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第 1章　武家庭園の発見

第
１
章　

武
家
庭
園
の
発
見

１　

江
馬
の
殿
さ
ま
の
館
跡

　
水
田
に
巨
石
が
五
つ
、
顔
を
出
し
て
い
た
。
地
元
で
は
「
江え

馬ま

の
殿
さ
ま
の
館
跡
」
と
よ
ん
で
い
た
。
こ
こ

は
岐
阜
県
飛
驒
市
神か

み

岡お
か

町
の
中
央
部
に
あ
る
殿と

の

地
区
で
、「
江
馬
の
殿
さ
ま
」
と
は
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代

に
か
け
て
こ
の
地
を
治
め
た
武
将
、
江
馬
氏
の
こ
と
で
あ
る
。

　
飛
驒
市
は
、
北
は
富
山
県
富
山
市
、
南
は
岐
阜
県
高
山
市
、
西
は
白
川
村
に
接
し
、
岐
阜
県
の
県
庁
所
在
地

岐
阜
市
か
ら
北
へ
約
一
五
〇
キ
ロ
、
飛
驒
地
方
の
中
心
地
で
あ
る
高
山
市
か
ら
も
北
へ
約
一
五
キ
ロ
あ
る
岐
阜

県
最
北
端
に
あ
る
自
治
体
で
あ
る
（
図
1
）。

　
周
囲
は
標
高
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
飛
驒
山
脈
（
北
ア
ル
プ
ス
）
な
ど
の
山
々
に
か
こ
ま
れ
、
総
面
積
約

八
〇
〇
平
方
キ
ロ
の
う
ち
森
林
が
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
東
西
に
長
い
市
域
の
南
東
か
ら
中
央
部
を
高た

か

原は
ら

川が
わ

が
北
上
し
、
西
側
は
宮み

や

川が
わ

が
北
上
し
、
富
山
県
境
で
合
流
し
て
神じ

ん

通つ
う

川が
わ

と
な
っ
て
富
山
湾
に
注
い
で
い
る
。

図1 ●江馬氏下館跡の位置
岐阜県飛驒市の中央部、神岡町の高原川が形成した河岸段丘上にある。国史跡「江馬氏
城館跡」は周辺の山城も加えた名称で、武家館は「下館跡」とよばれている。
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こ
の
二
つ
の
河
川
と
そ
の
支
流
地
域
の
地
形
は
急
峻
で
、
そ
れ
ら
の
河
川
が
形
成
し
た
わ
ず
か
な
河
岸
段
丘

が
可
住
地
で
あ
る
。
そ
の
面
積
は
約
六
〇
平
方
キ
ロ
と
総
面
積
の
一
割
を
切
る
ほ
ど
山
深
い
。
市
の
人
口
は

二
万
四
〇
〇
〇
人
弱
で
、
高
齢
化
率
は
四
割
、
一
部
を
除
き
特
別
豪
雪
地
帯
で
あ
る
。

　
神
岡
町
は
こ
の
飛
驒
市
の
お
お
よ
そ
中
心
部
に
位
置
し
、
高
原
川
沿
い
の
も
っ
と
も
広
い
河
岸
段
丘
に
開
け

た
町
で
あ
る
（
二
〇
〇
四
年
に
近
隣
三
町
村
と
合
併
し
て
飛
驒
市
と
な
る
）。
一
時
期
は
東
洋
一
の
非
鉄
金
属

の
産
出
量
を
誇
っ
た
神
岡
鉱
山
が
あ
り
、
ま
た
近
年
で
は
小こ

柴し
ば

昌ま
さ

俊と
し

さ
ん
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
研
究
装
置
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
（
現
在
は
ス
ー
パ
ー
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
が
稼
働
）
で
有
名
で
あ
る
。

　
一
方
、
そ
れ
ら
よ
り
も
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
り
、
文
献
資
料
や
絵
画
資
料
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
室

町
時
代
の
武
家
館
と
そ
の
庭
園
の
姿
を
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
地
で
も
あ
る
。
現
在
、
国
史
跡
の
江
馬
氏

城じ
ょ
う
か
ん
あ
と

館
跡
・
国
名
勝
の
江
馬
氏
館や

か
た

跡あ
と

庭
園
と
な
っ
て
い
る
（
図
2
）。

２　

あ
ら
わ
れ
た
庭
園
遺
構

カ
ド
ミ
ニ
ウ
ム
汚
染
対
策
か
ら

　
庭
園
の
発
見
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
一
帯
は
水
田
で
あ
っ
た
が
、
神
岡
鉱
山
か
ら
排
出
さ
れ

た
カ
ド
ミ
ニ
ウ
ム
汚
染
土
が
広
が
る
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
以
降
は
休
耕
田
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
カ
ド

ミ
ニ
ウ
ム
汚
染
対
策
事
業
と
し
て
神
岡
町
内
で
土
地
改
良
工
事
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
江
馬
の
殿
さ

ま
の
館
跡
」
も
対
象
地
と
な
っ
た
（
図
3
）。

図2 ●復元された江馬氏館跡庭園
発掘調査の成果をもとに復元された。室町時代の庭園と会所がセットで復元されている
のは、現在、全国でここだけである。国史跡とともに国名勝にも指定されている。
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竹
さ
ん
の
熱
意
に
よ
り
森
所
長
は
す
ぐ
に
来
跡
し
、

巨
石
は
庭
園
に
配
置
さ
れ
た
景け

い

石せ
き

で
、
遺
構
は
「
室

町
時
代
の
庭
園
様
式
に
比
定
で
き
る
」
と
の
見
解
を

出
し
た
（
図
4
）。
こ
の
評
価
に
よ
り
町
は
発
掘
調

査
を
継
続
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

　
こ
の
見
解
が
後
の
保
存
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
庭
園
の
周
辺
で
土
地

改
良
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

景
石
、
池
と
館

　
一
九
七
三
年
か
ら
庭
園
跡
の
全
体
像
を
把
握
す
る

調
査
が
は
じ
ま
っ
た
。
景
石
を
た
ん
ね
ん
に
調
べ
、

庭
園
の
池
の
汀

み
ぎ
わ

線せ
ん

と
そ
の
形
状
を
把
握
し
た
。
土は

師じ

器き

の
皿
や
貿
易
陶
磁
器
と
い
っ
た
中
世
遺
物
も
出
土

し
、
庭
園
遺
構
の
全
体
像
が
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
た
（
図

5
）。

　
さ
ら
に
土
地
改
良
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
予
定
の

隣
接
地
で
も
試
掘
調
査
を
実
施
し
、
池
に
接
続
し
た

　
こ
の
土
地
改
良
工
事
は
、
汚
染
さ
れ
た
旧
耕
作
地

に
客
土
を
運
び
込
み
、
一
帯
を
大
規
模
に
パ
ッ
ク
し
、

そ
の
客
土
の
う
え
に
新
た
に
耕
作
土
を
入
れ
て
復
旧

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
造
成
の
際

に
削
平
を
と
も
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
一
九
七
二
年
に
土
地
改
良
工
事
が
は
じ
ま
っ
た
。

当
時
、
神
岡
町
の
文
化
財
担
当
者
で
あ
っ
た
都つ

竹づ
く

清き
よ

隆た
か

さ
ん
は
、「
館
跡
の
伝
承
地
に
も
重
機
が
土
を
運

び
は
じ
め
た
が
、
い
わ
れ
が
あ
る
場
所
な
の
で
調
査

を
お
こ
な
う
必
要
性
を
訴
え
た
」
と
ふ
り
返
る
。

　
そ
し
て
神
岡
町
文
化
財
保
護
審
議
会
の
指
導
に
よ

り
、
町
教
育
委
員
会
が
館
の
伝
承
地
を
試
掘
調
査
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
一
・
五
～
二
メ
ー
ト
ル

に
も
お
よ
ぶ
巨
石
が
散
乱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
庭
園
の
遺
構
で
は
な
い
か
。
都
竹
さ
ん
は

発
見
さ
れ
た
遺
構
を
評
価
す
る
た
め
、
一
冊
の
本

（『
庭
ひ
と
す
じ
』
学
生
社
）
の
著
者
に
手
紙
を
書
い

た
。
庭
園
文
化
研
究
所
の
森も

り

蘊お
さ
む

所
長
で
あ
る
。
都

図3 ●昭和初期の現地のようす
写真中央から左手の水田に巨石が頭を出しているのがみえる。
地元には「江馬の殿さまの庭石」という伝承が残っていた。

図4 ●庭園文化研究所・森蘊所長による指導
立っている人物の左端が森氏。森氏は室町時代の庭園様式に
比定されるとの見解を示した（撮影年不明）。
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地
方
武
家
館
と
は

　
こ
こ
で
い
う
中
世
の
地
方
武
家
館
と
は
、
応
仁
の
乱

（
一
四
六
七
～
七
七
年
）
以
前
に
全
国
各
地
で
築
か
れ

た
武
将
の
居
館
の
こ
と
で
あ
る
。

　
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
、
平
安
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
地
方
で
力
を
た
く

わ
え
た
武
士
が
農
業
経
営
や
交
易
な
ど
の
拠
点
と
し
て

居
館
を
築
き
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
生
垣
や
土ど

塁る
い

、
堀
や

溝
な
ど
で
か
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
三

世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
方
形
の
敷

地
を
土
塁
や
塀
、
大
規
模
な
堀
で
区
画
し
た
画
一
的
と

も
い
え
る
居
館
に
発
展
す
る
。

　
こ
れ
は
室
町
将
軍
邸
を
模
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
各

地
方
の
守
護
は
在
京
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
京

都
の
文
化
が
室
町
幕
府
と
結
び
つ
い
た
各
地
の
武
将
に

よ
っ
て
地
方
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
各
地
の
武
将
は
将
軍

な
ど
の
幕
府
の
有
力
者
に
な
ら
い
、
武
家
の
儀
礼
を
お

こ
な
い
客
人
を
も
て
な
す
会
所
や
庭
園
を
そ
な
え
た
館

礎
石
建
物
跡
や
堀
跡
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
一
九
七
八
年
度

に
は
調
査
区
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
周
辺

の
発
掘
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
に
と
も
な
い
記
録
作
成
・
保
存

活
用
方
法
の
研
究
の
た
め
「
江
馬
館
発

掘
調
査
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
調
査
会

の
顧
問
に
は
森
所
長
、
発
掘
責
任
者
に

は
安
原
啓
二
さ
ん
（
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
）
を
迎
え
、
一
三
名
で
構
成
さ

れ
た
。

　
こ
の
専
門
性
と
客
観
性
を
確
保
し
た

調
査
に
よ
り
、
多
く
の
土
器
、
陶
磁
器

類
が
出
土
し
、
庭
園
跡
、
建
物
跡
、
堀

跡
と
い
っ
た
遺
構
が
明
確
に
把
握
さ
れ
、

中
世
の
地
方
武
家
館
が
姿
を
あ
ら
わ
し

た
の
で
あ
っ
た
。

図5 ●姿をあらわした庭園跡（1978年度の発掘調査）
庭園跡を中心として周辺に建物跡を確認した。写真中央の庭園跡は景石の
配置がわかる。その左手で会所と考えられる礎石建物跡を発見した。

図6 ●江上館の方形館（新潟県胎内市）
奥山荘の惣領地頭・中条氏が築いた本拠地で、
方形をしていて周囲を堀でかこんでいる。
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