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私
た
ち
人
類
は
、
古
来
、
花
と
暮
ら
し
て
き
た
。

花
は
華
と
も
書
く
。
し
か
し
、
絶
頂
期
の
花
だ
け
が
華
で
は
な
い
。

新
芽
の
息
吹
き
に
生
命
誕
生
を
、
新
緑
の
葉
に
は
邪
悪
を
排
除
す
る
力
を
、

枯
れ
ゆ
く
姿
に
さ
え
美
と
輪
廻
の
期
待
を
見
い
だ
し
、
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
。

鮮
や
か
な
色
で
、
凛
と
し
て
力
強
く
、
と
き
に
は
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
花
た
ち
の
頼
も
し
さ
に
、

私
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
心
情
や
、
癒
え
な
い
思
い
を
託
す
。

花
は
私
た
ち
を
い
か
に
魅
了
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

花
を
め
で
る
こ
と
は

生
命
を
め
で
る
こ
と

池
坊
専
好

華
道
家
元
池
坊 

次
期
家
元

湯
浅
浩
史

一
般
財
団
法
人 

進
化
生
物
学
研
究
所
理
事
長
兼
所
長

対談

湯
浅
●
私
は
、
世
界
各
地
の
民
族
と
植
物
の
関
わ
り
方

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
六
十
か
国
以
上
を
訪

ね
ま
し
た
が
、調
査
地
で
は
天
気
予
報
を
新
聞
で
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
海
外
の
新
聞
に
は
植
物

や
花
の
情
報
が
載
っ
て
い
な
い
。（
笑
）

池
坊
●
日
本
で
は
、
桜
の
開
花
時
期
に
し
て
も
モ
ミ
ジ

の
色
づ
き
に
し
て
も
、
情
報
は
新
聞
か
ら
得
ま
す
ね
。

湯
浅
●
し
か
も
カ
ラ
ー
写
真
で
。
植
物
の
開
花
予
想
が

新
聞
に
載
る
な
ん
て
、
日
本
だ
け
。
日
本
に
は
独
自
の

花
を
楽
し
む
、
活
用
す
る
文
化
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し

ま
す
ね
。
い
け
ば
な
も
そ
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

専
好
さ
ん
の
心
に
残
る
花
は
な
ん
で
す
か
。

池
坊
●
自
然
の
花
よ
り
、
生
け
た
花
の
印
象
が
強
い
で

す
ね
。
毎
日
た
く
さ
ん
の
方
が
お
稽
古
に
こ
ら
れ
る
の

で
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
多
様
な
花
を
見
て
き
ま
し
た
。
特

定
の
花
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
一
年
を
と
お
し
て
た

く
さ
ん
の
草
木
を
見
て
い
た
の
で
、
ど
れ
も
い
つ
も
新
鮮

に
美
し
く
感
じ
ま
す
。
な
か
で
も
う
つ
む
い
た
ユ
リ
の

姿
が
好
き
で
す
。

湯
浅
●
私
が
最
初
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
自
宅

02	

特
集

	

花
を
め
で
る
こ
と
は

	

生
命
を
め
で
る
こ
と

03	

◉
対
談

 
 

花
に
心
奪
わ
れ
る
日
本
人

	
	

湯
浅
浩
史
×
池
坊
専
好

11	

◉
探
究
コ
ラ
ム

	
	

●

酒
井
章
子

	
	

●

湯
浅
浩
史

	
	

●

池
坊
専
好

14	

私
を
育
て
た〈
風
と
景
〉

 

人
生
は
庭
が
教
え
て
く
れ
た

	

須
磨
佳
津
江

16	

い
ぶ
き
の
輪
っ
か

 

葵
と
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
饗
宴

 

─
葵
祭
の
立
役
者

	

秋
道
智
彌

18	

近
代
学
匠
伝

 

コ
ス
モ
ス
国
際
賞 

二
〇
一
八
年
受
賞
者

	

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
博
士

21	

日
本
植
物
紀
行

 

可
憐
な
の
に
た
く
ま
し
く
、

 

し
た
た
か
に
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
ス
ミ
レ

22	

協
会
事
業
紹
介

 

花
と
み
ど
り
の
復
興
活
動
支
援
助
成
事
業

	

大
槌
町
鹿
子
踊

	

「
神
の
森
ど
ろ
の
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

24	

は
か
な
く
、清
く
、潔
く
─
─

 

日
本
の
伝
統
園
芸
植
物

	

桜
草

 

江
戸
の
将
軍
も
ほ
れ
こ
ん
だ
桃
色
の
花

花
に
心
奪
わ
れ
る
日
本
人

に
植
え
ら
れ
て
い
た
ソ
テ
ツ
。

池
坊
●
南
方
系
の
ソ
テ
ツ
は
、茶
人
で
作
庭
家
の
小
堀
遠

州
が
好
ん
で
庭
に
植
え
て
い
ま
す
ね
。異
国
情
緒
豊
か
で

す
か
ら
、
子
ど
も
心
に
も
印
象
的
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

湯
浅
●
花
だ
と
、
小
学
五
年
生
の
と
き
に
ウ
ォ
ル
ト
・

デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
砂
漠
は
生
き

て
い
る
』で
見
た
サ
ボ
テ
ン
の
花
。
あ
ま
り
雨
の
降
ら
な

い
過
酷
な
環
境
に
耐
え
て
、
雨
が
降
る
と
い
っ
せ
い
に
美

し
い
花
を
咲
か
せ
る
姿
に
驚
き
ま
し
た
。
多
肉
植
物
が

好
き
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
で
、
い
ま
も
そ
の
興
味
が

つ
づ
い
て
い
ま
す
。（
笑
）

『
万
葉
集
』が
伝
え
る
古
人
の
思
い

湯
浅
●
三
千
年
前
の
テ
キ
サ
ス
に
住
ん
で
い
た
先
住
民

の
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
は
、
サ
ボ
テ
ン
の
花
を
食
べ
て
い
た
そ

う
で
す
。

池
坊
●
果
肉
で
は
な
く
、
花
を
で
す
か
。

湯
浅
●
え
え
、
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
や
ユ
ッ
カ
の
花
も
食
用

に
し
て
い
ま
し
た
。
排
泄
物
の
化
石
、糞
石
を
分
析
す
る

と
食
生
活
が
推
定
で
き
る
の
で
す
が
、
内
容
物
の
八
割

×

［巻頭特集］

（左）アンコール・トム（カンボジア）の石仏。白いハスが供えられている。
（右）バリのヒンズー教では、ヤシの葉の器に色鮮やかな花びらを盛りつけた
Canang sariとよばれる供物を毎日新しく用意して、神がみに捧げる。

アジサイの名所として知られ、「あじさい寺」ともよば
れる明月院（鎌倉市）の花想い地蔵。
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いけのぼう・せんこう
1965年に京都市に生まれる。父は華道家元四十五世・池
坊専永。1988年に学習院大学国文科卒業。2015年に
京都工芸繊維大学大学院博士後期課程修了。1989年
11月に得度し、法名・専好を授与され、次期（四十六世）家
元継承者となる。2015年11月から「池坊専好」として活動
を開始する。

ゆあさ・ひろし
1940年に神戸市に生まれる。1968年、東京農業大学大学
院農学研究科博士課程修了。農学博士。東京農業大学育
種学研究所所員、進化生物学研究所研究員、東京農業大
学農学部バイオセラピー学科教授を歴任。2011年に退任。
2014年から一般財団法人進化生物学研究所理事長・所長、
前生き物文化誌学会会長。1994年松下幸之助花の万博
記念奨励賞受賞。

を
サ
ボ
テ
ン
な
ど
の
花
粉
が
占
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
じ
時
代
の
縄
文
人
や
弥
生
人
の
花
と

の
関
わ
り
を
示
す
確
た
る
証
拠
は
な
い
の
で
す
。
文
字

は
な
い
し
、
絵
も
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
す
る
と
、

も
っ
と
も
古
く
て
確
か
な
資
料
は『
万
葉
集
』で
し
ょ
う
。

池
坊
●
『
万
葉
集
』に
は
、
古

い
に
し
え

人び
と

の
歌
が
た
く
さ
ん
詠
ま

れ
て
い
ま
す
ね
。

湯
浅
●
四
千
五
百
十
六
首
の
う
ち
、
三
分
の
一
は
花
や

木
な
ど
を
詠
ん
だ
も
の
。
天
皇
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま

で
、
す
べ
て
の
階
級
の
人
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
。

池
坊
●
ウ
メ
や
ハ
ギ
が
多
い
で
す
ね
。

湯
浅
●
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ハ
ギ
が
百
四
十
二
首
。
二

番
め
は
百
十
九
首
の
ウ
メ
で
す
。

池
坊
●
一
つ
ひ
と
つ
の
花
が
細
か
い
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
地
味
な
ハ
ギ
が
愛
で
ら
れ
て
い
た
の
は
不
思
議
。

映
像
や
写
真
の
な
い
時
代
に
、

み
ず
か
ら
野
に
出
か
け
、
植
物

を
前
に
し
て
歌
わ
れ
た
こ
と
だ

と
思
う
と
、
当
時
の
人
た
ち
の

感
性
の
豊
か
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。

湯
浅
●
い
け
ば
な
に
ハ
ギ
は
使

い
ま
す
か
。

池
坊
●
生
け
た
あ
と
の
一
定
期

間
、
そ
の
場
を
飾
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
水
揚
げ
の
む
ず
か
し

い
ハ
ギ
は
花
材
に
選
ば
れ
に
く

い
の
で
す
。
い
け
ば
な
で
は
、ど

う
し
て
も
茎
を
切
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
花
の
鑑
賞
方
法
が
、
野
か
ら
室
内
へ
と
変
わ

る
な
か
で
、
身
近
に
感
じ
る
植
物
も
違
っ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

湯
浅
●
『
万
葉
集
』

で
は
、
ハ
ギ
の
花
見

の
よ
う
す
が
歌
わ
れ

た
り
、
形
見
と
し
て

ハ
ギ
を
植
え
る
歌
が

あ
っ
た
り
し
ま
す
。

「
恋
し
く
は 

形
見
に

せ
よ
と 

我
が
背
子
が 

植
ゑ
し
秋
萩 

花
咲

き
に
け
り
」（
巻
十
︲

二
一
一
九
番
）。
た
と

え
ば
防
人
と
し
て
辺

境
の
九
州
に
行
く
と
、

郷
に
は
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、

形
見
に
花
が
植
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
大
伴
家
持
に

も
、
山
野
の
ユ
リ
や
ヤ
マ
ブ
キ
の
草
花
を
掘
り
取
り
、
庭

に
植
え
る
歌
が
あ
り
ま
す
。
国
司
と
し
て
地
方
に
単
身

赴
任
し
て
い
る
寂
し
さ
か
ら
、
心
を
慰
め
よ
う
と
植
物

を
植
え
て
い
た
。

　

野
の
花
を
庭
に
植
え
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
国
で
も
み

ら
れ
ま
す
が
、
動
機
ま
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。『
万
葉
集
』は
動
機
を
歌
と
し
て
残
し
て
い
る
。

池
坊
●
『
万
葉
集
』で
歌
わ
れ
る
の
は
自
然
の
花
で
す
ね
。

生
け
た
花
は
な
い
の
で
す
か
。

湯
浅
●
一
つ
だ
け
、
大
伴
家
持
が
ユ
リ
の
花
を
室
内
で

飾
り
に
使
っ
た
歌
が
巻
十
八
に
み
ら
れ
ま
す
が
、
当
時

は
ま
だ
、花
を
水
に
さ
す
慣
行
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
白
露
の 

置
か
ま
く
惜
し
み 

秋
は
ぎ
を 

折
り
の
み
折
り

て 

置
き
や
枯
ら
さ
む
」（
巻
十
︲
二
〇
九
九
番
）。
ハ
ギ

る
マ
ツ
も
ヒ
ノ
キ
も
、
常
緑
の
植
物
で
す
。
つ
ね
に
生
き

生
き
と
し
た
姿
に
敬
意
を
払
い
、
願
い
を
込
め
る
意
識

が
強
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

明
治
時
代
の
い
け
ば
な
に
使
わ
れ
た
花
と
現
代
の
花

と
を
比
べ
る
と
、
花
の
種
類
は
倍
に
増
え
て
い
て
、
カ
ラ

フ
ル
な
花
を
好
む
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
古
い
文

献
を
見
る
と
、
緑
と
い
っ
て
も
む
か
し
の
人
は
深
い
緑
、

ち
く
ち
く
し
た
緑
、つ
や
や
か
な
緑
な
ど
、
緑
の
細
や
か

な
違
い
を
理
解
し
て
使
い
分
け
て
い
る
。
感
心
し
ま
す
。

湯
浅
●
日
本
人
は
、
葉
へ
の
関
心
も
高
い
で
す
ね
。
い

け
ば
な
で
は
、
い
ま
で
も
ユ
リ
科
の
ハ
ラ
ン（
葉
蘭
）
の

よ
う
な
目
だ
つ
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
葉
だ
け
を
飾
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

池
坊
●
む
か
し
の
人
は
ハ
ラ
ン
を
見
て
、
陰
陽
の
概
念

や
哲
学
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
池

坊
で
は
、
光
の
あ
た
り
方
に
よ
っ
て
花
形
、
花
材
に
陰

水
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

池
坊
●
植
物
本
来
の
姿
と
し
て
、
水
を
吸
い
、
天
に
向

か
っ
て
伸
び
ま
す
。
植
物
本
来
の
あ
り
方
を
再
現
し
た

い
と
い
う
思
い
が
、
日
本
人
の
自
然
観
の
根
底
に
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

植
物
の「
い
の
ち
」を
強
調
す
る

湯
浅
●
「
花
を
立
て
る
」
こ
と
の
始
ま
り
が
気
に
な
っ

て
、
言
葉
と
し
て
残
る
記
録
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
す
る
と
、
室
町
時
代
に
花
を
立
て
た
大
沢
久
守
が

書
い
た
『
山や

ま

科し
な

家け

礼ら
い

記き

』
に
は
、
宮
中
に
出
向
い
て
花

を
飾
っ
た
記
録
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の

ほ
う
は
「
花は

な

立た
て

ら
れ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
う
ち
に
「
立た

て

花は
な

」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
に
は
、

「
心
」
と
い
う
こ
と
ば
も
出
て
き
ま
す
。
池
坊
で
は
「
真
」

と
よ
ぶ
、
最
初
に
立
て
る
枝
の
こ
と
で
す
。

池
坊
●
『
山
科
家
礼
記
』
に
は
、

ど
ん
な
場
所
に
、
ど
ん
な
器
と

花
材
を
使
っ
て
花
を
立
て
た
か

が
わ
か
り
や
す
く
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
当
時
、
よ
く
真
に
使
わ

れ
て
い
た
の
は
、
マ
ツ
な
ど
の

針
葉
樹
で
す
。

湯
浅
●
門
松
に
も
つ
な
が
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
伝
統
的
に
針
葉
樹
は
飾
り

ま
せ
ん
。ク
リ
ス
マ
ス・ツ
リ
ー
が

生
ま
れ
た
の
は
中
世
以
降
で
す
。

池
坊
●
日
本
人
が
だ
い
じ
に
す

楊洲周延『千代田の大奥』の「茶の湯廻り花」（1895年）。
千代田城（江戸城）の大奥の年中行事や奥女中の暮らしを描
いたもの。（出典・国立国会図書館デジタルコレクション）

の
花
を
折
っ
た
け
れ
ど
、
さ
て
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

わ
か
ら
な
い
と
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
ね
。

京
都
・六
角
堂
で
始
ま
っ
た
い
け
ば
な

池
坊
●
『
枕
草
子
』
の
時
代
に
な
る
と
、
瓶か

め

に
花
を
挿

す
描
写
が
出
て
き
ま
す
。

湯
浅
●
水
に
挿
す
習
慣
は
、
仏
教
に
関
連
し
て
始
ま
っ

た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
専
好
さ
ん
が
ご
住
職
の
頂

法
寺
六
角
堂
は
、
い
け
ば
な
発
祥
の
地
で
す
ね
。

池
坊
●
初
代
住
職
の
小
野
妹
子
が
仏
前
に
お
花
を
供
え

た
の
が
、
華
道
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
が

伝
来
し
、
こ
れ
に
関
わ
る
習
俗
が
日
本
に
広
ま
る
な
か

で
花
を
仏
に
奉
る
慣
習
が
浸
透
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

湯
浅
●
池
坊
の
伝
統
的
な
様
式
で
あ
る
「
立り

っ

花か

」
は
水

を
使
い
ま
す
ね
。

池
坊
●
立
花
は
大
自
然
の
縮
図
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。花

器
の
口
と
、
生
け
た
花
と
の
境
は
「
水
際
」
と
よ
ば
れ
、

あ
ら
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
凝
縮
す
る
接
点
で
す
。
私
た

ち
が
と
て
も
重
視
す
る
部
分
で
す
。
お
そ
ら
く
、
西
洋

の
フ
ラ
ワ
ー
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
造
形

と
考
え
方
で
し
ょ
う
ね
。

　

生
け
る
花
は
、
左
右
非
対
称
に
置
か
れ
る
の
が
原
則
。

上
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
立
つ
花
も
あ
れ
ば
、
垂し

だ

れ
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。
違
っ
た
個
性
の
植
物
を
取
り
合
わ

せ
る
の
は
、
い
け
ば
な
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。

湯
浅
●
日
本
で
は
お
墓
に
参
る
と
容
器
に
水
を
注
い
で
、

花
を
上
に
向
け
て
挿
し
ま
す
。欧
米
の
お
墓
だ
と
、
花
輪

を
置
く
か
、
土
に
花
を
直
接
に
投
げ
入
れ
ま
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
花
飾
り
や
フ
ラ
ワ
ー
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
は
、
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湯
浅
●
い
け
ば
な
の
構
図
は
不

安
定
に
見
え
て
、
じ
つ
は
均
整

が
取
れ
て
い
る
。
中
世
以
降
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
花
壇
も
き
れ
い

だ
け
れ
ど
も
単
純
な
幾
何
学
模

様
が
中
心
。

池
坊
●
い
け
ば
な
の
器
も
、
一

見
す
る
と
不
安
定
で
す
。
基
本

は
下
が
細
く
、上
部
は
ボ
リ
ュ
ー

ム
が
あ
る
か
ら
で
す
。
生
け
た

花
の
造
形
も
左
右
対
称
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
重
量
的
な
バ
ラ

ン
ス
は
と
れ
て
い
ま
す
。

　

い
け
ば
な
は
静
止
し
て
い
て

も
、「
止
ま
っ
て
見
え
て
は
い
け

な
い
」
と
よ
く
い
い
ま
す
。
人

間
が
走
り
出
す
と
き
は
足
を
踏

み
こ
ん
で
前
傾
姿
勢
に
な
る
よ

う
に
、「
こ
れ
か
ら
動
き
出
し
ま

池坊専好さんの作品。花形は、現代の空間に応じた立花として、1999年に当代の
家元池坊専永さんが発表した立花新風体。

（左）スリランカ中部のマータレーにあるシーギリヤ遺跡。
垂直に切りたった岩の頂上に水路なども備えた王宮が
築かれていた。（右）岩山の中腹の壁面に女性たちの
姿が描かれていて、「シーギリヤ・レディ」とよばれる。

『花王以来の花伝書』（華道家元池坊総務所 所蔵）
現存する最古の花伝書とされるもので、室町時代中期にい
けばなを成立させた池坊専慶（生没年不詳）よりもすこしあと
のいけばなの姿を示している。立て花にくわえて、掛花（かけ
はな）や釣花（つりはな）など、さまざまな花が描かれており、い
けばなが人びとの生活に浸透していたようすを知ることができる。

に
あ
り
ま
す
。
と
く
に
、白
や
黄
の
ま
だ
ら
や
縞
模
様
が

葉
に
入
っ
た
斑
入
り
で
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
出
版
さ

れ
た
『
草
木
錦
葉
集
』は
、
形
の
変
わ
っ
た
植
物
だ
け
を

集
め
た
本
で
す
。
未
完
で
す
が
、そ
れ
で
も
千
を
超
え
る

種
類
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
欧
米
や
中
国
で
斑
入
り

の
植
物
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
か
ら

二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
。

池
坊
●
あ
る
種
の
奇
形
、
正
統
派
で
は
な
い
も
の
を
楽

し
む
感
性
は
、
い
け
ば
な
の
美
学
に
も
通
じ
ま
す
ね
。
い

け
ば
な
で
は
、
枯
れ
た
葉
や
虫
食
い
の
葉
も
好
み
ま
す
。

す
よ
」
と
い
う
印
象
を
与
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
た

ん
に
形
の
造
作
を
整
え
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
、「
内
在

す
る
命
の
動
き
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
る
と
は
い
え
な

い
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

日
本
独
自
の
花
文
化

湯
浅
●
イ
ン
ド
の
花
飾
り
に
は
、
花
首
か
ら
摘
み
取
っ

た
花
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
い
で
す
。

イ
ン
ド
に
近
い
ス
リ
ラ
ン
カ
に
、シ
ー
ギ
リ
ヤ
・
ロ
ッ
ク

と
よ
ば
れ
る
岩
山
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
山
の
頂
は
父
を

と
陽
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
が
調
和
す
る
こ
と
で
命
が
成

り
立
つ
と
考
え
ま
す
。
ハ
ラ
ン
は
葉
の
表
裏
と
も
主
脈

か
ら
左
右
を
見
て
広
い
ほ
う
が
「
陽
」、
狭
い
ほ
う
が

「
陰
」
と
見
分
け
が
つ
き
や
す
く
、
ま
た
日
本
の
ど
こ
で

も
季
節
を
問
わ
ず
手
に
入
れ
や
す
い
た
め
、
よ
く
お
稽

古
に
用
い
ま
す
。

湯
浅
●
『
山
科
家
礼
記
』
を
読
む
と
、
た
く
さ
ん
の
葉

が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ハ
ラ
ン
は
も
ち

ろ
ん
、
オ
モ
ト
や
ギ
ボ
ウ
シ
、
ゼ
ン
マ
イ
も
そ
う
で
す
。

初
期
の
立
花（
た
て
は
な
）の
時
代
か
ら
す
で
に
、
葉
と

花
を
組
み
合
わ
せ
て
生
け
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
伝
統
園
芸
の
特
徴
も
、
葉
物
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生
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
花
に
あ
わ
せ
て
花
器
を
変

え
た
り
も
す
る
。
暮
ら
し
の
行
事
と
し
て
も
、
花
は
密

接
に
関
係
し
ま
す
。

湯
浅
●
で
も
、
エ
ア
コ
ン
の
時
代
に
な
り
、
季
節
感
が

だ
ん
だ
ん
と
失
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

池
坊
●
か
つ
て
な
い
猛
暑
に
襲
わ
れ
る
な
ど
、
異
常
気

象
で
季
節
ご
と
の
空
気
感
の
違
い
が
感
じ
に
く
い
時
代

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
若
い
人
た
ち
に
い
け
ば
な
を
教
え

て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
咲
く
花
の
知
識
や
季

語
な
ど
、
日
本
人
に
共
通
す
る
認
識
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
と
感
じ
ま
す
。
歴
史
や
先
人
が
花
に
託
し
た
思
い
な

ど
の
背
景
を
詳
し
く
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
。
感
性

だ
け
を
伝
え
る
の
は
難
し
い
。

　

い
っ
ぽ
う
で
、
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
て
自
然
の

脅
威
に
気
づ
い
た
若
い
人
た
ち
が
、
自
然
と
の
向
き
合

い
方
を
知
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
い
け
ば
な
を
始

め
る
こ
と
も
増
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。

湯
浅
●
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
で
、
実
物

を
見
な
く
と
も
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
満
足
す
る
よ
う

な
時
代
で
す
。
若
者
た
ち
が
本
物
の
植
物
を
見
て
、
接

し
て
、
利
用
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
私
も
学

生
を
教
え
な
が
ら
悩
ん
で
き
ま
し
た
。（
笑
）

池
坊
●
「
む
か
し
は
よ
か
っ
た
」
で
終
わ
ら
せ
ず
、
い

ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
た
ち
と
連
携
し
て
、
知
恵
を
出
し

あ
い
な
が
ら
、
い
け
ば
な
を
伝
え
る
発
信
方
法
を
考
え

て
い
ま
す
。
先
日
は
二
条
城
で
、「
フ
ラ
ワ
ー
ズ
・
バ
イ
・

ネ
イ
キ
ッ
ド
（
F
L
O
W
E
R
S 

Ｂ
Y 

N
A
K
E
D
）」

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
、
花
を
生
け
ま
し
た
。
私

の
い
け
ば
な
と
映
像
と
が
一
体
化
す
る
趣
向
で
す
。
プ

殺
害
し
て
王
位
を
奪
っ
た
王
が
逃
げ
こ
ん
だ
、
と
い
う

場
所
で
す
。
そ
の
頂
に
向
か
う
途
中
の
壁
面
に
、
手
に

花
を
持
つ
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
描
か
れ
て

千
五
百
年
以
上
た
っ
た
い
ま
も
、
き
れ
い
に
色
が
残
っ
て

い
て
、
手
に
持
つ
花
の
種
類
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま

す
。
茎
の
つ
い
た
ス
イ
レ
ン
や
ハ
ス
の
花
も
描
か
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
平
た
い
器
に
載
っ
て
い
る
花
や
、
頭
の
花

飾
り
な
ど
は
花
首
か
ら
摘
み
取
っ
た
も
の
で
す
。

池
坊
●
平
た
い
器
な
ら
、
花
首
だ
け
を
飾
る
ほ
う
が
見

栄
え
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縦
長
の
器
で
美
し

く
見
せ
よ
う
と
す
る
と
、
お
の
ず
と
茎
を
挿
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。
花
器
が
横
長
か
ら
縦
長
に
変
わ
っ
た
こ
と

は
、
人
の
草
木
の
捉
え
方
、
接
し
方
の
大
き
な
転
換
点

婚
し
て
髷ま

げ

を
結
い
、
髪
飾
り
を
つ
け
た
女
性
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
が
「
ウ
メ
」
の
漢
字
に
使
わ
れ
る

の
か
と
い
う
と
、
母
親
に
な
る
に
は
梅
が
必
要
だ
か
ら

で
す
。
女
の
子
が
生
ま
れ
る
と
、
梅
の
木
を
植
え
ま
し

た
。
十
三
年
ほ
ど
で
実
が
実
り
ま
す
が
、
当
時
の
中
国

で
十
三
歳
と
い
う
と
結
婚
す
る
年
齢
で
す
。
結
婚
し
て

妊
娠
す
る
と
、
つ
わ
り
が
起
き
、
酸
っ
ぱ
い
も
の
が
ほ

し
く
な
る
。
そ
の
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
実
り
始
め
た
梅

の
実
で
つ
く
っ
た
梅
干
し
を
食
べ
る
の
で
す
。

池
坊
●
先
日
、
京
都
大
学
の
山
極
壽
一
総
長
と
対
談
を

す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
山
極
総
長
は
、

花
が
動
物
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
実
が
で
き
な
い

か
ら
、
植
物
は
花
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
ど
の
よ
う
に

し
て
き
た
か
と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

湯
浅
●
梅
は
た
く
さ
ん
花
が
咲
き
ま
す
か
ら
、
少
々
食

べ
ら
れ
て
も
問
題
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
花
が
一
つ

し
か
咲
か
な
い
よ
う
な
植
物
に
は
、
し
ば
し
ば
動
物
が

嫌
い
、薬
に
も
な
る
成
分
を
含
み
ま
す
。
シ
ャ
ク
ヤ
ク
は

芍
薬
と
書
く
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
薬
の
字
が
入
っ
て
い

ま
す
。
龍
胆
（
リ
ン
ド
ウ
）も
薬
用
か
ら
つ
い
た
名
で
す
。

　

さ
ら
に
中
国
で
は
、
香
り
に
由
来
す
る
花
名
も
あ
り

ま
す
。
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
の
漢
名
は
瑞
香
。
日
本
で
出
回
っ

て
い
る
香
り
豊
か
な
植
物
の
多
く
は
、
や
は
り
中
国
原

産
で
す
。
い
け
ば
な
は
、
香
り
は
重
視
し
ま
せ
ん
か
。

池
坊
●
香
り
の
強
い
も
の
は
、
む
し
ろ
避
け
ま
す
。
食

欲
が
わ
く
よ
う
な
も
の
な
ど
、
花
以
外
の
も
の
に
気
を

と
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
は
避
け
ま
す
ね
。

湯
浅
●
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
香
り
の
よ
い
花

が
仏
さ
ま
に
捧
げ
ら
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ス
ミ
ン
な
ど
は
、
傷

ん
で
も
香
り
が
残
り
ま
す
か
ら
好
ま
れ
ま
す
ね
。

池
坊
●
日
本
で
の
香
り
の
供
養
に
は
、線
香
が
使
わ
れ
ま
す
。

湯
浅
●
ヨ
ー
ロッ
パ
の
人
た
ち
も
香
り
が
好
き
で
す
。む
か

し
は
日
本
の
よ
う
に
お
風
呂
に
あ
ま
り
入
り
ま
せ
ん
か

ら
、香
り
で
紛
ら
わ
せ
て
き
た
歴
史
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

消
え
ゆ
く
季
節
感
を
よ
び
覚
ま
す

湯
浅
●
欧
米
で
も
季
節
に
応
じ
て
飾
る
花
は
変
え
ま
す

が
、
日
本
で
は
と
く
に
季
節
感
を
だ
い
じ
に
し
な
が
ら

花
を
飾
り
ま
す
ね
。
花
が
季
語
に
な
っ
て
い
る
。

池
坊
●
掛
け
軸
を
変
え
た
り
、
食
器
を
変
え
た
り
と
、室

内
の
装
飾
が
そ
う
で
す
も
の
ね
。
移
ろ
う
時
の
流
れ
を

楽
し
む
文
化
。
い
け
ば
な
で
も
、
季
節
に
応
じ
た
花
を

ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
城
内
に
秋
の
ス
ス
キ

を
立
体
的
に
映
し
出
し
た
り
、
映
し
出
さ
れ
た
モ
ミ
ジ

の
絨
毯
を
踏
み
歩
く
と
そ
の
葉
が
飛
び
散
っ
た
り
す
る

演
出
も
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
溶
け
込
ん

で
い
る
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
ト
の
ツ
ー
ル
で
、
日
本
の
四
季

を
発
見
し
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
と
い
う
、若
者
に
と
っ
て
は
身
近
で
訴
求
力

の
あ
る
も
の
を
き
っ
か
け
に
、
人
と
生な

ま

の
植
物
と
の
距
離

感
を
縮
め
る
方
向
に
導
け
る
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
。

湯
浅
●
ど
の
よ
う
な
体
験
を
ど
れ
だ
け
す
る
か
は
、
人

の
成
長
に
重
要
で
す
か
ら
ね
。

池
坊
●
池
坊
で
は
、
京
都
を
訪
れ
る
修
学
旅
行
生
に
い

け
ば
な
体
験
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
い
ま
の
若
い

人
た
ち
は
、
実
際
に
花
を
触
り
、
水
に
触
れ
る
機
会
が

スリランカ中部の世界遺産キャンディにあるダラダー・マーリガーワ寺院。
釈迦の犬歯が納められているとされる。

毎年1月初旬に催される初生け式では、日本各地から約1,500人が
一堂に会し、初生けを行なう。8歳から33歳までの若手会員が集
う会場では、会員の生ける花に専好さんがアドバイスをする。

興福寺での献華式。2011年の頂法寺（六角堂）での献華
を皮切りに、災害による慰霊復興、人びとの幸せとを平和
を願い、西国三十三所巡礼献華を執り行なった。

だ
っ
た
は
ず
で
す
。

湯
浅
●
中
国
で
も
古
く
か
ら
花

を
瓶
に
挿
し
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
一
種
類
の
花
を
飾
る
こ
と

が
多
く
、
い
く
つ
も
の
異
な
る

個
性
の
草
や
木
と
花
を
組
み
合

わ
せ
る
日
本
の
い
け
ば
な
と
は
、

根
本
的
に
違
い
ま
す
。

　
そ
の
中
国
の
花
文
化
に
も
、変

遷
の
歴
史
は
あ
り
ま
す
。
当
初

は
観
賞
用
と
し
て
よ
り
も
、
実

用
的
な
使
い
方
が
多
く
、
漢
字

に
も
そ
の
こ
と
が
表
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
梅
」
の
字
に

母
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
つ
く

り
の
「
毎
」
が
表
す
の
は
、
結
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少
な
い
で
す
か
ら
ね
。
枝
の
曲
げ
に
く
さ
や
、
切
り
に

く
さ
を
知
っ
て
驚
く
生
徒
さ
ん
は
多
い
で
す
よ
。

湯
浅
●
い
け
ば
な
は
、目
や
耳
だ
け
で
な
く
、手
を
使
い
、

感
触
を
い
か
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
も
の
で
す
か
ら
ね
。

池
坊
●
大
学
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
て
、
短
期

の
海
外
留
学
な
ど
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
が
、そ

う
い
う
と
き
だ
か
ら
こ
そ
日
本
を
、日
本
の
文
化
を
知
る

こ
と
が
だ
い
じ
だ
と
、授
業
に
い
け
ば
な
を
取
り
入
れ
る

機
会
も
増
え
て
い
ま
す
。
基
本
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
現
地

の
草
花
や
葉
、枝
で
も
い
け
ば
な
が
で
き
ま
す
。
花
を
通

し
て
互
い
の
国
を
理
解
で
き
る
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
道
具
に
も
な
る
は
ず
で
す
。

湯
浅
●
熱
帯
に
は
熱
帯
の
、
寒
冷
地
に
は
寒
冷
地
に
適

し
た
す
ば
ら
し
い
植
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
植
物

を
用
い
た
池
坊
さ
ん
の
い
け
ば
な
を
ぜ
ひ
見
て
み
た
い

で
す
。（
笑
）

池
坊
●
海
外
に
は
、
私
た
ち
が
日
本
で
目
に
す
る
こ
と

の
な
い
花
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
植
物
と

の
出
会
い
も
ま
た
楽
し
い
で
す
。

都
市
の
中
の
花
の
可
能
性

湯
浅
●
幼
稚
園
や
小
学
校
で
は
、
花
を
植
え
、
育
て
る

取
り
組
み
が
情
操
教
育
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

で
も
、
そ
う
し
て
屋
外
で
育
て
る
だ
け
で
な
く
、
私
は

部
屋
の
中
に
花
を
飾
る
、花
を
ア
ー
ト
と
し
て
愛
で
る
文

化
の
方
面
に
も
拡
げ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
い
け
ば
な
は
、

床
の
間
な
ど
、
日
本
の
家
屋
に
適
し
た
飾
り
方
で
発
展

し
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
い
ま
は
家
の
構
造
が
ず
い
ぶ

ん
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

た
く
さ
ん
の
人
が
都
市
の
中
で
暮
ら
し
て
、
忙
し
い

毎
日
を
送
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
殺
伐
と
し
た
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
花
や
緑
を
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
動
き

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
新
し
い
建
物
を
建
て
る
、
室
内
を

整
え
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
の
共
生
に
配
慮
す
る
精

神
や
美
意
識
が
求
め
ら
れ
る
時
代
の
到
来
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

湯
浅
●
た
し
か
に
室
内
だ
け
で
な
く
、
居
住
環
境
も
た

い
せ
つ
で
す
ね
。

池
坊
●
い
け
ば
な
は
本
来
、
野
山
を
く
ま
な
く
歩
き
、
ど

の
植
物
が
日
当
た
り
の
よ
い
場
所
を
好
む
の
か
、
高
く

成
長
す
る
の
か
、
い
つ
咲
く
の
か
な
ど
を
実
際
に
見
な

が
ら
理
解
し
て
成
り
た
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
現
在

の
都
市
で
は
、
見
栄
え
が
よ
く
て
、
育
て
や
す
い
も
の

ば
か
り
が
好
ま
れ
、
整
備
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

池
坊
●
む
か
し
は
床
の
間

が
あ
り
、ご
家
族
が
花
を
生

け
る
姿
や
そ
こ
に
い
け
ば
な

が
飾
ら
れ
て
い
る
の
を
見

る
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
生
活

環
境
の
変
化
で
そ
う
い
っ

た
文
化
が
乏
し
く
な
っ
た

の
は
残
念
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
家
庭
で
季
節
の
花
を

飾
る
こ
と
が
当
た
り
前
の

環
境
づ
く
り
が
で
き
れ
ば
、

も
っ
と
豊
か
な
社
会
が
到

来
す
る
と
思
う
の
で
す
よ
。

池坊専好さんが副住職を務める頂法寺（六角堂）で新調されてまも
ない大提灯を見上げるお二人。聖徳太子が創建したと伝えられる六
角堂は、池坊が代々住職を務め、いけばな発祥の地とよばれている。

ぜ
ひ
と
も
、
自
然
の
中
に
人
が
い
る
と
い
う
視
点
で
の

都
市
計
画
も
考
え
て
み
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

湯
浅
●
街
路
花
や
街
路
草
が
あ
っ
て
も
よ
い
で
す
ね
。街

路
樹
の
下
の
空
間
に
野
草
を
植
え
る
。
ス
ス
キ
も
よ
い

と
思
う
。
秋
に
な
っ
て
穂
が
出
て
く
る
と
、
日
本
独
自

の
な
ん
と
も
い
え
な
い
季
節
感
を
味
わ
え
る
。

池
坊
●
日
本
の
伝
統
文
化
を
学
ぶ
と
き
に
は
、
そ
の
根

底
に
あ
る
哲
学
や
歴
史
、
自
然
、
環
境
ま
で
も
知
っ
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、
現
代
や
未
来
の
課
題
を

克
服
す
る
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
う
る
普
遍
的
な
智
慧
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
現
代
に
い
か
す
こ
と
こ

そ
が
、
伝
統
文
化
が
い
ま
に
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

湯
浅
●
同
感
で
す
ね
。

二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
六
日　

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
に
て

さ
か
い
・
し
ょ
う
こ
◉
一
九
七
一
年
に
千
葉
県
に
生
ま
れ
る
。
京
都
大
学
大
学

院
理
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
。
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
熱
帯
研
究
所
Ｐ
Ｄ
研

究
員
、
筑
波
大
学
生
物
科
学
系
講
師
、
京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー

助
教
授
、総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
准
教
授
な
ど
を
へ
て
、二
〇
一
三
年
か

ら
現
職
。

な
の
だ
か
ら
。

　

動
物
で
も
植
物
で
も
、
雄
と
雌
と
が
交
配
し
次
の
世

代
が
生
ま
れ
る
。
昆
虫
や
鳥
の
き
ら
び
や
か
な
装
飾
や

美
し
い
さ
え
ず
り
は
、
た
い
て
い
雄
が
雌
を
引
き
つ
け

る
た
め
、
交
配
を
達
成
す
る
た
め
に
進
化
し
た
も
の
だ
。

花
が
植
物
の
器
官
の
中
で
も
っ
と
も
多
様
性
に
富
み
、美

し
い
の
も
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
け

れ
ど
決
定
的
な
違
い
は
、
動
物
で
は
そ
れ
は
異
性
に
向

け
た
も
の
だ
が
、
植
物
の
場
合
に
は
花
粉
を
運
ぶ
仲
人
、

た
と
え
ば
花
に
訪
れ
花
粉
を
運
ぶ
昆
虫
に
向
け
た
も
の

だ
と
い
う
点
だ
。
動
物
は
自
分
で
交
配
相
手
を
選
ぶ
け

れ
ど
、
植
物
が
選
べ
る
の
は
仲
人
だ
け
で
あ
り
、
自
分

が
交
配
し
た
相
手
が
だ
れ
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
す
べ

は
な
い
。
な
ん
と
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
交
配
！

　

そ
の
不
自
由
さ
の
故
か
、
植
物
は
仲
人
に
交
配
を
託

す
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
進
化
さ
せ
て
き
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、人
が
花
の
香
り
や
美
し
さ
、
多
様
性
を
楽

し
め
る
の
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。わ
た
し
た
ち
花
の
研
究

者
は
、
植
物
の
私
生
活
に
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
誰

が
交
配
の
仲
人
を
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
。
変
わ
っ

た
花
で
あ
る
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
発
見
を
期
待
し
力
も
入

る
が
、
順
調
に
研
究
が
進
む
か
ど
う
か
は
運
次
第
だ
。

　

わ
た
し
や
仲
間
の
研
究
者
が
敗
戦
を
重
ね
て
い
る
の

が
、
タ
ッ
カ
で
あ
る
。
タ
ッ
カ
を
含
む
タ
シ
ロ
イ
モ
科
は
、

　

花
を
研
究
し
て
い
る
と
、
赤
面
す
る
ほ
ど
の
艶
め
か

し
さ
に
で
あ
う
こ
と
が
あ
る
。
粘
液
で
覆
わ
れ
た
雌
し

べ
の
先
端
、
蜜
が
染
み
出
し
し
っ
と
り
濡
れ
た
花
冠
の

底
、
葯や

く

か
ら
糸
を
ひ
い
て
連
な
る
花
粉
。
考
え
て
み
れ

ば
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
。
花
は
植
物
の
生
殖
器
官

一
属
の
み
が
熱
帯
に
分
布
す
る
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
だ
。
し

ば
し
ば
コ
ウ
モ
リ
や
悪
魔
に
例
え
ら
れ
る
、
一
風
変
わ
っ

た
花
序
を
つ
け
る
。
花
序
か
ら
垂
れ
る
長
い
ひ
げ
や
上

に
伸
び
る
大
き
な
苞ほ

う

に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
花
も

怪
し
く
艶
め
か
し
い
。

　

わ
た
し
の
調
査
地
の
ボ
ル
ネ
オ
の
熱
帯
林
で
、
こ
の

植
物
の
花
を
初
め
て
見
た
の
は
二
十
年
以
上
前
。
こ
ん

な
奇
妙
な
花
で
あ
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
変
わ
っ
た
仲
人
が

や
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
と
、
花
を
見
る
た
び
何
時
間

も
張
り
込
ん
だ
り
カ
メ
ラ
で
監
視
し
た
り
し
た
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
い
ま
だ
そ
の
現
場
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
。

　

や
は
り
中
国
に
分
布
す
る
タ
ッ
カ
で
仲
人
を
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
植
物
学
者
は
、
こ
の
植
物
は
も
っ
ぱ
ら

同
じ
花
の
雄
し
べ
と
雌
し
べ
で
交
配
し
て
お
り
仲
人
を

も
た
な
い
植
物
な
の
だ
、
と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
彼

ら
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、
そ
れ
で
は
奇
妙
な
姿
を
説

明
で
き
ず
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
る
。

辛
抱
強
く
調
べ
続
け
て
い
れ
ば
、
仲
人
は
い
つ
か
そ
の

姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

研
究
者
は
、
謎
を
秘
め
た
植
物
に
片
思
い
す
る
。
い

つ
の
日
か
、
タ
ッ
カ
の
花
は
い
っ
た
い
誰
を
待
っ
て
い
る

の
か
、
つ
き
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

探求
コラム

熱
帯
林
下
に
艶
め
く
タ
ッ
カ
の
謎

京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

准
教
授　

酒
井
章
子

❶

マレーシア・サラワク州ランビルヒルズ国立公園のタッ
カ。雌しべも雄しべもドーム状の構造をしており、外か
ら見ただけではドームの下側にある花粉や柱頭（花
粉を受けとる場所）を見ることはできない。この写真
では蚊が訪れているが、雄しべの下に潜り込むことは
ないので、彼らが花粉を運び、仲人となることはない。
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わ
れ
ま
す
。
植
物
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
咲
き
、
ど
ん

な
性
質
を
そ
な
え
て
い
る
か
を
実
際
に
見
て
、
感
じ
な

さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
共
感
が
生

ま
れ
、
共
感
は
い
の
ち
の
尊
重
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

「
い
け
ば
な
」
を
定
義
づ
け
た
室
町
時
代
後
期
の
僧
、
池

坊
専
応
の
著
し
た
『
池
坊
専せ

ん

応の
う

口く

伝で
ん

』
に
は
、「
枯
れ
た

花
に
も
華
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
秋
か
ら
冬
に
季
節
が
変
わ
る
と
、
草
花
は
枯

れ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

枯
れ
る
の
は
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
。
生
か
ら
死
へ

の
過
程
で
あ
り
、
春
の
到
来
の
兆
し
で
す
。
季
節
が
刻
々

と
変
化
す
る
よ
う
に
、「
い
の
ち
」
も
同
じ
状
態
に
と
ど

ま
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

い
け
ば
な
は
「
足
で
い
け
よ
」

『
池
坊
専
応
口
伝
』
は
先
人
た
ち
が
積
み
重
ね
た
い
け

ば
な
の
智
慧
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
表
面
的
な
う
つ

く
し
さ
を
賞
讃
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
き
に
は
枯
れ

枝
ま
で
用
い
な
が
ら
、
自
然
の
姿
を
器
の
上
に
表
現
す

る
こ
と
の
意
義
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
応
仁
の
乱
を
契
機
に
京
都
が

戦
と
混
乱
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
時
代
で
す
。
死
を
ま
ぢ

か
に
意
識
す
る
日
常
の
な
か
で
、
植
物
の
い
の
ち
や
生

き
る
姿
そ
の
も
の
に
共
感
し
、
そ
の
祈
り
を
投
影
し
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

い
け
ば
な
の
根
底
に
は
、
生
き
る
い
の
ち
へ
の
共
感

が
流
れ
て
い
ま
す
。「
い
け
ば
な
は
足
で
い
け
よ
」
と
い

一
草
の
魅
力
は
多
勢
に
ま
さ
る

　

池
坊
の
様
式
の
一
つ
「
立
花
」
は
、
多
様
な
草
木
を

組
み
あ
わ
せ
る
な
か
で
調
和
を
生
み
ま
す
。
た
く
さ
ん

の
草
木
を
集
め
て
形
を
な
す
の
で
は
な
く
、
最
小
限
の

花
や
葉
、
枝
を
使
い
、
一
瓶
に
自
然
の
景
観
美
や
森
羅

万
象
を
凝
縮
し
て
表
現
し
ま
す
。

　

少
な
い
花
材
で
表
現
す
る
こ
と
を
「
乏
し
さ
の
美
」
と

よ
び
ま
す
。
枯
山
水
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
引
き
算
の

美
」
と
共
通
す
る
も
の
で
す
。
池
坊
の
教
え
に
、「
数
少

な
き
は
心
深
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
数
少
な
き
」
調
和
が
成
立
す
る
と
、
一
つ
ひ
と
つ
の
草

花
が
き
わ
だ
ち
ま
す
。
す
る
と
、
う
つ
く
し
い
部
分
の

み
な
ら
ず
、
枯
れ
た
り
変
形
し
た
り
と
、
欠
点
と
さ
れ

る
も
の
も
同
じ
よ
う
に
目
だ
ち
ま
す
。
し
か
し
、
貧
相

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
い
せ
つ
な
の
は
、
一
木
一
草
を
て

い
ね
い
に
見
つ
め
る
こ
と
。
枝
が
曲
が
っ
て
い
る
の
は
、

激
し
い
雨
に
打
た
れ
た
か
ら
か
、
強
い
風
に
あ
お
ら
れ

た
か
ら
か
。
そ
う
し
た
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
、
そ
の
草

花
の
い
ま
の
姿
が
あ
り
ま
す
。

　

草
花
の
一
生
に
思
い
を
寄
せ
、
そ
の
良
さ
を
引
き
だ

す
の
が
「
い
け
ば
な
の
こ
こ
ろ
」
な
の
で
す
。
こ
う
し

た
姿
勢
は
、
価
値
観
や
生
ま
れ
育
ち
の
違
う
多
様
な
人

た
ち
か
ら
成
り
た
つ
私
た
ち
人
間
世
界
に
も
あ
て
は
ま

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。〈
か
た
ま
り
〉
で
は
な
く
、
自
立

し
た
個
と
し
て
、
一
人
ひ
と
り
を
見
つ
め
る
。

　

い
け
ば
な
を
学
ぶ
こ
と
は
、
わ
ざ
を
習
得
す
る
だ
け

で
な
く
、
い
の
ち
を
見
つ
め
、
そ
の
い
の
ち
を
尊た

っ
と

ぶ
姿

勢
の
た
い
せ
つ
さ
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

探求
コラム

ま
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く

草
木
の「
生
」を
見
つ
め
る

池
坊
専
好

❸

　

人
類
と
花
と
の
関
わ
り
は
六
万
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。

イ
ラ
ク
北
部
の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
の
洞
窟
遺
跡
か
ら
ヤ
グ

ル
マ
ギ
ク
や
タ
チ
ア
オ
イ
な
ど
の
花
粉
が
死
者
の
そ
ば

か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
死
者
に
手
向
け
た
か
、

薬
草
と
し
て
利
用
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
象
徴
花
は
五
千
年
前
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
が
統

一
さ
れ
た
際
、
青
ス
イ
レ
ン
が
上
ナ
イ
ル
地
域
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
、
下
ナ
イ
ル
地
域
の
パ
ピ
ル
ス
と
共
に
扱
わ
れ

た
の
が
最
初
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
胸

飾
り
、
神
殿
の
供
花
に
青
ス
イ
レ
ン
や
ヤ
グ
ル
マ
ギ
ク

が
使
わ
れ
、
四
千
五
百
年
前
の
墓
か
ら
は
水
鉢
に
生
け

ら
れ
た
青
ス
イ
レ
ン
の
花
、
蕾
、
葉
の
レ
リ
ー
フ
が
見
い

だ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
例
外
で
、
以
降
の

ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
時
代
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

花
冠
、
花
輪
、
花
束
の
利
用
は
さ
か
ん
だ
っ
た
が
、
近

世
ま
で
花
が
水
に
生
け
飾
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
す
ら
庶
民
が
室
内
で
花
を
水
に
さ
し
て
飾

る
の
は
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
と
さ
れ
る
。

日
本
の
園
芸
は
万
葉
時
代
か
ら

　

観
賞
の
た
め
の
花
栽
培
は
、
あ
た
り
前
の
よ
う
だ
が
、

現
代
で
も
な
お
、花
を
全
く
作
ら
な
い
民
族
は
少
な
く
な

い
。
私
が
調
査
し
た
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
南
部
の
ア
ン
タ
ン
ド

ロ
イ
族
、南
米
ギ
ア
ナ
高
地
の
裾
に
暮
ら
す
マ
キ
リ
タ
ー

レ
族
や
ペ
モ
ン
族
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
ダ
ニ
族
、
台

湾
蘭
嶼
の
ヤ
ミ
（
タ
オ
）
族
な
ど
は
、
花
が
ど
こ
に
生
え

て
い
る
か
は
よ
く
知
っ
て
い
て
も
、
利
用
し
な
い
も
の
は

名
を
つ
け
ず
、
ま
し
て
栽
培
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
。

　

花
栽
培
は
食
用
の
穀
物
、
果
物
、
野
菜
、
ま
た
油
料

や
繊
維
、
染
料
な
ど
の
有
用
植
物
の
栽
培
に
較く

ら

べ
る
と
、

世
界
各
地
で
そ
の
歴
史
は
遅
い
。
中
国
は
花か

卉き

園
芸
の

中
心
地
の
一
つ
だ
が
、
対
談
で
も
例
を
あ
げ
た
よ
う
に

多
く
は
食
用
や
薬
用
の
実
用
か
ら
観
賞
に
転
じ
て
い
る
。

　

日
本
も
花
卉
園
芸
の
分
野
で
は
独
自
の
発
展
を
と
げ

た
が
、
一
般
に
は
江
戸
園
芸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
江
戸

時
代
の
園
芸
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本

の
花
栽
培
は
今
か
ら
千
三
百
年
近
く
を
遡
る
万
葉
時
代

に
確
立
さ
れ
て
い
た
。

　
『
万
葉
集
』
か
ら
渡
来
の
ウ
メ
、
モ
モ
、
ケ
イ
ト
ウ
な

ど
十
四
種
類
と
日
本
在
来
の
ハ
ギ
、
ヤ
マ
ブ
キ
、
フ
ジ
、

ア
セ
ビ
、
サ
ク
ラ
、
ツ
バ
キ
、
ユ
リ
、
ナ
デ
シ
コ
な
ど

十
六
種
類
が
、
庭
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
か
で
も
大
伴
家
持
は
二
十
一
種
類
の
花
を
栽
培
し
、

う
ち
日
本
産
で
は
ウ
ツ
ギ
、
ア
ジ
サ
イ
、
ツ
ツ
ジ
、
マ
ツ

を
除
く
十
二
種
類
を
数
え
、
ナ
デ
シ
コ
は
種
子
を
播ま

い

て
育
て
て
い
た
。
大
伴
家
持
は
日
本
最
初
の
園
芸
家
と

い
え
、
野
の
花
か
ら
庭
の
花
へ
と
日
本
園
芸
の
伝
統
も

万
葉
時
代
に
す
で
に
花
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

探求
コラム

花
の
来
た
道

湯
浅
浩
史

古代エジプト第五王朝（紀
元前2498年から前2345
年ころ）の墓の壁画には、
水にさした世界最古のいけ
ばなのレリーフが描かれて
いる。埋葬されているペル
ネブは王の正装を担当した
宮廷の役人。左は写真で、
右はそのトレース図。

❷

池坊専好さんが2019年1月5日の初生け式でいけた「穏（おだやか）」。
難を転じてしなやかに、静かで平穏な年となるようにと思いをこめている。
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私
が
花
や
緑
を
好
き
な
の
は
何
故
だ
ろ
う
。い
つ
頃
か

ら
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、時
代
を
遡
っ
て
考
え
て
み
た
。

　

幼
い
頃
、
東
京
は
今
の
よ
う
に
建
物
が
密
集
し
て
お

ら
ず
、
身
近
に
野
原
が
あ
っ
て
、
タ
ン
ポ
ポ
を
つ
ん
だ
り
、

オ
オ
バ
コ
で
草
相
撲
を
し
た
り
、
ツ
ク
シ
を
と
っ
て
、
袴

を
外
し
て
佃
煮
に
し
て
も
ら
っ
た
り
、
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
で

花
の
リ
ン
グ
を
つ
く
り
「
王
冠
」
な
ど
と
言
っ
て
遊
ん

だ
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

我
が
家
は
狭
い
な
が
ら
も
庭
が
あ
り
、
玄
関
前
に
は

シ
ュ
ロ
や
ハ
マ
ユ
ウ
、
縁
側
か
ら
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
が
見

え
た
。
子
ど
も
だ
っ
た
の
で
、
大
き
く
見
え
た
だ
け
か

も
し
れ
な
い
が
、
毎
日
の
よ
う
に
、
お
向
か
い
の
お
医
者

さ
ん
の
愛
犬
コ
ロ
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
の
垂
れ
た
枝
の
下
に

も
ぐ
り
、
背
中
を
か
い
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
ツ
ツ
ジ

や
イ
チ
ハ
ツ
が
、
季
節
に
な
る
と
花
を
咲
か
せ
、
イ
チ

ハ
ツ
が
た
く
さ
ん
咲
く
と
、
母
が
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
と
伐
っ

て
、
新
聞
紙
に
く
る
み
、「
教
壇
に
飾
る
と
き
れ
い
だ
か

ら
、
先
生
に
渡
し
て
ね
」
と
持
た
せ
て
く
れ
た
。
な
ん

と
も
長
閑
な
時
代
だ
っ
た
。

近
な
自
然
で
あ
り
、
遊
び
場
だ
っ
た
の
だ
。

　

父
が
突
然
ピ
ー
ス
と
い
う
バ
ラ
の
苗
を
買
っ
て
き
て
、

こ
れ
は
黄
色
い
立
派
な
花
が
咲
く
ん
だ
と
、
土
を
掘
っ

て
植
え
、
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
母
と
共

に
花
屋
に
行
き
、
春
に
な
る
と
わ
ず
か
に
出
回
る
パ
ン

ジ
ー
や
デ
イ
ジ
ー
の
花
苗
を
買
っ
て
、
庭
に
植
え
た
こ

と
も
懐
か
し
い
。
た
ぶ
ん
、
両
親
と
も
に
花
が
好
き
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
な
ど
と
い
う
言
葉
の
な
か
っ
た
、
半
世

紀
以
上
前
の
話
だ
。

花
が
ひ
き
よ
せ
る
新
し
い
出
会
い

　

そ
の
頃
の
体
験
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
今
の
私
の
根
っ

こ
を
作
っ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
最
近
感
じ
て

い
る
。
N
H
K
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
な
り
、
リ
ポ
ー
ト

や
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
と
き
、
好
奇
心
旺
盛
で
、
何

故
？　

ど
う
し
て
？　

を
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
質
問
し
ま

く
っ
て
、
苦
笑
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
、
自

然
界
の
不
思
議
を
み
つ
め
、
知
り
た
が
っ
て
い
た
子
ど

も
時
代
の
思
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。

　

そ
の
後
、
様
々
な
番
組
を
担
当
し
た
が
、「
趣
味
の
園

芸
」
と
い
う
番
組
に
運
命
的
に
出
会
い
、
育
て
方
だ
け

で
な
く
、
花
や
緑
の
豊
か
さ
、
深
さ
を
知
っ
た
。
さ
ら

に
、
番
組
へ
の
お
便
り
が
き
っ
か
け
で
、
オ
ー
プ
ン
ガ
ー

デ
ン
の
存
在
を
知
り
、
ま
だ
日
本
に
生
ま
れ
始
め
た
ば

か
り
の
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
の
動
き
を
取
材
し
て
、
そ

の
魅
力
を
発
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
花
や
緑
が
人
を

笑
顔
に
す
る
の
は
何
故
か
？
」
か
ら
始
ま
り
、「
自
宅
の

庭
を
誰
に
で
も
開
放
す
る
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
を
す
る

の
は
な
ぜ
か
？
」
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、「
花
育
て
」
は
人
を
育

て
る
こ
と
を
知
り
、
一
人
で
も
楽
し
め
る
が
、
花
仲
間

が
で
き
る
と
、
喜
び
を
共
有
で
き
る
し
、
思
い
を
共
感

す
る
こ
と
で
、
も
っ
と
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
知
っ
た
。
さ

ら
に
庭
を
開
く
こ
と
で
、
心
が
社
会
へ
開
き
、
新
た
な

人
生
を
拓
い
て
い
る
人
々
に
各
地
で
出
会
っ
た
。

 「
花
や
緑
は
幸
せ
の
扉
を
開
く
！
」。
私
は
、
笑
顔
が
広

が
る
社
会
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
、
多
く
の
人
に
そ
の

こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　

最
近
は
花
仲
間
に
誘
わ
れ
て
、
野
の
花
を
見
に
軽
い

登
山
も
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
然
の
雄
大
さ
、
植
物
の

生
命
力
に
、
生
き
る
力
を
も
ら
っ
て
い
る
。
自
然
も
花

育
て
も
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
が
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ

と
ば
か
り
。
何
よ
り
、
今
も
発
見
の
連
続
に
ワ
ク
ワ
ク

し
、
心
が
ふ
ん
わ
り
と
癒
さ
れ
る
の
で
や
め
ら
れ
な
い
！

　

私
は
、
花
や
緑
、
自
然
に
生
か
さ
れ
、
人
に
恵
ま
れ

て
今
が
あ
る
こ
と
を
し
み
じ
み
感
じ
、
感
謝
の
日
々
を

送
っ
て
い
る
。

すま・かつえ
東京都に生まれる。東京女
子大学を卒業後、NHKにア
ナウンサーとして入局。その
後、フリーランスとなり、多数
の番組を歴任。『趣味の園芸』
では、1994年から2005年ま
で、司会を担当。現在NHK
「ラジオ深夜便」アンカー。

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。

人
生
は

庭
が
教
え
て
く
れ
た

庭
は
生
き
も
の
の
知
恵
を
学
ぶ

教
科
書

　

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
黒
い
さ
く
ら
ん
ぼ
を
つ
け
る
と
、
採
っ

て
食
べ
た
。
柿
や
ブ
ド
ウ
も
実
を
付
け
た
。
グ
ミ
の
木

も
あ
っ
て
、
熟
す
手
前
の
赤
さ
の
薄
い
実
を
味
見
し
た

ら
、
渋
く
て
、以
後
手
を
延
ば
さ
な
か
っ
た
思
い
出
も
あ

る
。
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
も
あ
っ
て
、
お
手
玉
の
中
に
入
れ
た
り
、

お
ま
ま
ご
と
の
ご
飯
が
わ
り
に
し
て
遊
ん
だ
も
の
だ
。

　

そ
う
そ
う
、
小
さ
な
緑
色
の
ア
マ
ガ
エ
ル
を
捕
ま
え

て
、
庭
の
竹
垣
に
置
い
て
お
い
た
ら
、
数
日
後
、
ア
マ
ガ

エ
ル
の
色
が
枯
れ
竹
の
色
に
な
っ
て
い
て
、
び
っ
く
り
！

　

生
き
物
に
は
身
を
守
る
た
め
に
保
護
色
に
な
る
技
が

あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
卵
が

サ
ン
シ
ョ
の
葉
っ
ぱ
だ
け
に
つ
い
て
い
て
、何
故
な
の
だ
ろ

う
と
不
思
議
だ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
ア
リ
の
行

近くの野原でつかまえたカブトムシと遊ぶ。小学4
年生のころ。集合写真は大好きな理科の先生と同
級生たちと昆虫採集にでかけたときの一枚

須
磨
佳
津
江 

（
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）

列
を
た
ど
っ
て
巣
を
見

つ
け
、
巣
穴
の
下
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
と

知
り
た
く
な
っ
た
り
、マ

サ
キ
の
垣
根
に
つ
く
ジ

グ
モ
採
り
に
夢
中
に
な

り
、
そ
っ
と
ひ
っ
ぱ
っ

て
筒
状
に
な
っ
た
巣
が

空
っ
ぽ
だ
と
、
ど
こ
に

行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、探

し
た
り
も
し
た
。
庭
は

幼
き
私
に
と
っ
て
は
、身

2018年に訪れた、5月の数日だけオープンするオープ
ンガーデンにて。花の組み合わせの見事さに感嘆

私を育てた
〈風と景〉
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毎
年
、
五
月
一
五
日
に
な
る
と
、
京
都

の
町
は
華
や
か
な
お
祭
り
を
迎
え
ま
す
。そ

れ
が
葵
祭
で
、上
賀
茂
神
社
の
大
祭
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
祭
り
の
行
列
は
、
京
都
御
所
か
ら

下
鴨
神
社
を
経
て
上
賀
茂
神
社
ま
で
練
り

歩
く
も
の
で
、
勅
使
代
を
中
心
に
し
た
本

列
と
、
女
人
列
か
ら
な
る
斎さ

い

王お
う

代だ
い

列
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
行
列
に
参
加
す
る
勅
使
、

斎
王
代
、
女
官
、
そ
れ
に
牛
車
な
ど
は
す

べ
て
葵
と
桂
の
飾
り
を
つ
け
て
い
ま
す
。

葵
と
桂
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

　

な
ぜ
、
葵
と
桂
が
葵
祭
に
使
わ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
上
賀
茂
神
社
は
天
武
天
皇

期（
六
七
八
年
）に
造
営
さ
れ
た
神
社
で
、正

式
に
は
賀か

茂も

別わ
け

雷
い
か
づ
ち

神じ
ん

社じ
ゃ

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

祭
神
の
賀
茂
別
雷
大
神
は
、
自
然
を
司

り
、
あ
ら
ゆ
る
災
禍
や
穢
れ
を
祓
う
力
を

も
ち
、
水
を
も
た
ら
し
、
あ
る
い
は
洪
水

を
お
さ
め
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
平
安
京
遷
都
以
来
、
宮
中
や
京
の
町

に
水
を
供
給
す
る
水
管
理
者
と
し
て
の
役

割
を
担
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

上
賀
茂
神
社
で
は
、
北
側
に
あ
る
神こ

う

山や
ま

に
降
臨
し
た
賀
茂
別
雷
大
神
を
山
頂
の
磐い

わ

座く
ら

か
ら
ふ
も
と
の
御み

阿あ

礼れ

所
の
神ひ

も
ろ
ぎ籬

に
移

し
、
そ
の
神
籬
を
祭
場
で
あ
る
神
社
に
運

ん
で
い
ま
す
。

　

賀
茂
別
雷
大
神
の
お
告
げ
に
よ
る
と
、

「
我
に
あ
は
ん
と
に
は
、葵
桂
の
蔓
で
飾
り
、

祭
り
を
し
て
待
て
ば
来
む
」
と
さ
れ
、
御

降
臨
を
待
つ
た
め
に
葵
と
桂
が
当
初
よ
り

使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
葵
と
桂

の
枝
葉
を
か
ら
ま
せ
た
お
飾
り
は
御お

ん

葵き
っ

桂け
い

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

桂
（
カ
ツ
ラ
）は
カ
ツ
ラ
科
カ
ツ
ラ
属
の

落
葉
樹
で
、
高
さ
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

に
な
り
ま
す
。
双
子
葉
で
、
葉
は
ハ
ー
ト

型
を
し
て
お
り
、
葵
祭
で
使
わ
れ
る
こ
と

か
ら
「
加
茂
桂
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
一

方
、
葵
（
ア
オ
イ
）は
ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ
科

カ
ン
ア
オ
イ
属
の
多
年
生
草
本
で
、
葵
祭

に
使
わ
れ
る
の
は
双
葉
葵
（
フ
タ
バ
ア
オ

イ
）
で
す
。

　

葵
と
桂
は
、
葉
の
大
き
さ
や
形
が
よ
く

似
て
い
ま
す
が
、
桂
は
雄
で
、
天
、
陽
を

表
し
、
葵
は
雌
で
、
地
、
陰
を
表
し
ま
す
。

陰
と
陽
の
植
物
を
絡
め
た
飾
り
で
神
を
呼

び
込
む
点
は
興
味
深
い
で
す
。

チ
ョ
ウ
と
葵

　

葵
の
仲
間
で
注
目
す
べ
き
点
が
あ
り
ま

す
。
日
本
の
固
有
種
で
あ
り
、
春
の
女
神

と
言
わ
れ
る
ギ
フ
チ
ョ
ウ
は
、
親
が
葵
の

葉
の
裏
に
卵
を
産
み
、
幼
虫
が
葉
を
食
べ

て
成
長
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。ギ

フ
チ
ョ
ウ
の
幼
虫
は
ウ
マ
ノ
ス
ズ
ク
サ
科

で
あ
る
里
山
は
、
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
生
息
す

る
、
生
物
多
様
性
が
豊
か
な
場
で
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

葵
と
葵
祭

　

葵
の
生
育
地
は
か
つ
て
は
上
賀
茂
神
社

の
周
辺
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
森
林
開
発
や
土
地
改
変
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
生
育
地
は
激
減
し
て
き
ま
し

た
。
葵
祭
を
千
数
百
年
支
え
て
き
た
葵
は

毎
年
、
六
千
本
以
上
、準
備
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
上
賀
茂
神
社
で
は
、

二
〇
一
〇
年
か
ら
フ
タ
バ
ア
オ
イ
の
再
生

を
目
指
す
「
葵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
通

称
、
ア
フ
ヒ（
Ａ
ｆ
ｕ
ｈ
ｉ
）
と
呼
ば
れ
て

の
フ
タ
バ
ア
オ
イ
を
は
じ
め
、
ヒ
メ
カ
ン

ア
オ
イ
、ミ
ヤ
コ
ア
オ
イ
、
ラ
ン
ヨ
ウ
ア
オ

イ
な
ど
の
葵
の
仲
間
を
食
草
と
し
て
い
ま

す
が
、
成
長
が
遅
く
、
局
所
的
に
繁
茂
し

て
い
る
葵
は
、
里
山
の
荒
廃
や
乱
獲
な
ど

に
よ
り
、そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
ま
す
。
食

草
を
失
っ
た
ギ
フ
チ
ョ
ウ
も
今
や
環
境
省

の
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
の
指
定
を
受
け
て
い
る

希
少
種
で
す
。
自
然
と
人
と
の
共
生
の
場

あきみち・ともや
理学博士（東京大学）。
1946年に京都市に生ま
れる。国立民族学博物館、
総合研究大学院大学、総
合地球環境学研究所など
で教授を歴任。専門は生
態人類学。

葵
と
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
饗
宴

葵
祭
の
立
役
者

秋
道
智
彌

山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
名
誉
教
授

国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、総
合
研
究
大
学
院
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
ふ
れ
る
サ
イ
エ
ン
ス
・
コ
ラ
ム
で
す
。

5
号
か
ら
は
世
界
各
地
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
、
歩
ん
で
こ
ら
れ
た

秋
道
智
彌
さ
ん
の
目
を
と
お
し
て〈
輪
っ
か
〉を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

葵は湿地の日陰に多く見られるが、近
年はシカによる食害で数を減らしている。

ヒメカンアオイの葉を食べたギ
フチョウは、美しい姿に変身す
る。（写真提供・三輪成雄）

上賀茂神社に到着した葵祭の行列の一行。葵と桂をか
らませた飾りを全員がつけている。

連載

いぶ
きの輪っか

と
と
関
連
す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
は
た
し

か
で
し
ょ
う
。

　

京
都
市
内
の
小
学
校
の
生
徒
に
葵
の
苗

を
一
年
間
育
て
て
も
ら
い
、境
内
の
「
葵
の

森
」に
移
植
す
る
運
動
が
二
〇
一
〇
年
当
初

か
ら
持
続
し
て
い
ま
す
。
徳
川
家
ゆ
か
り

の
静
岡
市
に
あ
る
葵
小
学
校
も
植
栽
事
業

を
担
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
福
井
県
の
鯖

江
市
立
待
の
「
吉
江
あ
お
い
会
」
は
フ
タ

バ
ア
オ
イ
の
植
栽
を
推
進
し
、
二
〇
一
六

年
に
は
フ
タ
バ
ア
オ
イ
を
六
〇
〇
〇
本
あ

ま
り
上
賀
茂
神
社
に
奉
納
し
て
い
ま
す
。

葵
と
自
然
保
護

　

古
代
よ
り
大
切
に
さ
れ
て
き
た
フ
タ
バ

ア
オ
イ
が
茂
る
森
を
再
生
す
る
た
め
、
人
・

自
然
・
文
化
を
結
ぶ
仕
組
み
が
大
き
く
そ

の
輪
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
葵
が

ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
食
草
で
あ
り
、
葵
の
保
全

は
チ
ョ
ウ
の
保
護
と
も
つ
な
が
る
多
面
的

な
活
動
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

葵
の
葉
に
卵
を
産
ん
で
、
そ
の
葉
を
食

べ
て
成
長
す
る
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
、そ
の
ま
ま

葵
祭
の
行
列
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
、
乱

舞
す
る
さ
ま
を
、
優
雅
な
葵
祭
は
ほ
う
ふ

つ
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

葵
祭
の
長
い
歴
史
は
、
自
然
と
人
間
が

か
か
わ
っ
て
と
も
に
生
き
て
き
た
こ
と
を

実
感
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ギ
フ
チ
ョ
ウ
と

葵
は
葵
祭
の
影
の
立
役
者
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

お
り
、
筆
者
も
当
初
か
ら
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
推
進
に
か
か
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
ア
フ
ヒ
は
古
代
に

は
葵
の
呼
び
名
で
し
た
。

 

「
ア
フ
ヒ
」
の
由
来
に
は
、
神

を
饗
応
す
る
日
を
意
味
す
る「
饗あ

ふ
日
」と
か
、花
が
日
を
仰
ぐ
よ

う
に
咲
く
こ
と
か
ら「
仰ア

フ

日ヒ

」が

転
じ
た
と
す
る
ほ
か
、『
万
葉
集
』

に
も
「
後
も
逢あ

は
む
と　

葵
あ
ふ
ひ

花

咲
く
」
と
詠
ま
れ
、「
逢ア

フ

日ヒ

」
に

由
来
す
る
な
ど
の
諸
説
が
あ
り

ま
す
。
葵
が「
会
う
、逢
う
」
こ

葵を育てる里親は、地元の小学生たちだ。１年間、学校で育てた葵
は上賀茂神社境内の「葵の森」に植えられる。下図右がフタバアオ
イで、左はカンアオイ。
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ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
が
一
六
三
七
年
に
「
我

思
う
、ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
命
題
を
提

唱
し
ま
し
た
。あ
ら
ゆ
る
も
の
を
疑
っ
た
結

果
、
疑
い
考
え
る〈
我
〉の
存
在
だ
け
は
確

か
だ
と
い
う
考
え
に
到
達
し
た
と
き
の
言

葉
で
す
。近
代
科
学
は
、こ
う
し
た
意
思
を

も
つ
人
間
と
い
う〈
主
体
〉に
対
し
、
意
思

を
も
た
な
い
自
然
は〈
客
体
〉と
位
置
づ
け
、

人
間
と
自
然
と
を
分
離
し
、
対
立
す
る
二

元
論
の
考
え
の
も
と
で
発
展
し
ま
し
た
。

「
近
代
科
学
の
思
想
で
す
す
ん
で
き
た
結

果
、い
ま
、動
植
物
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち

人
類
に
も
絶
滅
の
危
機
が
お
と
ず
れ
て
い

ま
す
。
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
思
想
の

日
本
の
哲
学
者
、和
辻
哲
郎
が
一
九
三
五
年
に
発
表
し
た
著
書『
風
土
』。

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
博
士
は
、こ
の
書
籍
に
大
き
な
影
響
を
受
け
、

和
辻
の
風
土
概
念
を
発
展
さ
せ
た
新
た
な
学
問
領
域

「
風
土
学（m

ésologie

）」を
切
り
拓
き
ま
し
た
。

デ
ー
タ
と
感
性
、自
然
と
文
化
、肯
定
と
否
定
な
ど
、二
者
択
一
を
前
提
と
す
る

環
境
科
学
で
は
な
く
、そ
の
両
方
を
認
め
る
ベ
ル
ク
博
士
の
風
土
論
は
、

自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
新
た
な
視
座
か
ら
と
ら
え
な
お
す
も
の
で
し
た
。

自
然
は
一
義
的
な
見
方
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い

　
ベ
ル
ク
博
士
の
唱
道
す
る
風
土
論
は
、二

元
論
や
人
間
中
心
主
義
と
は
異
な
る
考
え

方
で
、
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
、和
辻

哲
郎
の『
風
土
』で
す
。

転
換
が
必
要
で
す
。〈
考
え
る
〉だ
け
で

〈
私
〉の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会

や
文
化
、
ま
わ
り
の
生
き
も
の
、
地
球
の

存
在
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
種
で

あ
る
こ
と
な
ど
も
、〈
私
〉の
存
在
の
前
提

だ
と
し
て
、
危
機
を
超
克
す
る
考
え
を
構

築
す
る
。
こ
れ
が
風
土
学
の
め
ざ
す
こ
と

で
す
」。

「『
風
土
』
で
は
ま
ず
、〈
環
境
〉と〈
風
土
〉

と
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。
環
境
は
科

学
的
に
研
究
で
き
る〈
客
体
〉で
あ
り
、
そ

れ
自
体
で
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
風
土
は
人
間
の
存
在
と
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
風
土
は
人
間
の

存
在
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
人
間
は
風
土

と
の
関
係
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
考
え

る
の
で
す
」。

「
風
土
」の
研
究
を
深
め
る
に
あ
た
り
、ベ

ル
ク
博
士
の
つ
く
り
だ
し
た
概
念
が
「
通

態
性
」で
す
。
二
元
論
の
価
値
観
で
は
、
自

然
は
た
ん
な
る
環
境
で
す
。
し
か
し
、
自

然
の
見
え
方
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違

う
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
関
わ
り
方
に
応

じ
て
変
化
す
る
状
態
を
「
通
態
性
」
と
よ

び
ま
し
た
。「
自
然
科
学
の
方
法
で
見
る
と
、

『
風
』は
ど
ん
な
状
態
で
も
同
じ
も
の
で
す
。

　

ベ
ル
ク
博
士
は
、一
九
四
二
年
に

フ
ラ
ン
ス
保
護
領
モ
ロ
ッ
コ
に
生
ま

れ
ま
し
た
。「
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な

る
価
値
観
や
宗
教
に
ふ
れ
て
、
西

欧
世
界
と
は
違
っ
た
生
き
方
が
で

き
る
と
理
解
し
た
こ
と
は
大
き
な

経
験
で
し
た
」。
ア
ラ
ブ
世
界
の
研

究
者
の
父
の
影
響
で
、東
洋
へ
の
興

味
を
抱
い
た
ベ
ル
ク
青
年
。
大
学

で
地
理
学
を
学
び
、
中
国
西
部
の

研
究
を
志
し
ま
し
た
が
、
当
時
の

中
国
は
文
化
大
革
命
で
混
乱
の
時

期
。「
学
ん
だ
中
国
語
や
漢
字
の
知

識
を
つ
か
え
な
い
か
と
、
日
本
の

研
究
に
シ
フ
ト
し
ま
し
た
」。

　

一
九
七
〇
年
、
北
海
道
大
学
に

フ
ラ
ン
ス
語
講
師
と
し
て
着
任
。研

究
テ
ー
マ
を
探
そ
う
と
、毎
日『
北

海
道
新
聞
』
に
目
を
通
し
ま
し
た
。

「
そ
の
土
地
で
生
き
る
人
に
と
っ
て

1974年の正月。長女と長男とともに宮城県塩
竃市新浜を散歩した。

2011年6月の立教大学での講演。1979年から現在まで、フラン
ス国立社会科学高等研究院の教授を務めている。

な
に
が
問
題
な
の
か
を
、
ま
ず
は

理
解
し
た
か
っ
た
。
毎
日
欠
か
さ

ず
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
北
海
道

の
人
の
も
の
の
見
方
を
す
こ
し
ず

つ
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」。
そ
う
し
て
、
北
海
道
の
開
拓

史
の
研
究
を
は
じ
め
ま
す
。

　

開
拓
当
初
、
政
府
は
酪
農
や
小

麦
栽
培
な
ど
、
北
の
土
地
に
適
し

た
農
業
を
薦
め
ま
す
。し
か
し
、本

州
か
ら
入
植
し
た
開
拓
民
は
稲
作

に
こ
だ
わ
り
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力

で
水
田
を
拡
げ
た
の
で
す
。「
開
拓

民
た
ち
が
稲
作
に
こ
だ
わ
っ
た
背

景
に
は
、
自
然
科
学
の
客
観
性
だ

け
で
は
切
り
取
れ
な
い
、
日
本
人

と
米
と
の
歴
史
的
な
関
わ
り
が
あ

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、2018年に
26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

近 代 学 
匠 

伝

二
〇
一
八
年
　
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者 

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク 

博
士

D
r. A

u
g

u
s

tin
 B

e
rq

u
e

る
と
気
づ
い
た
の
で
す
」。

　

と
き
を
同
じ
く
し
て
、和
辻
哲
郎

の『
風
土
』に
出
会
い
ま
す
。「
訳

書
で
読
ん
だ
当
時
は
、
そ
の
主
張

の
本
質
に
ま
で
た
ど
り
つ
け
ま
せ
ん

で
し
た
が
、数
年
後
に
原
文
に
ふ
れ

た
と
き
、北
海
道
で
の
暮
ら
し
に
も

と
づ
く
実
感
や
研
究
で
深
め
た
知

見
が
理
解
を
助
け
ま
し
た
。
本
州

か
ら
移
民
と
し
て
入
植
し
た
人
び

と
が
、北
海
道
の
土
地
と
ど
う
向
き

あ
い
、折
り
あ
い
を
つ
け
な
が
ら
利

用
し
た
の
か
。こ
う
し
た
人
間
と
自

然
と
の
関
わ
り
合
い
は
、新
し
い
風

土
の
誕
生
の
過
程
で
も
あ
っ
た
の

だ
と
」。北
海
道
で
す
ご
し
た
日
々

は
、ベ
ル
ク
博
士
が
風
土
論
を
導
き

だ
す
た
め
に
欠
か
せ
な
い
熟
成
期

間
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

1970年12月、北海道大学外国人
教師官舎。北海道の開拓史をテー
マに博士論文を準備していたころ。

1984年、『風土の日本──自然と文化の通態』を書いていたころのベ
ルク博士。フランス西南部のサン＝ジュリアンにて。

2018年、北海道を流れる千歳川のビオ
トープを調査。
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「
風
土
学
」と
い
う
新
し
い
学
問
領
域
を
切

り
拓
い
た
ベ
ル
ク
博
士
は
さ
ら
に
、
自
然

を
も
主
体
と
し
て
と
ら
え
る
「
自
然
の
主

体
性
論
」
を
提
唱
し
ま
す
。「
通
態
性
の
概

念
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
生
物

に
も
働
い
て
い
る
と
い
う
仮
説
が
出
発
点

風
土
論
が
指
し
示
す「
自
然
と
人
間
と
の
共
生
」

風
土
論
の
も
っ
と
も
重
要
な
点

は
、現
実
は
か
な
ら
ず
私
た
ち
の

存
在
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。人
間
の
存
在
す
る
基

盤
は
地
球
で
す
。人
間
が
地
球
上

か
ら
一
人
残
ら
ず
消
え
て
も
、自

然
は
自
然
の
ま
ま
に
存
在
し
つ
づ

け
ま
す
が
、そ
の
逆
は
あ
り
え
な

い
。
人
間
の
存
在
に
は
地
球
が

必
要
で
す
か
ら
、
地
球
や
自
然

を
守
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
。同

時
に
だ
い
じ
に
す
べ
き
な
の
は
、

地
球
上
に
生
き
る
す
べ
て
の
人

間
で
す
。

「
風
土
論
」の
考
え
で
は
、す
べ
て

の
人
間
が
地
球
と
相
互
関
係
を

結
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
風
土
と
関

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。〈
私
〉一
人

を
例
に
と
っ
て
も
、人
類
と
い
う

立
場
、国
や
地
域
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
影
響

を
受
け
て
生
き
る
人
間
と
い
う

立
場
な
ど
、多
様
な
立
場
を
そ
な

え
て
い
ま
す
。み
ず
か
ら
の
文
化

と
同
時
に
、ほ
か
の
文
化
を
も
尊

敬
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
な
の

で
す
。

（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

C  O  L  U  M  N

未来を担うみなさんに

で
し
た
。
種
は
そ
れ
ぞ
れ
の
と
ら
え
方
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
」。
二
元
論
で
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
自
然
の
主
体
性
を
認
め
、自

然
と
人
間
と
の
関
係
の
再
構
築
を
め
ざ
す

べ
き
だ
と
す
る
論
理
は
、
環
境
思
想
に
革

新
的
な
視
座
を
提
起
し
ま
し
た
。

　

二
〇
一
五
年
、
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
、
人

類
の
繁
栄
の
た
め
の
具
体
的
な
行
動
計
画

「Sustainable D
evelopm

ent Goals

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）」
が
掲
げ
ら
れ

ま
し
た
。貧
困
や
不
平
等
、気
候
変
動
な
ど

と
向
き
あ
い
、各
国
が
力
を
結
集
し
て
解
決

の
道
を
探
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。「
S 
D 
G s

北海道での調査のあいまに、ワインの町と
して知られる北海道池田町に。ぶどうの
栽培地を見学し、池田町ブドウ・ブドウ酒
研究所で醸造過程のワインを試飲。

し
か
し
、か
つ
て
は
船
を
動
か
す
資
源
だ
っ

た
風
は
、動
力
源
の
進
化
で
資
源
と
し
て
の

価
値
を
落
と
し
た
り
、
近
年
は
風
力
発
電

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
っ
た
り
と
、文
化
や

時
代
に
よ
っ
て
風
の
と
ら
え
方
は
変
わ
り
ま

す
。客
体
的
な
事
実
で
は
な
く
、〈
通
態
的
〉

な
現
実
な
の
で
す
。そ
う
し
た
各
々
の
と
ら

え
方
の
先
に
発
生
す
る
の
が
風
土
で
す
」。

は
も
ち
ろ
ん
支
持
し
ま
す
。け
れ
ど
、こ
の

大
き
な
目
標
に
到
達
す
る
に
は
小
手
先
の

技
術
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
」。

　

二
元
論
は
、資
本
主
義
、産
業
主
義
、分

析
主
義
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
と
あ
い

ま
っ
て
、持
続
不
可
能

0

0

0

な
世
界
を
誘
発
し
て

い
る
と
ベ
ル
ク
博
士
は
指
摘
し
ま
す
。「
資

本
主
義
が
推
し
進
め
ら
れ
た
結
果
、
質
よ

り
も
量
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
農
業
で
は
、
規
模
や
収
益
の
拡

大
を
追
い
求
め
て
際
限
が
な
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
農
家
の
暮
ら

し
が
圧
迫
さ
れ
る
よ
う
で
は
本
末
転
倒
で

す
。
風
土
論
に
も
と
づ
く
考
え
は
、
経
済

的
に
は
合
理
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人

間
と
し
て
生
き
る
た
め
に
必
要
で
す
。〈
人

間
〉は
経
済
に
優
先
す
べ
き
な
の
に
、
い
ま

の
世
界
は
逆
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ

ち
こ
ち
で
起
こ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
考

え
方
を
根
本
的
に
変
え
な
け
れ
ば
、
持
続

可
能
な
社
会
は
の
ぞ
め
ま
せ
ん
。
風
土
論

は
そ
の
指
針
と
な
れ
る
は
ず
な
の
で
す
」。

仙台市の浪分神社にて慰霊
の参拝をするベルク博士
（2012年、撮影・張政遠）。た
びたび東日本大震災の被災地
を訪れ、「殺風景」をキーワード
に復興計画に助言してきた。

ミ
レ
は
『
万
葉
集
』で
も
う
た
わ
れ

る
ほ
ど
、
日
本
人
に
古
く
か
ら
親

し
ま
れ
て
き
た
花
で
す
。
明
治
時
代
、「
星せ

い

菫き
ん

派は

」
と
よ
ば
れ
た
与
謝
野
鉄
幹
ら
『
明

星
』の
歌
人
た
ち
は
、
恋
愛
に
お
け
る
心
の

機
微
を
星
や
ス
ミ
レ
に
託
し
ま
し
た
。
西

洋
で
は
、
控
え
め
さ
と
誠
実
さ
の
象
徴
と

さ
れ
、
聖
母
マ
リ
ア
と
関
連
づ
け
て
語
ら

れ
た
り
、
宗
教
画
に
も
し
ば
し
ば
ス
ミ
レ

が
登
場
し
ま
す
。
そ
う
し
た
歴
史
や
、
可

憐
な
花
の
面
影
か
ら
、
ス
ミ
レ
と
い
え
ば

繊
細
で
か
弱
い
印
象
を
い
だ
く
人
も
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

何
重
も
の
生
存
戦
略
で
種
を
の
こ
す

　
し
か
し
、
そ
の
姿
に
似
合
わ
ず
、
ス

ミ
レ
の
生
存
戦
略
は
た
く
ま
し
く
、し

た
た
か
な
の
で
す
。ス
ミ
レ
属
の
特
徴

は
、
開
花
後
の
初
夏
に
閉
鎖
花
を
つ

く
る
こ
と
で
す
。
春
に
咲
く
開
放
花

は
、
昆
虫
な
ど
の
送
粉
者
を
介
し
て

受
粉
し
ま
す
。
蜜
を
つ
く
っ
た
り
、つ

ぼ
み
を
開
い
た
り
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
比
し
て
、
受
粉
の
効
率
は
さ
ほ
ど

高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
種
子

を
遠
く
ま
で
運
ん
だ
り
、
ほ
か
の
個

体
と
遺
伝
子
を
交
換
で
き
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。
閉
鎖
花
は
つ
ぼ
み

を
開
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
抑
え
ら
れ
る

う
え
に
、
ほ
ぼ
確
実
に
結
実
し
ま
す

が
、
同
じ
遺
伝
子
し
か
つ
く
る
こ
と

日本列島には約5,000種類の在来植物があるといわれていますが、
土地開発や乱獲、外来種の流入や気候変動などの影響で、その生育域や数は減少しています。
花博記念協会は、こうした在来植物の現状を調査し、
植物本体を採取することなく動画で記録しました。
その成果は「プラント・フォト・ハンティング＊」と題して、協会ホームページで公開しています。
このコーナーでは、貴重なデータベースのなかから特徴的な種をとりあげて紹介します。

可憐なのにたくましく、
したたかにいのちをつなぐスミレ

＊学会や展示会などへの動画（DVD）の貸し出しもしています。
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/pph/index.html

スミレ
スミレ科スミレ属
学名：Viola mandshurica
原産地：日本列島、中国東北部から東部、
朝鮮半島
開花期：4月から5月

ス

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
生
き
の
び
る
た
め
の
戦
略
は
種
子
に
も

日

本植
物紀行

❺

タチツボスミレ。スミレとともに古くから親
しまれてきた種。スミレは根元から葉が出
るが、本種は地上にのびた茎に葉がつく。

スミレ。草原のような明るい場所でよ
く茂り、ときには大きな群落をつくる。
（写真撮影・和田博幸）

【オニバス図版タイト
ル入ります】

リ
が
食
べ
る
の
は
甘
い
部
分
だ
け
。
残
っ

た
タ
ネ
は
巣
穴
の
外
に
捨
て
ら
れ
て
や
が

て
発
芽
し
ま
す
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
舗
装
し

た
道
路
の
隙
間
か
ら
顔
を
出
す
ス
ミ
レ
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
根
を
下
ろ
す
の
で
す
。

　
背
丈
が
小
さ
く
、
ほ
か
の
草
花
に
埋
も

れ
て
目
だ
ち
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
ス
ミ
レ

は
幾
重
も
の
生
存
戦
略
を
発
達
さ
せ
ま
し

た
。
ス
ミ
レ
が
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
お
か
げ

で
、
私
た
ち
は
千
年
前
と
変
わ
ら
ず
、
春

の
訪
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

タチツボスミレ

アポイタチツボスミレ

ツルタチツボスミレ

タチスミレ

アツバスミレ

タカネスミレ

北海道から南西諸島ま
で日本列島に広く分布。
山道でよく見かける。

スミレ
中国大陸から日本列島
にかけて広く分布。

北海道に特産。ウサギの耳の
ような上側の花弁が特徴。

茎が細く、上に向かって
伸びる。本州の日本海側
の雪国に分布。

本州と九州の限られた
場所に生育。湿地の開
発で産地の多くは失わ
れてしまった。

シコクスミレ
おもに太平洋側のブ
ナ林に見られる。

暖かい場所に生育する
スミレ。常緑性で葉が厚
い。タチツボスミレも南
国では葉に光沢があり、
花弁がほっそりと変化し
た系統になる。

高山に分布。ハイマツの茂
みの縁や岩場など、入り込
めない場所にも生育。

備
わ
っ
て
い
ま
す
。

実
は
熟
す
と
三
つ
に

割
れ
て
、
種
子
を
は

じ
き
飛
ば
し
ま
す
。

種
皮
に
は
糖
質
な
ど

を
ふ
く
ん
だ
物
質
が

付
い
て
い
ま
す
。
こ

の
物
質
に
導
か
れ
た

ア
リ
が
種
子
を
巣
穴

ま
で
運
び
ま
す
。
ア

スミレ属の
多様な生育域

21 KOSMOS ▼2019／SPRING
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東
北
地
方
の
岩
手
県
と
宮
城
県
に
、江
戸

時
代
に
房
州（
千
葉
県
南
部
）か
ら
伝
わ
っ

た
と
さ
れ
る
「
鹿し

子し

踊お
ど
り

」と
い
う
郷
土
芸
能

が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
角
を
も

つ
雄
鹿
を
模
し
た
お
鹿し

子し

頭が
し
ら

を
被
っ
た
踊

り
手
た
ち
は
、念
仏
供
養
や
五
穀
豊
穣
の
祈

り
を
こ
め
て
盆
や
秋
祭
り
で
舞
い
踊
り
ま
す
。

岩
手
県
に
は
現
在
も
百
五
十
の
継
承

団
体
が
あ
り
、
大
槌
町
に
は
五
団

体
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
岩
手
県
に
は
踊

り
手
が
演
奏
す
る「
太
鼓
踊
系
」と
演
奏
し

な
い
「
幕
踊
系
」の
二
つ
の
系
統
が
伝
承
さ

れ
て
い
ま
す
。
東
梅
英
夫
さ
ん
が
会
長
を

つ
と
め
る
臼
澤
鹿
子
踊
保
存
会
を
は
じ
め
、

岩
手
県
の
沿
岸
中
部
か
ら
北
部
に
伝
わ
る

の
は
、「
幕
踊
系
鹿
子
踊
」で
す
。
髪
の
毛

を
模
し
た
帯
状
の「
か
な
が
ら
」
を
装
束
に

付
け
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
か
な
が
ら
と

は
カ
ン
ナ
ガ
ラ
の
こ
と
で
、樹
齢
五
十
年
ほ

ど
の
ド
ロ
ノ
キ（
正
式
名
称
・
ヤ
マ
ナ
ラ
シ
）

の
製
材
を
薄
く
カ
ン
ナ
に
か
け
て
つ
く
り

ま
す
。
東
梅
さ
ん
は
、か
な
が
ら
は
踊
り
に

欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。「
こ
れ

は
神
霊
界
と
俗
世
を
つ
な
ぐ
依
り
代
で
す

が
、大
規
模
な
伐
採
が
つ
づ
い
た
一
九
六
〇

年
代
に
近
隣
の
ド
ロ
ノ
キ
が
減
少
し
、
や

む
な
く
ナ
イ
ロ
ン
テ
ー
プ
で
代
替
し
た
時
代

も
あ
り
ま
し
た
。
ド
ロ
ノ
キ
が
育
つ〈
神
の

森
〉の
再
生
を
願
い
つ
つ
も
、
実
現
は
遠
い

夢
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」。

　

二
〇
一
一
年
三
月
に
大
槌
町
を
大
津
波

が
お
そ
い
ま
し
た
。「
生
活
環
境
が
一
変
し
、

先
行
き
の
見
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、
町

民
の
精
神
的
支
え
と
な
っ
た
の
が
鹿
子
踊

で
す
。
活
動
を
と
お
し
て
培
っ
た
仲
間
た

ち
と
の
つ
な
が
り
は
、
情
報
伝
達
や
物
資

配
分
な
ど
に
も
役
だ
ち
ま
し
た
。
踊
り
を

次
代
に
つ
な
ぐ
意
義
を
強
く
意
識
し
た
の

で
す
」。
復
興
に
取
り
組
む
な
か
で
、
東
梅

さ
ん
の
耳
に
吉
報
が
届
き
ま
し
た
。「
復
興

支
援
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
、
長
野
県

上
田
市
の
信
濃
国
分
寺
で
ド
ロ
ノ
キ
の
育

苗
に
成
功
し
た
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
す
。
さ
っ
そ
く
足
を
運
び
、
種
の
採
種

や
育
苗
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
ま
し
た
」。
成

花
博
記
念
協
会
は
、東
日
本
大
震
災
、熊
本
地
震
で
被
災
し
た
青
森
、岩
手
、

宮
城
、
福
島
、
茨
城
、
千
葉
、
熊
本
、
大
分
に
お
け
る
花
と
み
ど
り
に
よ
る

復
興
活
動
の
支
援
を
目
的
に
、
助
成
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
一
年
か

ら
こ
れ
ま
で
に
九
十
二
件
の
活
動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

花
と
み
ど
り
の
復
興
活
動
支
援
助
成
事
業

（
花
博
み
ど
り
の
東
北
支
援
事
業
）

大
槌
町
鹿
子
踊

「
神
の
森
ど
ろ
の
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

例年行なわれる大槌祭にて、激しく舞う臼澤鹿子踊。（2015年）

鹿子踊では、小学生や中学生たちも
踊り手として加わり、祭りをもりあげる。

種まき後1か月のドロノキ苗の移植作業。海
外の専門家に育苗のノウハウを学ぶなど、よ
い苗作りのための勉強は欠かさない。

２０１８年の秋に、保存会の子どもたちとレクリ
エーションをかねた植樹を実施。

2014年の植樹祭の記念植樹。子どもたち
もともに苗を植え、成長を見守る。

協会事業
紹介ド

ロ
ノ
キ
が
生
い
茂
る
未
来
は

鹿
子
踊
が
舞
う
未
来

神
さ
ま
が
憑
依
す
る〈
か
な
が
ら
〉の
危
機

編
集
後
記

 

「
古
来
、
日
本
人
は
豊
か
な
自
然
に
恵

ま
れ
た
こ
の
国
土
を
愛
し
、
中
で
も
と

り
わ
け
四
季
を
う
つ
ろ
う
花
と
緑
を
慈

し
み
、
そ
の
佇
ま
い
の
中
に
自
ら
の
心

を
託
し
て
参
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
ご
承

知
の
万
葉
集
に
は
百
六
十
種
類
も
の
植

物
が
詠
い
こ
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。ま
た
、
盆
栽
、
園
芸
、
茶
道
、
華
道

な
ど
の
よ
う
に
、
自
然
と
の
語
ら
い
を

楽
し
む
日
本
の
文
化
や
芸
術
は
他
の
国

に
類
を
見
ま
せ
ん
」。こ
れ
は
、一
九
八
七

年
、
私
が
起
草
し
た
花
の
万
博
起
工
祝

賀
式
で
の
来
賓
祝
辞
の
一
部
で
す
。

　
花
は
緑
の
精
、
緑
は
生
命
の
象
徴
。

「
自
然
と
人
間
と
の
共
生
」
は
山
紫
水
明

の
国
土
で
育
ま
れ
た
日
本
人
の
自
然
観

そ
の
も
の
だ
と
思
い
返
し
て
い
ま
す
。

（
編
集
部 

S
・
M
）

『
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
。

地
元
種
で
の
苗
づ
く
り
に
こ
だ
わ
り
、

町
内
外
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
、
雌
雄

で
自
生
す
る
ド
ロ
ノ
キ
を
探
し
ま
し
た
。
失

敗
を
く
り
返
し
な
が
ら
も
、
二
〇
一
三
年

に
苗
づ
く
り
に
成
功
。
二
〇
一
四
年
四
月
、

山
の
雪
解
け
を
合
図
に
植
樹
祭
を
決
行
し

ま
し
た
。「
町
外
の
み
な
ら
ず
、
日
本
各
地

や
ド
イ
ツ
か
ら
も
応
援
に
か
け
つ
け
て
盛

大
な
植
樹
祭
と
な
り
、
成
功
へ
の
期
待
も

功
へ
の
確
信
を
得
て
、
町
内
の
団
体
に
も

協
力
を
よ
び
か
け
ま
し
た
。「
ふ
だ
ん
は
ラ

イ
バ
ル
同
士
で
す
が
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ

と
い
う
思
い
は
同
じ
。
地
域
で
一
丸
と
な

り
、
結
び
つ
き
が
強
ま
り
ま
し
た
」。

ふ
く
ら
み
ま
し
た
」。

　

し
か
し
、
植
樹
祭
の
数
日
後
、
事
件
は

起
こ
り
ま
す
。
野
生
の
シ
カ
が
新
芽
を
摘

ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。「
私
た
ち
の
鹿
子

踊
は
、シ
カ
を
神
様
と
あ
が
め
て
い
ま
す
。

な
ん
て
容
赦
な
い
ん
だ
と
、
大
き
く
肩
を

落
と
し
ま
し
た
。
食
害
対
策
に
奔
走
す
る

な
か
で
た
ど
り
着
い
た
の
が
花
博
記
念
協

会
の
支
援
制
度
で
す
」。
支
援
を
う
け
て
、

ま
っ
さ
き
に
実
践
し
た
の
は
、
防
護
フ
ェ

ン
ス
の
設
置
。
そ
れ
か
ら
は
食
害
も
な
く
、

二
〇
一
九
年
現
在
、
苗
は
二
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
ほ
ど
に
成
長
し
ま
し
た
。「
装
束
に

つ
か
え
る
ま
で
に
育
て
る
に
は
五
十
年
か

か
り
ま
す
。
明
確
な
目
標
は
継
承
へ
の
意

欲
の
高
ま
り
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」。

　

鹿
子
踊
が
披
露
さ
れ
る
秋
祭
り
は
、
町

民
た
ち
が
一
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
燃
や
し

つ
く
す
か
の
ご
と
く
、
熱
烈
な

も
り
あ
が
り
を
み
せ
ま
す
。「
皮

肉
な
こ
と
で
す
が
、
震
災
を
と

お
し
て
、た
ん
な
る
郷
土
芸
能
に

と
ど
ま
ら
な
い
鹿
子
踊
の
力
を

実
感
し
ま
し
た
。
こ
の
植
樹
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
季
節
を
な
ん
ど

も
め
ぐ
り
な
が
ら
、地
域
社
会
に

じ
ん
わ
り
と
と
け
込
み
、
多
彩

な
つ
な
が
り
を
育
む
動
力
源
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
」。

植
樹
の
数
日
後
に
起
こ
っ
た
不
運
を
の
り
こ
え
て
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草
は
、
春
に
桃
色
の
花
を
咲
か
せ

る
草
高
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
さ

な
植
物
で
す
。
か
つ
て
は
日
本
各
地
の
河

川
敷
に
群
生
し
、
身
近
な
草
花
と
し
て
親

し
ま
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
幕
府
の
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
も
桜

草
を
愛
で
た
一
人
で
す
。
鷹
狩
り
に
出
向

い
た
荒
川
沿
い
の
戸
田
ヶ
原
で
桜
草
に
目

が
止
ま
り
、
城
に
持
ち
帰
っ
て
鉢
植
え
に

し
ま
し
た
。
こ
れ
が
江
戸
で
の
桜
草
栽
培

の
は
じ
ま
り
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
代
に
タ
ス
キ
を
つ
な
い
だ

愛
好
家
の
情
熱

　

野
生
種
か
ら
探
し
だ
し
た
変
わ
り
花
を

も
と
に
、
園
芸
化
が
す
す
ん
だ
の
は
江
戸

時
代
中
期
の
こ
と
。
江
戸
の
町
は
自
生
地

ど
も
存
続
の
危
機
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
が
、

日
露
戦
争
後
に
は
ブ
ー
ム
が
再
燃
し
、「
日

本
桜
草
会
」
が
発
足
。
江
戸
の
品
種
の
維

持
の
み
な
ら
ず
、
個
性
的
な
新
種
を
多
く

う
み
だ
し
ま
し
た
。

　

桜
草
の
園
芸
品
種
は
、
花
色
、
花
形
、
咲

き
形
な
ど
の
違
い
で
約
三
百
品
種
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
九
十
種
は

江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
四
百

年
前
の
品
種
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
保
存
さ
れ

て
い
る
背
景
に
は
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て

受
け
つ
が
れ
た
熱
心
な
愛
好
家
の
情
熱
が

あ
っ
た
の
で
す
。

【
表
紙
の
解
説
】

山
吹
色

ヤ
マ
ブ
キ
の
花
の
色
の
よ
う
な
赤
み
を
帯

び
た
黄
色
で
す
。
ヤ
マ
ブ
キ
の
野
生
種
は
一

重
咲
き
で
す
が
、万
葉
集
に
詠
わ
れ
た
十
七

首
の
ヤ
マ
ブ
キ
の
歌
に
は
、八
重
咲
き
の
品

種
も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。
古
い
時
代
か
ら

八
重
咲
き
の
品
種
が
植
栽
さ
れ
て
き
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

＊
お
詫
び
と
訂
正

本
誌
四
号
の
二
十
四
ペ
ー
ジ「
日
本
の
伝
統
園
芸
植
物
」

の「
古
生
マ
ツ
バ
ラ
ン
類
の
生
き
残
り
で
す
」の
記
述

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
以
前
の
考
え
方
で
、

現
在
は
D
N
A
解
析
の
結
果
、大
葉
類（
シ
ダ
類
）の
一

系
統
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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桜

に
近
く
、
栽
培
時
の
気
候
条
件
に
憂
慮
す

る
必
要
が
な
い
こ
と
や
、
鉢
で
育
て
ら
れ

る
手
軽
さ
か
ら
、
ま
た
た
く
ま
に
上
流
階

層
の
み
な
ら
ず
庶
民
に
も
浸
透
し
ま
し
た
。

　
桜
草
が
最
盛
期
を
迎
え
た
の
は
江
戸
時
代

後
期
の
一
八
〇
〇
年
代
で
す
。一
七
三
三
年

刊
行
の『
地
錦
抄
附
録
』に
は
、
八
つ
の
品

種
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
期

は
ま
だ
改
良
な
か
ば
で
、
容
姿
は
野
生
種

に
近
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
各
地
で

桜
草
の
愛
好
家
の
会
が
組
織
さ
れ
、
闘
花

会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
つ
ぎ
つ

ぎ
と
新
品
種
が
作
出
さ
れ
、
桜
草
の
文
化

が
花
開
き
ま
し
た
。
二
十
年
余
り
で
三
百

以
上
の
品
種
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

明
治
維
新
後
の
武
士
階
級
の
没
落
や
関

東
大
震
災
で
の
焼
失
な
ど
に
よ
り
、
な
ん

【南京小桜】
江戸時代後期に作出。現存する最古の
品種といわれる。小型の花を咲かせる。

【初姿】
1955年に作出。玉咲きに近い花を
多くつける。

花
弁
の
形
や
色
が
桜
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
の
名
が
つ
い
た
桜
草
。拓ひ
ら

け
た
森
林
や
湿
地
の
草
原
、

河
川
敷
を
好
み
、
私
た
ち
の
足
元
に
小
さ
な
桃
色
の
花
を
咲
か
せ
、
春
の
訪
れ
を
告
げ
ま
す
。
か
つ

て
は
、
宮
廷
や
公
家
の
住
居
の
挿
し
花
や
、
庭
の
下
草
と
し
て
親
し
ま
れ
た
桜
草
。
江
戸
時
代
に
園

芸
植
物
と
し
て
円
熟
し
ま
し
た
。
江
戸
後
期
の
俳
人
、
小
林
一
茶
の
句
に
も
「
我
が
国
は
草
も
桜
を

咲
き
に
け
り
」
と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
将
軍
も

ほ
れ
こ
ん
だ

桃
色
の
花

桜サ
ク
ラ

草ソ

ウ
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