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私
た
ち
は
、
公
園
や
街
路
に
緑
地
（
植
樹
帯
）
を
設
け
、

憩
い
や
安
ら
ぎ
を
求
め
る
。
日
本
人
は
古
来
よ
り
花
や
緑
を
愛
で
、

作
庭
や
生
け
花
、
詩
歌
や
絵
画
に
そ
の
思
い
を
託
し
て
き
た
。

明
治
以
降
の
都
市
化
の
進
展
に
よ
り
、
身
近
な
緑
は
失
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
た
ん
に
都
市
環
境
へ
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、

緑
を
愛
で
、
暮
ら
し
て
き
た
感
性
の
亡
失
に
も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
都
市
の
緑
、

と
り
わ
け
身
近
な
公
園
の
緑
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

対談

白
幡
●
自
宅
の
近
所
に
、
小
さ
な
庭
の
手
入
れ
を
楽
し

ま
れ
て
い
る
夫
婦
が
い
る
ん
で
す
。
カ
キ
の
木
や
常
緑

樹
、
野
菜
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
育
っ
て
い
て
、
春
に
は
フ
キ

ノ
ト
ウ
が
そ
こ
を
覆
う
。
す
ご
く
き
れ
い
で
す
。「
え
え

庭
や
な
」
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
生
き
た
庭
を

つ
く
る
庭
師
は
、
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　

畑
な
ど
の
農
地
は
生
産
緑
地
と
し
て
緑
の
扱
い
で
す

が
、
農
産
物
を
大
量
生
産
す
る
必
要
か
ら
徹
底
し
た
人

工
的
な
環
境
の
も
と
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
緑
を

鑑
賞
で
き
る
機
能
は
な
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
農
園
の
野
菜
の
緑
と
庭
園
と
の
自
然

な
合
体
が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。
野
菜
の
緑
は
、「
都
市

の
緑
」
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と

い
う
の
が
、
近
ご
ろ
の
私
の
関
心
ご
と
で
す
。

長
尾
●
知
人
の
造
園
家
も
、「
庭
の
一
部
を
畑
に
す
る
の

は
ど
う
か
」
と
提
言
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に

見
た
田
園
風
景
を
庭
に
復
元
で
き
れ
ば
楽
し
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
す
。
た
し
か
に
、
畝
を
き
れ
い
に
立

て
て
手
入
れ
す
れ
ば
、
畑
も
鑑
賞
に
耐
え
う
る
景
観
に

な
り
ま
す
。
私
の
寺
の
あ
る
嵐
山
も
、
か
つ
て
は
社
寺

日比谷公園（国際日本文化研究センター 所蔵）
1903年に開園した日本ではじめての近代西洋風
の公園。ドイツ留学から帰国した本多静六博士が
公園の設計案をまとめた。「西洋の公園らしからぬ」
という理由で設計案は7回否決されたといい、西
洋風であることが重視されていたことを表している。

ドイツのクラインガルデン。アスパラガスを植えている。（撮影・
白幡洋三郎）
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。
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追
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× 京都の円山公園のしだれ桜（国際日本文化研究センター 所蔵）
明治初期〜中期ころの写真。円山公園（京都市）は1886年に
開園。そののち、整備と改修が行なわれ、1913年の小川治兵衞

（植治）の改良工事をへて、現在の姿となった。

［巻頭特集］
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しらはた・ようざぶろう
1949年、大阪府に生まれる。京都大学大学院農
学研究科博士課程単位修得退学。京都大学農学
部助手、国際日本文化研究センター助教授をへて、
1996年に同センター教授。2014年に定年退職。
専門は都市文化論、比較文化史、庭園史など。お
もな著書に『プラントハンター──ヨーロッパの植物
熱と日本』（講談社、毎日出版文化賞奨励賞受賞）

『近代都市公園史の研究 欧化の系譜』（思文閣出
版）『花見と桜──〈日本的なるもの〉再考』（PHP
新書）などがある。

ながお・けんゆう
常寂光寺住職。1960年に京都市に生まれる。玉川
大学農学部で育種学を学ぶ。1984年に卒業。「景
勝・小倉山を守る会」の会長を務める。
常寂光寺は京都市にある日蓮宗の寺院。慶長年間

（1596〜1614）に大本山本圀寺第16世究竟院
日禛（くっきょういんにっしん）上人により開創。紅葉
の美しい小倉山の中腹にあり、常寂光土に遊ぶよう
な風情があることから、この名がつけられた。仁王門

（8ページ）は、元和二（1616）年に大本山本圀寺
客殿の南門を移築、仁王像は運慶作と伝えられる。

場
所
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

ド
イ
ツ
に
は
ク

K
leingarten

ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
と
い
う
農
地
の
賃
借

制
度
が
あ
っ
て
、
行
政
が
街
な
か
の
小
さ
な
農
地
を
住

民
に
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
住
民
は
そ
こ
で
好
み
の
作

物
を
栽
培
し
て
、
通
り
が
か
る
人
た
ち
に
も
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
農
園
に
し
て
い
る
。
日
本
で
も
、
大
き
な
農

地
の
一
部
だ
け
で
も
生
産
と
は
別
に
観
賞
用
に
で
き
な

い
か
な
と
…
…
。
農
地
の
緑
に
は
そ
う
い
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
よ
。

長
尾
●
都
市
で
見
か
け
る
の
は
葉よ

う

菜さ
い

類
く
ら
い
。
旬
の

作
物
は
季
節
を
感
じ
さ
せ
ま
す
か
ら
ね
。

だ
れ
の
た
め
の
公
園
か 

公
園
化
す
る
嵐
山
一
帯

長
尾
●
そ
う
考
え
る
と
、
い
ま
の
「
公
園
」
は
殺
風
景

で
す
ね
。

白
幡
●
デ
ザ
イ
ン
や
機
能
を
ま
じ
め
に
考
え
す
ぎ
る
か

ら
で
す
。
ひ
と
つ
の
土
地
を
み
ん
な
で
使
う
こ
と
を
「
近

代
的
な
価
値
基
準
」に
し
て
き
た
。
公
開
・
公
共
性
が
だ

い
じ
。
完
成
し
て
一
週
間
後
に
は
、「
や
は
り
撤
去
し
て

く
だ
さ
い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
も
よ
い

と
思
う
の
で
す
が
ね
。（
笑
）
き
ま
じ
め
に
も
と
の
ル
ー

ル
や
規
範
を
守
ろ
う
と
す
る
日
本
は
、
豊
か
に
は
な
っ

た
が
余
裕
を
な
く
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
ね
。

　

イ
ギ
リ
ス
な
ん
か
、
じ
つ
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ガ
ー
デ
ン

の
な
い
地
域
が
多
い
の
で
す
よ
。
西
洋
で
は
、
公
園
に

鍵
が
か
か
っ
て
い
た
り
す
る
。
上
層
階
級
が
自
分
の
土

地
に
公
園
を
つ
く
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
お
金
の
か
か
っ

た
ぜ
い
た
く
な
つ
く
り
で
す
が
、
特
定
の
階
級
の
人
た

ち
だ
け
が
使
っ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
公
園
は
市
民
に
開
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
近

代
日
本
の
役
人
は
西
洋
の
公
園
に
倣
い
な
が
ら
、
公
共

性
の
確
保
に
ず
い
ぶ
ん
悩
み
つ
つ
、
そ
の
時
代
の
正
し
い

姿
に
導
い
た
。
小
さ
く
て
維
持
管
理
の
た
い
へ
ん
な
空

間
で
も
、
み
ん
な
で
使
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
ね
。

長
尾
●
嵐
山
の「
景
勝
・
小
倉
山
を
守
る
会＊

１

」で
は
、「
百

人
一
首
」の
小
倉
山
に
マ
ツ
や
モ
ミ
ジ
の
苗
木
を
植
林
し

て
い
ま
す
が
、国
の
税
金
で
整
備
し
て
い
る
か
ら
、
訪
れ

た
人
み
ん
な
が
楽
し
め
る
場
所
に
す
る
こ
と
を
念
頭
に

お
い
て
い
る
。
管
理
道
を
兼
ね
た
散
策
路
も
つ
く
っ
て

い
ま
す
。お
話
を
聞
い
て
い
て
、「
あ
れ
は
公
園
を
つ
く
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
」と
気
づ
き
ま
し
た
。
五
年

前
か
ら
地
元
の
人
た
ち
と
植
林
を
は
じ
め
ま
し
た
が
、尾

根
道
の
ア
カ
マ
ツ
が
大
き
く
な
っ
て
、
ツ
ツ
ジ
も
目
だ
っ

て
咲
く
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
山
を
訪
れ
る
観
光
客

も
増
え
て
い
ま
す
ね
。（
十
二
ペ
ー
ジ
コ
ラ
ム
参
照
）

緑
は
な
に
か
と 

組
み
合
わ
せ
て
こ
そ
楽
し
い

白
幡
●
こ
の
長
岡
天
満
宮
内
の
八
条
が
池＊

２

。
参
道
と
な

る
中
堤
を
挟
ん
で
南
側
は
、
桂
離
宮
と
同
じ
く
も
と
は

八
条
宮
家
の
別
荘
地
だ
っ
た
の
で
す
。
南
側
は
神
社
や

「
錦
水
亭
」
な
ど
の
お
店
の
庭
の
一
部
と
し
て
管
理
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
ま
で
も
す
ば
ら
し
い
風
情
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
堤
を
挟
ん
で
北
側
の
八
条
が
池
は
、
公
共
性

を
も
た
せ
た
公
園
。
池
の
中
央
に
ま
で
水
上
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
る
。
橋
組
な
ど
は
じ
ょ
う
ず
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
木
陰
で
ゆ
っ
く
り
休
め
る
よ
う
な
場
所
が
な
い
。

橋
の
上
に
長
く
は
い
ら
れ
な
い
。
足
を
止
め
て
池
を
眺

め
た
い
人
た
ち
が
も
っ
と
も
っ
と
訪
れ
る
工
夫
が
ほ
し
い
。

歴
史
も
由
緒
も
あ
る
場
所
、
た
だ
人
を
歩
か
せ
て
感
動

し
て
も
ら
お
う
、
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
れ
で
、「
長

岡
天
満
宮
に
茶
店
を
つ
く
ろ
う
」
と
新
聞
に
寄
稿
し
た
。

小倉山の散策路のようす。長尾さんが会長を務める「景
勝・小倉山を守る会」が植樹活動をすすめる。2014年
と2015年には、1,000本のマツやモミジの苗木を植林。
定期的に管理をして、木の密度を適度に保つことで多
種多様な植物が生育する森をめざしている。

公園と茶店
（国際日本文化研究センター 所蔵）
明治時代の茶店のようす。毛氈（もうせ
ん）のかけられた床机に腰かけ、桜の花
を見ながら、穏やかに楽しむ人びと。

八条が池は、1638年に当時の領主である八条宮が命じて造営された灌漑用のため池。外周は約
1キロメートル。奥に見えるのが、長岡天満宮の正面大鳥居。
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（
笑
）
そ
れ
か
ら
十
数
年
た
ち
ま
す
が
、
そ
う
い
う
場
所

は
い
ま
も
な
い
で
す
ね
。

　

長
尾
さ
ん
の
常
寂
光
寺
周
辺
は
散
策
し
て
楽
し
め
る

場
所
で
す
が
、
腰
を
下
ろ
す
場
所
は
あ
り
ま
す
か
。

長
尾
●
嵐
山
近
辺
に
は
、
そ
れ
こ
そ
お
茶
屋
さ
ん
が
あ

り
ま
す
。
散
策
し
た
あ
と
、
床
机
に
座
っ
て
か
き
氷
を

食
べ
た
り
、
抹
茶
を
い
た
だ
い
た
り
…
…
。

白
幡
●
そ
う
い
う
体
験
が
よ
い
の
で
す
よ
。
緑
は
、
構

造
物
や
別
の
自
然
と
対
の
風
景
と
し
て
見
る
と
、
記
憶

の
さ
れ
方
が
深
く
な
り
ま
す
ね
。
軽
く
休
め
る
建
物
を

建
て
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
り
と
い
ろ
い
ろ
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
も
の
を
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
の
経

験
が
い
ち
ば
ん
よ
さ
そ
う
で
す
ね
。

長
尾
●
そ
う
い
う
と
き
に
、
座
っ
て
風
景
を
眺
め
る
と
、

立
っ
て
歩
い
て
い
て
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
く

る
。
日
本
庭
園
も
、
座
っ
た
と
き
に
ど
う
見
え
る
か
の

視
点
で
設
計
さ
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

白
幡
●
そ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
、
特
別
な
植

物
が
な
く
と
も
、
管
理
が
少
々
悪
く
と
も
、
訪
れ
た
人

に
は
そ
の
場
が
心
に
深
く
残
る
の
で
は
な
い
か
な
。
植

物
を
見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
い
と
い
う
人
も
い
る
が
、
多

く
の
人
に
見
て
も
ら
う
工
夫
が
必
要
。
江
戸
時
代
は
宿

場
や
峠
の
付
近
に
茶
店
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ひ
と
休
み

し
て
茶
や
菓
子
を
食
べ
た
。
工
夫
と
い
う
よ
り
も
、
茶

店
の
よ
う
な
日
本
人
の
知
恵
を
見
直
せ
ば
よ
い
。

　

日
本
の
花
見
に
は
、
飲
食
が
か
な
ら
ず
伴
っ
て
い
ま

す
。
春
が
来
て
、
め
で
た
い
か
ら
ご
ち
そ
う
を
用
意
す

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
さ
ま
に
捧
げ
て
い
る
の
で

す
。（
十
一
ペ
ー
ジ
コ
ラ
ム
参
照
）

暮
ら
し
の
そ
ば
に
、つ
ね
に
庭
あ
り

長
尾
●
公
園
と
日
本
庭
園
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
す
か
。「
公
園
と
お
寺
の
庭
の
違
い
は
な
ん
だ
」
と
観

光
客
に
聞
か
れ
る
と
、
説
明
に
悩
む
。（
笑
）

白
幡
●
庭
園
は
、
芸
術
性
に
気
を
配
っ
て
つ
く
っ
た
「
作

品
」。
公
園
は
目
的
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
る
が
、
目
的
を

外
れ
て
使
っ
て
も
よ
い
。
壊
す
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
使
い
方
は
利
用
す
る
側
に
任
さ
れ
て
い
る
。

長
尾
●
寺
の
庭
は
、
浄
土
の
世
界
の
雰
囲
気
を
出
し
た

り
、
禅
宗
な
ら
修
行
の
場
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
り

と
、
宗
教
的
な
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
す
ね
。

白
幡
●
お
寺
で
だ
い
じ
な
の
は
、
仏
像
を
置
く
建
物
。
か

つ
て
は
、
お
経
は
建
物
の
外
で
あ
げ
て
い
ま
し
た
が
、
中

世
に
な
る
と
屋
根
が
大
き
く
な
っ
て
本
堂
の
中
で
行
事

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
建
物
以
外
の
場
所
が

庭
。
中
世
く
ら
い
ま
で
庭
園
は
な
く
、
あ
っ
た
の
は
庭
。

芸
術
的
・
宗
教
的
な
存
在
で
は
な
く
、
花
や
果
物
を
育

て
る
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
。

長
尾
●
古
い
絵
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
―
―
家
と
外

と
の
境
に
柴
垣
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
に
小
さ
な
草
花
や

わ
ず
か
な
木
が
植
わ
っ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

白
幡
●
高
い
階
級
の
屋
敷
で
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
農
民

に
と
っ
て
の
庭
は
仕
事
庭
で
、
平
ら
な
場
所
で
脱
穀
な

ど
の
作
業
を
す
る
。
余
裕
の
あ
る
人
た
ち
は
、
神
が
来

臨
で
き
る
よ
う
に
な
に
か
象
徴
的
な
も
の
を
置
い
て
、そ

の
周
り
で
祝
い
事
を
し
た
り
、
踊
っ
た
り
し
た
。
い
ろ
い

ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
…
…
。

長
尾
●
明
治
時
代
の
豪
邸
の
庭
に
は
、
二
畳
も
あ
る
よ

う
な
大
き
な
石
を
置
い
て
い
た
り
し
ま
す
ね
。
あ
の
よ

う
な
石
は
、
す
こ
し
神
が
か
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
そ

う
い
う
日
本
と
違
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
は
ガ
ー
デ
ン
。

花
を
植
え
た
花
壇
の
印
象
で
す
が
、
日
本
は
花
壇
と
庭

園
と
は
別
。
花
壇
は
個
人
的
な
好
み
の
産
物
の
印
象
で

す
が
、
日
本
庭
園
は
芸
術
的
で
神
聖
で
、
公
の
性
格
を

帯
び
た
空
間
と
い
う
印
象
で
す
。

膳
や
盆
の
上
の
縮
景
を
楽
し
む

白
幡
●
イ
ン
ド
の
タ
ー
ジ
・
マ
ハ
ル
庭
園
な
ど
は
、水
路

は
水
を
湛
え
て
、噴
水
が
上
が
っ
て
い
る
。あ
れ
は
、コ
ー

石川豊信筆『絵本江戸紫』（1765年）（国立国会図書館 所蔵）
婿、嫁、両親などが囲む婚礼の場面の真ん中に嶋臺が描かれている。
松の木に竹、梅、人形などの飾り物を配している。奥の床の間には
盆石らしきものも見える。

『化物婚礼絵巻』（国際日本文化研究センター 所蔵）
江戸後期に描かれたとみられる。中央の嶋臺には、松、鶴な
どのほかに人間の尉（じょう）と姥（うば）が飾られている。化け
物の世界の描写にも、婚礼の場面となれば嶋臺が描かれる
ことから、嶋臺は婚礼につきものの道具であったことがわかる。

庭
づ
く
り
を
楽
し
む
男
は
「
嶋
の
大お

お

臣お
み

」
と

よ
ば
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

 

「
屋
戸
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
屋
根
つ
き
の
庭
、
あ
る
い
は
屋
根
の
す
ぐ

外
を
意
味
し
ま
す
。

長
尾
●
い
ま
の
イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、
軒
先

で
す
か
。

白
幡
●
雨
ざ
ら
し
の
場
所
で
す
。日
本
で「
庭
」

を
表
現
・
区
分
す
る
言
葉
に
は
、
こ
の
四
つ
が

あ
る
と
い
う
仮
説
を
、
私
は
立
て
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
水
石
」
と
い
う

表
現
も
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
末
期
く
ら
い
に

は
、「
林
泉
」。
林
は
樹
林
、
泉
は
水
や
池
の

こ
と
。
こ
う
い
う
も
の
が
当
時
の
庭
に
は
重

ト
と
考
え
る
と
よ
い
。
平
ら
な
場
所
と
い
う
意
味
で
す
。

ガ
ー
デ
ン
は
、花
が
植
わ
っ
て
い
る
場
。日
本
で
は
、コ
ー

ト
と
ガ
ー
デ
ン
を
混
同
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
で「
庭
」を
表
す
言
葉
に
は
、「
庭
」、「
園
」、「
嶋
」

の
三
つ
が
あ
り
ま
す
ね
。

長
尾
●
嶋
は
、
洲
浜
台
の
上
に
松
、
竹
、
梅
、
鶴
、
亀

な
ど
を
飾
る「
嶋し

ま

臺だ
い（

島
台
）」
の「
嶋
」で
す
か
。

白
幡
●
は
い
、
盆
栽
で
す
ね
。
盆
栽
と
同
じ
精
神
で
つ

く
っ
て
い
る
。

長
尾
●
鎌
倉
時
代
の
盆
栽
は
、
大
き
め
の
木
枠
に
石
と

植
物
を
配
置
し
て
箱
庭
的
風
景
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た

ね
。
嶋
は
、
あ
あ
い
う
も
の
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
。

白
幡
●
そ
う
で
す
、
神
が
来
臨
で
き
る
よ
う
に
飾
っ
た
。

台
に
置
く
か
ら
「
嶋
臺
」。
嶋
は
、
古
く
は
「
庭
」
の
意

味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
は
、

16世紀なかばにイタリア・ローマ郊外のティヴォリに建てられたエステ家別荘。2001年
にユネスコの世界遺産に登録。水、噴水は花とならんで西洋の庭園における重要な要素。

（撮影・白幡洋三郎）

要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
嶋
臺
の
嶋
は
も
と

も
と
海
の
こ
と
で
す
か
ら
、
庭
を
象
徴
す
る
も
の
は
ず

い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
い
る
。
世
界
を
小
さ
く
し
て
、
膳
や
盆

の
上
に
象
徴
的
に
置
け
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
発
想
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

長
尾
●
水
石
と
い
う
と
、
醍
醐
天
皇
が
好
ん
だ
と
い
う

石
、「
夢
の
浮
橋
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
も

あ
あ
い
う
石
を
愛
で
る
文
化
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

白
幡
●
絵
巻
に
は
、
水
石
を
縁
側
に
出
し
て
い
る
よ
う

な
図
が
出
て
き
ま
す
。

長
尾
●
水
石
は
、「
盆
石
」
と
は
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

私
に
は
、
盆
石
は
木
の
台
に
乗
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
。
水

石
は
白
砂
の
上
に
石
が
乗
っ
て
い
て
、
水
を
掛
け
て
濡

ら
す
こ
と
で
色
が
変
わ
る
こ
と
を
楽
し
む
。

白
幡
●
水
の
中
に
石
が
置
い
て
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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お
も
し
ろ
い
の
が
、
江
戸
時
代
後
半
に
関
東
地
方
で

み
ら
れ
る
「
食く

い

積つ
み

」。
台
の
上
に
エ
ビ
や
ま
ん
じ
ゅ
う
を

積
ん
だ
、
い
わ
ば
食
べ
物
版
の
嶋
臺
で
す
。
古
く
は
正

月
に
は
目
上
の
人
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
、「
本
年
も
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
」
と
玄
関
で
あ
い
さ
つ
し
て
帰
っ
た
。
こ
の

と
き
に
菓
子
や
酒
の
つ
ま
み
が
出
る
。
そ
れ
ら
を
載
せ

た
の
が
食
積
。
こ
れ
も
庭
園
の
変
形
で
す
。

長
尾
●
関
西
で
は
見
た
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。

白
幡
●
関
西
に
は
な
い
。
年
始
の
あ
い
さ
つ
は
武
家
の

ほ
う
が
き
ち
ん
と
し
て
い
た
。

　

庭
は
、
室
町
時
代
以
降
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

『
万
葉
集
』の
時
代
か
ら
見
ら
れ
ま
す
。
芸
術
的
な
い
ま

の
庭
園
と
古
く
か
ら
あ
る
庭
の
両
方
が
合
体
す
れ
ば
、お

も
し
ろ
い
も
の
が
誕
生
す
る
と
思
い
ま
す
。

長
尾
●
歴
史
が
つ
な
が
り
ま
す
ね
。
た
だ
、
平
等
院
に

は
浄
土
式
庭
園
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
古

い
庭
の
情
報
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。

け
て
自
然
の
森
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
デ
ザ
イ
ン
し
た
も

の
で
す
ね
。

長
尾
●
外
苑
を
建
設
中
の
写
真
を
見
ま
し
た
。
荒
地
に

日
本
各
地
の
樹
木
を
集
め
て
一
か
ら
森
を
つ
く
っ
た
の
で

す
ね
。
驚
き
ま
し
た
。
十
一
万
人
も
の
人
手
と
熱
い
想

い
の
結
晶
が
写
真
か
ら
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

白
幡
●
国
民
み
ん
な
の
後
押
し
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

ね
。
い
ま
だ
と
、
十
年
た
っ
て
「
完
成
し
て
い
な
い
」
な

ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
ね
。（
笑
）

長
尾
●
時
間
の
感
覚
が
い
ま
と
は
違
い
ま
す
ね
。

　

住
居
に
し
て
も
、
い
ま
は
三
十
年
住
む
こ
と
を
前
提

に
建
て
ま
す
が
、か
つ
て
は
百
年
。
代
々
受
け
継
ぐ
こ
と

が
前
提
で
し
た
。「
ひ
い
じ
い
さ
ん
の
代
か
ら
百
年
た
っ

た
が
、
び
く
と
も
し
な
い
」
と
ね
。
い
ま
は
三
か
月
で

新
築
の
家
は
建
ち
ま
す
が
、
ひ
と
昔
ま
え
だ
と
土
壁
の

土
づ
く
り
だ
け
で
半
年
ほ
ど
か
け
た
し
、
塗
っ
た
壁
を

乾
か
す
に
も
一
か
月
は
か
か
っ
た
。

白
幡
●
植
物
や
蹲

つ
く
ば
い、

庭
石
な
ど
の
パ
ー
ツ
が
同
梱
さ
れ

て
い
る
「
坪
庭
セ
ッ
ト
」
が
売
ら
れ
て
い
る
時
代
で
す

か
ら
ね
。
半
日
あ
れ
ば
仮
設
の
庭
を
組
み
立
て
ら
れ
る
。

こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
価
値
観
だ
し
、
進
歩
の
ひ
と
つ
の

か
た
ち
だ
と
も
い
え
る
。
で
は
、
伝
統
的
な
価
値
観
と

ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
常
寂
光
寺
の
モ
ミ
ジ
は
種
か
ら
育
て
る

の
で
す
か
。

長
尾
●
境
内
の
モ
ミ
ジ
は
そ
う
で
す
。
小
倉
山
の
尾
根

の
ア
カ
マ
ツ
は
苗
木
を
植
林
し
ま
す
。
山
里
に
は
落
葉

樹
を
植
え
て
、
そ
こ
に
モ
ミ
ジ
を
混
ぜ
て
い
ま
す
。

白
幡
●
理
想
の
配
置
に
な
る
ま
で
何
年
か
か
る
と
…
…
。

が
な
い
と
興
味
を
も
つ
人
は
増
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
小

さ
な
植
物
園
は
減
っ
て
い
る
。
植
物
を
楽
し
め
る
場
所

が
ど
ん
ど
ん
と
減
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

　

公
園
の
中
に
、
使
い
勝
手
の
よ
い
そ
の
よ
う
な
展
示

施
設
が
あ
れ
ば
、
公
園
は
も
っ
と
身
近
に
な
る
で
し
ょ

う
ね
。
関
係
者
も
来
園
者
も
あ
る
か
ら
、
お
茶
や
食
事

の
場
所
も
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
し
ね
。

白
幡
●
公
園
の
利
用
者
を
増
や
す
要
素
は
、「
ひ
と
休

み
」。
行
政
の
評
価
軸
は
別
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
庶
民
の
楽
し
み
は
、「
ひ
と
休
み
」
と
「
そ
の
と
き

に
、
な
に
か
を
口
に
す
る
」
こ
と
。

　

も
う
一
つ
、
知
識
を
獲
得
す
る
し
く
み
が
あ
る
と
よ

い
。
物
語
や
由
緒
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
こ
は
も
と
も
と
こ

う
だ
っ
た
と
い
う
庶
民
の
生
活
史
、
来
歴
で
も
よ
い
。
こ

の
三
つ
を
公
園
に
つ
け
加
え
る
と
、
通
過
す
る
の
で
は

な
く
、
ゆ
っ
く
り
滞
在
す
る
よ
う
に
な
る
し
、
お
年
寄

り
の
暮
ら
し
の
場
に
も
な
る
気
が
し
ま
す
。

長
尾
●
仏
教
の
教
え
の
基
本
は
中
道
思
想
、
バ
ラ
ン
ス

感
覚
で
す
。
一
所
懸
命
に
取
り
組
め
ば
取
り
組
む
ほ
ど
、

自
分
が
ま
ん
中
を
歩
い
て
い
る
の
か
、
端
を
歩
い
て
い
る

の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
と
き
に
は
、
違
う
立
ち
位
置

か
ら
自
分
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
だ
い
じ
。

　

緑
や
空
を
ぼ
ー
っ
と
眺
め
て
い
る
と
き
っ
て
、
も
の
ご

と
を
い
つ
も
と
違
っ
た
視
点
で
考
え
て
い
た
り
し
ま
す

ね
。
鳥
が
飛
ん
だ
り
、
風
の
音
が
聞
こ
え
た
り
、
適
度

に
非
日
常
の
情
報
が
入
っ
て
く
る
の
も
よ
い
。
そ
う
し

て
ひ
と
呼
吸
置
き
、
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
時
間
が
、
な

に
か
に
追
わ
れ
て
い
る
現
代
人
に
は
必
要
。
だ
か
ら
、
野

山
の
自
然
に
出
か
け
る
の
で
し
ょ
う
。

長
尾
●
三
十
年
。
三
本
ず
つ
密
集
さ
せ
て
植
え
て
い
ま

す
か
ら
生
存
競
争
が
起
こ
り
、
比
較
的
早
く
成
長
し
て

い
ま
す
。
植
林
を
は
じ
め
て
五
年
が
た
ち
ま
し
た
か
ら
、

大
き
く
育
て
る
に
は
そ
ろ
そ
ろ
間
引
き
が
必
要
で
す
。

白
幡
●
さ
ら
に
人
手
が
必
要
で
す
ね
。

長
尾
●
染
色
作
家
で
人
間
国
宝
の
志
村
ふ
く
み
さ
ん
の

運
営
す
る
染
織
の
学
校
、「
ア
ル
ス 

シ
ム
ラ
」
の
受
講
生

が
手
伝
っ
て
く
れ
ま
す
。
間
伐
し
た
雑
木
は
染
色
材
料

に
使
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
自
ら
伐
っ
た
木

を
卒
業
制
作
の
染
色
材
料
に
し
て
も
ら
う
。「
紅
葉
の
名

所
の
小
倉
山
の
木
で
染
め
る
と
付
加
価
値
が
つ
き
ま
す

よ
」
と
、
口
説
き
落
と
し
ま
し
た
。（
笑
）

従
来
の
公
園
観
を
刷
新
せ
よ

白
幡
●
花
博
記
念
協
会
の
あ
る
鶴
見
緑
地
は
、一
九
六
〇

年
代
以
降
の
地
下
鉄
工
事
の
残
土
や
家
庭
ゴ
ミ
が
廃
棄

さ
れ
た
土
地
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
緑
の
起
伏
豊

か
な
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
後
、「
国
際
花
と
緑
の
博

覧
会
」の
開
催
が
決
ま
っ
た
。
現
代
の
都
市
問
題
に
真
剣

に
対
応
し
た
結
果
、
あ
の
よ
う
な
場
所
が
生
ま
れ
、
そ

こ
に
人
が
集
ま
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
。
街
な
か
で
こ
れ
ほ

ど
大
胆
な
開
発
を
実
践
し
た
事
例
は
そ
う
は
な
い
の
で

す
よ
。
ド
イ
ツ
で
類
似
の
事
例
を
見
ま
し
た
が
、
こ
ん

な
に
り
っ
ぱ
で
は
な
か
っ
た
ね
。

長
尾
●
公
園
内
の
温
室
「
咲
く
や
こ
の
花
館
」
に
は
、
園

芸
の
展
覧
会
を
見
に
何
度
か
足
を
運
び
ま
し
た
。
育
て

た
園
芸
植
物
を
発
表
で
き
る
場
所
は
、
温
室
や
植
物
園

以
外
に
は
な
か
な
か
な
い
の
で
す
。
園
芸
植
物
の
愛
好

家
の
す
そ
野
を
拡
げ
た
い
の
で
す
が
、
発
表
す
る
場
所

常寂光寺の仁王門。境内にはオオモミジ、イロハモミジ、この2種の中間雑種、そのほか
に春にも赤く色づくノムラモミジの大きく分けて4種類数百本のモミジが植えられている。

桃
栗
三
年
柿
八
年 

モ
ミ
ジ
三
十
年
森
百
年

長
尾
●
公
園
が
で
き
て
怒
る
人
は
い
ま
せ
ん
が
、
落
ち

葉
の
清
掃
な
ど
を
地
域
で
管
理
す
る
こ
と
を
嫌
が
る
人

は
い
ま
す
ね
。
個
人
の
住
宅
で
も
、
掃
除
が
面
倒
だ
か

ら
と
庭
を
つ
く
ら
な
い
人
も
い
る
。
楽
し
む
、
あ
る
い

は
修
行
と
し
て
庭
を
清
掃
す
る
気
持
ち
を
失
っ
た
。
庭

を
掃
除
す
る
時
間
は
ぜ
い
た
く
な
の
で
す
が
ね
。
値
段

の
高
い
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
ぜ
い
た
く
だ
と
か
、
価

値
観
が
狭
く
、
貧
し
く
な
っ
て
い
る
の
が
さ
み
し
い
。

白
幡
●
育
種
や
促
成
栽
培
な
ど
、
植
物
の
成
長
を
早
め

る
と
か
、
悪
い
環
境
で
も
植
物
を
育
て
ら
れ
る
技
術
が

進
歩
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
街
な
か
や
身
の
周
り
に

植
物
を
取
り
入
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
楽

し
む
余
裕
を
市
民
が
な
く
し
て
い
る
。

長
尾
●
利
己
的
で
せ
っ
か
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

『初代豊国錦絵帖』「風流役者地顔五節句	正月之図」
（国立国会図書館 所蔵）
左奥が食積。三方の上にマツやイセエビが載っている。
江戸後期の正月の風景を初代歌川豊国が描いた図。

白
幡
●
合
理
的
に
早
く
仕
事

を
す
す
め
る
シ
ス
テ
ム
開
発

は
評
価
さ
れ
る
。いっ
ぽ
う
、時

間
を
か
け
て
文
化
的
に
価
値

の
あ
る
道
具
を
生
み
出
し
て

も
、「
そ
れ
で
は
食
う
て
い
か

れ
へ
ん
で
ぇ
」と
…
…
。（
笑
）

長
尾
●
私
の
寺
で
は
、
境
内

の
樹
木
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
、

モ
ミ
ジ
な
ど
の
苗
木
を
植
え

は
じ
め
ま
し
た
。「
紅
葉
す
る

ま
で
に
何
年
か
か
る
の
」
と

聞
か
れ
て
「
三
十
年
」
と
答
え
る
と
、
み
な
さ
ん
驚
か

れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、成
長
途
中
で
も
紅
葉
は
し
ま
す
が
、

見
ご
た
え
の
あ
る
幹
の
太
さ
に
な
る
に
は
、
そ
れ
く
ら

い
は
か
か
り
ま
す
。
い
ま
の
人
は
そ
れ
が
待
て
な
い
。

　

庭
に
し
て
も
、
植
物
が
根
を
張
り
、
石
に
苔
が
む
し
、

小
枝
が
し
な
や
か
に
伸
び
る
。
こ
う
し
て
時
間
を
経
過

し
た
姿
こ
そ
が
完
成
形
で
す
。
自
ら
手
を
入
れ
、
時
間

を
か
け
て
庭
を
完
成
さ
せ
る
楽
し
み
方
、
成
長
す
る
過

程
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
が
ね
。

白
幡
●
明
治
神
宮
の
杜＊

３

は
、
日
比
谷
公
園
の
設
計
な
ど

で
知
ら
れ
る
本
多
静
六
ら
が
、
百
年
以
上
の
時
間
を
か
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白
幡
●
明
治
政
府
の
掲
げ
た
公
園
づ
く
り
の
目
標
は
、利

用
者
の
用
途
を
考
え
、
喜
び
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
よ

り
も
、
洋
風
を
売
り
に
人
を
引
き
つ
け
て
、
と
に
か
く

入
場
数
を
増
や
す
こ
と
。
利
用
者
の
要
望
を
聞
く
余
裕

も
姿
勢
も
弱
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
あ
か
ん
や
ろ
、
従
来

の
公
園
の
概
念
か
ら
脱
皮
し
よ
う
、
そ
う
い
う
意
図
で
、

「
公
園
な
ん
て
も
う
い
ら
な
い＊

４

」
と
い
う
原
稿
を
書
い
た

こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
結
果
か
ど
う
か
、
ひ
と

園
づ
く
り
を
実
践
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、公
園
に
は
も
っ

と
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
方
向
性

を
変
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
期
の
目
標
設
定
が

ま
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
既
成
の
「
公
園
」
で
は
な

く
、
新
な
理
念
で
コ
ン
セ
プ
ト
を
考
え
る
。
時
代
の
欲

求
に
あ
わ
せ
て
望
ま
し
い
方
向
を
探
り
、
変
革
す
る
姿

勢
が
ほ
し
い
の
で
す
。

二
〇
一
八
年
八
月
三
十
一
日　

長
岡
天
満
宮
境
内
「
錦
水
亭
」
店
に
て

上／現在の花博記念公園鶴見緑地。訪れた人々
が思い思いの時間をすごしている。
左／1990年に開催された国際花と緑の博覧会の
空撮写真。
右／かつてはレンコンやクワイが育つ湿地だった鶴
見緑地。（右上）1960年代以降、家庭ごみや地
下鉄工事のさいの残土で埋め立てられた。（右下）

休
み
の
で
き
る
公
園
は
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
が
…
…
。（
笑
）

　

あ
る
い
は
、
公
園
と
し
て
よ
く
で
き
て
い
る
の
に
、
付

加
的
な
装
置
を
む
り
に
つ
け
る
傾
向
も
あ
り
ま
し
た
が
、

い
ま
で
は
そ
の
公
園
な
ら
で
は
の
「
見
せ
場
」
を
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
れ
ば

よ
い
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
利
用
者
数
を
競
う
の
で
は

な
い
。「
時
間
を
熟
成
さ
せ
る
場
所
」
と
い
う
理
念
で
公

＊
1　

景
勝
・
小
倉
山
を
守
る
会

小
倉
山
は
京
都
市
西
部
、保
津
川
の
出
口
付
近
の
北
東
岸
に
位
置
す
る
山
。

平
安
時
代
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
、「
小
倉
百
人
一
首
」の

名
は
、藤
原
定
家
が
こ
の
地
で
撰
集
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
こ
三
十
年

ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、食
害
な
ど
を
き
っ
か
け
に
平
安
時
代
か
ら
守
ら
れ
て
き
た

ア
カ
マ
ツ
と
落
葉
樹
な
ど
の
多
種
多
様
な
林
層
か
ら
な
る
風
景
が
姿
を
消
し
、

照
葉
樹
の
単
一
な
林
層
の
風
景
に
急
激
に
変
化
。
こ
れ
を
受
け
て
、二
〇
一
三

年
に
寺
社
、施
設
、嵐
山
保
勝
会
な
ど
が「
景
勝
・
小
倉
山
を
守
る
会
」
を

結
成
。
行
政
と
と
も
に
植
樹
活
動
を
す
す
め
る
。
植
樹
し
た
苗
木
は
、

二
〇
一
六
年
に
は
、九
割
以
上
が
活
着
し
て
順
調
に
生
育
し
て
い
る
。

＊
2　

長
岡
天
満
宮

菅
原
道
真
公
が
太
宰
府
へ
左
遷
さ
れ
る
途
中
に
、こ
の
地
に
立
ち
寄
り
、名

残
を
惜
し
ん
だ
と
し
て
、道
真
公
を
祀
っ
て
い
る
。
境
内
に
は
八
条
が
池
が
広

が
り
、そ
の
中
央
を
通
る
参
道
の
両
側
に
は
、樹
齢
約
百
五
十
年
と
い
わ
れ

る
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
八
条
が
池
は
、一
六
三
八
年
に
当
時

の
領
主
で
あ
る
八
条
宮
智
仁
親
王
の
命
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
。

＊
3　

明
治
神
宮
の
杜

神
宮
御
鎮
座
に
あ
た
り
、日
本
各
地
か
ら
献
木
さ
れ
た
約
十
万
本
を
植
栽

し
た
人
工
林
。
面
積
は
約
七
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
。
造
園
に
関
す
る
当
時
の

一
流
の
学
者
が
集
め
ら
れ
、人
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
天
然
更
新
す
る「
永

遠
の
森
」の
形
成
を
科
学
的
に
予
測
し
、実
行
し
た
。
現
在
、二
百
三
十
四

種
の
木
々
が
育
ち
、数
多
く
の
絶
滅
危
惧
種
な
ど
が
生
息
す
る
。

＊
4　
「
公
園
な
ん
て
も
う
い
ら
な
い
」

一
九
九
一
年
に
白
幡
洋
三
郎
さ
ん
が『
中
央
公
論
』百
六
号（
中
央
公
論
新
社
）

に
寄
稿
し
た
論
説
。
古
来
、庶
民
が
親
し
ん
で
き
た
花
見
や
、明
治
期
に
は

じ
ま
る
都
市
公
園
の
歴
史
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、現
代
に
ほ
ん
と
う
に
必
要

な「
公
園
」の
姿
を
問
う
。

ト
ン
D
・
C
で
は
、
一
九
一
二
年
に
当
時
の
東
京
市
か
ら

二
千
本
の
桜
の
木
が
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
す
る「
全

米
桜
祭
り
」
が
一
九
五
三
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
。
二

　

日
本
列
島
の
桜
は
、
琉
球
諸
島
か
ら
北
海
道
ま
で
、
北

へ
北
へ
と
順
に
桜
が
開
花
す
る
。
琉
球
諸
島
の
開
花
基

準
の
標
本
木
は
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
、
本
州
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
、
北
海
道
で
は
エ
ゾ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の

九
州
か
ら
東
北
ま
で
の
開
花
時
期
の
ず
れ
は
せ
い
ぜ
い

一
か
月
。
公
園
や
社
寺
、
河
川
敷
な
ど
、
日
本
が
い
っ
せ

い
に
春
に
な
っ
た
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
。
桜
の
開
花

は
ま
る
で
、
日
本
中
に
「
春
だ
、
野
山
に
出
よ
う
」
と

大
号
令
を
だ
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
花
と
緑
に

満
ち
満
ち
た
春
の
上
野
公
園
に
は
、
一
週
間
で
三
百
万

人
も
の
花
見
客
が
集
う
。
日
本
の
公
園
が
も
っ
と
も
生

き
生
き
と
活
用
さ
れ
る
季
節
で
あ
る
。

　

野
山
の
自
然
を
都
市
に
移
植
し
た
の
が
初
期
の
公
園
。

明
治
の
作
庭
家
、
植
治
こ
と
七
代
目
小
川
治
兵
衞
が
日

本
最
初
の
都
市
公
園
を
京
都
の
円
山
に
造
営
す
る
と
き
、

植
治
は
こ
こ
に
山
奥
の
せ
せ
ら
ぎ
が
大
海
に
そ
そ
ぐ
ま

で
を
再
現
し
た
。

「
群
桜
」、「
飲
食
」、「
群
集
」
が
揃
っ
て
こ
そ
花
見

　

日
本
の
花
見
は
、「
群ぐ

ん

桜お
う

」、「
飲
食
」、「
群
集
」
と
い

う
三
要
素
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
群
れ
咲
く

花
の
下
で
、
大
勢
の
人
び
と
が
飲
食
・
団
欒
を
楽
し
む
。

こ
れ
が
日
本
の
「
花
見
」
だ
。

　

ア
メ
リ
カ
で
も
、
春
に
な
れ
ば
桜
が
咲
く
。
ワ
シ
ン

週
間
で
百
五
十
万
人
の
人
出
が
あ
る
が
、
桜
の
下
で
飲

食
を
楽
し
む
光
景
は
見
ら
れ
な
い
。「
花
見
の
文
化
」
ま

で
は
海
を
渡
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
、
公
共

の
場
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
禁

じ
ら
れ
て
い
る
。

厳
粛
な
儀
式
を
終
え
て
は
じ
ま
る
無
礼
講
の
宴

　

花
見
の
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、
八
一
二
年
の
嵯
峨
天

皇
に
よ
る
神
泉
苑
で
の
祭
事
「
花
宴
之
節
」。
桜
を
見
な

が
ら
、
貴
族
た
ち
は
漢
詩
や
和
歌
を
た
し
な
ん
だ
。
農

民
も
ま
け
じ
と
、
春
の
お
と
ず
れ
を
神
に
感
謝
し
て
飲

食
物
を
携
え
て
近
く
の
野
山
に
入
る
「
春
山
行
き
」
を

楽
し
ん
だ
。
花
見
は
や
が
て
、
こ
う
し
た
貴
族
文
化
の

宴
と
農
村
文
化
と
が
融
合
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
に
は

庶
民
の
楽
し
み
と
し
て
定
着
し
た
。

　

春
に
な
れ
ば
、桜
は
花
を
咲
か
せ
る
。
緑
の
再
生
で
あ

る
。
人
は
そ
れ
を
神
の
霊
力
の
業
と
感
謝
し
た
。
秋
の

実
り
と
し
て
暮
ら
し
を
支
え
た
か
ら
で
あ
る
。
宮
中
で

も
農
村
で
も
、
植
物
の
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
春
に
神

へ
の
感
謝
を
示
す
神
事
、
祝
い
事
と
し
て
儀
礼
化
し
た
。

　

儀
礼
で
は
、
神
に
供
物
を
捧
げ
る
。神
が
召
し
あ
が
る

と
供
物
は
下
げ
、
そ
の
「
下お

ろ

し
物も

の

」を
祭
祀
者
ら
が
神
前

で
食
す
る
直な

お

会ら
い

が
、そ
し
て
饗
宴
あ
る
い
は
会
食
が
催
さ

れ
た
。や
が
て
春
の
宴
が
大
衆
化
す
る
な
か
で
、
神
事
の

面
は
矮
小
化
さ
れ
る
。花
と
緑
の
下
で
の
饗
宴
・
会
食
の

行
事
と
な
り
、
宴
会
化
し
た
と
考
え
る
と
納
得
が
ゆ
く
。

　

儀
式
は
厳
粛
だ
が
、
神
が
寛
容
に
な
っ
た
り
、
酔
っ

た
り
し
た
後
の
ル
ー
ル
は
こ
ち
ら
で
決
め
れ
ば
よ
い
。
こ

う
し
て
、
呑
め
や
歌
え
や
の
宴
が
は
じ
ま
る
の
だ
。

探求
コラム

「東山遊楽図屏風」（メトロポリタン美術館 所蔵）
狩野派の絵師によるものとみられる。2メートル70センチの屏風には、京都の東山地区で春
を過ごす約300人の姿が描かれている。抜粋したのは、花見を楽しむ集団。嶋臺を屋外にも
ちだし、担いだり（左上）、周りで踊ったり（中央）している。春の楽しさを体で表現しているようだ。

❶
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し
げ
も
り
・
み
つ
あ
き
◉
一
九
六
五
年
、京
都
市
に
生
ま
れ
る
。
京
都
芸
術
短

期
大
学
専
攻
科
修
了
。
パ
リ
国
立
高
等
美
術
学
校
卒
業
。
二
〇
〇
六
年
、

重
森
三
玲
旧
邸
の
書
院
庭
園
部
を「
重
森
三
玲
庭
園
美
術
館
」と
し
て
再

生
、館
長
に
就
任
。
現
代
ア
ー
ト
を
制
作
・
研
究
し
て
き
た
が
、近
年
は
伝

統
芸
術
に
も
関
心
を
よ
せ
る
。
著
書
に『
重
森
三
玲 

Ⅱ
』が
あ
る
。
庭
園
の

設
計
に
も
取
り
組
み
、現
代
庭
園
の
創
作
を
模
索
す
る
。
三
玲
は
祖
父
。

右／築山の中心部に組まれた豪
快な蓬莱石組。
下／中心の蓬莱石組から東部の
集合住宅を望む。

二
）で
、
丘
陵
地
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
規
模
集
合
住
宅

群
に
建
て
替
え
る
な
か
、
三
玲
は
そ
こ
に
自
然
の
池
を

保
存
し
つ
つ
住
民
が
楽
し
め
る
回
遊
式
の
庭
園
を
組
み

込
ん
だ
。
発
注
者
は
日
本
住
宅
公
団
。
緑
を
主
役
と
せ

ず
、
水
を
流
さ
な
い
、
池
も
つ
く
ら
な
い
枯
山
水
の
庭

を
得
意
と
す
る
作
庭
家
が
、
た
だ
一
つ
残
し
た
緑
と
石

と
池
の
公
共
空
間
で
あ
る
。
三
玲
が
考
え
る
日
本
的
な

自
然
美
の
空
間
と
、
公
園
と
し
て
の
機
能
を
合
体
さ
せ

た
の
が
こ
の
庭
で
あ
る
。

　

園
内
の
西
部
に
出
島
を
設
け
て
遠
近
感
と
親
水
空
間

を
演
出
し
、
中
央
部
の
築
山
は
蓬
莱
神
仙
思
想
に
由
来

し
、
仙
人
の
住
む
蓬
莱
山
。
豪
快
な
蓬
莱
石
組
に
対
し

て
、
東
部
に
は
優
し
い
滝
組
を
配
置
し
て
い
る
。

　

三
玲
は
国
内
の
古
庭
園
を
数
多
く
実
測
・
研
究
し
、
著

作
に
纏
め
た
研
究
者
で
も
あ
る
。
作
風
は
、
古
典
に
基

づ
き
な
が
ら
も
現
代
の
創
作
を
め
ざ
す
も
の
で
、
以
楽

苑
も
伝
統
的
で
あ
り
な
が
ら
も
モ
ダ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
。

主
要
な
石
組
み
の
あ
い
だ
に
は
回
遊
路
を
廻
ら
し
、
散

策
路
と
し
て
い
る
。
景
を
つ
く
る
石
橋
も
こ
こ
で
は
実

用
性
を
与
え
て
い
る
。
池
庭
で
あ
り
な
が
ら
、
石
組
を

強
調
し
た
枯
山
水
的
な
池
泉
庭
園
で
あ
る
。

自
然
を
象
徴
化
し
た
石
の
世
界

　

枯
山
水
と
い
う
言
葉
は
、
平
安
時
代
の
庭
づ
く
り
の

　

モ
ダ
ン
な
枯
山
水
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
重
森
三

玲
（
一
八
九
六
─
一
九
七
五
）の
庭
は
、
京
都
府
内
に
は

東
福
寺
本
坊
庭
園（
国
名
勝
）な
ど
二
十
か
所
余
り
が
あ

る
。
大
阪
府
内
に
は
岸
和
田
城
庭
園（
国
名
勝
）、豊
国
神

社
庭
園
の
ほ
か
個
人
宅
庭
園
が
数
か
所
。

〈
和
〉
の
思
想
を
落
と
し
込
ん
だ
公
共
空
間

　

そ
の
三
玲
は
、
唯
一
の
都
市
公
園
を
枚
方
市
香
里
ヶ

丘
に
設
計
し
て
い
る
。「
以
楽
苑
」（
以
楽
公
園
、
一
九
六

秘
伝
書
『
作
庭
記
』
に
現
れ
る
。「
池
も
な
く
遣や

り

水み
ず

も
な

き
所
に 

石
を
た
つ
る
事
あ
り 
こ
れ
を
枯
山
水
と
な
づ
く
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
平
安
期
の
庭
は
、
遣
水
（
曲
水
の
流

れ
）を
設
け
て
池
に
中
島
を
築
き
、
随
所
に
植
栽
や
庭
木

を
整
え
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
作
庭

記
』
は
す
で
に
、
池
庭
内
の
一
画
を
占
め
る
石
組
に
注
目

し
て
い
る
。
や
が
て
、
こ
の
石
組
み
は
強
調
さ
れ
、
抽

象
化
を
繰
り
返
し
、
京
都
の
龍
安
寺
や
大
徳
寺
の
大
仙

院
な
ど
、
象
徴
的
な
石
庭
が
出
現
す
る
。

　

枯
山
水
は
水
を
用
い
な
い
。
植
木
や
植
栽
、
水
を
使

う
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
た
庭
を
枯
れ
さ
せ
、
新
し
い
様

式
へ
と
進
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
景
観
を
規
範

と
す
る
日
本
庭
園
に
お
い
て
、
緑
や
水
を
あ
え
て
省
略

す
る
こ
と
で
、
自
然
の
存
在
を
際
立
た
せ
、
そ
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　

絵
画
の
世
界
で
も
、
そ
の
こ
ろ
に
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
た
。
多
色
の
大
和
絵
か
ら
、
墨
一
色
の
水

墨
山
水
の
世
界
へ
と
変
化
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。「
否
定

の
美
学
」
と
も
い
え
る
少
し
難
解
な
こ
の
美
意
識
は
、
茶

や
花
な
ど
、
他
の
伝
統
芸
術
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
以
楽
苑
は
、
周
囲
に
フ
ェ
ン
ス
を
巡
ら
し
、
通

常
は
入
園
で
き
な
い
。
安
全
上
の
措
置
と
は
い
え
、
公

園
と
し
て
は
残
念
な
大
阪
の
珍
名
所
で
あ
る
。

探求
コラム
❸

右／桂川にかかる渡月橋近辺から望む小倉山。手前に
流れるのは桂川。
下／2016年の植樹のようす。発足してから三度めの植
樹祭。そのほか、月に一度はメンバーが山に入り、不要木
の除伐などの林床整理を行なう。

生
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
小
倉
山
の
自
然

な
植
生
は
、
最
終
的
に
は
シ
イ
が
マ
ツ
や
そ
の
他
の
樹

木
を
覆
い
尽
く
し
て
枯
ら
し
て
し
ま
う
。
林
床
は
暗
く

単
層
で
四
季
の
変
化
に
乏
し
く
な
る
。

　

京
都
の
山
は
人
が
関
わ
る
こ
と
で
よ
り
季
節
感
豊
か

な
山
で
い
ら
れ
る
。
山
は
市
民
の
借
景
で
も
あ
る
。
身

近
な
庭
園
か
ら
地
域
の
山
池
ま
で
手
入
れ
す
る
こ
と
で
、

景
勝
地
と
し
て
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
ら
れ
る
よ
う
活

動
を
つ
づ
け
て
い
る
。

ま
ず
は
身
近
な
緑
か
ら

　

さ
て
、
日
本
庭
園
も
身
近
に
自
然
を
演
出
し
、
そ
の

風
情
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
古

い
庭
が
多
く
残
る
京
都
の
洛
中
に
お
い
て
も
、
庭
を
壊

し
て
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
す
る
家
が
年
々
多
く
な
っ
て
い
る
。

庭
園
が
縮
小
す
る
一
因
は
、
高
額
な
相
続
税
と
、
坪
庭

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
空
間
だ
と
私
は

考
え
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
プ
ン
・
ガ
ー
デ
ン
の
よ

う
に
地
域
の
何
軒
か
が
協
力
し
、
短
期
間
、
庭
園
や
花

壇
を
公
開
す
れ
ば
、
そ
の
魅
力
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ

け
る
は
ず
。
地
主
も
庭
を
手
入
れ
す
る
張
り
合
い
を
実

感
で
き
る
だ
ろ
う
。
毎
年
続
け
る
こ
と
で
庭
の
完
成
度

も
高
く
な
り
、「
庭
を
作
り
た
い
」
と
思
う
見
学
者
も
増

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
各
地
で
ご
当
地
の

　

小
倉
山
は
、
京
都
御
苑
の
真
西
に
位
置
す
る
小
山
で

あ
る
。
平
安
以
後
、
モ
ミ
ジ
と
鹿
の
名
所
と
し
て
歌
に

詠
ま
れ
、
貴
族
が
別
郷
を
構
え
た
景
勝
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
保
津
川
の
出
口
付
近
に
位
置
し
、
秋
に
は

赤
く
色
づ
く
紅
葉
を
一
目
見
よ
う
と
、
多
く
の
人
が
訪

れ
る
。

　

昭
和
の
前
半
ま
で
は
、
モ
ミ
ジ
と
と
も
に
ア
カ
マ
ツ
が

生
い
茂
る
陽
樹
林
の
山
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の
高
度
成

長
期
に
は
、
家
庭
か
ら
竈か

ま
ど

が
な
く
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
は
薪
炭
か
ら
電
気
、
ガ
ス
、
石
油
に
変
化
。
住
民
が

落
葉
や
薪
の
採
収
に
入
ら
な
く
な
っ
た
と
た
ん
に
山
は

荒
廃
し
た
。
現
在
で
は
、
温
暖
化
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、

シ
イ
が
山
を
被
っ
て
い
る
。

風
情
の
消
え
た
モ
ミ
ジ
の
名
所

　

シ
イ
の
木
が
悪
い
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
安

以
後
、
モ
ミ
ジ
の
名
所
と
し
て
近
代
ま
で
歌
に
詠
ま
れ

て
き
た
小
倉
山
が
シ
イ
の
木
山
で
は
風
情
が
な
い
。

二
〇
一
四
年
に
地
元
の
社
寺
と
嵐
山
保
勝
会
な
ど
の
団

体
、
有
志
市
民
に
京
都
市
役
所
が
加
わ
り
「
景
勝
・
小

倉
山
を
守
る
会
」
が
結
成
さ
れ
、
ア
カ
マ
ツ
と
落
葉
樹

の
植
林
と
維
持
管
理
を
す
す
め
て
き
た
。

　

町
に
隣
接
す
る
里
山
は
、
人
手
が
入
り
続
け
る
こ
と

で
針
葉
樹
、
落
葉
樹
、
照
葉
樹
が
混
在
す
る
多
様
な
植

探求
コラム
❷

文
化
や
気
候
に
応
じ
た
庭
園
や
花
壇
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
き
、
日
本
が
緑
の
文
化
大
国
に
な
る
、
そ

う
期
待
し
て
い
る
。
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私
は
、
名
古
屋
市
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
広

小
路
通
に
面
し
た
、
浄
土
真
宗
の
末
寺
、
宗
円
寺
の
次

男
と
し
て
生
を
受
け
た
。
境
内
は
広
く
、
池
や
庭
、
裏

庭
に
は
桐
や
茶
を
栽
培
し
て
い
た
畑
や
、
更
に
は
竹
藪

ま
で
あ
っ
た
。
墓
地
の
廻
り
に
は
一
抱
以
上
も
あ
る
マ
キ
、

ム
ク
、
エ
ノ
キ
、
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
の
大
木
が
何
本
も
あ
っ

た
。
夏
は
ミ
ン
ミ
ン
ゼ
ミ
、
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
、
ク
マ
ゼ
ミ
の

声
に
夏
の
終
わ
り
を
知
ら
さ
れ
た
。
タ
マ
ム
シ
も
ム
ク

や
エ
ノ
キ
に
止
ま
っ
て
、
そ
れ
を
捕
え
る
の
も
夏
休
み
の

日
課
で
あ
っ
た
。
夕
方
に
は
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
庭
に
ぞ
ろ
ぞ

ろ
出
て
来
る
し
、
蚊
の
多
さ
に
も
閉
口
し
た
。
と
て
も

町
中
と
は
思
え
な
い
環
境
下
で
育
っ
た
。

　

祖
父
は
寺
の
二
十
二
代
目
、一
八
六
二
年
生
ま
れ
、
私

の
生
ま
れ
る
数
年
前
に
住
職
を
父
に
譲
り
隠
居
の
身
分
。

私
が
四
～
五
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
数
あ
る
座
敷
の
床

の
間
の
掛
軸
を
替
え
た
り
、
花
を
活
け
替
え
を
す
る
作

業
に
常
に
連
れ
遊
ん
で
く
れ
た
。
挿
花
の
折
に
は
、
裏

庭
や
畑
、
時
に
は
竹
藪
で
、
ウ
メ
、
ロ
ウ
バ
イ
、
ツ
バ
キ

方
法
を
教
え
て
下
さ
っ
た
。
稲
と
大
麦
以
外
は
、
な
ん

で
も
栽
培
を
手
が
け
た
。
お
師
匠
役
は
ご
近
所
の
オ
ジ

サ
ン
や
檀
家
さ
ん
で
あ
り
、N
H
K
ラ
ジ
オ
の
番
組
「
早

起
き
鳥
」は
、
農
作
業
を
教
え
て
く
れ
る
最
大
の
情
報
番

組
。
こ
の
番
組
で
愛
知
県
立
清
洲
園
芸
試
験
場
が
あ
り
、

花
の
清
水
基
夫
、
野
菜
の
石
黒
嘉
門
の
両
先
生
が
居
ら

れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

園
芸
家
入
門
は

良
き
師
に
恵
ま
れ
て

　

昭
和
二
十
二
年
の
夏
、
道
路
に
近
い
畑
の
隅
で
近
所

の
オ
ジ
サ
ン
か
ら
い
た
だ
い
た
ア
サ
ガ
オ
苗
を
焼
跡
か
ら

出
て
来
た
欠
鉢
に
植
え
て
小
さ
な
花
を
数
輪
咲
か
せ
て

い
た
ら
、或
る
日
和
服
に
パ
ナ
マ
帽
の
老
紳
士
か
ら
、「
こ

の
ア
サ
ガ
オ
は
あ
な
た
の
栽
培
か
」と
尋
ね
ら
れ
た
。「
そ

う
で
す
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、「
私
は
近
く
に
住
む
者
だ

が
、ア
サ
ガ
オ
作
り
が
好
き
で
今
年
も
咲
き
始
め
た
。
見

に
来
ら
れ
ま
せ
ん
か
」
と
の
お
誘
い
。
そ
の
夜
、
父
に

話
す
と
、
近
所
の
不
思
議
に
空
襲
を
免
が
れ
た
処
に
住

ま
い
さ
れ
、
そ
の
名
を
薄
々
知
っ
て
い
た
方
の
よ
う
で
、

父
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
朝
の
お
宅
の
玄
関
に
は

打
水
が
し
て
あ
り
、
訪
れ
る
と
「
よ
う
こ
そ
」
と
座
敷

へ
案
内
さ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
眼
に
し
た
の
が
、「
名
古

屋
式
盆
養
切
込
作
」の
ア
サ
ガ
オ
で
あ
っ
た
。
床
の
間
の

掛
軸
の
前
、
七
～
八
鉢
、
黒
塗
の
敷
板
の
上
に
並
べ
ら

れ
た
ア
サ
ガ
オ
の
花
は
大
き
く
、
そ
の
色
鮮
や
か
さ
、
姿

型
の
美
し
さ
、
そ
し
て
普
通
で
は
入
手
で
き
な
か
っ
た

生
菓
子
と
共
に
、
お
抹
茶
を
父
と
頂
戴
す
る
こ
と
が
出

来
た
。
こ
の
お
方
こ
そ
、
戦
後
再
興
さ
れ
た
名
古
屋
朝

顔
会
の
初
代
会
長
加
藤
角
太
郎
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

同
氏
か
ら
ア
サ
ガ
オ
作
り
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
本
格

的
な
花
作
り
の
お
師
匠
さ
ん
の
お
一
人
目
と
な
っ
た
。

　

以
降
、
高
校
を
卒
業
す
る
と
、
迷
う
こ
と
な
く
愛
知

県
清
洲
園
芸
試
験
場
に
花
卉
練
習
生
と
し
て
入
場
さ
せ

て
も
ら
い
、
あ
こ
が
れ
の
清
水
基
夫
先
生
の
ご
指
導
を

得
た
。
更
に
二
年
後
、
京
都
大
学
農
学
部
研
究
生
と
し

て
、
同
大
の
古
曽
部
園
芸
場
で
瀬
川
弥
太
郎
先
生
か
ら
、

観
葉
植
物
、
洋
蘭
、
多
肉
植
物
、
サ
ボ
テ
ン
な
ど
多
彩

な
熱
帯
植
物
の
栽
培
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
私
は
良

き
師
に
恵
ま
れ
た
。

　

良
き
師
、
良
い
友
人
、
良
き
家
族
に
恵
ま
れ
、
昭
和

三
十
二
年
春
、
生
家
の
寺
の
境
内
の
一
部
を
借
り
て
、
九

坪
と
云
う
小
さ
な
場
所
で
、「
名
古
屋
園
芸
」
と
屋
号
を

瀬
川
先
生
に
附
け
て
い
た
だ
き
創
業
。

　

十
年
余
以
前
、
息
子
に
社
長
を
継
い
で
も
ら
う
に
当

た
り
、「
取
締
役
隠
居
」
と
し
て
少
し
手
伝
い
、
名
も
寺

の
初
代
が
鎌
倉
時
代
の
武
家
で
あ
っ
た
頃
の
官
位
を
隠

居
名
と
し
て
名
乗
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

五
十
坪
程
あ
る
小
さ
な
ビ
ル
の
屋
上
が
私
の
圃
場
、朝

顔
を
始
め
、
伝
統
園
芸
植
物
を
中
心
に
多
く
の
植
物
と

共
生
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

おがさわら・さえもんの
じょうりょうけん
1933年に名古屋市に生
まれる。京都大学農学部研
究生をへて、1957年に名
古屋園芸株式会社を創業。
現在、同社取締役隠居。
公益社団法人園芸文化
協会長。江戸時代の園芸
資料蒐集と研究に従事。

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。

な
ど
の
花
木
や
、
シ
ャ
ガ
、
バ
イ
モ
ユ
リ
、
ス
イ
セ
ン
、

秋
に
は
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
、
セ
ン
リ
ョ
ウ
な
ど
の
実
も
の

を
一
つ
一
つ
名
を
教
え
な
が
ら
切
り
取
っ
て
、
更
に
挿
花

す
る
折
に
も
連
れ
立
っ
て
く
れ
た
。

　

近
く
は
寺
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
故
、
寺
が
多
く
、

そ
の
中
に
は
骨
董
の
「
売
立
て
」
が
定
期
的
に
行
わ
れ

て
い
た
。
時
に
は
陶
器
の
産
地
で
あ
る
瀬
戸
や
常
滑
の

作
家
を
訪
ね
、
そ
の
都
度
「
亮
（
私
の
本
名
）
は
分
家

す
る
身
で
あ
る
か
ら
、
お
前
の
道
具
と
し
て
求
め
置
く
」

と
云
う
の
が
口
癖
で
あ
っ
た
。
私
は
、
な
ぜ
か
そ
う
い

う
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
出
歩
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。
こ

の
幼
児
体
験
が
、
私
の
人
生
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
祖
父
も
私
が
小
学
五
年
生
の
春
、
終

戦
の
前
年
に
往
生
さ
れ
た
。

終
戦
後
の
食
糧
難
時
代
、

焼
跡
菜
園
に
専
念

　

昭
和
二
十
年
三
月
、
数
日
後
に
五
年
生
の
終
業
式
を

控
え
た
十
九
日
の
夜
、
米
軍
の
大
空
襲
に
よ
り
、
寺
、
住

居
、
蔵
ま
で
全
焼
。
俗
に
当
時
「
焼
け
出
さ
れ
」
の
身
と

な
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
春
、
焼
跡
に
バ
ラ
ッ
ク
小
屋
で

は
あ
る
が
我
家
の
住
ま
い
で
新
し
い
生
活
が
始
ま
っ
た
。

し
か
し
食
糧
事
情
は
悪
化
す
る
一
方
。
父
は
体
が
弱
く
、

兄
は
京
都
の
大
学
生
、
な
ん
と
か
お
袋
と
共
に
焼
跡
を

畑
と
し
て
食
糧
作
り
を
し
よ
う
と
、
連
日
焼
跡
や
庭
の

跡
地
を
開
墾
、
農
業
の
真
似
事
を
始
め
た
。
幸
い
に
も

寺
の
檀
家
に
農
家
も
あ
り
、
古
い
農
具
を
下
さ
っ
た
り
、

種
、
苗
を
い
た
だ
い
た
り
、
何
よ
り
色
々
な
農
作
業
の

（上）名古屋園芸で咲いた名古屋朝顔。
うちわほどの大きさの花が咲く。
（下）名古屋朝顔会の展示風景。毎年、
7月25日前後に5日間、名古屋市の名
城公園フラワープラザで開催。毎日違
う花を見ることができる。

小
笠
原
左
衛
門
尉
亮
軒 

（
公
益
社
団
法
人
園
芸
文
化
協
会
会
長
）

私を育てた
〈風と景〉
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大
阪
府
吹
田
市
に
あ
る
万
博
記
念
公
園

の
森
を
ご
存
じ
で
す
か
。
高
度
経
済
成
長
、

大
規
模
都
市
開
発
の
先
駆
け
の
一
九
七
〇

年
日
本
万
国
博
覧
会
で
、
竹
林
の
多
い
千

里
丘
陵
の
里
山
が
一
旦
は
丸
裸
に
切
り
拓

か
れ
、六
千
四
百
万
人
も
の
入
場
者
で
賑
わ

う
万
博
会
場
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、公

園
と
な
っ
て
半
世
紀
近
く
。
森
の
部
分
は

当
局
と
専
門
家
等
が
連
携
し
た
、
世
界
で

も
稀
な
、い
わ
ば
自
然
再
生
の
実
験
フ
ィ
ー

ル
ド
と
な
り
、
都
市
環
境
に
大
き
く
貢
献

し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
ま
で「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」

に
指
定
さ
れ
て
い
た
猛
禽
類
の
オ
オ
タ
カ

も
、
十
年
く
ら
い
前
か
ら
営
巣
を
始
め
ま

し
た
。
生
態
系
の
頂
点
に
た
つ
オ
オ
タ
カ

で
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
豊
か
な
森
林
生
態

系
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
造
成
地
か

ら
オ
オ
タ
カ
の
森
へ
、
生
き
物
の
動
向
と

人
々
の
努
力
の
一
端
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

キ
ジ
の
原
野

　

緑
化
か
ら
十
年
く
ら
い
経
過
し
た
頃
、植

栽
し
た
樹
木
の
な
か
に
は
根
付
か
な
い
も

の
や
、
成
長
す
る
ど
こ
ろ
か
、
上
の
方
が

枯
れ
て
小
さ
く
な
っ
た
も
の
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。
大
規
模
造
成
地
に
自
然
林

を
再
生
す
る
試
み
は
、
本
邦
初
な
の
で
す
。

だ
か
ら
未
経
験
の
課
題
に
た
く
さ
ん
遭
遇

し
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
千
里
丘
陵
の
大
阪
層
群
と
い
う

海
成
粘
土
層
に
は
パ
イ
ラ
イ
ト
が
含
ま
れ

て
い
て
、
掘
り
出
さ
れ
る
と
硫
黄
分
が
酸

化
し
て
硫
酸
が
で
き
る
な
ん
て
想
像
も
つ

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
伸
び
悩
み
の
樹
木
の

根
元
を
二
十
セ
ン
チ
く
ら
い
掘
れ
ば
地
下

水
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
と
て
も
、
目

標
の
二
〇
〇
〇
年
に
森
は
で
き
ま
せ
ん
。ま

ず
排
水
改
良
を
、
と
肋
骨
状
に
深
い
排
水

溝
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

そ
の
こ
ろ
の
万
博
公
園
に
は
そ
う
し
た
藪

や
原
野
を
好
む
キ
ジ
が
棲
ん
で
い
て
、
人

気
者
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

「
生
物
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ

た
の
が
八
十
年
代
後
半
。
目
の
敵
に
し
て

い
た
排
水
不
良
の
原
野
環
境
な
ら
で
は
の

生
き
物
に
危
機
が
迫
っ
て
い
る
の
に
気
づ

き
ま
し
た
。
関
西
自
然
保
護
機
構
に
よ
る

と
、
大
阪
府
か
ら
既
に
絶
滅
し
た
植
物
の

種
数
を
生
育
地
別
に
見
る
と
、
湿
地
が
一

番
多
く
、
つ
い
で
草
原
、
海
浜
な
の
で
す
。

森
林
の
植
物
に
は
絶
滅
危
惧
種
は
多
く
て

も
、
意
外
に
も
絶
滅
に
ま
で
は
至
っ
て
い

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
危
機
が
深
刻
な
の
は
、香

里
、
千
里
、
泉
北
な
ど
の
大
規
模
住
宅
開

発
で
棲
み
場
を
追
わ
れ
た
、
丘
陵
地
や
湿

地
の
動
植
物
な
の
で
し
た
。

モ
ヤ
シ
林
か
ら
生
物
多
様
性
の
森
へ

　

排
水
改
良
も
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と

み
え
て
、
な
ん
と
か
外
見
上
は
森
ら
し
く

な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
葉
っ
ぱ
の
層
は

一
番
上
だ
け
。
下
層
の
植
生
が
意
外
に
貧

困
な
の
に
気
づ
い
た
の
が
九
十
年
台
後
半
。

考
え
て
み
れ
ば
、
植
栽
樹
木
に
多
少
の
大

小
は
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
団
塊
の
世
代
の

同
齢
林
。
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
過
密
状

態
の
、
い
わ
ゆ
る
モ
ヤ
シ
林
と
な
っ
た
と

こ
ろ
も
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
自
然
林
で
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。

と
も
多
い
で
す
が
、
一
定
の
面
積
を
伐
採

し
ま
す
。
都
市
緑
地
で
は
お
そ
ら
く
最
初

の
試
み
で
す
。
で
も
、
せ
っ
か
く
ギ
ャ
ッ

プ
が
で
き
て
も
、
周
囲
が
道
路
で
囲
ま
れ

て
い
て
は
新
た
な
種
の
加
入
が
困
難
な
の

で
、
近
隣
の
北
摂
山
系
で
進
む
開
発
地
の

森
林
の
表
土
の
導
入
な
ど
も
併
用
。
そ
の

う
ち
、
キ
ン
ラ
ン
、
ギ
ン
ラ
ン
も
発
生
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
樹
木
と
菌
根
菌

と
の
共
生
が
必
要
な
ゆ
え
に
栽
培
は
た
い

へ
ん
困
難
な
希
少
種
で
す
。

老
木
が
倒
れ
ま
す
。そ
の
数
、毎
年
五
パ
ー

セ
ン
ト
く
ら
い
と
も
い
い
ま
す
。林
冠
に
穴

（
ギ
ャ
ッ
プ
）が
開
く
と
日
差
し
が
地
面
に

届
く
の
で
、
多
様
な
種
が
芽
吹
き
、
若
木

が
生
育
を
始
め
ま
す
。こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
・
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
が
多
様
性
の
維
持
さ
れ
る
秘

密
な
の
で
す
。
そ
こ
で
万
博
の
森
で
も
、倒

木
が
自
然
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で

は
、
人
工
ギ
ャ
ッ
プ
を
つ
く
る
、「
次
世
代

の
森
づ
く
り
」
が
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て

始
ま
っ
た
の
で
す
。
母
樹
数
本
を
残
す
こ

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。万博公園の森の
研究などで日本造園学会
賞を受賞。

万
博
の
跡
地

キ
ジ
が
棲
む
薮
か
ら
オ
オ
タ
カ
の
森
へ

森
本
幸
裕

（
公
財
）京
都
市
都
市
緑
化
協
会
理
事
長

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
。

人工ギャップを作った翌年のようす。次世代が芽生え、
若木が成長する。手前や奥は過密単層の「モヤシ林」。

昨年の台風でエノキが根返り倒木。ギャップ・ダイナミク
スの環境学習の貴重な機会となる。（写真・阿野晃秀）

2000年、見かけは森が成立したので、上から観察する樹冠回廊「ソラード」が作られた。

樹木・菌根菌と共生する
希少種のキンランが発生。

万博の森で生まれたオオ
タカの幼鳥。2010年7
月。（撮影・池口直樹）

連載

いぶ
きの輪っか

　

ま
た
、
森
の
中
に
は
丘
陵
地
の
湧
水
湿

地
環
境
も
新
た
に
造
成
さ
れ
ま
し
た
。
例

え
ば
新
た
に
絶
滅
危
惧
種
の
イ
シ
モ
チ
ソ

ウ
や
ト
キ
ソ
ウ
な
ど
の
湿
生
植
物
や
、
両

生
類
の
カ
ス
ミ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
な
ど
に

も
来
て
欲
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、こ
の
「
キ
ジ
の
原
野
」
は
オ
オ
タ
カ

が
小
動
物
や
小
鳥
を
採
餌
す
る
開
け
た
環

境
と
し
て
も
役
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。里

山
で
は
シ
カ
食
害
で
絶
滅
の
危
機
に
瀕
す

る
植
物
も
多
い
な
か
、
万
博
の
森
は
大
阪

の
絶
滅
危
惧
種
の
レ
フ
ュ
ー

ジ
ア
（
避
難
場
所
）
と
し
て

の
機
能
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

風
倒
木
が
導
く「
自
立
し
た
森
」

　

オ
オ
タ
カ
も
営
巣
し
た
こ

の
森
。
で
も
、
里
山
森
林
で

は
最
も
個
体
数
の
多
い
哺
乳

類
の
ア
カ
ネ
ズ
ミ
が
、
や
っ

と
来
て
く
れ
た
の
は
五
年
ほ

ど
前
。
里
山
で
は
谷
筋
に
よ

く
見
る
リ
ョ
ウ
メ
ン
シ
ダ
や

イ
ノ
デ
と
い
う
シ
ダ
は
、
排

水
改
良
の
た
め
に
掘
っ
た
深

い
溝
の
壁
に
し
か
、
ほ
ぼ
見

ら
れ
ま
せ
ん
し
、
痩
せ
山
な

ら
ど
こ
に
で
も
あ
る
コ
シ
ダ

は
見
当
た
ら
な
い
し
、
ウ
ラ

ジ
ロ
も
一
か
所
だ
け
。

　

で
も
、二
〇
一
七
年
の
台
風
二
十
一
号
で
、

巨
木
に
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
少
し
大
き

な
エ
ノ
キ
が
一
本
、
根
っ
こ
か
ら
ひ
っ
く
り

返
っ
た
の
は
残
念
な
の
で
す
が
、
別
の
期

待
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
お
皿
の
よ
う
な
エ

ノ
キ
の
根
株
は
排
水
不
良
の
地
盤
を
如
実

に
反
映
し
て
い
ま
す
が
、
根
返
り
は
多
様

な
立
地
条
件
が
生
ま
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

す
。
周
り
の
植
物
相
は
限
ら
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
奥
山
で
な
い
と
困
難
な
ギ
ャ
ッ

プ
・ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
間
近
に
観
察
で
き
る

環
境
学
習
の
場
が
で
き
た
と
も
い
え
ま
す
。

こ
の
森
の
基
本
計
画
の
目
標
は
「
自
立
し

た
森
」。
人
工
ギ
ャ
ッ
プ
な
し
で
も
豊
か
な

多
様
性
が
持
続
す
る
森
は
い
つ
達
成
さ
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
見
守
り
続
け
た
い
と
思

い
ま
す
。
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ギ
リ
ア
ン
・
プ
ラ
ン
ス
博
士
は
、
南
米

の
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
で
、
三
十
年
以
上
に

わ
た
り
調
査
を
実
施
。
三
万
点
以
上
の
植

物
の
資
料
標
本
を
収
集
し
、
四
百
五
十
種

以
上
の
新
種
を
発
見
し
ま
し
た
。

　

プ
ラ
ン
ス
博
士
の
研
究
は
、
植
物
の
採

集
、
分
類
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
そ

の
関
心
は
し
だ
い
に
人
々
と
植
物
と
の
関

係
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。「
熱
帯
雨

林
の
生
態
系
の
破
壊
を
く
い
止
め
て
、
自

然
と
人
間
と
の
持
続
可
能
な
関
係
を
探
る

に
は
、
先
住
民
族
の
知
恵
が
欠
か
せ
な
い

と
直
感
し
ま
し
た
。
彼
ら
が
森
や
植
物
を

ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
の
か
に
ヒ
ン
ト

が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
」。
森
を
よ
く
知

る
地
域
の
人
々
と
の
交
流
か
ら
新
種
の
発

見
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

ア
マ
ゾ
ン
の
熱
帯
雨
林
の
奥
深
く
、小
さ

な
村
の
そ
ば
に
調
査
の
拠
点
と
な
る
キ
ャ

南
米
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
植
物
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る

ギ
リ
ア
ン
・
プ
ラ
ン
ス
博
士
。

植
物
分
類
学
の
研
究
に
は
じ
ま
り
、人
々
の
暮
ら
し
と
植
物
と
の
関
わ
り
や
、

自
然
保
護
の
分
野
に
も
目
を
む
け
、多
数
の
論
文
を
執
筆
し
ま
し
た
。

後
年
は
、イ
ギ
リ
ス
王
立
キ
ュ
ー
植
物
園
の
園
長
と
し
て
、

D
N
A
を
用
い
た
分
類
学
の
研
究
部
門
を
導
入
す
る
な
ど
の
ほ
か
、

後
進
の
育
成
に
も
貢
献
し
ま
し
た
。
地
球
が
直
面
す
る
危
機
や
自
然
の
状
況
を
見
つ
め
、

見
守
り
つ
づ
け
る
プ
ラ
ン
ス
博
士
の
言
葉
に
は
、

次
世
代
へ
の
警
笛
と
、自
然
と
共
生
す
る
ヒ
ン
ト
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。

ミ
レ
ニ
ア
ム・シ
ー
ド
・バ
ン
ク
で

未
来
に
希
望
を
つ
な
ぐ

　

一
九
八
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
王
立
キ
ュ
ー

植
物
園
の
園
長
に
就
任
。
二
百
年
以
上
の

歴
史
を
も
ち
、
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
の
植
物
園
で
の
特
筆
す
べ
き
業

績
は
、
種
子
銀
行
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
シ
ー

ド
・
バ
ン
ク
」
の
設
立
で
す
。

ン
プ
を
設
営
し
た
と
き
の
こ
と
。
村
民
か

ら
招
待
を
受
け
、
夕
飯
を
と
も
に
し
た
プ

ラ
ン
ス
博
士
は
、
お
米
の
味
が
気
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
食
べ
た
こ
と
の
な

い
風
味
が
す
る
の
で
、
住
民
に
尋
ね
る
と
、

「
ア
グ
ー
チ
・
ナ
ッ
ツ
（Castanha de 

cutia

）の
種
か
ら
絞
っ
た
油
の
香
り
だ
よ
」

と
い
う
返
答
が
。
は
じ
め
て
名
前
を
聞
く

植
物
で
し
た
が
、
台
所
か
ら
持
っ
て
き
て

く
れ
た
楕
円
形
の
実
を
見
て
す
ぐ
に
、「
ク

リ
ソ
バ
ラ
ヌ
ス
科
の
仲
間
に
違
い
な
い
」と

思
っ
た
そ
う
で
す
。
翌
朝
、
住
民
の
案
内

で
木
の
観
察
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は

た
し
か
に
ク
リ
ソ
バ
ラ
ヌ
ス
科
の
植
物
で
、

ア
キ
オ
ア
属
の
新
種
で
し
た
。
プ
ラ
ン
ス

博
士
は
そ
の
植
物
に
、
ラ
テ
ン
語
で
「
食

用
」
を
意
味
す
るedulis

を
つ
か
っ
て
、

A
cioa edulis

と
名
づ
け
ま
し
た
。「
こ
れ

ま
で
に
多
く
の
新
種
を
発
見
し
ま
し
た
が
、

夕
食
の
テ
ー
ブ
ル
か
ら
発
見
に
つ
な
が
っ

た
の
は
こ
れ
だ
け
」。

　

自
然
災
害
や
戦
争
な
ど
の
不
測
の
事
態

で
種
が
絶
滅
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る
よ

う
、植
物
の
種
子
を
保
存
し
て
い
ま
す
。
世

界
に
は
千
三
百
を
超
え
る
種
子
銀
行
が
あ

り
ま
す
が
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
シ
ー
ド
・
バ

ン
ク
が
保
存
す
る
種
の
数
は
世
界
最
多
で

　

一
九
三
七
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

東
部
の
サ
フ
ォ
ー
ク
州
に
生
ま
れ

た
プ
ラ
ン
ス
博
士
。
熱
心
な
ア
マ

チ
ュ
ア
植
物
学
者
だ
っ
た
二
人
の

叔
母
が
語
り
か
け
る
植
物
の
話
に

促
さ
れ
、
プ
ラ
ン
ス
少
年
は
植
物

に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。
叔
母
た

ち
か
ら
の
た
い
せ
つ
な
教
え
の
一

つ
が
、「
見
つ
け
た
植
物
は
学
名
を

調
べ
て
、学
名
で
記
録
す
る
こ
と
」。

そ
れ
は
、
分
類
学
者
と
し
て
の
原

点
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
キ
ー

1968年、ブラジル北部のロンドニア州への調査チームと現地
ガイドとの一枚。後列左がプランス博士。

ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
の
大
学
院
に
進

学
し
た
プ
ラ
ン
ス
博
士
は
、
バ
ラ

類
の
仲
間
に
属
す
る
ク
リ
ソ
バ
ラ

ヌ
ス
科
の
植
物
に
関
心
を
も
ち
ま

す
。
研
究
を
は
じ
め
て
す
ぐ
に
、こ

の
植
物
に
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い

種
が
多
く
あ
る
こ
と
、
な
か
で
も
、

南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
ア
マ
ゾ
ン
川

流
域
に
は
未
分
類
の
種
が
数
多
く

生
育
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
す
。「
い
つ
か
ア
マ
ゾ
ン
に
調
査

に
行
こ
う
」。
こ
れ
が
プ
ラ
ン
ス
博

士
の
目
標
に
な
り
ま
し
た
。

　

博
士
号
を
取
得
し
た
一
九
六
三

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
目を迎えました。

◉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

クリソバラヌス科エクセロデンドロン
属。南アメリカに固有で、プランス
博士が発見した。

近 代 学 
匠 

伝

一
九
九
三
年
　
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者 

ギ
リ
ア
ン・
プ
ラ
ン
ス 

博
士

S
ir. G

h
ille

a
n

 P
ra

n
c

e

年
、
幸
運
に
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

植
物
園
が
率
い
る
ス
リ
ナ
ム
共
和

国
へ
の
研
究
調
査
団
に
博
士
研
究

員
と
し
て
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、は

じ
め
て
南
米
に
足
を
踏
み
入
れ
ま

す
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
、
念
願
の

ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
へ
の
調
査
旅
行

が
実
現
し
、
ク
リ
ソ
バ
ラ
ヌ
ス
科

を
は
じ
め
と
す
る
植
物
群
の
研
究

に
着
手
し
ま
し
た
。

　

以
来
、
プ
ラ
ン
ス
博
士
は
一
貫

し
て
南
米
、
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の

植
物
に
関
心
を
寄
せ
つ
づ
け
、
の

べ
三
十
九
回
も
足
を
運
び
、
謎
に

満
ち
た
熱
帯
雨
林
の
植
物
の
生
態

を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

チキンナッツの果実。アキオア属の
植物で、食用油の原料になる。

移動のあいまにチームの学生とチェスを楽しむことも。
右がプランス博士。1969年。

Serra do Aracá州立公園で植物標本を
集めるプランス博士。1985年。

プランス博士近影。ブラジルナッ
ツ科の植物を手に。
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現
在
、
六
度
目
の
大
量
絶
滅
期
が
迫
っ

て
い
る
と
い
わ
れ
、
種
の
喪
失
は
憂
慮
す

べ
き
速
度
で
進
行
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち

人
間
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
生
物
多

様
性
と
い
う
言
葉
に
ふ
く
ま
れ
る
の
は
、す

べ
て
の
種
の
動
植
物
で
す
。
そ
れ
ら
が
相

互
作
用
し
て
、
地
球
の
生
態
系
を
支
え
て

す
。
一
九
九
〇
年
こ
ろ
か
ら
計
画
が
は
じ

ま
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
百
五
十
以
上
の
国
々
か
ら
種
子
が
送

ら
れ
て
く
る
国
際
的
な
施
設
で
、
世
界
の

植
物
種
の
約
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る

八
万
七
千
種
以
上
の
種
子
を
保
存
し
て
い

ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ビ
ク
ト
リ
ア

州
に
の
み
生
息
し
て
い
た
ミ
カ
ン
科
の
種

が
山
火
事
で
焼
失
し
た
さ
い
に
は
、
ミ
レ

ニ
ア
ム
・
シ
ー
ド
・
バ
ン
ク
に
保
存
さ
れ

て
い
た
種
子
か
ら
復
活
さ
せ
た
若
木
を
植

林
し
ま
し
た
。

生
物
多
様
性
の
維
持
に
は
、

ア
マ
ゾ
ン
の
森
林
が
不
可
欠
で
す

　

環
境
問
題
を
根
本
か
ら
解
決

す
る
に
は
、
国
家
や
国
際
社
会

な
ど
が
一
致
団
結
し
て
大
き
な

レ
ベ
ル
で
行
動
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
一
歩
は
個
人

や
地
域
レ
ベ
ル
で
の
行
動
を
起

こ
す
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
小
さ
な
行
動
が
も

た
ら
す
可
能
性
は
は
か
り
し
れ

ま
せ
ん
。
環
境
問
題
は
、
直
接

の
解
決
策
を
探
る
自
然
科
学
者

や
博
物
学
者
だ
け
で
な
く
、
教

師
や
弁
護
士
、
政
治
家
、
司
祭

な
ど
、
多
く
の
学
問
分
野
の
知

識
を
必
要
と
し
ま
す
。
地
球
上

の
全
員
で
こ
の
危
機
に
つ
い
て

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。自

分
の
興
味
や
専
門
が
、
環
境
問

題
の
解
決
に
ど
う
役
立
つ
の
か
、

じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。そ
の
た
め
に
、ま
ず
は
、
自

分
が
ほ
ん
と
う
に
興
味
を
も
て

る
こ
と
を
見
つ
け
、
そ
の
し
く

み
を
学
び
、
追
究
し
て
く
だ
さ

い
。
独
創
的
な
結
果
を
生
む
に

は
、
ま
ず
自
分
が
楽
し
む
こ
と
、

夢
中
に
な
る
こ
と
だ
と
信
じ
て

い
ま
す
。（
二
〇
一
八
年
九
月
）

C  O  L  U  M  N

プランス博士から未来を担うみなさんに

オオオニバスは閉じた花の中に甲虫を閉じこめ
る。花の中は周囲よりも10度ほど温度が高く、
偽柱頭は食べものになるので、甲虫にとっては
快適な環境である。花が開くと、花粉とともに
甲虫が飛び立ち、べつの花に花粉を運ぶ。

う
プ
ラ
ン
ス
博
士
は
訴
え
ま
す
。

　

環
境
や
気
候
変
動
の
問
題
は
依
然
と
し

て
悪
化
す
る
い
っ
ぽ
う
で
す
。
そ
の
事
実

が
、
い
ま
な
お
プ
ラ
ン
ス
博
士
の
問
題
意

識
を
ゆ
り
う
ご
か
し
て
い
ま
す
。
一
九
九

九
年
に
キ
ュ
ー
植
物
園
を
退
官
し
て
か
ら

の
十
九
年
間
に
、
プ
ラ
ン
ス
博
士
は
百
四

十
五
本
の
論
文
を
発
表
し
、
九
冊
の
本
を

執
筆
、
監
修
し
ま
し
た
。「
傾
い
て
し
ま
っ

た
地
球
環
境
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
の
軌

道
修
正
の
役
割
を
担
う
の
は
、
若
い
世
代

で
す
。
私
た
ち
の
世
代
は
、
せ
っ
か
く
の

豊
か
な
環
境
と
う
ま
く
共
生
で
き
な
か
っ

た
だ
け
で
な
く
、
と
り
返
し
の
つ
か
な
い

ほ
ど
だ
い
な
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

負
い
目
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私

は
自
然
と
人
間
と
の
共
生
す
る
道
を
探
り
、

で
き
る
こ
と
に
は
す
べ
て
と
り
く
み
た
い

の
で
す
」。

い
ま
す
」。
そ
れ
を
顕
著
に
表
す
の
が
、
プ

ラ
ン
ス
博
士
が
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
で
発
見

し
た
植
物
と
動
物
と
の
相
互
関
係
。
な
か

で
も
象
徴
的
な
の
は
、
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
と

特
定
の
甲
虫
と
が
築
く
受
粉
の
関
係
で
す
。

「
甲
虫
が
い
な
け
れ
ば
、
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
は

種
を
存
続
で
き
ま
せ
ん
。
一
つ
の
種
の
絶

滅
は
、
ほ
か
の
生
き
も
の
の
生
存
に
も
深

く
関
わ
り
、
べ
つ
の
種
の
絶
滅
に
も
つ
な

が
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
」。

　

こ
う
し
た
相
互
関
係
の
基
盤
を
大
き
く

ゆ
る
が
す
の
は
、
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
森

林
面
積
の
減
少
で
す
。
失
わ
れ
る
の
は
、生

き
も
の
の
生
育
地
だ
け
で
な
く
、
二
酸
化

炭
素
の
吸
収
源
で
す
。
森
林
伐
採
は
、
気

候
変
動
を
も
た
ら
す
要
因
で
も
あ
り
ま
す
。

生
物
多
様
性
を
維
持
し
、
私
た
ち
が
地
球

上
で
こ
れ
か
ら
も
暮
ら
し
て
ゆ
く
に
は
、熱

帯
雨
林
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ

オオオニバスの裏面には棘があることを示すプランス博士。

閉鎖花 開放花

果実

大きく成長した果実が水面に顔を出す

果実
種子 空気 種皮 種皮が破れる

水底

秋夏

休眠

日

本植
物紀行
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多
目
的
教
室
に
入
る
な
り
、「
お
お
っ
!
」

と
声
を
上
げ
て
目
を
輝
か
せ
る
子
ど

も
た
ち
。
人
間
サ
イ
ズ
に
拡
大
し
た
昆＊

虫
大

写
真
が
頭
上
に
並
び
ま
す
。
授
業
の
テ
ー

マ
は
「
昆
虫
と
は
」。
高
等
学
校
教
諭
、
大

学
講
師
を
歴
任
し
た
「
昆
虫
博
士
」
の
谷

幸
三
さ
ん
が
先
生
で
す
。

　

元
気
な
あ
い
さ
つ
か
ら
授
業
は
ス
タ
ー

ト
。
そ
の
勢
い
に
の
っ
て
、
谷
さ
ん
は
テ

ン
ポ
よ
く
語
り
か
け
ま
す
。
昆
虫
は
頭
、
胸
、

腹
の
三
つ
か
ら
な
り
ま
す
。
胸
は
前
胸
、
中

胸
、
後
胸
に
分
か
れ
、
前
胸
か
ら
は
前ま

え

肢あ
し

だ
け
が
出
て
、
中
胸
か
ら
は
中
肢
と
前ま

え

翅ば
ね

、

後
胸
か
ら
は
後
肢
、
後
翅
が
出
ま
す
。
谷

さ
ん
は
巨
大
昆
虫
写
真
を
差
し
示
し
な
が

ら
、「
こ
れ
が
頭
、
こ
れ
は
胸
、
腹
。
は
い
、

一
緒
に
く
り
か
え
そ
う
」。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な

誘
導
に
つ
ら
れ
て
子
ど
も
た
ち
は
、「
頭
、

胸
、
腹
！
」
と
、
元
気
よ
く
答
え
ま
す
。

　

専
門
と
す
る
ト
ン
ボ
の
話
に
な
る
と
、「
谷

節
」
は
さ
ら
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
。
細
長
い

腹
部
を
示
し
、「
ト
ン
ボ
は
な
ん
と
十
段
腹
。

虫
眼
鏡
で
じ
っ
く
り
観
察
し
て
み
る
と
、十

の
節
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
交
尾
の
よ
う
す
を
見
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
」。
腹
部
を
丸
め
て
メ
ス
と
オ
ス
が

逆
さ
ま
に
つ
な
が
り
、
交
尾
す
る
写
真
を

見
せ
な
が
ら
、「
そ
の
愛
の
形
は
、
や
っ
ぱ

り
ハ
ー
ト
型
。
だ
か
ら
先
生
は
ト
ン
ボ
が

好
き
な
ん
や
」。

　

ト
ン
ボ
の
幼
虫
（
ヤ
ゴ
）
は
肉
食
性
の

水
生
昆
虫
。
餌
を
見
つ
け
る
や
、
折
り
た

た
ん
で
い
た
下
唇
を
す
ば
や
く
伸
ば
し
、鋭

い
牙
で
捕
獲
し
ま
す
。
谷
さ
ん
は
腕
を
大

き
く
動
か
し
て
そ
の
よ
う
す
を
真
似
な
が

ら
、「
チ
ョ
ワ
チ
ョ
ワ
チ
ョ
ワ
ァ
。
ほ
ら
、
み

ん
な
も
や
っ
て
み
よ
う
」。
子
ど
も
た
ち
も

花
博
記
念
協
会
は
、「
自
然
と
人
間
と
の
共
生
」
と
い
う
理
念
の
継
承
・
発
展
の
一
環
と

し
て
、
協
会
と
ゆ
か
り
の
あ
る
科
学
者
や
知
識
人
を
小
学
校
に
派
遣
し
、
四
十
五
〜
九
十

分
の
授
業
を
担
当
し
ま
す
。
派
遣
の
対
象
は
大
阪
府
内
お
よ
び
近
郊
の
小
学
校
の
児
童
。

「
植
物
の
は
た
ら
き
」、「
昆
虫
の
生
態
・
川
の
環
境
」、「
ま
ち
の
景
観
・
歴
史
」、「
動
物

の
命
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
、
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り

や
生
き
も
の
生
態
、
い
の
ち
の
大
切
さ
を
、
身
近
な
話
題
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
語
り
か

け
ま
す
。

次
世
代
育
成
事
業

小
学
校
講
師
派
遣

＊アーティストの橋本典久とscopeが制作した「超高解像度人間大昆虫写真［life-size］」。2004年の
「文化庁メディア芸術祭」のアート部門で奨励賞を受賞。西日本では花博記念協会のみが所有している。

アリジゴクの昆虫大写真を例に昆虫の体の構造を紹介

手づくりの資料なども活用し、環境と生きもののかかわりを紹介

協会事業
紹介未

来
を
つ
く
る
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い

自
然
と
い
の
ち
、人
と
の
つ
な
が
り

編
集
後
記

　

今
年
は
、
台
風
・
地
震
と
各
地
が
自

然
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
。
花
の

万
博
が
開
催
さ
れ
た
鶴
見
緑
地
で
も
台

風
に
よ
り
大
き
な
木
が
何
本
も
倒
れ
る

な
ど
の
被
害
を
受
け
、
今
で
も
一
部
区

域
が
閉
園
状
態
で
す
。
緑
を
求
め
、
健

康
づ
く
り
や
休
息
に
来
ら
れ
て
い
た
方

は
、
行
き
場
を
失
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

普
段
気
付
か
ず
に
い
る
都
市
の
緑
の
価

値
も
、
い
ざ
無
く
な
っ
て
み
る
と
そ
の

大
切
さ
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

　

今
号
の
対
談
で
は
、
日
本
の
都
市
に

お
い
て
緑
の
空
間
が
文
化
と
し
て
発
展

し
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。こ

の
よ
う
な
歴
史
か
ら
も
都
市
に
お
け
る

緑
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
花
博
記
念
協
会 

Ｍ
・
Ｔ
）

『
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
。

ヤ
ゴ
の
気
分
に
。

　

身
近
な
水
辺
の
小
さ
な
生
き
も
の
た
ち

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
す
こ

し
視
野
を
拡
げ
て
、
話
題
は
自
然
環
境
に
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
一
方
的
に
正
論
を

説
く
の
で
は
な
く
、
ク
イ
ズ
形
式
で
子
ど

も
た
ち
の
発
言
を
引
き
出
し
ま
す
。「
天
ぷ

ら
っ
て
お
い
し
い
な
。
で
も
、
五
百
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
の
天
ぷ
ら
油
を
川
に
流
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
魚
た
ち
が
す
め
る
き
れ
い
な

川
に
戻
す
の
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の

水
が
必
要
や
と
思
う
？　
お
風
呂
の
何
杯
く

ら
い
や
ろ
？
」。
正
解
は
な
ん
と
三
百
三
十

杯
。
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
水
量
に
、
子

ど
も
た
ち
は
ど
よ
め
き
ま
す
。

　

質
問
タ
イ
ム
で
は
、
次
々
に
手
が
挙
が

り
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
昆
虫
に
は
光
る
も

の
と
光
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
？
」。
子
ど

も
た
ち
の
素
朴
な
問
い
に
谷
さ
ん
の
顔
は

ほ
こ
ろ
び
ま
す
。
オ
ワ
ン
ク
ラ
ゲ
の
緑
色

蛍
光
タ
ン
パ
ク
質
（
G
F
P
）
の
発
見
で

ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
下
村
脩
さ

ん
の
話
を
例
に
挙
げ
、
生
き
も
の
を
じ
っ

く
り
と
観
察
し
、「
な
ぜ
？
」の
気
持
ち
を

も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
語
り
ま

す
。「
そ
の
疑
問
を
忘
れ
ず
に
、大
き
く
な
っ

た
ら
自
分
で
調
べ
て
み
て
。
ノ
ー
ベ
ル
賞

を
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
よ
」。
谷
さ
ん

の
言
葉
に
上
気
す
る
子
ど
も
た
ち
。

　

あ
っ
と
い
う
ま
の
九
十
分
が
終
わ
り
に

近
づ
い
た
こ
ろ
、谷
さ
ん
は
ふ
た
た
び
拡
大

昆
虫
大
写
真
を
指
差
し
ま
す
。
ニ
ヤ
リ
と

し
な
が
ら
、「
こ
こ
は
な
ん
だ
っ
た
っ
け
？
」

と
問
う
と
、
間
髪
入
れ
ず
に
「
胸
！ 

前

胸
！
」
と
、
元
気
よ
く
答
え
が
返
っ
て
き

ま
し
た
。
谷
さ
ん
の
ね
ら
い
ど
お
り
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

■
昆
虫
の
生
態
・
川
の
環
境
　
大
阪
府
立
加
美
東
小
学
校
四
年
生

谷 

幸
三
さ
ん
（
一
般
社
団
法
人
淡
水
生
物
研
究
所 

理
事
）

講師

■動物の命の不思議
長瀬健二郎さん 

（元天王寺動物園長）
38 年にわたり天王寺動物園の動物たち
とすごした長瀬さん。豊富な経験談など
を交えながら、動物たちの生活やからだ
の不思議をわかりやすく語ります。

■植物のはたらき
 渋谷俊夫さん 

（大阪府立大学大学院
生命環境科学研究科 准教授）

植物の形がどのようにつくられ、どのよ
うなしくみで光合成しているのかを、さ
まざまな実例をとおして語ります。材と
して使われる植物から、トマトのような
食用植物まで、身近な植物の多様性と私
たちの暮らしとの関わりを考えます。

■まちの景観・歴史
増田 昇さん 

（大阪府立大学 名誉教授）
児童たちが住んでいる地域の古代から
近代までを、古い絵図や航空写真でふり
返ります。まちがどのような歴史をへて
なりたっているのかや、まちづくりの考
え方の変遷を学びます。

＊ コスモスセミナーの応募方法は 
ホームページをご覧ください。

http://www.expo-cosmos.or.jp/

講師

講師

講師

ほかにはこんな授業も！
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葉
蘭
は
着
生
植
物
の
シ
ダ
類
の
一

種
で
す
が
、
四
億
年
前
に
栄
え
た

も
っ
と
も
原
始
的
な
植
物
と
さ
れ
る
古
生

マ
ツ
バ
ラ
ン
類
の
生
き
残
り
で
す
。
根
の

よ
う
に
見
え
る
の
は
枝
分
か
れ
し
た
地
下

茎
で
、
褐
色
の
仮
根
が
毛
の
よ
う
に
生
え

ま
す
。
茎
は
分
岐
を
く
り
返
し
、
竹た

け

箒ぼ
う
きの

穂
先
の
よ
う
に
拡
が
り
ま
す
。
枝
先
に
小

さ
な
突
起
は
あ
り
ま
す
が
、
葉
と
よ
べ
る

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
「
根
も
葉

も
な
い
」
の
が
松
葉
蘭
の
特
徴
。
こ
の
奇

妙
な
植
物
を
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
極
め
た

の
は
日
本
だ
け
で
す
。

珍
奇
さ
に
魅
了
さ
れ
る
富
豪
た
ち

　

松
葉
蘭
は
江
戸
時
代
の
中
期
に
栽
培
が

始
ま
り
ま
し
た
。
ほ
か
の
園
芸
植
物
に
は

な
い
風
変
わ
り
な
形
姿
と
、
成
長
と
と
も

に
変
わ
る
色
彩
の
妙
が
鑑
賞
の
的
で
す
。

　

芸
の
評
価
点
は
お
も
に
三
つ
。
枝
の
形

状
に
し
だ
れ
や
ち
ぢ
れ
、
ね
じ
れ
な
ど
が

入
る「
姿
」、
枝
先
な
ど
に
白
や
黄
色
の
色

が
つ
く
「
斑
」、
表
面
の
質
感
を
あ
ら
わ
す

「
質
」。
愛
好
家
は
こ
れ
ら
の
芸
を
組
み
合

わ
せ
た
総
合
芸
を
競
い
あ
い
ま
す
。

「
長
者
蘭
」
と
も
よ
ば
れ
る
ほ
ど
、
高
値

で
取
り
引
さ
れ
た
の
で
、
鑑
賞
は
財
力
の

あ
る
特
権
階
級
に
限
ら
れ
ま
し
た
。
な
か

で
も
稀
貴
品
は
大
名
へ
の
献
上
品
と
さ
れ
、

拝
謁
の
さ
い
に
は
、傷
つ
か
な
い
よ
う
に
精

巧
に
し
つ
ら
え
た
金
網
の
籠
を
被
せ
て
運

昭
和
に
入
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
の
品
種

を
秘
蔵
し
て
い
た
愛
好
家
が
多
く
の
品
種

を
手
放
し
た
こ
と
で
、
日
本
各
地
で
栽
培

熱
が
再
燃
し
ま
し
た
。

　

一
九
三
四
年
に
は
、『
松
葉
蘭
名
鑑
』
が

発
行
さ
れ
る
な
ど
、
ふ
た
た
び
流
行
期
を

迎
え
ま
す
。
松
葉
蘭
の
最
高
貴
品
で
あ
る

「
富
嶽
の
虹
」
が
誕
生
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ

で
す
。
平
均
月
給
が
三
十
円
だ
っ
た
当
時
、

そ
の
百
倍
の
三
千
五
百
円
で
売
買
さ
れ
た

と
い
い
ま
す
。
時
代
は
変
わ
っ
て
も
、
希

少
性
の
高
い
珍
品
は
、
多
く
の
人
の
心
を

と
ら
え
る
よ
う
で
す
。

【
表
紙
の
解
説
】

牡
丹
色

ボ
タ
ン
の
花
を
模
し
た
鮮
や
か
な
赤
紫
色
。

原
産
地
の
中
国
で
は「
富
貴
の
花
」
と
よ

ば
れ
、日
本
に
は
奈
良
時
代
に
鎮
痛
効
果

の
あ
る
薬
草
と
し
て
移
入
し
ま
し
た
。
平

安
時
代
に
は
白
と
紅
梅
の「
牡
丹
襲
」と

し
て
親
し
ま
れ
ま
す
が
、牡
丹
色
の
名
が

一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
化
学
染
料
で
鮮

や
か
な
発
色
が
可
能
に
な
っ
た
明
治
時
代

以
降
の
こ
と
。
薄
い
花
び
ら
が
幾
重
に
も

重
な
る
妖
艶
な
姿
は
、着
物
や
陶
磁
器
な

ど
の
文
様
と
し
て
も
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
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1836年に出版された『松葉蘭譜』。松葉蘭の姿と専
用の「松葉蘭鉢」が、木版画で繊細に描かれている。
鉢には、高度な技術で絵付けや装飾がほどこされてい
た。いまでは再現できない技術もあるという。（出典：
国立国会図書館デジタルコレクション）

松

ん
だ
ほ
ど
。
当
時
の
熱
狂

ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

松
葉
蘭
は
江
戸
時
代
末

期
に
全
盛
を
極
め
ま
し
た

が
、
明
治
維
新
の
政
変
に

よ
っ
て
大
名
や
富
豪
が
没

落
す
る
と
、
栽
培
地
が
放

置
さ
れ
、
多
く
の
名
品
が

失
わ
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
そ
れ
か
ら
半
世
紀
の
ち
、

【 富獄の虹 】
1935年に和歌山県の山中から山採りされ
たもの。1940年に3,500円で取引された記
録がある。ちなみに当時の平均月給は30円。

あ
る
貧
し
い
農
夫
が
家
の
そ
ば
に
生
え
て
い
た
松
葉
蘭
を
、
奉
公
先
の
旦
那
さ
ま
に
差
し
あ
げ

た
と
こ
ろ
、
か
わ
り
に
家
屋
敷
を
も
ら
っ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
ほ
ど
、
松
葉
蘭
は
多
く
の
富

豪
た
ち
を
虜
に
し
た
園
芸
植
物
で
す
。
江
戸
時
代
の
愛
好
家
た
ち
は
稀
有
な
容
姿
の
株
を
山
採

り
し
、
そ
の
枝
ぶ
り
や
色
あ
い
の
妙
を
楽
し
む
「
芸
」
に
し
の
ぎ
を
け
ず
り
ま
し
た
。
天
保
七

（
一
八
三
六
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
松
葉
蘭
譜
』
に
は
百
二
十
二
品
種
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
名
た
ち
を

熱
狂
さ
せ
た

変
わ
り
も
の

松
葉
蘭
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