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東
大
寺
南
大
門
の
西
方
に
位
置
す
る
日
本
庭
園
・
依
水

園
を
整
備
し
た
数
寄
者
・
關せ
き

藤と
う

次じ

郎ろ
う

。
彼
が
孫
の
初
節
句

の
た
め
に
誂
え
た
雛
人
形
は
、
男
女
の
公
家
が「
曲
水
の

宴
」を
催
す
情
景
を
表
し
た
珍
し
い
も
の
。
圓
能
斎
の
門

下
と
し
て
、
茶
の
湯
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
關
藤
次
郎
が
愛

孫
の
た
め
に
、
京
の
老
舗
・
丸ま
る

平へ
い

大お
お

木き
に

人ん
ぎ

形よ
う

店
に
制
作
を

依
頼
し
た
、
精
巧
・
優
美
な
人
形
飾
り
を
紹
介
す
る
。

１
４
０
頁
か
ら
、「
依
水
園
の
ひ
な
ま
つ
り
」で
展
示
予
定
の
雛
人
形

「
曲
水
の
宴
」の
解
説
を
掲
載
。
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は
じ
め
に

　
三
月
三
日
雛
祭
の
雛
人
形
と
し
て
は
、
束そ

く

帯た
い

・
十じ

ゆ

二う
に

単ひ
と

とえ

い
う
公
家
の
正
装
を
し
た
男
女
一
対
の
内だ

い

裏り

雛び
な

や
雛
壇
に
人

形
・
調ち

よ

度う
ど

や
供
え
物
を
飾
っ
た
形
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
が
、
依い

水す
い

園え
ん

は
公
家
の
男
女
がき

曲よ
く

水す
い

の
宴え

ん

を
催
す
情
景
を

表
現
し
た
珍
し
い
雛
人
形
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　
東
大
寺
南
大
門
の
西
方
に
位
置
す
る
日
本
庭
園
の
依
水
園

は
、
奈
良
の
実
業
家
關せ

き

藤と
う

次じ

郎ろ
う（

一
八
六
四
〜
一
九
三
一
）
が

明
治
期
に
庭
園
を
備
え
た
別
邸
を
建
築
し
た
こ
と
に
始
ま
り

ま
す
。
藤
次
郎
の
没
後
、
現
在
の
大や

ま

和と
こ

郡お
り

山や
ま

出
身
の
実
業
家

中
村じ

準ゆ
ん

策さ
く（

一
八
七

六
〜
一
九
五
三
）
が

自
身
のし

蒐ゆ
う

集し
ゆ

しう

た
美

術
品
を
公
開
す
る
場

と
し
て
昭
和
十
四
年

（
一
九
三
九
）
に
藤
次

郎
の
ご
子
息
か
ら
依
水
園
を
取
得
し
、
財
団
法
人
寧ね

い

楽ら
く

美
術

館
を
設
立
（
昭
和
十
五
年
認
可
）、
戦
争
に
よ
り
準
備
が
滞
り

ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
三
年
に
庭
園
と
美
術
品
の
公
開
が
始

ま
り
、美
術
館
の
建
物
は
昭
和
四
十
四
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

　
雛
人
形
「
曲
水
の
宴
」
は
、
依
水
園
を
創
始
し
た
藤
次
郎
が

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
初
節
句
を
祝
っ
た
外
孫
の
市
田

ち
か
子
（
對
龍
山
荘
旧
主
・
市
田
弥
一
郎
の
内
孫
）
の
為
にあ

誂つ
ら

え
た

人
形
で
す
。
長
く
市
田
家
に
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平

成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
に
ち
か
子
の
次
女
・
山
崎
博
子
様
が

ゆ
か
り
の
深
い
当
園
へ
ご
寄
贈
下
さ
い
ま
し
た
。
人
形
の
老

舗
で
あ
る
京
都
の
丸ま

る

平へ
い

大お
お

木き

人
形
店
の
制
作
に
成
り
、
精
巧
・

優
美
な
出
来
映
え
は
明
治
期
の
人
形
制
作
の
高
い
水
準
を
示

し
て
い
ま
す
。
一
昨
年
（
二
〇
一
九
）・
昨
年
に
は
雛
祭
に
合

わ
せ
、
同
時
に
寄
贈
を
受
け
た
稚ち

児ご

雛び
な

・
市い

ち

松ま
つ

人
形
と
共
に

展
示
し
ま
し
た
。
今
年
も
二
月
十
日
か
ら
三
月
三
日
ま
で
の

展
示
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
ご
鑑
賞
の
一
助
と
な

り
ま
す
よ
う
、
全
体
像
と
個
々
の
人
形
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

曲
水
の
宴
と
い
う
主
題
に
つ
い
て

　
三
月
三
日
の
節
句
は
「
上じ

よ

巳う
し

の
節
句
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

上
巳
と
は
月
の
上
旬
の
巳み

の
日
の
こ
と
で
、
古
代
中
国
で
は

三
月
の
上
巳
に
水
辺
で
身
を
清
め
て
不
吉
を
祓は

ら

う
風
習
が
あ

り
ま
し
た
が
、
や
が
て
こ
の
禊み

そ

をぎ

三
月
三
日
に
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ
日
に
曲
水
（
曲
が
り
な
が
ら
流
れ

る
水
）
に
盃
を
流
し
、盃
の
酒
を
飲
み
な
が
ら
詩
を
詠
む
「
曲

水
の
宴
」
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
上
巳
に
曲
水
の
宴
を
行
う
習
慣
は
早
く
日
本
へ
伝
わ
り
ま

し
た
。『
続し

よ

日く
に

本ほ
ん

紀ぎ

』
に
は
奈
良
時
代
の
神じ

ん

亀き

五
年
（
七
二

八
）
三
月
己き

亥が
い（

三
日
）
に
聖し

よ

武う
む

天
皇
が
池
の
塘つ

つ

でみ

朝ち
よ

臣う
し

をん

も

て
な
し
、
ま
た
文
人
に
曲
水
の
詩
を
詠
ま
せ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
平
安
時
代
の
朝
廷
に
受
け
継
が
れ

ま
し
た
が
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
廃す

た

れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
三
月
三
日
に
雛
遊
び
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
男
女
一
対
や
壇
飾
り
の
雛
人

形
が
発
達
し
ま
し
た
が
、
藤
次
郎
は
孫
娘
の
雛
人
形
と
し
て

王
朝
時
代
の
上
巳
の
行
事
で
あ
る
曲
水
の
宴
の
形
を
選
び
ま

し
た
。
藤
次
郎
は
、
漢
学
を
学
び
和
歌
や
裏
千
家
流
茶
道
に

打
ち
込
む
な
ど
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
雛
人
形

「
曲
水
の
宴
」
か
ら
も
、
日
本
の
古
い
行
事
に
対
す
る
藤
次

郎
の
関
心
が
窺
わ
れ
ま
す
。

全
体
像
と
個
々
の
人
形
に
つ
い
て

　
少
し
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
雛
人
形

「
曲
水
の
宴
」
の
全
体
像
と
個
々
の
人
形
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
横
幅
三
百
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
、
奥
行
七
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
水
平
の
台
座
の
中
央
に
曲
水
を
表
し
、

一
方
の
岸
（
人
形
に
向
か
っ
て
右
側
）
に
八
体
、
対
岸
に
七
体
、

計
十
五
体
の
人
形
を
配
し
て
、
公
家
の
男
女
に
よ
る
曲
水
の

宴
の
情
景
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
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依
水
園
の
お
ひ
な
さ
ま

依
水
園
の
お
ひ
な
さ
ま

「
曲
水
の
宴
」に
つ
い
て

「
曲
水
の
宴
」に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人
名
勝
依
水
園
・
寧
楽
美
術
館
学
芸
参
与 

稲
畑
ル
ミ
子

關 

藤
次
郎
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向
か
っ
て
右
の
岸
の
水
辺
に
坐す

わ

る
三
人
の
男
女
が
行
事
の

中
心
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
央
の
男
性
は
直の

う
し衣
を
着
て
冠
を

被
り
、
短
冊
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
白
地
に
小こ

あ

葵お
い

文
を
織
り

出
し
た
生
地
は
天
皇
・
東
宮
の
直
衣
に
用
い
ら
れ
る
格
式
の

高
い
も
の
で
す
。
女
性
は
朱
地
に
向
い
鶴
な
ど
の
菱
形
文
を

織
り
出
し
た
小こ

う

袿ち
き

と
緋ひ

ば

袴か
ま

を
着
け
、
頭
の
正
面
に
金
属
製
髪

飾
り
の
釵さ

い

子し

を
飾
り
、
料
紙
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
二
人
の

前
に
は
料
紙
箱
・
硯
箱
が
載
っ
た
文
机
が
置
か
れ
て
お
り
、

水
辺
で
詩
歌
を
詠
む
姿
で
す
。
中
央
の
男
性
の
右
隣
に
は
、

縹は
な

色だ

の
衣い

冠か
ん

を
着
て
中

ち
ゆ
う

啓け
い（

閉
じ
た
時
に
先
端
が
広
が
る
形
の

扇
）
を
持
つ
若
い
公き

ん

達だ
ち

が
坐
っ
て
い
ま
す
。
三
人
の
背
後
に

は
笙し

よ

をう

吹
く
小
袿
姿
の
女
性
、
若
い
公
達
の
右
隣
に
は
鞨か

つ

鼓こ

を
打
つ
振
袖
・
袴
姿
の
稚
児
が
お
り
、
楽
の
音
が
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
で
す
。

　
後
方
に
は
若
い
公
達
と
姫
君
の
立
ち
姿
が
あ
り
ま
す
。
公
達

は
立た

て

涌わ
く

に
菊
文
様
を
織
り
出
し
た
小こ

直の
う

衣し

を
着
て
立た

て

烏え

帽ぼ

子し

を

被か
ぶ

り
、
中
啓
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
色
白
の
細
面
に
高た

か

眉ま
ゆ（

眉

を
剃そ

っ
て
か
ら
高
い
位
置
に
描
い
た
眉
）
の
高
貴
な
顔
立
ち
で
す
。

姫
君
は
朱
地
に
小
葵
文
の
小
袿
と
緋
袴
を
着
け
、
檜ひ

お

扇う
ぎ

を
持
っ

て
い
ま
す
。
格
式
の
高
いし

装よ
う

束ぞ
く

や
、
水
辺
の
詠
歌
・
奏
楽
か
ら

や
や
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
男
女
一
対
の
雛
人

形
に
動
き
を
与
え
、
場
に
組
み
入
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

桃
の
枝
を
持
つ
稚
児
が
近
く
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　
対
岸
に
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
男
女
と
酒
器
を
持
つ
女
官

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
辺
の
狩か

り

衣ぎ
ぬ

姿
の
男
性
は
琵び

琶わ

、
小
袿

を
着
た
女
性
二
人
はり

龍ゆ
う

笛て
き

と
箏そ

う

、
女
官
二
人
は
篳ひ

ち

篥り
き

と
楽が

く

太だ
い

鼓こ

を
奏
し
て
い
ま
す
。
背
後
に
立
つ
女
官
二
人
の
一
方
は
盃
を

載
せ
た
三さ

ん

方ぽ
う

、
他
方
は
酒
を
注
ぐ
長な

が

柄え

の
銚ち

よ

子う
し

を
持
っ
て
い
ま

す
。
女
官
・
稚
児
の
小
袖
・
振
袖
に
は
金
糸
や
色
糸
で
梅
・
桜
・

右
上
／
箏
を
弾
く
女
性
と
三
方
や
長
柄
銚
子
を
持
ち
、
篳
篥
を
吹
く
女
官
　
右
中
／
琵
琶
を
弾
く
男
性
　
右
下
／
衣
冠
の
公
達
　

左
上
か
ら
／
笙
を
吹
く
女
性
　
龍
笛
を
吹
く
女
性
　
三
方
を
持
つ
女
官
　
桃
の
枝
を
持
つ
稚
児
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こ
の
雛
人
形
を
組
み
立
て
る
為
の
指
示
書
で
あ
る
「
組
立

の
図
」
が
付
属
し
て
お
り
、
各
人
形
・
蛇
籠
を
設
置
す
る
位

置
の
他
、
ど
の
種
類
の
草
花
を
ど
こ
へ
差
し
込
む
か
ま
で
細

か
く
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
形
を
収
納
す
る
箱
の
蓋
に
は
、
關
藤
次
郎
の
筆
跡
で

「
直
衣
着
用
公
家
」
な
ど
収
納
す
べ
き
人
形
の
種
類
と
共
に

「
ち
か
子
」
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
孫
ち
か
子
に
対
す
る

藤
次
郎
の
愛
情
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
収
納
箱
の
内
側
に
貼
ら
れ
て
い
る
丸
平
大
木
人
形

店
の
商
標
は
、
丸
平
が
明
治
二
十
三
年
の
第
三
回
内
国
勧
業

博
覧
会
で
有
功
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
に
基
づ
く
商
標
に
丸
平

の
電
話
番
号
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
明
治
三
十
年
か
ら
四

十
一
年
に
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　
依
水
園
の
お
ひ
な
さ
ま
「
曲
水
の
宴
」
を
ご
紹
介
し
ま
し

た
。
こ
の
人
形
の
展
示
期
間
に
依
水
園
へ
お
越
し
に
な
り
、

実
際
に
ご
鑑
賞
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
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鶴
・
尾
長
鳥
な
ど
の
文
様
が
刺し

し

繡ゆ
う

さ
れ
て
お
り
、
晴
れ
や
か
で
す
。

　
人
形
の
顔
立
ち
は
ど
れ
も
上
品

で
優
し
く
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
男
性

の
髭ひ

げ

の
有
無
、
肌
の
色
合
い
、
眉

の
形
な
ど
に
よ
り
年
齢
や
立
場
の

違
い
が
示
さ
れ
、
最
も
高
齢
の
女

性
に
は
顔
の
皺し

わ

や
白
髪
も
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
稚
児
二
人
は
頰ほ

お

の
ふ
っ
く
ら
し
た
子
供
ら
し

い
顔
立
ち
を
し
て
い
ま
す
。
人
形
の
頭
部
は
、
名
工
と
し
て

知
ら
れ
る
京
都
の
十
二
世
面め

ん

屋や

庄
次
郎
の
作
で
す
。

　
宴
の
場
の
造
り
に
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
背
後
に
立
つ
柳
と

桃
（
向
か
っ
て
右
）・
枝
垂
桜
（
中
央
）・
松
と
桜
（
左
）
や
水
辺

に
咲
く
菫す

み
れ・
蒲た

ん
ぽ
ぽ

公
英
・
蓮れ

ん

華げ

・
菖あ

や
め蒲
・
草
は
精
巧
な
造
花
で
、

京
都
のう

雲ん
じ

上よ
う

流り
ゆ

造う

花
の
村
岡
松
華
堂
製
で
す
。
竹
を
編
ん
で

砕さ
い

石せ
き

を
詰
め
た
護
岸
用
の
蛇じ

や

籠か
ご

も
流
れ
の
際
に
置
か
れ
て
い

ま
す
。
木
の
幹
や
幹
に
生
え
た
苔
、
蛇
籠
の
石
に
は
実
物
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
写
実
的
な
一
面
が
現
れ
て
い
ま
す
。

「曲水の宴」組立の図

關藤次郎筆　雛人形箱書

依水園のひなまつり 
会期 2月10日（水）〜3月3日（水）
開園時間 午前9時30分〜午後4時30分（入園受付は午後4時まで）

休園日 火曜日（但し、2/23〈火・祝〉は開園、翌2/24〈水〉は休園）

会場 名勝依水園  主屋内（寧楽美術館は休館中）
 奈良市水門町74　☎0742-25-0781

観覧料 一般1,200円／高校生・大学生500円／小・中学生300円 
 （庭園を含む）

● 新型コロナウイルスの感染状況によっては変更の可能性があります。
主屋へのご入場の際、人数制限を行わせていただきます。


