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７
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ご
ろ
か
ら

基調講演 借景の諸相

京
都
造
形
芸
術
大
教
授

尼
﨑
博
正
さ
ん

「
借
景
」
と
い
う
言
葉
が
中
国
最
古
の
造
園
理

論
書
『
園
冶
』
で
用
い
ら
れ
た
の
は

世
紀
。
日

本
で
紹
介
さ
れ
た
の
は

世
紀
で
す
。
し
か
し
、

眺
望
が
日
本
庭
園
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は

早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
の

歴
史
物
語
『
今
鏡
』
に
よ
る
と
、
日
本
最
古
の
造

園
書
『
作
庭
記
』
を
編
さ
ん
し
た
と
さ
れ
る
橘
俊

綱
は
鳥
羽
離
宮
を
地
形
が
凡
庸
で
眺
望
が
な
い
と

酷
評
し
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
俊
綱
が
名
園
と

し
て
挙
げ
た
と
い
う
説
も
あ
る
平
等
院（
宇
治
市
）

で
は
、
宇
治
川
と
朝
日
山
の
雄
大
な
景
色
が
望
め

ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
桂
離
宮
（
京
都
市
西
京
区
）
に
招

か
れ
た
南
禅
寺
（
左
京
区
）
の
金
地
院
崇
伝
は
扁

へ
ん

額
が
く

「
桂
亭
記
」
で
、
比
叡
山
か
ら
東
山
、
桂
川
の

流
れ
や
松
尾
大
社
（
西
京
区
）
の
甍

い
ら
か

ま
で
望
め
る

こ
と
を
挙
げ
、
称
賛
し
て
い
ま
す
。
周
辺
の
景
観

と
庭
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
空
間
認
識

が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま

す
。周

辺
の
景
色
を
眺
望
す
る
だ
け
で
な
く
、
嵐
山

に
桜
を
植
え
、
天
龍
寺
（
右
京
区
）
か
ら
観
賞
す

る
よ
う
な
眺
望
対
象
の
意
識
化
が
始
ま
る
の
は

世
紀
ご
ろ
で
す
。
芸
術
家
の
岡
本
太
郎
氏
は
著
書

『
日
本
の
伝
統
』
で
、
借
景
を
「
自
然
と
反
自
然

的
要
素
を
対
立
の
ま
ま
結
合
す
る
」
技
術
だ
と
述

べ
て
い
ま
す
。借
景
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
と
も
、

そ
の
技
術
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は

世

紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
円
通
寺（
左
京
区
）で
す
。

茶
の
湯
が
完
成
し
煎
茶
道
が
成
立
し
た
江
戸
時

代
は
、
茶
庭
の
特
定
場
所
か
ら
外
の
景
色
を
見
せ

た
り
、
野
外
で
喫
茶
を
楽
し
ん
だ
り
と
、
自
然
と

の
向
き
合
い
方
が
模
索
さ
れ
ま
し
た
。
近
代
に
な

る
と
、
視
覚
に
加
え
、
鐘
の
音
や
鳥
の
鳴
き
声
な

ど
聴
覚
も
借
景
の
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
南
禅
寺
周
辺
の
庭
園
群
で
自
然
景

観
と
の
一
体
化
を
試
み
た
の
は
、
七
代
目
小
川
治

兵
衛
で
す
。
日
本
で
は
、
自
然
と
調
合
型
の
借
景

が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

京
都
市
の
新
景
観
政
策
施
行
か
ら

年
。
円
通

寺
な
ど

カ
所
が
眺
望
景
観
保
全
地
域
と
し
て
指

定
さ
れ
、
周
囲
の
建
築
物
の
高
さ
や
色
、
デ
ザ
イ

ン
が
規
制
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
規
制
だ
け
で

は
効
果
も
限
定
的
で
す
。
人
の
営
み
と
自
然
と
の

関
わ
り
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
根
源
的
な
問
い
掛

け
を
す
べ
き
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

世界遺産「古都京都の文化財」の 社寺

・城や大学などでつくる「明日の京都 文

化遺産プラットフォーム」（松浦晃一郎会

長）が主催する第７回フォーラム「古都の

借景」がこのほど、京都市中京区の立命館

大朱雀キャンパスで開かれた。基調講演で

尼﨑博正・京都造形芸術大教授が、借景の

概念が成立した歴史的背景を解説。パネル

討論では景観を守る取り組み事例が紹介さ

れた。討論に先だち、雅楽師の東儀秀樹さ

んによるトークと篳
ひち

篥
りき

や笙
しょう

の演奏も行われ

た。

浜辺の歌 などを奏でる東儀秀樹さん

平
等
院
住
職

神
居
文
彰
さ
ん

円
通
寺
住
職

北
園
文
英
さ
ん

作
庭
家

植
治
次
期
十
二
代

小
川
勝
章
さ
ん

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

秋
尾
沙
戸
子
さ
ん

（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）

庭と連続性失うマツ枯れ 小川

音のデザイナーら参加を 北園

人々の営みとの調和大切 神居

松
浦
晃
一
郎
さ
ん
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■
開
会
あ
い
さ
つ

前
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
長

秋
尾

「
借
景
」
、
景
観
を
借
り
る
と
い
う

の
は
、
い
か
に
も
日
本
的
な
奥
ゆ
か
し
い
表
現

だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
所
有
物
で
な
い
景
観

を
守
る
ご
苦
労
は
、並
大
抵
で
な
い
で
し
ょ
う
。

神
居

平
等
院
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て

か
ら
、
鳳
凰
堂
の
背
後
に
２
棟
の
高
層
マ
ン
シ

ョ
ン
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら

目
線
を
そ
ら
す
た
め
樹
木
を
植
え
ま
し
た
が
、

消
化
で
き
な
い
思
い
は
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

鳳
凰
堂
は
極
楽
浄
土
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

平
安
時
代
の
わ
ら
べ
歌
に
も
、
平
等
院
に
行
っ

て
拝
め
ば
極
楽
を
体
感
で
き
る
と
歌
わ
れ
ま
し

た
。
修
復
中
だ
っ
た
聖
観
音
菩

ぼ

薩
さ
つ

立
像
が
、
制

作
当
初
は
死
者
を
迎
え
に
来
る
来
迎
菩
薩
と
し

て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
調
査
結
果

は
、
つ
い
先
日
報
道
さ
れ
た
ば
か
り
で
す
。

北
園

京
都
市
内
で
も
市
街
化
の
拡
大
に
よ

り
庭
園
か
ら
の
眺
め
が
失
わ
れ
、
借
景
庭
園
が

台
無
し
に
な
っ
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り

ま
せ
ん
。
円
通
寺
の
庭
は
比
叡
山
を
借
景
と
し

て
い
ま
す
。
良
好
な
眺
め
を
守
る
た
め
、
私
は

四
十
数
年
前
か
ら
景
観
法
の
必
要
性
を
訴
え
て

き
ま
し
た
。高
層
ホ
テ
ル
建
設
の
計
画
を
聞
き
、

低
く
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
に
行
っ
た
り
、
大

規
模
開
発
の
許
可
が
下
り
た
土
地
を
、
宅
地
と

し
て
購
入
さ
れ
る
前
に
購
入
し
た
こ
と
さ
え
あ

り
ま
す
。京
都
市
が
規
制
を
強
化
し
た
こ
と
で
、

数
十
年
後
、
借
景
庭
園
と
し
て
美
し
く
よ
み
が

え
る
寺
社
が
出
て
く
る
こ
と
を
願
う
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

小
川

借
景
と
し
て
取
り
入
れ
た
山
の
姿
が

変
わ
る
こ
と
も
悩
ま
し
い
問
題
で
す
。
南
禅
寺

周
辺
の
別
荘
群
に
は
、
明
治
時
代
の
元
勲
山
県

有
朋
の
別
邸
無

菴
（
左
京
区
）
を
は
じ
め
、

七
代
目
小
川
治
兵
衛
が
手
掛
け
た
庭
園
が
多
数

あ
り
ま
す
。
七
代
目
は
庭
に
も
マ
ツ
を
植
え
、

東
山
の
ア
カ
マ
ツ
林
と
連
続
し
た
景
色
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
マ
ツ
枯
れ
な
ど
の
影

響
で
東
山
の
ア
カ
マ
ツ
林
が
激
減
し
、
連
続
性

が
損
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ツ
枯
れ
が
庭
園
内

に
も
広
が
れ
ば
、庭
の
姿
も
変
え
か
ね
ま
せ
ん
。

あ
ら
た
め
て
庭
園
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
の
深

さ
を
認
識
し
て
い
ま
す
。

秋
尾

東
京
に
は
高
層
ビ
ル
を
借
景
と
し
て

取
り
入
れ
た
の
か
と
思
う
よ
う
な
庭
園
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
か
け
が
え
の
な
い
京
都
の
景

観
眺
望
を
守
る
た
め
、
今
か
ら
で
も
で
き
る
こ

と
は
何
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

神
居

東
日
本
大
震
災
後
、
巨
大
防
波
堤
の

建
設
を
巡
り
、
住
民
の
意
見
が
二
分
さ
れ
る
地

域
も
出
て
い
ま
す
。
地
震
や
台
風
な
ど
自
然
災

害
の
発
生
し
や
す
い
日
本
で
、
安
全
安
心
と
景

観
が
両
立
し
た
都
市
づ
く
り
を
考
え
る
こ
と
は

容
易
で
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
無
二
の
も
の

で
も
失
う
と
き
は
一
瞬
で
す
。
景
観
の
中
に
は

目
に
映
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
積
み
重

ね
の
中
で
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
高
さ
や
デ
ザ
イ
ン
の
規
制
だ
け
で
な
く
、

全
体
と
し
て
、
人
々
の
営
み
と
も
調
和
し
た
景

観
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

小
川

重
機
が
な
か
っ
た
時
代
の
庭
造
り

は
、
費
や
す
時
間
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
今
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
自
然
の

景
色
を
身
近
に
置
き
た
い
、
自
然
と
一
体
と
な

り
た
い
と
い
う
思
い
が
そ
れ
だ
け
強
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
施
主
の
思
い
に
応
え
て

七
代
目
も
当
た
り
前
の
自
然
、
と
っ
て
お
き
の

景
色
を
い
か
に
お
伝
え
し
よ
う
か
と
思
案
し
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
高
層
ビ
ル
を
隠
す
こ
と

も
庭
を
造
り
替
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
現
代

は
、
発
想
の
転
換
や
手
入
れ
の
工
夫
が
必
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

北
園

ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
制
作
の
映
画
「
耳

を
す
ま
せ
ば
」で
背
景
画
と
し
て
使
わ
れ
た「
借

景
庭
園
」
は
、
画
家
の
井
上
直
久
氏
が
円
通
寺

で
受
け
た
感
動
を
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
で

す
。
優
れ
た
景
観
は
創
造
の
原
点
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
建
築
の
世
界
で
も

分
業
化
・
専
門
化
は
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す

が
、
「
明
日
の
京
都
」
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え

る
と
き
は
建
築
家
だ
け
で
な
く
、
ラ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
（
景
観
）
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
（
音
の

風
景
）
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
共
に
知
恵
を
出
し
合

う
こ
と
を
切
望
し
ま
す
。

秋
尾

世
の
中
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
京
都
は
意
味
を
持
つ
都
市
で
す
。
次
世

代
の
豊
か
な
感
性
を
育
む
た
め
に
も
、
京
都
に

は
京
都
ら
し
い
景
観
を
守
り
、
世
界
に
発
信
し

て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

借景について意見が交わされた
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