遣
水
も
な
き

所
に
、
石
を
た
つ
る
事
あ
り
。
こ
れ
を
枯

山
水
と
な
づ
く
〉
と
あ
る
の
で
す
」。

　

平
安
時
代
か
ら
残
る
毛も

う
つ
う
じ

越
寺
庭
園
（
岩

手
県
平
泉
町
）。
池
へ
張
り
出
し
た
築つ

き
や
ま山

の

上
部
に
多
数
の
石
で
組
ま
れ
た
箇
所
が
あ

る
。
ま
さ
に
滝
な
ど
の
自
然
風
景
に
見
立

て
た
『
作
庭
記
』
風
の
枯
山
水
だ
。

　

苔
寺
の
愛
称
で
有
名
な
京
都
の
西さ

い
ほ
う
じ

芳
寺

庭
園
に
も
、
石い

し
ぐ
み組

の
配
置
だ
け
で
豊
か
な

水
量
を
感
じ
さ
せ
る
「
枯か

れ
た
き滝

石
組
」
の
一

角
が
あ
る
。『
作
庭
記
』
で
い
う
池
か
ら
離

れ
独
立
し
た
枯
山
水
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

で
は
な
ぜ
室
町
時
代
後
期
に
、
現
代
の

私
た
ち
が
枯
山
水
と
聞
け
ば
思
い
浮
か
べ

る
、
砂
と
石
だ
け
で
構
成
し
た
庭
園
が
突

如
と
し
て
続
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
京
都
の
3
分
の
2
が
焼
失
し
た
と
い
わ

れ
る
応
仁
の
乱
が
原
因
で
す
」
と
重
森
さ

ん
は
解
き
明
か
す
。「
池
泉
庭
園
を
復
興
す

る
の
は
大
変
な
作
業
で
す
。
今
の
よ
う
に

電
動
ポ
ン
プ
な
ど
な
い
の
で
、
川
や
湧
き

水
か
ら
水
を
引
い
て
く
る
の
は
大
工
事
。

し
か
も
、
す
べ
て
の
箇
所
で
レ
ベ
ル
を
合

わ
せ
な
け
れ
ば
水
は
澱
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

澱
む
＝
不
浄
で
す
か
ら
、
水
を
扱
う
庭
園

（注 2）遣水

庭園などに水を導き入れ、流れるようにしたもの。水の
流れを変えるため、横石の配置などさまざまな工夫が
凝らされた。

3

（注 3）石英

二酸化ケイ素からなる鉱物。六角柱状または錐状の結
晶。無色もしくは白色でガラス光沢がある。



水の文化 51号　特集「水による心の回復力」 18

で
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
池
の

水
が
あ
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し
か
る
べ
き
と

こ
ろ
に
水
を
流
す
排
水
設
備
も
必
要
で
す
。

防
水
加
工
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
な
い
か
ら

粘
土
打
ち
で
す
。
私
は
古
い
池
泉
庭
園
の

修
復
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
粘
土
を
玉
に

し
て
打
ち
付
け
て
い
く
の
で
跳
ね
返
っ
て

ド
ロ
ド
ロ
に
な
り
、
猛
暑
の
夏
に
カ
ッ
パ

を
着
て
地
獄
の
よ
う
な
重
労
働
で
し
た
。

当
時
、
ど
う
す
れ
ば
お
金
と
労
力
を
か
け

ず
に
庭
園
を
復
興
で
き
る
か
、
と
考
え
て

行
き
着
い
た
の
が
、
庭
園
す
べ
て
を
枯
山

水
に
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
わ
け
で
す
」

　

水
の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
る
禅
の

精
神
性
。
池
泉
庭
園
よ
り
も
簡
便
に
つ
く

れ
る
経
済
性
。
枯
山
水
は
二
つ
を
巧
妙
に

合
致
さ
せ
た
知
恵
の
産
物
と
い
え
よ
う
。

疲
れ
切
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
が

滝
の
前
で
ボ
ー
ッ
と
過
ご
す

　

洛
北
の
禅
寺
で
茶
の
湯
の
聖
地
と
し
て

知
ら
れ
る
大
徳
寺
。
そ
の
な
か
の
塔た

っ
ち
ゅ
う頭

で

あ
る
大
仙
院
庭
園
は
、
龍
安
寺
庭
園
と
並

ん
で
枯
山
水
の
代
表
的
な
庭
園
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
、
水
墨
画
の
よ
う
な
山
岳
風

景
に
枯
滝
、
枯か

れ
な
が
れ流

を
備
え
、
大
自
然
の
水

景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
庭
園
は
池
泉
・
枯
山
水
・
路
地
の

三
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
キ

ー
ワ
ー
ド
は
水
。
水
が
な
い
と
始
ま
り
ま

せ
ん
。
近
ご
ろ
西
洋
庭
園
で
流
行
し
て
い

る
、
雨
水
を
有
効
利
用
し
川
の
流
れ
の
よ

う
に
見
せ
る
レ
イ
ン
ガ
ー
デ
ン
の
趣
向
も
、

日
本
庭
園
に
は
と
っ
く
の
昔
か
ら
あ
り
ま

し
た
。
雨
が
多
く
水
が
豊
富
に
あ
る
恩
恵

を
慈
し
み
、
水
の
よ
さ
を
引
き
出
す
こ
と

が
、
日
本
庭
園
に
脈
々
と
流
れ
る
重
要
な

伝
統
で
す
」
と
重
森
さ
ん
は
話
す
。

　

水
の
音
色
も
日
本
庭
園
で
は
大
切
な
要

素
。
夏
の
暑
さ
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う

と
、
手ち

ょ
う
ず
ば
ち

水
鉢
の
柄ひ

し
ゃ
く杓

を
取
っ
て
手
を
洗
っ

た
と
き
コ
ロ
コ
ロ
と
涼
や
か
な
水
の
反
響

音
が
す
る
水す

い
き
ん
く
つ

琴
窟
（
注
4
）
は
、
茶
人
の

繊
細
な
気
配
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
工
夫

だ
。

　

回
遊
式
池
泉
庭
園
を
代
表
す
る
桂
離
宮

庭
園
に
「
鼓
の
滝
」
と
い
う
見
逃
す
ほ
ど

の
小
さ
な
滝
が
あ
る
。
そ
ば
に
橋
が
か
か

っ
て
お
り
、
名
前
の
と
お
り
、
鼓
の
よ
う

に
あ
で
や
か
な
音
が
す
る
の
で
「
橋
を
渡

る
の
が
楽
し
み
」（
重
森
さ
ん
）
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
水
の
音
を
巧

み
に
扱
う
の
は
日
本
人
だ
け
で
は
な
い
。

重
森
さ
ん
が
一
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ペ
イ
リ
ー
パ
ー
ク
。
公

園
の
奥
に
あ
る
6 

m
の
落
差
の
滝
は
、
日

本
庭
園
の
滝
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
設
計
さ
れ

た
も
の
だ
。

　

訪
れ
た
重
森
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
間
近
に

上空から見た桂離宮。池のまわりに書院や茶亭を配している。庭と建築の
構成が見事で、その回遊式池泉庭園は日本庭園の美の集大成ともいわれ
る。敷地は約 6万 9400㎡　写真：首藤光一 /アフロ
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Scene2　水による心の回復力

な
い
景
色
。
風
は
冷
た
く
、
京
都
の
冬
は

身
を
切
る
よ
う
に
寒
い
。
そ
ん
な
〈
す
っ

ぴ
ん
〉
の
状
況
で
も
美
し
い
景
色
な
ら
、

春
や
秋
は
当
然
美
し
い
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
庭
園
も
同
じ
で
、
落
葉
樹
の
枝

先
に
至
る
ま
で
、
冬
の
ピ
ン
と
張
り
詰
め

た
空
気
と
繊
細
な
枝
ぶ
り
の
景
色
は
最
高

で
す
」　

　

重
森
さ
ん
は
「
そ
こ
ま
で
行
っ
た
ら
、

い
っ
た
ん
自
分
の
知
識
を
す
べ
て
リ
セ
ッ

ト
し
、
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
て
庭
に
向
き
合

っ
て
ほ
し
い
」
と
最
後
に
付
言
し
た
。

　

空
っ
ぽ
に
し
て
見
え
て
く
る
も
の
は
何

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
ど
の
様
式

の
日
本
庭
園
に
も
共
通
す
る
水
の
イ
メ
ー

ジ
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
2 

0 

1    

5
年
7
月
31
日
取
材
）

真如堂にはもう一つ枯山水の庭園がある。比叡山など東山三十六
峰を借景とした「涅槃の庭」

右：龍安寺の庭園。敷き詰めた白砂は大海で、点在する石は海に
浮かぶ島のように見える。石の大きさと配置の妙で、奥行きのある
美しい空間となっている　写真提供：龍安寺

右：大徳寺の大仙院庭園。水
墨画を立体化したような山水
風景が特徴。重森さんいわく
「枯山水の美に深く接したい
のならば、まずは龍安寺庭園
と大仙院庭園を拝見しなけれ
ばいけません」
写真：山本健三 /アフロ

左：ニューヨーク・ペイリーパ
ークの滝のそばでくつろぐ人
たち。設計者はアメリカ人だ
が、日本庭園の滝からヒントを
得たという
写真：Alamy/アフロ

行
く
と
都
市
の
雑
踏
音
が
す
べ
て
か
き
消

さ
れ
、
落
水
の
音
し
か
し
ま
せ
ん
。
疲
れ

切
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
た
ち
が
滝
の
前

に
陣
取
っ
て
ボ
ー
ッ
と
し
て
い
ま
し
た
」。

　

都
市
生
活
で
溜
ま
っ
た
澱お

り

を
、
滝
の
落

水
と
水
音
が
洗
い
流
し
て
く
れ
る
。
水
の

も
つ
清
ら
か
さ
や
落
水
が
奏
で
る
音
は
、

人
間
に
と
っ
て
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
だ

と
重
森
さ
ん
は
言
う
。「
中
国
は
池
泉
庭
園

が
中
心
で
す
し
、
さ
ら
に
西
へ
向
か
っ
て

も
ど
の
国
の
庭
園
に
も
水
が
あ
る
。
イ
ン

ド
の
タ
ー
ジ
・
マ
ハ
ル
も
そ
う
で
す
ね
。

暑
い
国
な
ら
ば
水
を
大
量
に
扱
う
こ
と
で

己
の
権
力
を
誇
示
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す

が
、
清
々
し
い
空
間
に
す
る
に
は
ど
う
し

て
も
水
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
」。
庭
園

の
水
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
荒
ん
だ
心

に
染
み
込
み
、
活
力
を
呼
び
戻
す
よ
う
だ
。

四
季
折
々
の
色
づ
き
と

庭
園
の
構
成
を
楽
し
む

　

日
本
庭
園
の
よ
さ
を
味
わ
う
に
は
ど
ん

な
見
方
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
花
咲
く
春
、
新
緑
の
夏
、
紅
葉
の
秋
に

出
か
け
て
〈
あ
あ
き
れ
い
だ
な
〉
で
最
初

は
い
い
と
思
う
の
で
す
。
季
節
ご
と
の
草

木
の
色
づ
き
を
堪
能
し
た
ら
、
今
度
は
庭

園
全
体
の
構
成
に
目
を
向
け
て
み
る
」

　

例
え
ば
海
外
に
も
名
高
い
龍
安
寺
の
石

庭
。
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
構
成
の
枯
山

水
だ
が
、
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
石
が
巧
み

な
遠
近
法
を
司
り
視
線
を
誘
導
す
る
。

　

ま
た
池
泉
庭
園
で
は
自
然
の
山
並
を
石

で
表
す
。
山
並
な
ら
築
山
で
十
分
な
の
に
、

そ
の
上
へ
さ
ら
に
石
を
据
え
る
の
は
、
険

し
く
そ
び
え
立
つ
山
を
表
現
し
て
い
る
。

「
そ
こ
ま
で
気
づ
け
ば
、
人
が
た
ど
り
つ

け
な
い
深し

ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く

山
幽
谷
す
な
わ
ち
不
老
不
死
の

仙
人
が
い
る
蓬ほ

う
ら
い
さ
ん

莱
山
を
表
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
理
想
郷
と
し
て
の
蓬
莱

神
仙
思
想
を
表
す
寺
院
庭
園
は
多
い
」　

　

こ
の
思
想
に
は
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
鶴

と
亀
の
石
組
や
島
を
設
け
る
。
そ
の
よ
う

な
象
徴
を
見
つ
け
出
す
の
も
楽
し
み
方
の

一
つ
、
と
重
森
さ
ん
は
言
う
。

お
気
に
入
り
の
庭
へ

足
繁
く
何
度
も
通
う

　

天
候
や
時
間
帯
で
光
線
の
具
合
が
異
な

り
、
庭
は
時
々
刻
々
と
風
情
を
変
え
る
。

「
お
気
に
入
り
の
庭
が
で
き
た
ら
足
繁
く

何
度
も
通
う
と
、
そ
の
た
び
に
発
見
が
あ

る
は
ず
」
と
重
森
さ
ん
は
強
調
す
る
。

　

著
名
な
作
庭
家
・
庭
園
研
究
家
で
あ
る

重
森
三み

れ
い玲

を
祖
父
に
も
つ
重
森
家
は
代
々

作
庭
に
携
わ
る
。
父
親
か
ら
よ
く
「
美
し

い
景
色
は
真
冬
に
わ
か
る
」
と
言
わ
れ
た

と
い
う
。
落
葉
し
、
花
も
咲
か
ず
、
何
も

（注 4）水琴窟

水音を楽しむため、庭園に仕掛けられた装置。手水鉢の排水口の下に、小さな穴を底に開
けた水瓶などを伏せて埋め、その中にたまった水に滴が落ちて、琴のような音が聞こえる。


