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長
谷
川
●
日
本
の
文
化
は
、
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
の
湿

潤
な
気
候
の
も
と
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
面
が
あ
り
ま
す

ね
。
日
本
の
代
表
的
な
作
物
の
稲
に
し
て
も
、
田
植
え

か
ら
稲
刈
り
、春
の
準
備
ま
で
、季
節
に
あ
わ
せ
た
一
年

の
サ
イ
ク
ル
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
そ
の
サ
イ
ク
ル

を
土
台
に
暮
ら
し
て
き
た
か
ら
か
、『
歳
時
記
』に
は
米

づ
く
り
に
関
連
す
る
一
連
の
行
事
が
並
ん
で
い
ま
す
。
じ

つ
は
、
そ
れ
が
俳
句
の
宇
宙
観
の
大
き
な
柱
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
と
い

う
の
は
、
世
界
で
も
特
異
な
場
所
で
は
な
い
で
す
か
。

安
成
●
特
別
で
す
ね
。
湿
潤
な
地
域
は
ほ
か
に
も
あ
り

ま
す
が
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
降
水
量
は
桁
違
い
に
多

い
で
す
。
日
本
で
は
年
平
均
千
五
百
～
二
千
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
、
多
い
場
所
で
は
四
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
雨
が
降

り
ま
す
。
降
水
量
の
少
な
い
瀬
戸
内
の
内
陸
部
で
も
千

〈大地〉から目線を少し上げると、そこには風が吹き、雲が流れ、
光がふりそそいでいる。空や風に形はなく、雲はつかむことができない。
私たちの頭上にもたらされる光や雨は、私たちの暮らしにどっしりと関わる。
穀物や蔬菜、果樹の多寡から、私たちの気分までを左右する。
見えず、つかめず、人が操ることのできないそれらを「読む」ことは、
私たちの未来につながるのかもしれない。
とはいえ、今に生きる私たちの自然を見つめる力、
触れ合う力は衰えてはいないだろうか。
地球規模の視点で気候をダイナミックに観察する研究者と、
季節の細やかな変化に目を凝らす俳人との対話から、
自然とともに暮らしてきた日本人の感性のルーツが見えてきた

四季とたわむれ、四季を詠む
安成哲三

（総合地球環境学研究所 所長）

×
長谷川 櫂

（俳人）

対談

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
切
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

長
谷
川
●
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
気
候
に
な
る
の
で
す
か
。

安
成
●
梅
雨
や
冬
の
大
雪
を
夏
と
冬
の
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー

ン
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
す
。
夏
は
ア
フ
リ
カ
東
岸
の

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
付
近
で
発
現
し
て
、
湿
っ
た
イ
ン
ド
洋
の

空
気
の
供
給
を
受
け
な
が
ら
南
ア
ジ
ア
に
到
達
し
、
や

が
て
延
伸
し
て
東
ア
ジ
ア
ま
で
の
約
一
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
る
高
温
多
湿
な
空
気
の
流
れ
で

ヒマラヤ山脈
ネパール東端の村ナム
チェバザール北東から見
たエベレスト（左）とロー
ツェ（右）。頂上付近には
ジェット気流による旗雲
がたなびいている。（撮影：
小嶋智）

歌川広重初代による『名
所雪月花』。左から「井
の頭の池弁財天の社雪
の景」、「たま川秋の月
あゆ猟の図」、「小かね
いつゝみの花盛」（出典：
国立国会図書館デジタ
ルコレクション）

巻頭対談
	 も	く	じ

02	 巻頭対談

	 四季とたわむれ、
	 四季を詠む
14	 私を育てた〈風と景〉
 ほんとうの幸せを求めて
	 中村桂子

16	 いぶきの輪っか
 アサギマダラと
 フジバカマをめぐる緑と生
	 森本幸裕

18	 近代学匠伝
 コスモス国際賞
 2008年受賞者
	 ファン・グェン・ホン博士

21	 日本植物紀行
 横倉山の多様な地層が育んだ
 ジョウロウホトトギス

22	 協会事業紹介
 小・中学校における
 生態園づくり
	 伊丹市立瑞穂小学校

24	 はかなく、清く、潔く──
 日本の伝統園芸植物
	 百両金　カラタチバナ
 太平の世にきらめいた百両の緑
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大陸性気団（暖・乾）

東西モンスーン気流

熱帯モンスーン気団
（暖・高湿）

海洋性熱帯気団
（暖・湿）

太平洋高気圧

北海気流（やませ）

オホーツク海高気圧

チベット高原

H

H

梅雨前線の
できかた
梅雨前線は北側の乾
いた大陸性気団と南
側の湿った温かいモ
ンスーン気団の境目
にできる。南西モン
スーンの湿った気流
は前線付近で収束し
て雲をつくり、梅雨
の雨を降らせる

はせがわ・かい
1954年に熊本県に生まれる。東京大学法学部卒業。読売
新聞記者をへて、俳句に専念。朝日俳壇選者、ネット歳時記

「きごさい」代表、俳句結社「古志」前主宰、東海大学文学部
文芸創作学科特任教授、神奈川近代文学館副館長。たくさ
んの句集のなかには、東日本大震災を詠んだ歌集もある。
芭蕉、一茶、正岡子規、高浜虚子などの俳人研究や日本文化
についての一連の論稿、俳句入門書などの著書がある。

やすなり・てつぞう
1947年に山口県に生まれる。京都大学大学院
理学研究科博士課程修了。同大学東南アジア研
究センター助手、筑波大学地球科学系教授、名
古屋大学地球水循環研究センター教授などを
へて、2013年から現職。筑波大学名誉教授、名
古屋大学名誉教授。専門分野は気候学・気象学、
地球環境学。

す
ね
。
さ
ら
に
梅
雨
を
決
定
づ
け
る
の
が
チ
ベ
ッ
ト
高

原
と
そ
の
南
縁
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
で
す
。
東
西
南
北
を

高
峰
に
囲
ま
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
高
原
で
す
が
、
高
原
の
東

側
と
西
側
と
で
は
気
候
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
高
原

よ
り
東
側
（
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
）
は
湿
潤
で

す
が
、
カ
ラ
コ
ル
ム
山
脈
か
ら
西
側
は
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス

タ
ン
を
境
に
乾
燥
気
候
が
拡

が
っ
て
い
ま
す
。
和
辻
哲
郎
さ

ん
の
『
風
土
』
は
、
船
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
留
学
に
向
か
う
経
路
で

見
た
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、イ

ン
ド
、
ス
エ
ズ
運
河
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
気
候
と
異
な

る
文
化
に
着
想
を
得
た
の
だ
そ

う
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
高
原
を
境

に
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
気

候
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
北
米

大
陸
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
谷
川
●
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
絶

妙
な
地
形
が
生
ん
だ
の
で
す
ね
。

安
成
●
日
本
は
中
緯
度
と
よ
ば

れ
る
北
緯
三
十
度
に
位
置
し
て

い
ま
す
ね
。
夏
は
暑
い
の
で
す

が
、
冬
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
寒

気
が
降
り
て
く
る
。
こ
の
寒
気
が
強
烈
に
強
く
て
、
中

緯
度
地
域
に
あ
り
な
が
ら
日
本
は
も
っ
と
も
冬
の
気
温

が
低
い
。

長
谷
川
●
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
の
な
か
で
も
、
日

本
は
島
国
で
あ
る
こ
と
で
さ
ら
に
特
徴
的
な
気
候
区
分

を
構
成
す
る
の
で
す
ね
。

安
成
●
日
本
海
側
の
大
雪
も
世
界
に
類
を
み
ま
せ
ん
。新

潟
県
や
富
山
県
の
年
間
降
水
量
の
大
部
分
は
冬
の
雪
で

す
。
山
に
厖
大
な
雪
が
積
も
る
と
、
春
か
ら
夏
に
じ
わ

じ
わ
っ
と
解
け
て
豊
か
な
水
に
な
る
。
こ
れ
が
水
田
稲

作
に
も
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

家
の
作
り
や
う
は

夏
を
む
ね
と
す
べ
し

安
成
●
私
も
俳
句
を
詠
む
の
は
好
き
で
す
が
、
な
ぜ
俳

句
に
季
語
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
俳
句
が
日
本
の

風
土
に
根
差
し
て
生
ま
れ
た
文
化
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
い
え
ば
、
農
事
暦
や
農
業
の
サ
イ
ク
ル
が
人
び

と
の
暮
ら
し
に
重
要
だ
か
ら
季
節
に
意
味
を
与
え
る
の

で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
●
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
俳
句
に
か
ぎ
ら
ず
、
日

本
の
詩
歌
は
季
節
的
で
す
。『
古
今
和
歌
集
』
は
、
春
夏

秋
冬
で
区
分
け
し
て
い
る
。
欧
米
の
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

を
つ
く
る
と
、
愛
や
悲
し
み
、
戦
争
な
ど
で
分
類
さ
れ

ま
す
が
、
日
本
で
は
ま
ず
季
節
で
句
を
分
け
て
、
次
に

恋
が
く
る
。つ
ま
り
、
人
間
が
生
き
る
に
は
食
べ
な
く
て

は
い
け
な
い
し
、
子
孫
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
食
べ
る
こ
と
は
農
業
や
漁
業
な
ど
の
生
産
に
直
結

し
て
い
る
か
ら
、
農
業
の
サ
イ
ク
ル
は
と
て
も
大
事
。

安
成
●
時
代
を
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
た
『
万
葉
集
』
に

も
季
節
の
話
や
恋
の
話
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
『
古

今
和
歌
集
』
の
ル
ー
ツ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
●
ル
ー
ツ
で
す
。
た
だ
、
季
節
や
恋
と
い
っ
た

分
類
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

い
ま
も
『
歳
時
記
』
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
古
代
や
中
世
の
人
の
感
覚
を
想
像
す
る
と
、

い
ち
ば
ん
酷
で
、
た
い
へ
ん
な
季
節
は
夏
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
よ
。

安
成
●
ま
さ
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

長
谷
川
●『
徒
然
草
』に
、「
家
の
作
り
や
う
は 

夏
を
む
ね

と
す
べ
し
」と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
兼
好
法
師
の
卓
見

で
す
。
日
本
文
化
の
あ
り
よ
う
を
一
言
で
言
い
得
て
い
ま

す
。
あ
の
時
代
、
蒸
し
暑
い
夏
こ
そ
た
い
へ
ん
で
、
冬
の

寒
さ
は
「
ど
う
っ
て
こ
と
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

安
成
●
日
本
の
蒸
し
暑
さ
も
世
界
に
類
を
み
ま
せ
ん
。赤

道
直
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
は
、
と
て
も
暮
ら
し
や

す
い
の
で
す
。
夕
方
に
な
る
と
毎
日
の
よ
う
に
ス
コ
ー

ル
が
あ
り
、
降
っ
た
あ
と
は
と
て
も
気
持
ち
が
よ
い
。
エ

ア
コ
ン
な
ん
て
い
り
ま
せ
ん
。
蒸
し
暑
い
時
間
帯
も
あ

り
ま
す
が
、
日
本
の
ほ
う
が
ひ
ど
い
。

長
谷
川
●
冬
は
寒
く
て
も
工
夫
し
て
温
か
く
で
き
る
。夏

は
高
温
で
高
湿
度
だ
か
ら
、
食
べ
も
の
は
腐
る
し
、
い

ろ
い
ろ
な
病
原
菌
が
発
生
し
や
す
く
な
る
。
す
る
と
皮

膚
病
や
疫
病
が
は
や
る
。
祇
園
祭
を
は
じ
め
、
日
本
に

は
夏
祭
り
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
疫
病
退
散
を
祈
る
お
祭
り
で
す
ね
。

　

日
本
人
は
夏
を
い
か
に
涼
し
く
過
ご
す
か
と
い
う
工

夫
を
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
が
い
ま
も
日
本
文
化
と
し
て

残
る
要
素
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。大
陸
や
欧
米
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
が
日
本
に
伝
わ
り
ま
す
が
、夏
の
蒸
し
暑

さ
に
適
合
す
る
よ
う
な
、
人
を
涼
し
く
さ
せ
る
よ
う
な

も
の
で
な
い
と
、
後
世
に
残
り
ま
せ
ん
。

日
本
ほ
ど
寒
く
て

雪
の
降
る
冬
は

世
界
に
な
い

安
成
●
和
歌
の
こ
ろ
か
ら
「
雪

月
花
」
を
詠
ん
で
き
た
よ
う
に
、

雪
は
昔
の
人
も
好
き
だ
っ
た
よ

う
で
す
ね
。
京
都
に
は
大
雪
は

降
り
ま
せ
ん
か
ら
、
雪
は
楽
し

み
だ
っ
た
の
か
、
よ
く
歌
の
材

料
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
雪
は
農
業
に
大
事
だ
っ
た

か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
る
で

し
ょ
う
が
ね
。

長
谷
川
●『
古
今
和
歌
集
』の
冬

歌
に
は
、
吉
野
の
里
に
降
る
雪

の
句
が
並
ん
で
い
ま
す
。
俳
句

で
ど
の
季
語
が
も
っ
と
も
使
わ

れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
雪
の
俳
句

が
い
ち
ば
ん
多
か
っ
た
。
雪
は
と
て
も
親
し
ま
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
ね
。

安
成
●
大
伴
家
持
は
国
司
と
し
て
日
本
海
側
の
越
中（
現

在
の
富
山
県
）
に
赴
任
し
て
い
ま
す
。
大
雪
に
遭
遇
し

た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
嫌
な
雪
で
は
な
く
、
楽
し

ん
で
い
る
歌
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

長
谷
川
●
家
持
が
そ
の
あ
と
山
陰
の
因
幡
国
（
現
在
の

鳥
取
県
）
に
赴
任
し
た
年
の
新
年
に
詠
ん
だ
「
新
し
き 

年
の
始
め
の 

初
春
の 

今
日
降
る
雪
の 

い
や
し
け
吉よ

事ご
と

」

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
雪
が
た
く
さ
ん
降
る
よ
う
に
、
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空っ風

北西季節風（冷たくて乾いた空気） 積乱雲が発生

海上で水蒸気を蓄える

太平洋側脊梁山脈日本海側対馬暖流日本海シベリア（大陸）

雪雲の発生
大陸からの冷たく乾いた北西季節風は、日本海上空で暖かい水面からたっぷり
と水蒸気を供給され、雪雲を発生させる。雪雲は日本列島の脊梁山脈付近でさら
に発達し、日本海側の平野から山沿いに大雪を降らせる。北西季節風は、雪を落
とすと「空っ風」などとよばれる冷たく乾いた風として、太平洋側に吹き降ろす

2015年1月に京都市上空を
通過する雪雲。鴨川右岸、河
原町五条あたりから東山方
面を撮影したもの。（撮影：
安成哲三）

人
び
と
の
幸
せ
も
た
く
さ
ん
訪
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
の
歌
で
す
。

　

親
し
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
雪
は
農
業
用
水
の
供

給
源
で
す
。
こ
の
こ
と
は
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
い
て
、
降

雪
量
で
そ
の
年
が
豊
作
か
不
作
か
を
占
っ
て
い
た
地
域

も
あ
り
ま
し
た
。

安
成
●
「
大
雪
の
年
は
豊
作
だ
」
と
い
う
知
識
や
経
験

が
そ
の
こ
ろ
か
ら
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
夏
の
蒸
し
暑
さ
は
季
語
に
は
な
っ
て
い

な
い
の
で
す
か
。（
笑
）

長
谷
川
●
「
雪
月
花
」
は
春
の
花
、
秋
の
月
、
冬
の
雪

で
す
。
夏
だ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

安
成
●
夏
の
季
語
と
い
え
ば
「
夕
涼
み
」
で
し
ょ
う
か
。

昼
間
の
蒸
し
暑
さ
を
や
り
す
ご
し
て
、
夕
方
に
な
る
と

や
っ
と
涼
し
く
な
る
。
こ
れ
が
夏
の
大
き
な
楽
し
み
だ
っ

た
の
で
は
…
…
。

長
谷
川
●
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
な
か
で
も
、
日
本
の
気

候
は
韓
国
や
中
国
な
ど
と
は
違
う
の
で
す
か
。

安
成
●
夏
の
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
は
、
イ
ン
ド
か
ら
始

ま
り
、東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
大
陸
、
日
本
へ
と
延
び
る
よ

う
に
季
節
を
進
ん
で
い
き
ま
す
。
終
息
す
る
と
き
は
、
そ

の
逆
を
辿
り
ま
す
。
そ
う
い
う
雨
季
の
雨
は
、
農
業
に

は
恵
み
の
雨
で
す
。だ
か
ら
、「
今
年
の
雨
が
降
ら
な
か
っ

た
ら
ど
う
し
よ
う
」
な
ど
、
雨
へ
の
関
心
は
高
い
で
す

ね
。
乾
季
に
は
「
雨
季
に
き
ち
ん
と
雨
が
降
る
よ
う
に
」

と
祈
る
雨
ご
い
の
祭
り
や
行
事
な
ど
の
文
化
が
つ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。
モ
ン
ス
ー
ン
季
の
雨
は
大
事
な
の
で
す
。

　

た
だ
、
雨
季
が
終
わ
る
と
、
イ
ン
ド
で
も
東
南
ア
ジ

ア
で
も
、
乾
季
が
半
年
間
続
き
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に

秋
が
あ
っ
て
、
冬
に
は
雪
が
降
る
よ
う
な
四
季
は
あ
り

ま
せ
ん
。

長
谷
川
●
韓
国
は
日
本
よ
り
も
乾
燥
し
て
い
ま
す
ね
。

安
成
●
韓
国
に
も
梅
雨
が
あ
り
、
や
は
り
雨
は
大
事
で

す
が
、
平

ピ
ョ
ン

昌チ
ャ
ンな

ど
の
山
岳
地
帯
を
の
ぞ
い
て
、
冬
の
雨

や
雪
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
谷
川
●
韓
国
は
と
て
も
寒
い
で
す
よ
ね
。

安
成
●
中
国
大
陸
も
寒
い
。
で
も
、
雪
が
た
く
さ
ん
降

る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。
冷
た
い
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
冷
た

い
冬
の
季
節
風
が
暖
か
い
日
本
海
で
た
っ
ぷ
り
と
水
蒸

気
を
も
ら
っ
て
雪
を
降
ら
せ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う

な
大
雪
の
し
く
み
は
世
界
に
類
を
み
ま
せ
ん
。
強
い
て

言
え
ば
、
北
米
五
大
湖
付
近
に
は
日
本
と
似
た
よ
う
な

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
雪
、「
レ
イ
ク・エ
フ
ェ
ク
ト・ス
ノ
ー
」が

あ
り
ま
す
が
、
雪
の
量
は
日
本
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。

長
谷
川
●
私
が
新
聞
記
者
だ
っ
た
時
代
、
新
潟
に
五
年

間
ほ
ど
滞
在
し
ま
し
た
。
冬
の
新
潟
の
海
岸
で
は
、
雪

雲
が
頭
に
触
れ
る
く
ら
い
の
高
さ
ま
で
降
り
て
き
ま
す
。

そ
ん
な
光
景
が
半
年
間
続
き
ま
す
。

安
成
●
海
岸
付
近
で
の
雲
は
も
っ
と
も
発
達
し
ま
す
。北

西
か
ら
の
寒
波
が
、
日
本
海
上
を
渡
る
と
き
に
雪
雲
が

ど
ん
ど
ん
と
発
達
し
て
、
日
本
列
島
の
海
岸
線
沿
い
で

も
っ
と
も
発
達
す
る
。

長
谷
川
●
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
風
景
が
韓
国
。
冬

に
韓
国
中
央
部
の
や
や
東
に
あ
る
安ア

ン

東ド
ン

市
に
行
っ
た

の
で
す
が
、
気
温
は
零
下
二
十
度
に
近
く
、
ほ
ん
と
う

に
寒
か
っ
た
。
洛
東
江
と
い
う
大
き
な
川
が
一
面
凍
っ
て

い
て
、
川
の
中
の
島
ま
で
歩
い
て
行
け
る
。
そ
れ
で
も

雪
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
空
に
は
青
空
が
拡
が
っ
て
い
ま

し
た
。

安
成
●
氷
河
期
の
日
本
海
は
湖
で
し
た
か
ら
、
冬
の
日

本
海
は
凍
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
、
水
蒸
気
は
海

か
ら
供
給
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、雪
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
。あ
っ
て
も
、い
ま
ほ
ど
の
量
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

長
谷
川
●
大
雪
が
降
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
湖
が
海

に
な
っ
て
対
馬
暖
流
が
日
本
海
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
な
の
で
す
ね
。

安
成
●
温
暖
化
が
進
む
と
雪
が
消
え
る
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
日
本
付
近
の
海
面
の
水
温
は
、
十
年
前
と
く

ら
べ
て
二
度
か
ら
三
度
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
位
置
す
る
中
緯
度
の
気
候
を
支
配
す
る
も
う

ひ
と
つ
の
要
素
は
偏
西
風
で
す
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
や
チ

ベ
ッ
ト
高
原
が
あ
る
た
め
、
偏
西
風
は
北
寄
り
に
蛇
行

し
、
モ
ン
ゴ
ル
・
シ
ベ
リ
ア
か
ら
日
本
付
近
に
寒
気
と
し

て
下
り
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
対
馬
暖
流
の
水
蒸
気
を
取

り
込
み
、
そ
れ
を
雪
と
し
て
降
ら
す
。
こ
の
パ
タ
ー
ン

は
こ
れ
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
続
く
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
海
水
温
が
高
い
と
水
蒸
気
の
供
給
も
さ

ら
に
多
く
な
る
の
で
、
冬
の
大
雪
も
続
く
可
能
性
も
あ

り
ま
す
…
…
。

　

た
だ
一
方
で
、
気
温
が
上
が
る
と
雪
解
け
が
早
く
な

り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
田
に
水
を
引
く
タ
イ
ミ
ン
グ

が
変
わ
る
な
ど
、
農
業
に
影
響
が
で
て
き
ま
す
。
い
っ

ぽ
う
で
、
温
暖
化
で
北
海
道
で
は
稲
作
が
し
や
す
く
な

る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

二
十
四
節
気
と
季
節
の
ズ
レ
が

日
本
文
化
を
育
ん
だ

長
谷
川
●
日
本
人
の
季
節
観
は
、
世
界
的
に
み
て
と
て

も
繊
細
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
季
節
観
を

も
と
に
、
食
や
衣
服
、
文
学
な
ど
の
文
化
が
育
ま
れ
て

き
た
と
。
日
本
の
文
化
は
「
季
節
文
化
」
と
い
っ
て
も

よ
い
の
で
は
と
思
う
の
で
す
よ
。
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春

夏

秋

冬

立春 穀雨

晴明
春分啓蟄

雨水

立夏

小満

芒種

夏至

小暑

大暑

立秋

処暑
白露秋分

寒露

霜降

立冬

小雪

大雪

冬至

小寒

大寒1月

3月
2月 4月

5月

6月

7月

12月

11月

10月

9月

8月

二十四節気
1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた
もの。太陰太陽暦（旧暦）のうるう月を設ける基準となっている

→紫雲山頂法寺六角堂
の柳の下にて。「縁結び
の六角柳」とよばれる。
平安時代、夢でお告げを
受けて、嵯峨天皇がこの
柳の下で妃となる女性
と出会ったといわれるこ
とに由来する

　

繊
細
な
季
節
感
の
醸
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

の
が
暦
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
旧
暦
と
よ
ば
れ

る
太
陰
太
陽
暦
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、同

時
に
二
十
四
節
気
も
伝
わ
っ
て
き
た
。二
十
四
節
気
の
立

春
は
二
月
の
初
め
。
暦
が
生
ま
れ
た
黄
河
の
あ
た
り
で

は
二
月
に
は
春
の
訪
れ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、日
本
の
二
月
は
ま
だ
ま
だ
寒
い
さ
な
か
で
す
。（
笑
）

梅
の
花
は
咲
き
だ
す
こ
ろ
で
す
が
、感
覚
で
い
う
と
真
冬
。

安
成
●
立
秋
と
い
う
け
れ
ど
、
八
月
の
初
め
は
い
ち
ば

ん
暑
い
時
期
。

長
谷
川
●
当
時
の
人
た
ち
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
暑

い
の
に
秋
で
、
寒
い
の
に
春
な
ん
だ
と
思
っ
た
は
ず
で
す

よ
。
自
分
た
ち
の
感
覚
と
は
異
な
る
文
化
が
伝
わ
っ
て

き
た
の
に
、
そ
れ
を
は
ね
の
け
る
こ
と
も
せ
ず
受
け
入

れ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
人
が
一
所
懸
命
に
追
い
つ
こ
う

と
し
て
い
た
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

先
進
国
の
中
国
が
言
う
の
だ
か
ら
、
な
に
か
理
由
が
あ

る
は
ず
だ
と
、
そ
の
な
に
か
を
探
る
。
暑
い
夏
だ
け
れ

ど
、
な
に
か
秋
の
気
配
が
あ
る
は
ず
だ
と
探
り
は
じ
め

た
の
が
、
繊
細
と
い
わ
れ
る
日
本
人
の
季
節
感
の
根
本

で
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

 『
古
今
和
歌
集
』
の
秋
の
最
初
の
歌
は
、「
秋
来
ぬ
と 

目

に
は
さ
や
か
に 

見
え
ね
ど
も 

風
の
音
に
ぞ 

お
ど
ろ
か

れ
ぬ
る
」
と
い
う
藤
原
敏
行
の
歌
で
す
。「
目
に
見
た
か

ぎ
り
は
真
夏
だ
け
ど
、
暦
で
は
秋
に
な
っ
て
い
る
。
耳

を
す
ま
せ
る
と
、
風
の
音
に
秋
の
気
配
を
か
す
か
に
感

じ
る
」
と
秋
の
気
配
を
探
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、「
雪
が
積
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ど
こ

か
に
春
の
気
配
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
探
る
春
の
歌
も
あ

り
ま
す
。
雪
解
け
の
水
の
音
が
聞
こ
え
た
り
、
梅
が
一

輪
咲
い
た
り
す
る
こ
と
に
春
を
見
出
す
。
中
国
か
ら
伝

わ
っ
た
二
十
四
節
気
が
日
本
の
季
節
の
実
感
と
や
や
ず

れ
て
い
た
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
良
く
な
い
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
ど
う
克
服
す
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
い
ま
の
日
本
の
文
化
が
生
ま
れ
て
く
る
。

安
成
●
「
ズ
レ
の
文
化
」
で
す
ね
。（
笑
）

長
谷
川
●
そ
う
、
二
十
四
節
気
が
日
本
の
気
候
と
ず
れ

て
い
た
が
た
め
に
、
こ
の
豊
か
な
日
本
の
季
節
の
文
化

が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

安
成
●
日
本
人
は
そ
う
い
う
暦
を
大
事
に
し
て
き
ま
し

た
ね
。
も
と
は
農
業
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
も
理
由
な

の
で
し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
●
日
本
の
文
化
、
暮
ら
し
に
は
、
三
つ
の
暦
が

根
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
私
た
ち
は
太
陽
暦

で
動
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
じ
つ
は
そ
の
裏
に

旧
暦
が
あ
る
。

　

旧
暦
の
行
事
は
い
ま
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

と
こ
ろ
が
旧
暦
が
伝
わ
る
前
に
使
わ
れ
て
い
た
満
月
を

中
心
に
し
た
暦
も
あ
り
ま
す
。
旧
暦
は
新
月
か
ら
次
の

新
月
ま
で
を
一
か
月
と
し
て
い
ま
す
が
、
旧
暦
が
伝
わ

る
前
の
日
本
人
は
、お
そ
ら
く
満
月
を
基
準
に
一
か
月
を

区
切
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
中
秋
の

名
月
を
は
じ
め
、
満
月
の
時
期
に
実
施
さ
れ
る
行
事
が

い
く
つ
も
残
っ
て
い
る
。
お
盆
と
お
正
月
も
、
も
と
は
満

月
の
行
事
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
太
古
の
正
月
が
い
ま

も
一
月
十
五
日
の
「
小
正
月
」
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

安
成
●
太
陽
暦
に
な
っ
た
い
ま
も
、
旧
暦
と
そ
の
前
の

暦
が
消
え
ず
に
併
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
日
本
は
お
も

し
ろ
い
で
す
ね
。

長
谷
川
●
小
正
月
、
お
盆
、
中
秋
の
名
月
と
い
っ
た
満

月
の
行
事
は
、
仏
教
が
伝
わ
る
以
前
の
も
の
で
す
。
こ

の
う
ち
お
盆
は
、
仏
教
が
伝
わ
っ
て
き
て
仏
教
の
考
え

が
か
ぶ
さ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

日
本
の
文
化
は
、
も
と
も
と
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
で
育

ま
れ
た
暮
ら
し
の
様
式
が
土
台
で
す
。
そ
れ
に
旧
暦
や

仏
教
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
伝
説
や
神
さ
ま
、
そ
し
て

太
陽
暦
と
、
ミ
ル
フ
ィ
ー
ユ
の
よ
う
に
積
み
重
な
り
、
そ

れ
が
幾
層
に
も
な
っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
。
古
い
も
の
が

廃
棄
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
キ

リ
ス
ト
教
が
伝
わ
る
と
、
そ
れ
以
前
の
ゲ
ル
マ
ン
神
話

の
神
が
み
は
悪
魔
に
さ
れ
ま
し
た
ね
。
そ
の
よ
う
な
価

値
観
・
思
考
は
日
本
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

安
成
●
日
本
は
な
ん
で
も
か
ん
で
も
受
け
入
れ
る
。
善

き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
否
定
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
。

見
方
に
よ
っ
て
は
、
い
い
か
げ
ん
。（
笑
）

長
谷
川
●
い
い
か
げ
ん
な
と
こ
ろ
が
私
は
い
い
と
思
い

ま
す
。（
笑
）

　

第
二
次
世
界
大
戦
よ
り
前
の
戦
争
で
は
、
相
手
を
滅

ぼ
す
と
、滅
ぼ
さ
れ
た
側
を
祀
っ
て
き
た
。「
怨
霊
に
な
っ

て
祟
ら
れ
る
の
が
怖
い
」
か
ら
と
説
明
さ
れ
る
。
菅
原

道
真
は
そ
の
典
型
で
す
ね
。
敗
れ
た
り
、
古
く
な
っ
た

り
し
た
も
の
を
排
除
し
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な

文
化
で
あ
る
の
か
は
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で

大
き
な
カ
ギ
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
考
え

方
で
は
、
敗
者
を
祀
る
な
ぞ
は
と
ん
で
も
な
い
話
で
、
た
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江戸時代末期から明治時代
の浮世絵師、楊洲周延の描
いた雪月花。左から、「卯の
花」、「道のゆき」、「月おほろ
つき」（出典：国立国会図書
館デジタルコレクション）

い
て
い
は
悪
魔
と
し
て
貶
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
日
本

で
は
厚
遇
さ
れ
る
。
お
も
し
ろ
い
国
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

安
成
●
物
事
を
一
面
だ
け
で
判
断
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
ね
。
日
本
の
稲
作
は
、
森
や
山
野
を
切
り
拓
い

て
農
地
に
し
て
い
っ
た
。
水
田
に
適
し
た
よ
い
土
地
で
も
、

森
を
切
り
拓
け
ば
土
砂
崩
れ
に
見
舞
わ
れ
た
り
、
豪
雨

に
遭
遇
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
で
も
、
と
に
か
く
、

そ
の
土
地
で
な
ん
と
か
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の

価
値
観
で
は
切
れ
な
い
と
。

宇
宙
の
位
置
を

刻
印
す
る
た
め
の
季
語

安
成
●
俳
句
に
か
な
ら
ず
季
語
が
必
要
な
の
は
、
農
業

に
と
っ
て
季
節
の
進
行
が
と
て
も
重
要
な
こ
と
に
関
係

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
●
俳
句
に
季
語
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
人
間
界

の
詩
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

安
成
●
川
柳
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
よ
ね
。

長
谷
川
●
季
節
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
地
軸
の
傾
き
で
す
。
季
語
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
が
い
ま
い
る
宇
宙
の
位
置
を
、
俳
句
の
中
に

刻
印
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
る
。
視
点
を
小
さ
な
人
間

界
か
ら
大
き
な
宇
宙
に
ま
で
ス
ケ
ー
ル
を
拡
げ
る
働
き

が
あ
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

安
成
●
地
軸
の
傾
き
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
と
く
に
影
響
を
受
け
て
い
ま

す
ね
。
日
本
で
は
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
に
気
候
が
変
わ

り
ま
す
。
農
業
へ
の
重
要
性
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
季
節
で
、
桜
が
咲
い
た
り
、
紅
葉
が
あ
っ
た
り
す

る
な
か
で
、
日
本
人
は
そ
の
変
化
に
敏
感
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
は
、
四
季
に
は
関
心
が
な
い
も
の
の
、
春
に

は
え
ら
く
関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
春
が
訪
れ
て
気
温

が
上
が
り
、
日
差
し
が
強
く
な
れ
ば
花
が
咲
く
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
冬
は
気
温
が
低
く
て
寒
い
か
ら
、
春
が
待
ち

遠
し
く
て
し
か
た
が
な
い
の
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
春
に

強
い
関
心
が
あ
る
。
同
じ
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
で
も
、
イ
ン

ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
は
、
い
つ
雨
が
降
り
は
じ

め
る
か
に
い
ち
ば
ん
関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。

長
谷
川
●
東
海
大
学
で
俳
句
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
何

年
か
前
に
三
人
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
の
留
学
生
が
受

講
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
題
に
「
春
の
雪
」
と

出
し
た
の
で
す
。
す
る
と
、
彼
ら
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
、

「
春
に
雪
は
降
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
雪
が
降

ら
な
く
な
っ
て
か
ら
、
雪
が
消
え
て
か
ら
が
春
だ
と
い

う
認
識
な
ん
で
す
ね
。

安
成
●
雪
が
消
え
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
季
節

の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
す
ね
。

長
谷
川
●
日
本
に
は
「
春
の
雪
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
の
は
、
立
春
以
降
を
春
だ
と

思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
あ
と
に
降
っ
た
雪
は
、
み

ん
な
春
の
雪
。

安
成
●
ず
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
の
で
す
ね
。

長
谷
川
●
二
十
四
節
気
が
伝
わ
っ
て
い
ず
、
そ
れ
が
日

本
の
気
候
と
ず
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
俳
句
は
生
ま
れ
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

俳
句
を
と
お
し
て

季
節
の
流
れ
に
目
を
向
け
る

長
谷
川
●
俳
句
を
詠
ん
で
い
て
、
よ
い
こ
と
が
四
つ
あ

り
ま
す
。
自
然
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
。
日
本
語
の
こ

と
ば
に
と
て
も
敏
感
に
な
る
こ
と
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
で
き
る
こ
と
。
最
後
に
、
ポ
ー
ッ
と
で
き
る
こ
と
、
こ

れ
が
よ
い
。（
笑
）

安
成
●
都
会
に
住
ん
で
い
る
と
、
自
然
と
の
つ
な
が
り

が
だ
ん
だ
ん
と
薄
れ
て
く
る
。
し
か
も
地
球
全
体
が
い

ま
、
都
市
化
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
都
市
に
ど
ん
ど

ん
と
人
が
集
ま
る
い
っ
ぽ
う
、
田
舎
は
過
疎
化
し
て
、
地

方
の
商
店
街
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
。
と
こ
ろ
が
、
農
業
、

畜
産
業
、
漁
業
な
ど
の
食
料
生
産
を
は
じ
め
、
田
舎
の

お
か
げ
で
都
会
の
暮
ら
し
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
感

覚
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
都
市
と
農
村
の
両
方
が
な
い

と
成
り
立
た
な
い
の
に
、
都
会
に
い
る
と
そ
の
感
覚
を

忘
れ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
と
き
に
俳
句
を
詠
も
う
と
す
る
と
、
季
語

を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ま
は
ど
う
い
う
季

節
な
の
だ
ろ
う
と
…
…
。
す
る
と
、
風
や
植
物
な
ど
の

自
然
に
意
識
が
向
か
う
の
で
す
。

長
谷
川
●
詩
と
歌
の
ほ
か
に
、
ポ
ー
ッ
と
で
き
る
も
の

と
い
う
と
、
ひ
と
つ
は
酒
。
恋
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
と
旅
行
も
…
…
。

安
成
●
俳
句
を
詠
む
日
本
人
は
、
外
国
に
旅
し
て
も
句

を
詠
み
ま
す
ね
。
俳
句
は
日
本
の
自
然
や
文
化
を
背
景

に
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
だ
け
ど
も
、
外
国
に
行
っ
て
も
、

そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
や
自
然
美
、
人
の
活
動
を
「
俳
句
」

と
い
う
日
本
文
化
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
表
現
す

る
。
こ
れ
は
異
文
化
理
解
と
い
う
面
で
も
お
も
し
ろ
い
。

欧
米
で
は
横
文
字
の
「
H
a
i
k
u
」
が
流
行
っ
て
い
る

そ
う
で
す
が
、
日
本
の
俳
句
と
は
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
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←萩は秋草文様に欠かせな
いものとして、着物や襖な
どに描かれる

萩（ハギ）
マメ科ハギ属。秋の七草の一
つとして知られている。晩夏
から秋にかけて花を咲かせる

長
谷
川
●
違
い
ま
す
ね
、
短
い
定
型
詩
と
い
う
だ
け
の

も
の
で
す
。

安
成
●
季
語
は
入
れ
る
の
で
す
か
。

長
谷
川
●
ア
メ
リ
カ
の
俳
句
協
会
は
季
語
を
入
れ
る
よ

う
に
指
導
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
日
本
と
は
違

う
俳
句
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

安
成
●
雪
に
し
て
も
、
日
本
に
は
ぼ
た
ん
雪
、
粉
雪
、
細

雪
な
ど
と
、
た
く
さ
ん
の
呼
び
名
の
雪
が
あ
り
ま
す
ね
。

雨
も
そ
う
で
す
し
、
風
の
名
前
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

長
谷
川
●
日
本
人
は
そ
う
い
う
も
の
に
関
心
が
深
い
で

す
か
ら
ね
。
魚
の
名
前
の
多
様
さ
も
す
ご
い
。

安
成
●
そ
の
国
や
地
域
の
人
た
ち
が
関
心
を
寄
せ
る
自

然
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
か
た
、呼
称
が
増
え
る
の
で

す
。
モ
ン
ゴ
ル
に
は
馬
と
い
う
こ
と
ば
は
な
く
て
、
仔
馬

か
ら
大
人
の
馬
ま
で
、名
前
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
そ
れ
だ

け
、
モ
ン
ゴ
ル
人
に
と
っ
て
馬
は
た
い
せ
つ
だ
か
ら
で
す
。

こ
と
ば
は
水
面
下
の

風
味
が
お
も
し
ろ
い

安
成
●
和
辻
哲
郎
の
「
風
土
論
」
を
研
究
し
て
い
る
オ

ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
哲
学
者
が
い

ま
す
。
彼
も
俳
句
を
少
し
嗜
む
の
で
す
が
、
彼
は
、
日

本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
論
理
体
系
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い

う
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
論
理
体
系
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
な

か
で
、
日
本
の
論
理
体
系
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
の
が

俳
句
な
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
言
語
は
主
語
と
述
語
の
世
界
で
す
か
ら
、
主
語
が
か

な
ら
ず
必
要
で
す
。
で
も
、
日
本
は
述
語
だ
け
で
も
意

味
が
通
じ
る
。
俳
句
に
も
主
語
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

彼
は
、
黄こ

う

枝し

と
い
う
現
代
の
俳
人
が
詠
ん
だ
「
風
鈴

の
小
さ
き
音
の
下
に
い
る
」
と
い
う
俳
句
を
例
に
あ
げ

ま
す
。
こ
の
句
に
は
主
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、

日
本
人
に
は
詠
ま
れ
て
い
る
状
況
が
わ
か
り
ま
す
。
俳

句
の
「
切
れ
」
で
、
上
の
句
と
下
の
句
を
つ
な
げ
る
に

は
、
背
景
を
考
え
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
日
本
人
の
典

型
的
な
、
伝
統
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

長
谷
川
●
日
本
語
に
主
語
が
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の

は
、文
学
に
と
っ
て
は
幸
運
で
す
よ
ね
。「
私
が
」、「
私

が
」
と
い
ち
い
ち
言
う
の
は
暑
苦
し
い
。
言
わ
な
く
て
い

い
と
こ
ろ
は
省
く
、
互
い
に
忖
度
す
る
世
界
な
の
で
す
。

安
成
●
「
暑
い
ね
」
と
い
う
だ
け
で
通
じ
て
し
ま
う
。

長
谷
川
●
俳
句
に
関
心
を
も
つ
前
に
、
私
は
こ
と
ば
に

関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
俳
句
は
短
い
か
ら
、
一
つ
ひ
と
つ

の
こ
と
ば
の
味
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
ま
す
ね
。
そ
こ

が
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。

　

こ
と
ば
の
意
味
を
つ
な
い
で
い
け
ば
、
文
章
を
書
く

こ
と
が
で
き
る
。
だ
け
ど
、
俳
句
を
つ
く
る
と
き
は
意

味
だ
け
で
な
く
、
風
味
を
盛
り
込
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
と
ば
と
い
う
の
は
氷
山
型
を
し
て
い
ま
す
。
水
面
か

ら
上
に
出
て
い
る
一
部
分
が
意
味
で
、
そ
れ
を
使
っ
て
日

常
で
会
話
す
る
。
だ
け
ど
、
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
こ
と

ば
が
含
む
イ
メ
ー
ジ
や
記
憶
な
ど
、
水
に
沈
ん
で
い
る

部
分
が
あ
る
。
俳
句
に
か
ぎ
ら
ず
、
詩
歌
は
そ
の
性
格

を
う
ま
く
使
お
う
と
し
ま
す
。
俳
句
は
と
く
に
そ
れ
が

顕
著
で
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。
新
聞
記
者
が
風
味
に
惑

わ
さ
れ
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
気
を

つ
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
笑
）

遺
伝
子
に
組
み
込
ま
れ
た

歴
史
的
記
憶
と
美
意
識

安
成
●
芭
蕉
も
よ
く
使
い
ま
し
た
が
、「
萩
」
と
い
う
季

語
は
俳
句
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
実
在
す

る
植
物
で
す
が
、
現
在
で
は
そ
の
あ
た
り
に
生
え
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
身

近
で
親
し
み
の
あ
る
植
物
と
し
て
、
多
く
の
日
本
人
に

認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
な
の
か
、
不
思

議
な
の
で
す
ね
。

長
谷
川
●
萩
は
里
山
文
化
と
重
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
ね
。
農
業
と
同
じ
よ
う
に
里
山
に
も
一
年
の
サ
イ
ク

ル
が
あ
っ
て
、
春
に
芽
が
出
て
、
秋
に
は
花
が
咲
く
。
萩

は
刈
り
取
っ
て
薪
に
も
し
ま
す
が
、
野
焼
き
を
す
る
。
す

る
と
、
春
に
ま
た
芽
が
出
て
く
る
。
焼
き
畑
農
耕
の
時

代
に
は
身
近
な
植
物
だ
っ
た
か
ら
、
農
業
よ
り
も
古
い

か
も
し
れ
な
い
。

安
成
●
萩
は
、
生
態
学
の
こ
と
ば
で
「
パ
イ
オ
ニ
ア
植

物
」
と
い
う
そ
う
で
す
ね
。
土
地
を
開
墾
し
て
、
初
め

に
芽
を
出
す
植
物
だ
か
ら
で
す
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
は
、
森
や
原
野
を
ど
ん
ど
ん
と
開
墾
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
当
時
の
人
は
田
ん
ぼ
を
増
や
す
過
程
で
、
最

初
に
芽
を
出
す
植
物
と
し
て
萩
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う

と
思
う
と
、
な
る
ほ
ど
と
。

長
谷
川
●
春
に
野
焼
き
を
し
た
あ
と
、
真
っ
黒
な
地
面

か
ら
美
し
い
緑
の
萩
の
芽
が
出
て
く
る
。

安
成
●
街
で
萩
を
見
か
け
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
が
、

人
と
の
歴
史
的
な
関
わ
り
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
、
い
ま

も
人
の
文
化
的
活
動
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
萩
は
モ
チ
ー

フ
に
さ
れ
つ
づ
け
て
い
ま
す
ね
。

長
谷
川
●
萩
を
庭
に
植
え
た
り
、
屏
風
や
襖
に
描
く
の

は
、
そ
う
い
っ
た
里
山
の
経
験
や
記
憶
が
絵
描
き
や
造

園
家
に
継
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
わ
れ
わ

れ
の
命
や
意
識
は
、
そ
う
い
う
古
く
か
ら
の
暮
ら
し
や

自
然
環
境
に
起
因
・
派
生
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
一
つ

の
し
る
し
で
し
ょ
う
ね
。

安
成
●
ど
う
し
て
こ
の
季
語
が
よ
く
使
わ
れ
る
の
か
が

わ
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
芭
蕉
の
句
に
も

萩
は
よ
く
出
て
き
ま
す
ね
。
や
は
り
江
戸
時
代
も
新
田

開
発
が
あ
ち
こ
ち
の
藩
で
進
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ

の
過
程
で
顔
を
見
せ
る
萩
を
、
芭
蕉
や
俳
人
た
ち
は
愛

着
を
も
っ
て
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
み
ず
か

ら
の
体
験
を
超
え
て
、
深
い
潜
在
意
識
の
よ
う
な
も
の

が
そ
う
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
●
こ
と
ば
は
一
つ
ひ
と
つ
掘
り
起
こ
す
と
、
と
ん

で
も
な
い
鉱
脈
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

安
成
●
俳
句
を
詠
む
日
本
人
の
季
節
感
、
つ
ま
り
、
四

季
に
向
き
合
い
四
季
を
詠
む
心
は
、
日
本
列
島
が
位
置

す
る
条
件
な
ら
で
は
こ
そ
、
生
ま
れ
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
三
日

京
都
池
坊
、
頂
法
寺
六
角
堂
境
内
「
梅
の
花
」
店
に
て
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大
阪
で
花
の
万
博
が
開
か
れ
た
の
が
一
九
九
〇
年
、そ

の
準
備
は
五
年
ほ
ど
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
と
同
じ
頃
、
私
は
「
生
命
誌
研
究
館
」
に
向
け
て
の

模
索
を
続
け
て
い
た
の
で
し
た
。

「
生
き
も
の
」だ
か
ら

わ
か
る
こ
と

　

花
の
万
博
の
基
本
理
念
に
は
、「
高
度
の
生
命
科
学
は
、

逆
に
一
層
、
生
命
の
奥
深
い
神
秘
に
気
づ
か
せ
た
」
と

あ
り
ま
す
。
私
も
ま
さ
に
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し

た
。
た
だ
、
奥
深
い
神
秘
と
い
う
高
級
な
話
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
調
べ
る
と
次
々
新
し
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
け
れ
ど
、
赤
ち
ゃ
ん
が
な
ぜ
泣
い
て
い
る
の

か
が
わ
か
る
の
は
や
っ
ぱ
り
お
母
さ
ん
の
勘
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
実
感
で
す
。
そ

こ
で
私
た
ち
が
日
常
の
な
か
で
生
き
も
の
と
し
て
感
じ

て
い
る
「
生
き
も
の
感
覚
」
と
学
問
と
を
つ
な
げ
た
い

と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り
、「
生
命
科
学
」
と
い
う
既

存
の
学
問
で
は
な
く
生
き
て
い
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
と
素
直
に
考
え
る
知
を
創
り
た
い
と
思
っ
た
の
で

し
た
。

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
の
面
白
さ
は
充
分
わ
か
っ
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
離
れ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
な

ぜ
他
の
人
と
違
っ
て
新
し
い
知
を
創
ろ
う
な
ど
と
思
っ

た
の
か
。
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く

私
が
普
通
の
人
間
で
あ
り
、
し
か
も
普
通
の
生
活
が
一

番
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
原
点
は
、
職
場
を
離
れ
て
子
ど
も
た
ち
と
向
き

合
っ
て
い
た
五
年
間
か
な
と
思
い
ま
す
。
湘
南
の
海
辺

の
町
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
子
育
て
は
豊
か
な

自
然
の
中
、
生
き
も
の
が
育
つ
実
感
を
味
わ
う
体
験
で

し
た
。
夏
は
家
か
ら
水
着
で
海
岸
ま
で
行
き
ま
す
。
休

日
の
朝
早
く
に
は
、
浜
で
網
を
引
い
て
い
る
漁
師
さ
ん

が
手
伝
わ
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
網
か
ら
こ
ぼ
れ
る

小
さ
な
お
魚
を
く
れ
る
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
お
じ

さ
ん
が
大
好
き
に
な
り
、
次
の
出
会
い
を
楽
し
み
に
し

ま
す
。
小
さ
な
体
験
で
す
が
、
海
と
い
う
大
き
な
自
然
、

そ
れ
と
向
き
合
っ
て
生
き
て
い
る
人
の
優
し
さ
に
接
し

て
育
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
幸
せ
に
生
き
て
い
る
こ
と
を

実
感
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
を
育
て
た
風
と
景
で
す
。

次
代
の
子
ど
も
た
ち
、

生
き
も
の
た
ち
の
た
め
に

　

当
時
は
、
科
学
的
育
児
全
盛
で
、
ミ
ル
ク
と
総
合
ビ

タ
ミ
ン
剤
が
お
勧
め
で
し
た
。
新
米
母
親
は
、
そ
れ
を

忠
実
に
守
り
液
体
の
ビ
タ
ミ
ン
剤
の
入
っ
た
ス
ポ
イ
ド

を
口
に
入
れ
た
途
端
、
生
後
数
日
の
娘
が
顔
を
し
か
め

て
舌
で
押
し
戻
し
た
の
で
す
。
ま
ず
い
と
わ
か
っ
て
る
ん

だ
。
こ
ん
な
に
小
さ
く
て
も
意
志
が
あ
る
ん
だ
。
毎
日

力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

博
士
課
程
の
修
了
後
す
ぐ
に
研
究
所
に
就
職
で
き
た

の
で
す
か
ら
、
社
会
人
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
仕
事
を

続
け
る
の
が
正
し
い
道
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
保

育
所
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
時
代
で
し
た
が
、
お
子
さ
ん

を
育
て
な
が
ら
研
究
を
し
て
い
る
先
輩
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。根
性
が
な
く
、
勝
手
な
選
択
を
し
た
こ
と
に
頭

を
下
げ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
の
五
年
間
が
な

け
れ
ば
「
生
命
誌
研
究
館
」
と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
、

今
の
活
動
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　

今
私
た
ち
は
大
き
な
曲
り
角
に
い
ま
す
。
新
自
由
主

義
の
も
と
の
金
融
経
済
、
自
国
優
先
の
指
導
者
た
ち
の

武
力
の
誇
示
、
格
差
拡
大
な
ど
の
中
で
そ
れ
を
支
え
る

科
学
技
術
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
が
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
幸
せ
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
感
じ
た
生
活

を
多
く
の
人
か
ら
奪
う
方
向
で
す
。

　

私
た
ち
は
今
、
宮
沢
賢
治
の
言
う
、「
ほ
ん
と
う
の
賢

さ
」
を
持
ち
「
ほ
ん
と
う
の
幸
せ
」
を
手
に
す
る
た
め

の
「
ほ
ん
と
う
の
知
」
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
子
ど
も
た

ち
に
笑
顔
で
バ
ト
ン
を
渡
せ
ま
せ
ん
。「
花
の
万
博
」
が

求
め
た
そ
の
よ
う
な
社
会
へ
向
け
て
の
具
体
的
活
動
が

「
生
命
誌
研
究
館
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

なかむら・けいこ
理学博士。東京都出身。
東京大学大学院修了後、
三菱化成生命科学研究
所人間・自然研究部長、
早稲田大学人間科学部
教授、大阪大学連携大
学院教授などをへて、
2002年から現職。

休職し、子育てをしていたころ

生命誌の提唱者、中村桂子
が一つひとつの生きものがも
つ歴史性と多様な生きもの
の関係を示す新しい表現法
として考案した図。扇の要は、
地球上に生命体が誕生した
とされる38億年前。以来、多
様な生物が生まれ、扇の縁、
つまり現在のような豊かな生
物界になった。多細胞生物
の登場、長い海中生活の後
の上陸と種の爆発など、生物
の歴史物語が読み取れる。（協
力：団まりな、絵：橋本律子）

幼少期の記憶のなかの景色、人生のターニング・ポイントにまつわる思い出の場所、
風の匂い、聞こえる音楽、ふと脳裏に浮かびあがる「心象風景」……。
たいせつな「風と景」について語っていただきます。

中
村
桂
子 

（
J 

T
生
命
誌
研
究
館
館
長
）

ほ
ん
と
う
の

幸
せ
を
求
め
て

新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
次
い
で
生
れ
た
長
男
が

三
歳
に
な
り
、
新
設
の
生
命
科
学
研
究
所
で
仕
事
を
始

め
た
時
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
も
小
さ
な
生
き
も
の
を
よ
く

見
つ
め
な
が
ら
行
な
い
、
日
常
と
つ
な
げ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
気
持
が
強
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど

も
は
大
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
、
ま
し
て
や

他
の
生
き
も
の
は
な
ど
と
勝
手
に
思
い
込
み
が
ち
で
す

が
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
的
な
能

私を育てた
〈風と景〉
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世
界
で
唯
一
、
海
を
越
え
る
長
距
離
の

渡
り
を
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
チ
ョ
ウ
、ア

サ
ギ
マ
ダ
ラ
。
こ
れ
が
、
京
都
駅
ビ
ル
南

遊
歩
道
に
飛
来
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
の

こ
と
で
し
た
。
京
都
で
も
っ
と
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
う
京
都
駅
ビ
ル
。
そ
の
十
五
周

年
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
設
置
さ
れ

た
、
京
の
原
風
景
の
自
然
、
里
山
か
ら
渓

流
、
池
沼
の
自
然
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た「
緑

水
歩
廊
」
と
い
う
展
示
施
設
に
、
フ
ジ
バ

カ
マ
の
鉢
植
え
を
導
入
し
た
、
つ
ぎ
の
日

の
こ
と
で
し
た
。

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
を
都
市
に
招
い
た
花
と
緑

「
緑
水
歩
廊
」
で
は
、
そ
れ
ま
で
す
ぐ
に

下
水
に
流
し
て
い
た
、
屋
上
に
降
っ
た
雨

水
と
地
下
か
ら
湧
き
出
る
湧
水
を
有
効
利

用
。
ビ
ル
の
高
低
差
を
活
か
し
て
、
徐
々

に
下
の
階
の
プ
ラ
ン
タ
ー
に
流
し
ま
す
。水

の
く
み
上
げ
に
は
南
遊
歩
道
の
屋
台
プ
ラ

ン
タ
ー
の
テ
ン
ト
に
張
り
付
け
ら
れ
た
太

陽
光
発
電
シ
ー
ト
の
み
に
頼
る
、
ビ
ル
型

の「
雨
庭
」
で
す
。
こ
う
い
う
施
設
が
一
般

的
に
な
る
と
、
豪
雨
の
と
き
に
下
水
の
排

水
能
力
を
超
え
て
起
こ
る
内
水
氾
濫
の
リ

ス
ク
が
減
り
ま
す
。
同
時
に
都
市
の
生
物

多
様
性
の
保
全
や
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
に
も
役
だ
ち
そ
う
だ
、
と
し
て
政

府
が
発
行
す
る
二
〇
一
七
年
度
の
「
環
境
・

循
環
型
社
会
・
生
物
多
様
性
白
書
」
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
！

　

そ
れ
に
し
て
も
、
都
心
の
わ
ず
か
八
十

平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ビ
ル
内
人
工
地
盤

の
緑
に
、
渡
り
の
最
中
の
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ

が
よ
く
や
っ
て
来
て
く
れ
た
も
の
で
す
。
ア

サ
ギ
マ
ダ
ラ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
だ
け
で

な
く
、
オ
ス
の
性
フ
ェ
ロ
モ
ン
の
合
成
に

必
要
な
物
質
、
ピ
ロ
リ
ジ
ジ
ン
ア
ル
カ
ロ

イ
ド
（
Ｐ
Ａ
）
が
含
ま
れ
る
の
で
、
フ
ジ

バ
カ
マ
な
ど
ヒ
ヨ
ド
リ
バ
ナ
の
仲
間
の
花

蜜
が
大
好
き
。
高
い
臭
覚
能
力
が
、
渡
り

を
さ
さ
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
「
渡
り
」
ル
ー
ト

　

夏
に
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
で
繁
殖
し
た
ア

サ
ギ
マ
ダ
ラ
は
、秋
に
南
下
し
、世
代
を
超

え
て
翌
春
に
ふ
た
た
び
北
上
す
る
ル
ー
ト

を
と
る
こ
と
が
、こ
の
不
思
議
な
能
力
に
魅

了
さ
れ
た
人
び
と
の
国
境
を
も
超
え
た
活

動
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。ア
サ
ギ

マ
ダ
ラ
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
捕
獲
、羽
に
場

所
と
日
付
等
を
マ
ー
キ
ン
グ
し
て
放
蝶
、再

捕
獲
な
ど
で
移
動
を
記
録
す
る
の
で
す
。

　

京
都
市
西
京
区
大
原
野
や
右
京
区
嵯
峨

水
尾
の
フ
ジ
バ
カ
マ
原
種
の
系
統
保
存
に

取
り
く
ん
で
い
る
畑
に
も
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ

が
た
く
さ
ん
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
小

学
生
が
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
個
体
が
な
ん
と

台
湾
で
発
見
さ
れ
た
の
で
す
。
は
じ
め
て

記
録
さ
れ
た
京
都
―
台
湾
ル
ー
ト
は
、
約

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
四
日
間
と
な

り
ま
し
た
。

フ
ジ
バ
カ
マ
の
原
種
は
絶
滅
の
危
機

　

さ
て
、
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
が
大
好
き
な
フ

ジ
バ
カ
マ
は
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
準

絶
滅
危
惧
種
、京
都
府
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ

ク
で
は
絶
滅
寸
前
種
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
来
、
河
川
沿
い
や
、
時

折
水
を
か
ぶ
る
氾
濫
原
、
原
野
に
生
育
す

る
植
物
で
す
が
、
こ
う
し
た
場
所
が
河
川

整
備
な
ど
で
急
速
に
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

園
芸
店
で
見
か
け
る
の
で
、「
ほ
ん
と
に

絶
滅
危
惧
な
の
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
別
種
の
コ
バ
ノ
フ
ジ

バ
カ
マ
（
ニ
セ
フ
ジ
バ
カ
マ
）
や
交
配
種

で
、
花
は
赤
み
が
強
い
も
の
が
多
く
て
小

型
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
紫
式
部
の
『
源

氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
フ
ジ
バ
カ
マ
の
原
種

も
古
代
に
大
陸
か
ら
来
た
可
能
性
も
あ
る

よ
う
で
す
が
大
型
で
す
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、

京
都
で
見
つ
か
っ
た
原
種
の
系
統
が
五
つ

ほ
ど
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
仲
間
は
交
雑

し
や
す
い
の
で
、
遺
伝
的
な
性
質
が
よ
く

わ
か
る
ま
で
は
、
交
雑
し
な
い
よ
う
に
系

統
保
存
し
て
い
ま
す
。
冷
泉
家
の
お
庭
に

あ
っ
た
系
統
は
ひ
と
き
わ
大
型
。
こ
う
し

た
原
種
の
遺
伝
的
な
多
様
性
を
な
ん
と
か

継
承
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
を
と
り
ま
く

生
き
も
の
た
ち

　

さ
て
、
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
雄
が
吸
蜜
源

に
求
め
る
ピ
ロ
リ
ジ
ジ
ン
ア
ル
カ
ロ
イ
ド

（
Ｐ
Ａ
）
は
一
種
の
毒
で
、
シ
カ
も
フ
ジ
バ

カ
マ
を
好
ん
で
は
食
べ
ま
せ
ん
。
ま
た
ア

サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
幼
虫
の
食
草
も
ガ
ガ
イ
モ

科
の
Ｐ
Ａ
を
含
む
有
毒
植
物
で
、
体
内
に

毒
を
溜
め
こ
む
と
、
天
敵
に
食
べ
ら
れ
な

い
利
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
イ
ソ

ヒ
ヨ
ド
リ
や
カ
ラ
ス
が
幼
虫
を
食
べ
る
と

い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
が
、
ア
サ
ギ
マ
ダ

ラ
に
擬
態
す
る
カ
バ
シ
タ
ア
ゲ
ハ
と
い
う

チ
ョ
ウ
も
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
定

の
効
果
は
あ
り
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
生
き
も
の
の
世
界
は
す
ご
い
。

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
食
草
に
微
細
な
卵
を
産

み
付
け
る
寄
生
バ
エ
が
い
る
の
で
す
。ア
サ

ギ
マ
ダ
ラ
の
幼
虫
に
飲
み
込
ん
で
も
ら
っ

て
体
内
で
孵
化
。
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
幼
虫

が
蛹
に
な
っ
た
こ
ろ
に
寄
生
バ
エ
の
幼
虫

は
蛹
を
食
べ
て
脱
出
し
て
土
中
で
蛹
に
な

る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
す
ご
い
の
も
い
て
、

キ
ス
ジ
セ
ア
カ
カ
ギ
バ
ラ
バ
チ
と
い
う
寄

生
バ
チ
も
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
食
草
に
こ
れ

ま
た
微
細
な
卵
を
産
み
付
け
ま
す
。
ア
サ

ギ
マ
ダ
ラ
の
幼
虫
の
体
内
で
孵
化
し
て
、そ

こ
に
マ
ダ
ラ
ヤ
ド
リ
バ
エ
と
い
う
寄
生
バ

エ
の
幼
虫
が
い
た
ら
寄
生
し
ま
す
。
寄
生

バ
エ
が
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
蛹
か
ら
脱
出
し

て
蛹
に
な
っ
た
あ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
蛹

か
ら
寄
生
バ
チ
が
脱
出
す
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
毒
を
利
用
す
る
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ

に
は
敵
の
敵
と
い
う
進
化
の
過
程
の
味
方

も
い
る
の
で
す
ね
。

もりもと・ゆきひろ
農学博士（京都大学）。
1948年に大阪府に生ま
れる。京都造形芸術大
学、大阪府立大学、京都
大学大学院などで教授を
歴任。専門は環境デザイ
ン学、景観生態学。編著
書に『景観の生態史観
──攪乱が再生する豊か
な大地』（京都通信社）な
ど多数。文化庁の文化
審議会文化財分科会な
どで専門委員等を務める。

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
と

フ
ジ
バ
カ
マ
を
め
ぐ
る
緑
と
生

森
本
幸
裕

京
都
学
園
大
学
バ
イ
オ
環
境
学
部 

特
任
教
授

京
都
大
学
名
誉
教
授

地
球
上
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
た
が
い
に
助
け
あ
い
、

利
用
し
あ
い
な
が
ら
、
生
命
を
育
ん
で
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
も
そ
の
輪
を
形
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
す
。

生
き
も
の
ど
う
し
の
連
環
、そ
し
て
、

そ
こ
に
関
わ
る
人
間
の
役
割
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く

サ
イ
エ
ン
ス
・
コ
ラ
ム
で
す

京都駅ビル「緑水歩廊」（監修：森本幸裕）
屋台プランターにアサギマダラが飛来したコバノフジバカマ（園芸種）

アサギマダラと寄生バエ、寄生バチとの関係

原種のフジバカマ（大原野産）とアサギマダラ
フジバカマの枯れ葉は桜餅と同じ、よい香りがする

里山ゾーン

棚田、湿地ゾーン

池沼ゾーン

シート型太陽光
発電装置湧水

雨水

烏丸小路広場

アサギマダラ
幼虫

アサギマダラの蛹

寄生バエ
蛹

キスジアカカギバラバチ
草を食べる

アサギマダラの蛹を食べて脱出
→ハチをいっしょに飲み込む

蛹から脱出
体内で孵化

体内
寄生バエ
寄生バチ

寄生バエや寄生バチ
体内
寄生バエ
寄生バチ→食草に産卵

体内

寄生バチ

連載

いぶ
きの輪っか
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マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は
、
熱
帯
か
ら
亜
熱
帯

の
沿
岸
部
に
成
立
す
る
、
メ
ヒ
ル
ギ
や
オ

ヒ
ル
ギ
な
ど
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
物
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
森
林
で
す
。
二
十
世
紀
な

か
ば
ま
で
、ベ
ト
ナ
ム
の
沿
岸
部
に
は
四
十

万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

が
拡
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

沿
岸
部
の
住
民
も
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
を
と
り

ま
く
生
態
系
の
一
員
と
な
っ
て
、
自
然
の

恵
み
を
受
け
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
九
四
六
年
に
始
ま
っ
た
イ

ン
ド
シ
ナ
戦
争
と
、
こ
れ
に
続
く
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
に
よ
っ
て
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩

壊
し
ま
す
。
戦
火
に
よ
る
焼
失
と
枯
葉
剤

の
撒
布
に
よ
る
枯
死
、
さ
ら
に
戦
後
の
復

興
期
に
は
、
材
木
や
エ
ビ
養
殖
を
目
的
と

し
た
乱
開
発
に
よ
る
伐
採
で
、
そ
の
面
積

は
大
き
く
減
り
ま
し
た
。こ
の
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
の
危
機
を
救
う
べ
く
立
ち
上
が
っ
た
の

が
フ
ァ
ン
博
士
で
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
で
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、

人
間
と
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
と
が
共
生
し
て
き

ま
し
た
。
木
材
、
木
炭
、
薪
、
薬
草
と
い
っ

た
森
林
資
源
だ
け
で
な
く
、
水
路
の
両
側

い
の
ち
の
美
し
さ
に
ふ
れ
て
、

自
然
の
摂
理
と
真
理
の
探
究
に
め
ざ
め
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。

学
を
き
わ
め
、
志
を
遂
げ
た
人
た
ち
は
、

長
い
キ
ャ
リ
ア
の
な
か
で
何
を
悟
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

戦
火
に
も
負
け
ず
に
研
究
を
続
け
た
フ
ァ
ン
・
グ
ェ
ン
・
ホ
ン
博
士
は
、

戦
乱
と
開
発
で
荒
廃
し
た
ベ
ト
ナ
ム
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
再
生
活
動
の
中
心
と
な
り
、

自
然
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
と
も
に
生
き
る
人
び
と
の
暮
ら
し
を
再
生
し
た
の
で
す

「
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は

ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
の
財
産
な
の
で
す
」

に
繁
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
根
元
や
干
潟
で

捕
れ
る
漁
業
資
源
が
住
民
の
生
活
を
支
え

て
い
た
の
で
す
。
戦
時
中
に
は
、
ベ
ト
ナ

ム
の
兵
士
や
ゲ
リ
ラ
兵
の
隠
れ
家
と
し
て

利
用
さ
れ
、
水
路
で
育
ま
れ
る
海
産
物
は
、

食
糧
不
足
に
苦
し
む
ベ
ト
ナ
ム
の
人
た
ち

の
命
を
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

　

戦
火
と
乱
開
発
に
よ
っ
て
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
が
失
わ
れ
る
と
、
動
植
物
の
種
類
の
減

少
、
水
質
の
汚
染
、
土
壌
の
酸
性
化
、
海

岸
の
浸
食
な
ど
が
起
こ
り
、
住
民
の
生
活

に
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
は
、
少
な
い
投
資
で
手
っ
と
り
ば
や

く
収
益
を
あ
げ
ら
れ
る
エ
ビ
の
養
殖
が
さ

か
ん
に
な
り
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
が
伐
採
さ

れ
ま
し
た
。
無
計
画
な
開
発
が
続
い
た
結

果
、
エ
ビ
に
伝
染
病
が
蔓
延
し
、
か
え
っ

て
大
き
な
経
済
的
損
失
に
つ
な
が
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
物
を
植
林
す
れ
ば
、失

わ
れ
た
生
態
系
全
体
が
回
復
す
る
こ
と
を
、

フ
ァ
ン
博
士
は
長
年
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。
単
一
種
の
植
林
で
も
、

そ
の
根
茎
が
発
達
す
る
こ
と
で
土
壌
が
改

善
し
、
落
葉
落
枝
に
よ
っ
て
有
機
物
が
供

給
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
も
と
も
と
そ

の
地
域
で
自
生
し
て
い
た
植
物
も
生
育
し

　

一
九
三
五
年
、
現
在
の
ベ
ト
ナ

ム
中
北
部
の
ハ
テ
ィ
ン
省
ド
ゥ
ッ
ク

ト
県
生
ま
れ
。
貧
し
い
な
が
ら
も

教
育
熱
心
な
家
庭
に
育
ち
ま
し
た

が
、
折
し
も
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
が

勃
発
し
、
空
襲
か
ら
逃
れ
な
が
ら

勉
強
す
る
生
活
が
続
き
ま
し
た
。

　

終
戦
後
、「
豊
か
に
な
る
に
は
大

学
に
入
学
す
る
し
か
な
い
」
と
考

え
、疎
開
し
て
い
た
村
か
ら
百
五
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ハ
ノ
イ
を

歩
い
て
め
ざ
し
ま
し
た
。
仲
間
と

助
け
合
い
な
が
ら
苦
学
に
耐
え
、大

スケッチでマング
ローブの生態を
記録した

1977年、南ベトナムのマングローブの調査に向かうファン博士。
ベトナム戦争終結によって調査が可能になった

学
を
卒
業
し
て
か
ら
は
、
ハ
ノ
イ

教
育
大
学
の
講
師
に
。
そ
こ
で
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
と
い
う
生
涯
の
研
究

テ
ー
マ
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

フ
ァ
ン
博
士
が
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

の
研
究
を
始
め
た
の
は
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
が
勃
発
し
、北
爆
が
始
ま
っ

た
こ
ろ
で
し
た
。
は
じ
め
は
、
爆

撃
の
少
な
い
ベ
ト
ナ
ム
北
端
の
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
を
研
究
し
て
い
ま
し

た
が
、
対
象
地
域
は
南
部
へ
と
少

し
ず
つ
拡
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

戦
時
下
で
の
調
査
活
動
は
、
攻
撃

さ
れ
る
危
惧
の
少
な
い
夜
間
に
限

ら
れ
ま
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
中
部
で

の
調
査
は
、
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

も
の
距
離
を
夜
間
に
自
転
車
で
移

動
し
な
が
ら
数
年
か
け
て
達
成
し

た
そ
う
で
す
。

　

た
い
へ
ん
だ
っ
た
の
は
現
地
調

査
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学

の
実
験
・
分
析
設
備
は
充
分
で
は

な
く
、
別
の
大
学
に
勤
め
る
友
人

に
頼
み
こ
ん
で
試
薬
を
分
け
て
も

ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う

し
た
苦
難
を
乗
り
こ
え
て
、
フ
ァ

ン
博
士
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
研
究
の

第
一
人
者
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
国

内
で
は
じ
め
て
博
士
号
を
取
得
し

た
一
人
と
な
っ
た
の
で
す
。

叡智の人の足跡
【コスモス国際賞】

地球を救う
アイデアに捧げる

花の万博から四半世紀以上、
花博記念協会は「自然と人間
との共生」を訴えつづけてきま
した。地球のためにすぐれた
業績を残した方を顕彰するコ
スモス国際賞は、昨年に25回
を迎えました。

◉共生の理念の形成、
　発展に寄与すること

◉地球的視点に立ち、
　長期的な視野をもつこと

◉統合的な方法を用いた
　研究や活動であること

受賞のポイント

カンザー国立公園（ホーチミン市南部）のマングロ
ーブの再生。上／終戦直後の惨状、下／現在の
植林されたマングローブ

「
植
林
さ
れ
た
地
域
で
は

貧
し
い
人
び
と
の
生
活
も
改
善
さ
れ
ま
し
た
」

近 代 学 
匠 

伝

二
〇
〇
八
年
　
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者

フ
ァ
ン
・
グ
ェ
ン
・
ホ
ン 

博
士

D
r. P

h
a

n
 N

g
u

y
ê

n
 H

ô
n

g
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終
戦
後
ま
も
な
く
、
破
壊
さ
れ
た
マ
ン

グ
ロ
ー
ブ
を
再
生
す
る
取
り
組
み
が
始
ま

り
ま
し
た
。し
か
し
、初
め
の
こ
ろ
は
技
術

不
足
で
苗
木
が
う
ま
く
生
育
し
な
か
っ
た

り
、管
理
・
保
護
の
啓
発
が
不
充
分
だ
っ
た

た
め
に
、せ
っ
か
く
生
育
し
た
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
植
物
を
住
民
が
伐
採
し
て
し
ま
う
な
ど
、

再
生
は
な
か
な
か
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
九
二
年
に
ベ
ト
ナ
ム
政

府
が
植
林
事
業
へ
の
国
家
予
算
投
入
を
決

め
、
失
敗
を
く
り
返
さ
な
い
よ
う
に
法
律

や
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
物
の
生
態
研
究
の

成
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
適
し

た
植
物
種
の
選
定
や
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の

望
ま
し
い
保
全
方
法
を
フ
ァ
ン
博
士
が
確

立
し
ま
し
た
。
住
民
へ
の
教
育
・
啓
発
活

動
に
力
を
入
れ
た
こ
と
も
功
を
奏
し
、
植

林
面
積
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
に
は
、
二
〇
〇
四
年
の

ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
の
よ
う
な
大
規
模
な

津
波
や
、
毎
年
襲
来
す
る
台
風
の
被
害
を

軽
減
す
る
機
能
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
認
識
し
た
住
民
が
、
保
護
活
動
に
積
極

的
に
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
大
き
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

 「
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
の
受
賞
は
、政
府
機
関
や

「
研
究
で
わ
か
っ
た
こ
と
を

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
だ
い
じ
で
す
」

未
来
の
地
球
環
境
の
た
め
に

い
ち
ば
ん
重
要
な
こ
と
は
「
教

育
」
だ
と
、フ
ァ
ン
博
士
は
力
強

く
語
り
ま
す
。「
環
境
保
護
を
成

功
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
一

人
ひ
と
り
が
環
境
の
重
要
性
を

理
解
し
、
具
体
的
な
活
動
に
参

加
す
る
こ
と
」だ
と
い
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
博
士
が
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
の
再
生
を
成
し
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
も
、
家
族
や
研
究

者
仲
間
、
行
政
、
地
域
住
民
の

一
人
ひ
と
り
の
支
援
が
あ
っ
て

こ
そ
で
し
た
。
と
く
に
、
マ
ン

グ
ロ
ー
ブ
の
役
割
と
植
林
・
手

入
れ
の
方
法
を
地
域
住
民
に
て

い
ね
い
に
啓
発
し
た
こ
と
は
大

き
な
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

「
環
境
保
護
の
教
育
を
通
じ

て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う

若
い
人
た
ち
に
関
心
を
も
っ
て

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
環

境
を
保
護
す
る
の
は
、
ほ
か
の

誰
で
も
な
く
、
み
な
さ
ん
な
の

で
す
か
ら
」。 

地
球
環
境
問
題
を

一
人
ひ
と
り
の
問
題
に

C  O  L  U  M  N

未来を担うみなさんに

未来を担う子どもたちとの植林活動

住民と話すファン博士。マングローブの重要性を伝えるには、
信頼関係を構築することが重要だった

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
、そ
れ
ま
で
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
の
保
護
に
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
人
び
と

に
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
い

き
っ
か
け
と 

な
り
ま
し
た
」。
U
N
E
S
C
O

や
A
S
E
A
N
な
ど
の
国
際
機
関
、E 

U
諸

国
、日
本
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
政
府
か
ら

は
も
ち
ろ
ん
、
A
C
T
M
A
N
G
（
マ
ン
グ

ロ
ー
ブ
植
林
行
動
計
画
）な
ど
の
N
G
O
か

ら
の
支
援
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
も
フ
ァ
ン
博

士
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
科
学
者
、
国
、
N
G
O
、

住
民
が
協
力
す
る
こ
と
で
、
景
観
、
環
境
、

天
然
資
源
と
し
て
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
が
回

復
し
た
だ
け
で
な
く
、
住
民
の
生
活
水
準

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
の
で

す
。
八
十
歳
を
超
え
た
フ
ァ
ン
博
士
は
、研

究
・
環
境
保
護
活
動
の
一
線
か
ら
は
引
退

さ
れ
ま
し
た
が
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
再
生
、

生
育
に
取
り
組
む
後
進
の
活
躍
を
見
守
っ

て
い
ま
す
。

は
じ
め
、生
物
多
様
性
の
高
い
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
に
発
達
す
る
の
で
す
。

　

生
物
多
様
性
が
高
ま
れ
ば
、
そ
こ
に
生

息
す
る
生
き
も
の
も
増
え
、
森
林
・
漁
業

資
源
を
安
定
し
て
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

地
域
住
民
の
生
活
水
準
は
向
上
し
ま
す
。

な
か
で
も
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
大
半
を

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
で
過
ご
す
ノ
コ
ギ
リ
ガ
ザ

ミ
は
、
収
益
性
も
高
い
こ
と
か
ら
、
住
民

の
重
要
な
収
入
源
で
す
。

横倉山

ヤハズマンネングサ（徳島、高知）

コオロギラン（徳島、高知）

ヤマトグサ（高知）

徳島県
高知県愛媛県

香川県

高知県の石灰岩地帯で発
見。高知県だけでなく徳
島県でも生育が確認され
ている。開花は3～5月

日本の研究者が最初に発表し
た新種である。高知県で最初
に発見され、ヤマトグサ科の新
属新種として記載された

1889年に横倉山で発見
された高さ3～10cmほど
の小さなラン。開花は8～
9月。褐色で透明な花びら
がコオロギの羽のように
見えことから名づけられた

日

本植
物紀行
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日
米
交
流
の
象
徴
と
し
て
川
面
を
彩

る
ワ
シ
ン
ト
ン
D.
C.
の
桜
並
木
。

じ
つ
は
こ
の
桜
の
台
木
は
「
植
木
と
花
の

ま
ち
」
兵
庫
県
伊
丹
市
で
育
て
ら
れ
た
も

の
。
一
九
六
七
年
開
校
の
伊
丹
市
立
瑞
穂

小
学
校
は
、
こ
の
街
の
オ
ア
シ
ス
で
も
あ

る
昆こ

陽や

池い
け

、
瑞ず

ケが

池い
け

な
ど
の
大
き
な
た
め

池
と
緑
地
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
と
先
生
や
地
域
の
人
び
と
と
の
元
気

な
あ
い
さ
つ
の
響
く
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
小

学
校
で
す
。

　

老
朽
化
し
た
校
庭
の
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
遊

具
の
撤
去
を
機
に
、
P
T
A
の
方
た
ち
か

ら
ビ
オ
ト
ー
プ
の
設
置
を
提
案
。「
維
持
管

理
の
た
い
へ
ん
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
か
、

先
生
が
た
は
な
か
な
か
首
を
縦
に
振
っ
て

く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ビ
オ
ト
ー
プ
の

教
育
的
効
果
を
訴
え
、
P
T
A
の
全
面
協

力
を
約
束
す
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
設
置

ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
」。
笑
顔
で
十
年
前

を
ふ
り
か
え
る
の
は
、
こ
の
活
動
を
主
導

し
た
板
野
彰
彦
さ
ん
。

　

ビ
オ
ト
ー
プ
で
は
、
か
つ
て
学
区
内
に

自
生
し
て
い
た
絶
滅
危
惧
種
の
デ
ン
ジ
ソ

ウ
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
の

ほ
か
、
近
隣
の
緑
地
か
ら
飛
来
す
る
野
鳥

や
昆
虫
を
観
察
で
き
ま
す
。
池
の
周
囲
に

は
頼ら

い

山さ
ん

陽よ
う

が
絶
賛
し
た
と
い
う
地
元
ゆ
か

り
の
台
柿
や
、
江
戸
時
代
か
ら
残
る
道
し

る
べ
も
。
自
然
を
愛
で
る
だ
け
で
な
く
、
地

元
の
歴
史
に
も
関
心
を
よ
せ
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

毎
年
二
回
、教
員
、子
ど
も
た
ち
、P
T
A

と
地
域
の
人
び
と
と
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ

て
手
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。「
作
業
を
通
じ

て
、
地
域
全
体
で
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
ま
り
ま
し
た
。
ビ
オ
ト
ー
プ
が
で
き

て
か
ら
と
い
う
も
の
、
そ
れ
ま
で
問
題
に

な
っ
て
い
た
学
級
崩
壊
も
す
っ
か
り
な
く

な
り
、
あ
い
さ
つ
と
笑
顔
の
あ
ふ
れ
る
学

区
に
な
っ
た
と
評
判
で
す
」。
ビ
オ
ト
ー
プ

の
維
持
・
発
展
に
は
、
長
期
的
な
計
画
に

も
と
づ
く
日
々
の
こ
ま
や
か
な
手
入
れ
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
定
期
的
な
異
動
の
あ
る

教
員
だ
け
に
管
理
を
押
し
つ
け
ず
、
地
域

の
人
び
と
を
い
か
に
主
体
的
に
巻
き
込
む

か
も
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

「
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
ビ
オ
ト
ー
プ

を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の

は
た
ら
き
か
け
で
校
内
の
環
境
を
よ
り
よ

く
で
き
る
と
い
う
自
信
が
つ
き
ま
し
た
」。

池
に
農
業
用
水
を
引
き
込
む
な
ど
、
毎
年

の
よ
う
に
改
良
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
い
ず
れ
は
校
内
全
体
が
大
き
な
ひ
と
つ
の

ビ
オ
ト
ー
プ
の
よ
う
な
学
校
に
し
た
い
ん

で
す
」。
下
校
す
る
子
ど
も
た
ち
に
あ
い
さ

つ
し
な
が
ら
夢
を
語
る
板
野
さ
ん
の
目
は
、

子
ど
も
た
ち
に
負
け
な
い
く
ら
い
キ
ラ
キ

ラ
と
輝
い
て
い
ま
し
た
。

小
さ
な
池
を
中
心
に
、
多
種
多
様
な
動
植
物
が
ひ
と
つ
な
が
り
の
生
態
系
を
な
し
て
い

る
生
態
園
（
ビ
オ
ト
ー
プ
）は
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
自
然
の
重
要
性
や
い
の
ち
の

関
連
性
を
理
解
す
る
貴
重
な
体
験
の
場
と
な
り
ま
す
。
花
博
記
念
協
会
は
、「
自
然
と

人
間
と
の
共
生
」
と
い
う
理
念
の
普
及
啓
発
を
は
か
る
た
め
、
毎
日
新
聞
大
阪
本
社
と

の
共
催
で
ビ
オ
ト
ー
プ
を
設
置
す
る
小
・
中
学
校
を
支
援
し
て
い
ま
す

花
博
記
念
協
会・
毎
日
新
聞
大
阪
本
社　

共
催
事
業

小
・
中
学
校
に
お
け
る
生
態
園
づ
く
り 

伊
丹
市
立
瑞
穂
小
学
校

ビオトープの手入れのボランティアの子どもたちと。右
から2人めが板野彰彦さん。右端は西尾隆校長。ベニイトトンボ

（環境省レッドリスト 準絶滅危惧）

←2017年8月のビオトープ大清掃のようす
↓現在のビオトープ

デンジソウ
（環境省レッドリスト 絶滅危惧Ⅱ類）
かつては瑞穂小の学区内にも自生して
いたが、宅地開発で自生地は消滅。ビオ
トープで育てることで、地域の自生種を
守っている

ビオトープで
観察できる
動物たち

チョウトンボ

クビキリギス

ジャコウアゲハ

カルガモ

自
然
と
人
、人
と
人
と
を
つ
な
ぐ

ビ
オ
ト
ー
プ

協会事業
紹介

編
集
後
記

　

朝
、
携
帯
電
話
で
一
日
の
天
気
を
確
認
す
る
こ
と
が
日
課
で
す
。

雨
の
マ
ー
ク
が
あ
れ
ば
、
雨
雲
レ
ー
ダ
ー
で
数
時
間
後
の
雨
雲
の
動

き
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
一
日
の
予
定
を
立
て
ま
す
。
お
か
げ
で
急
な
雨

に
降
ら
れ
る
こ
と
は
減
り
ま
し
た
が
、
こ
の
便
利
さ
と
正
確
さ
を

知
っ
て
し
ま
っ
た
私
に
は
、天
気
を
読
む
能
力
は
も
う
備
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
空
を
見
上
げ
る
こ
と
も
減
り
ま
し
た
。
道

路
の
両
側
に
そ
び
え
る
ビ
ル
の
せ
い
で
狭
く
な
っ
た
空
は
、
な
ん
だ

か
も
の
た
り
な
い
の
で
す
。そ
れ
に
、
雲
の
流
れ
ゆ
く
先
を
想
像
し

た
り
、
ひ
ろ
い
空
を
見
上
げ
て
歩
い
た
幼
少
期
に
思
い
を
馳
せ
る
よ

り
も
、「
い
ま
い
る
こ
こ
、
現
在
」
が
だ
い
じ
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
天
候
の
読
み
方
だ
け
で
な
く
、
空
の
存
在
ま

で
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は
…
…
。
そ
う
な
る
ま
え
に
、
き
ょ
う
は

「
ポ
ー
ッ
」と
空
を
仰
ぎ
見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
八
年
一
月　
（
編
集
部
・
K
）

『
K
O
S
M
O
S
』の
誌
名
に
こ
め
た
思
い

　

本
誌
の
タ
イ
ト
ル
は
、
C
O
S
M
O
S
で
は
な
く
、
あ
え
て

K
O
S
M
O
S
と
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
意
識
・
心
の
領
域
を
も

含
め
た
「
秩
序
と
調
和
の
宇
宙
」
を
意
味
し
ま
す
が
、
真
の
共
生
の

在
り
方
を
探
る
本
誌
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
自

然
科
学
を
論
じ
た
と
き
に
用
い
た
K
O
S
M
O
S
を
使
う
こ
と
で
、

人
類
の
本
質
的
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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はかなく、清く、潔く

日本の伝統
園芸植物

2

両
金
」
の
和
名
は
カ
ラ
タ
チ
バ
ナ

（
唐
橘
）。「
唐
」
と
は
つ
い
て
い
ま

す
が
、
園
芸
品
種
の
百
両
金
は
大
陸
由
来

で
は
な
く
、
日
本
に
自
生
す
る
野
生
種
か

ら
園
芸
化
さ
れ
た
も
の
。
常
緑
の
葉
と
小

粒
の
赤
い
実
が
特
徴
で
、
縁
起
も
の
と
し

て
正
月
飾
り
に
好
ま
れ
ま
す
。
セ
ン
リ
ョ

ウ
（
千
両
）
や
マ
ン
リ
ョ
ウ
（
万
両
）
は
、

百
両
金
よ
り
実
が
多
い
こ
と
か
ら
名
づ
け

ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
百
両
金
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
栽

培
技
術
が
確
立
し
、
観
賞
用
と
し
て
多
く

の
品
種
が
出
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
古
い

も
の
で
は
「
松
平
鳳
風
」
や
「
伊
達
錦
」、

「
駿
河
百
種
」
な
ど
、
大
名
や
藩
の
名
を
冠

し
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

に
希
少
な
白
実
の
万
両
の
品
種
が
現
れ
た

の
を
機
に
、
百
両
金
の
主
流
は
葉
変
わ
り

品
種
に
移
り
ま
す
。
斑
入
り
な
ど
の
葉
芸

が
珍
重
さ
れ
、
京
と
難
波（
大
阪
）
を
中
心

に
大
流
行
し
ま
し
た
。

園
芸
文
化
を
磨
き
上
げ
た

江
戸
っ
子
の
美
学

　
百
両
金
な
ど
の
高
額
な
園
芸
植
物
が
人

気
と
な
っ
た
背
景
に
は
、「
江
戸
っ
子
気
質
」

の
誕
生
が
あ
り
ま
す
。
太
平
の
世
が
続
き
、

発
展
し
た
江
戸
の
町
に
は
「
江
戸
生
ま
れ
・

江
戸
育
ち
」
が
増
え
、
商
人
や
庶
民
が
文

象
で
も
あ
り
ま
し
た
。
博
打
的
な
要
素
は

あ
れ
ど
、
植
物
の
変
化
の
個
性
や
美
麗
を

競
う
と
こ
ろ
に
、
江
戸
っ
子
の
「
い
き
」を

感
じ
ま
す
。

　
百
両
金
の
流
行
は
明
治
時
代
に
隆
盛
を

き
わ
め
、
名
古
屋
や
新
潟
に
ま
で
拡
が
り

ま
し
た
。
昭
和
初
期
、
太
平
洋
戦
争
の
渦

中
で
多
く
の
品
種
が
失
わ
れ
ま
し
た
が
、島

根
県
や
新
潟
県
で
栽
培
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。一
九
七
〇
年
こ
ろ
か
ら
百
両
金
の
人

気
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
太
平
の
世

だ
か
ら
こ
そ
高
値
の
つ
い
た
百
両
金
。
お

だ
や
か
な
こ
の
平
成
の
世
に
、
ふ
た
た
び

そ
の
名
が
注
目
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
表
紙
の
解
説
】

朱
色

元
来
は
、天
然
の
硫
化
水
銀
、
辰
砂
の
色

を
さ
し
ま
す
が
、現
在
の
朱
色
は
、
鮮
や

か
な
黄
み
の
赤
を
も
つ
、人
造
朱
の
銀
朱

の
色
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
朱
は
長
い
歴
史

を
も
ち
、古
代
中
国
の
五
行
説
で
は
五
色

の
正
色
の
一
つ
で
す
。
方
位
で
は
、朱
雀
、

南
の
方
位
を
象
徴
し
ま
す
。
天
子
の
朱
印

は
権
威
の
象
徴
で
あ
り
、武
士
の
時
代
に

は
将
軍
だ
け
が
発
行
す
る
公
文
書
を
朱

印
状
と
い
う
な
ど
、東
洋
で
は
と
く
に
朱

肉
の
色
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
色
で
す
。
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百
「

化
の
担
い
手
と
な
り
ま

し
た
。江
戸
っ
子
は「
宵

越
し
の
銭
を
持
た
ず
、

食
べ
も
の
や
遊
び
に
金

を
か
け
る
」
と
い
わ
れ

ま
す
。
老
後
の
心
配
な

ど
せ
ず
に
「
そ
の
日
暮

ら
し
」
を
好
み
、
競
っ

て
「
遊
び
」
に
お
金
を

か
け
ま
し
た
。
園
芸
植

物
の
売
買
は
投
機
の
対

【 百両金 百種 】
百両金には、葉の縁が白いものや、ねじれて巻き
あがっているものなど、多くの種類がある。赤や白
だけでなく、黄やピンクなどの実をつけるものもある。
写真の百種は、標準的な品種

園
芸
店
に
並
ぶ
鉢
物
の
植
物
が
数
百
万
円
で
売
ら
れ
て
い
た
ら
、
誰
も
が
目
を
疑
う
は
ず
。
で

も
、
驚
く
こ
と
な
か
れ
。
江
戸
時
代
に
は
も
っ
と
高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
た
園
芸
植
物
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
名
も
百
両
金
。
売
値
は
「
百
両
は
下
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
う
名
づ
け

ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
一
両
は
現
在
の
十
数
万
円
に
相
当
し
ま
す
。
幕
末
に
は
、
一
株
に
二
千

両
を
超
え
る
値
が
つ
い
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す

太
平
の
世
に

き
ら
め
い
た

百
両
の
緑

百カ

ラ

タ

チ

バ

ナ

両
金
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