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た
ち
を
利
用
し
て
い
る
。
人
間
と
は
違
っ
た
意
味
で
知

恵
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。

小
川
●
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
ま
す

ね
。
こ
の
言
葉
を
遺
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
パ
ス
カ
ル

は
、「
考
え
る
」
に
は
論
理
的
な
思
考
の
ほ
か
に
、「
繊

細
の
精
神
」、
つ
ま
り
感
情
や
直
感
、
感
性
も
ふ
く
む
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
こ
ん
な
ふ
う

に
考
え
る
。
す
る
と
、
人
間
以
外
の
生
き
も
の
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
の
で
す
か
。

湯
本
●
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
明
日
の
こ
と
は
考
え
ま
せ

ん
。
彼
ら
を
見
て
い
る
と
、
む
ず
か
し
い
こ
と
を
考
え

て
い
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
笑
）

で
も
、
彼
ら
が
考
え
て
い
る
の
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
の
世

界
。
過
去
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
考
え
る
と
き
に
は
過
去
や
未
来
は
関
係
な

い
。
だ
か
ら
、
悩
み
は
な
い
し
、
絶
望
も
し
な
い
。

論
理
性
と
感
情
の
不
安
定
さ
が 

同
居
す
る
人
間

小
川
●
「
人
間
は
、
あ
り
え
な
い
想
像
を
す
る
か
ら
悩

湯
本
●
小
川
さ
ん
は
、
法
学
部
の
ご
出
身
な
の
で
す
ね
。

小
川
●
え
え
、
京
都
大
学
法
学
部
で
勉
強
し
て
一
度
は

商
社
に
就
職
し
ま
し
た
。
仕
事
を
辞
め
た
き
っ
か
け
は
、

一
九
九
四
年
に
赴
任
し
た
台
湾
で
の
民
主
化
運
動
で
し

た
。
市
民
が
人
や
社
会
の
し
く
み
な
ど
と
ぶ
つ
か
り
な

が
ら
、
新
し
い
社
会
を
創
ろ
う
と
す
る
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、人
間
の
根
源
的
な
活
動
に
関
わ
り
た
く
な
っ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
自
身
に
は
た
い
し
た
計
画

も
知
恵
も
な
く
て
挫
折
し
て
、
二
十
代
後
半
は
ほ
ぼ
引

き
こ
も
り
。
で
も
、
こ
の
間
に
哲
学
に
出
会
い
ま
し
た
。

も
の
を
と
こ
と
ん
考
え
、
人
生
を
切
り
拓
く
学
問
と
そ

の
姿
勢
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

湯
本
●
私
は
、
京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所
の
所
長
を
務

め
て
四
年
た
っ
て
、
霊
長
類
学
者
の
ふ
り
を
す
る
こ
と

に
も
慣
れ
て
き
ま
し
た
が
、
植
物
学
者
。
植
物
を
研
究

し
て
い
る
う
ち
に
、
植
物
に
関
わ
る
動
物
と
し
て
の
霊

長
類
と
出
会
っ
た
。
植
物
は
動
か
な
い
し
、
動
物
か
ら

す
れ
ば
エ
サ
。
そ
ん
な
ひ
弱
な
存
在
の
よ
う
で
い
て
、
花

や
果
実
な
ど
を
使
っ
て
動
物
を
操
作
し
て
花
粉
や
種
子

を
運
ば
せ
て
い
る
。
生
き
る
た
め
の
道
具
と
し
て
動
物

02	

特
集

	

地
球
環
境
の

	

未
来
を
決
め
る

	

ヒ
ト
の
生
態
と
知
恵

03	

◉
対
談

	
	

欲
と
理
性
、自
然
の
は
ざ
ま
で

	
	

生
き
る
ヒ
ト
と
人
間

11	

◉
探
究
コ
ラ
ム

	
	

湯
本
貴
和

	
	

小
川
仁
志

	
	

小
山
修
三

14	

私
を
育
て
た〈
風
と
景
〉

	

扇
状
地
に
と
け
こ
む
建
築
が
原
点

	

藤
森
照
信

16	

い
ぶ
き
の
輪
っ
か

	

プ
ル
メ
リ
ア
を
未
来
に

	

─
─
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
楽
園
論
と
地
球
環
境

	

秋
道
智
彌

18	

近
代
学
匠
伝

	

コ
ス
モ
ス
国
際
賞	

二
〇
〇
六
年
受
賞
者

	

ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル
博
士

21	

日
本
植
物
紀
行

	

澄
ん
だ
水
に
揺
れ
る
清
流
の
シ
ン
ボ
ル	

	

バ
イ
カ
モ

22	

協
会
事
業
紹
介

	

次
世
代
育
成
事
業

	

コ
ス
モ
ス
セ
ミ
ナ
ー	

自
然
観
察
教
室

24	

は
か
な
く
、清
く
、潔
く
─
─

	

日
本
の
伝
統
園
芸
植
物

	

花
菖
蒲

	

一
人
の
鮮
烈
な
情
熱
が
花
開
か
せ
た
文
化

む
の
だ
」
と
い
わ
れ
ま
す
ね
。（
笑
）

湯
本
●
類
人
猿
た
ち
は
、
ヘ
ビ
が
い
れ
ば
怖
く
て
逃
げ

出
し
ま
す
が
、
い
な
く
な
る
と
そ
れ
で
終
わ
る
。

小
川
●
ヘ
ビ
が
追
い
か
け
て
く
る
こ
と
を
想
像
し
て
、不

安
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
ね
。（
笑
）人
間
が
不
安
に

な
る
の
は
、言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て「
隠
れ
て
い
る
ヘ
ビ
が

襲
っ
て
き
た
ら
…
…
」
な
ど
と
仮
の
世
界
を
つ
く
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
す
ね
。チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
悩
ま
な
い
の
は
、言

対談

欲
と
理
性
、自
然
の
は
ざ
ま
で

生
き
る
ヒ
ト
と
人
間

小
川
仁
志

山
口
大
学
国
際
総
合
科
学
部	

教
授

湯
本
貴
和

京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所	

所
長×

アマゾンでハチドリに花粉を運ばせる植物プロメリア（撮影・湯本貴和）

森から出て直立二足歩行を始めた人類は、手を自由に
使うことで脳を発達させた。狩猟から農耕への暮らしの
変化で富の蓄積を覚え、欲は増幅した。言語の発達は、
社会の発展と、「衣食住」の便利さの追求につながり、
都市と経済は栄える一方だ。結果、自然との乖離はい
まも広がり続けている。
ヒト・人・人間とはなにか。ほかの動物は、「過去や未来
のことは考えない」。地球上の生きものと地球の未来を
考えて行動すべきは、人間の務めではないだろうか。

コンゴ民主共和国ルオー
保護区のボノボ。オス同
士でグルーミングをしながら、
絆を確かめあっている。
（撮影・湯本貴和）

地
球
環
境
の
未
来
を
決
め
る

ヒ
ト
の
生
態
と
知
恵

［巻頭特集］
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おがわ・ひとし
1970年に京都市に生まれる。京都大学法学部卒業後、伊
藤忠商事に入社。フリーター生活を経て名古屋市役所に入
庁し、働きながら名古屋市立大学大学院にて博士号を取得。
徳山工業高等専門学校准教授、アメリカのプリンストン大学
客員研究員、山口大学国際総合科学部准教授をへて、
2019年から現職。専門は公共哲学。

ゆもと・たかかず
1959年、徳島県に生まれる。京都大学大学院理学研究科
博士課程修了。神戸大学理学部講師、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教授、同プログ
ラム主幹をへて、2012年から京都大学霊長類研究所教授。
2016年から同所長。専門は生態学。

語
能
力
の
関
係
で
し
ょ
う
か
。

湯
本
●
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、数

や
色
と
い
う
概
念
を
獲
得
で

き
る
。「
白
」
と
い
う
漢
字
や

「
ホw

h
i
t
e

ワ
イ
ト
」
と
い
う
英
語
を

見
て
、
白
い
も
の
を
選
ぶ
こ

と
も
で
き
る
。立
体
で
も
、平

面
で
も
、
形
状
に
関
係
な
く

白
い
も
の
を
選
び
ま
す
か
ら
、

色
と
い
う
概
念
は
理
解
で
き

て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

人
の
言
葉
を
覚
え
さ
せ
よ

う
と
学
者
た
ち
は
何
十
年
も

研
究
し
て
い
ま
す
。
カ
ー
ド
や
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
、

「
私
は
り
ん
ご
が
ほ
し
い
」、「
私
は
水
は
い
ら
な
い
」
な

ど
の
文
章
も
つ
く
れ
る
。
で
も
「
も
し
、～
す
れ
ば
」
の

よ
う
な
複
文
は
つ
く
れ
な
い
。

小
川
●
Ａ
Ｉ
の
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
は
、
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
人

間
の
ま
ね
を
し
て
同
じ
こ
と
が
で

き
る
。
で
も
、
人
間
の
思
考
は
情

報
処
理
だ
け
で
は
な
い
。
霊
長
類

も
自
分
な
り
に
考
え
て
い
る
。
し

か
し
、
Ａ
Ｉ
に
哲
学
は
で
き
な
い

と
思
う
。
人
間
の
「
考
え
る
」
と

は
、
自
分
の
常
識
を
超
え
て
思
考

す
る
こ
と
。
常
識
を
疑
う
、
考
え

を
収
束
・
整
理
・
再
構
成
す
る
作

業
も
必
要
。
こ
う
し
た
過
程
を
経

て
、「
自
分
は
こ
れ
を
こ
う
捉
え
る
」
と
新
た
な
意
味
を

創
出
す
る
。
こ
れ
が
哲
学
。
問
題
は
、
経
験
や
欲
望
、
身

体
の
状
態
な
ど
の
「
非
思
考
的
要
素
」
が
心
に
不
可
避

的
に
作
用
す
る
こ
と
。

湯
本
●
人
間
は
「
身
体
、
感
覚
、
感
情
」
と
「
考
え
る

こ
と
」
と
を
分
離
で
き
な
い
。
で
は
、
Ａ
Ｉ
は
非
思
考

的
要
素
を
も
ち
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
分
は
な

に
？
」
と
は
思
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

小
川
●
も
し
、
そ
れ
を
も
っ
た
と
し
た
ら
、
Ａ
Ｉ
と
よ

ぶ
べ
き
か
、
も
は
や
人
間
と
よ
ぶ
べ
き
か
。（
笑
）

「
胃
袋
の
数
を
増
や
し
た
」人
間
た
ち

湯
本
●
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
の
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』

は
、
最
大
の
脅
威
で
あ
っ
た
飢
餓
、
戦
争
、
疾
病
を
克

服
し
た
人
間
が
つ
ぎ
に
求
め
る
の
は
、
不
死
と
幸
福
と

神
性
だ
と
し
て
い
る
。
不
死
と
い
う
と
、
身
体
の
一
部
を

な
い
と
信
じ
た
い
。

湯
本
●
私
は
そ
こ
ま
で
楽
観
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
人

新
世
」は「
資
本
主
義
世
」と
も
い
わ
れ
ま
す
ね
。私
は
「
胃

袋
一
つ
の
法
則
」と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
食
べ
放
題
の
店

が
儲
か
る
の
は
、胃
袋
が
一
つ
し
か
な
い
か
ら
。と
こ
ろ
が

資
本
主
義
は
そ
れ
を
超
え
て
欲
望
を
解
き
放
っ
て
い
る
。

　

ど
ん
な
金
持
ち
も
、
個
人
と
し
て
話
を
聞
け
ば
「
私

は
パ
ン
と
音
楽
が
あ
れ
ば
幸
せ
」
と
い
う
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
、
大
企
業
の
経
営
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
い

ま
だ
に
熱
帯
雨
林
は
伐
採
さ
れ
、
二
酸
化
炭
素
は
排
出

さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

小
川
●
で
も
、
人
間
に
は
頭
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に

私
は
、
こ
の
一
年
で
体
重
を
十
五
キ
ロ
ほ
ど
落
と
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
飲
み
食
い
が
大
好
き
で
、
人
間
ド
ッ
グ
は

三
年
連
続
で
Ｅ
判
定
。
こ
の
欲
を
止
め
た
の
は
頭
。（
笑
）

　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、「
制
御
こ
そ
が
人
間
の

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

湯
本
●
し
か
し
、Ｃ
Ｏ
2

は
増
え
つ
づ
け
、熱

帯
雨
林
の
破
壊
は
止
ま
ら
な
い
。
環
境
問

題
は
、
あ
き
ら
か
に
中
庸
を
逸
し
て
い
る
。

人
間
が
中
庸
を
と
る
生
き
も
の
だ
と
す
る

と
、ど
う
し
て
止
ま
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

小
川
●
二
〇
〇
〇
年
に
パ
ウ
ル
・
ク
ル
ッ

ツ
ェ
ン
が
、「
人
類
が
農
業
や
産
業
革
命
を

通
じ
て
地
球
規
模
の
環
境
変
化
を
も
た
ら

し
た
時
代
」
と
し
て
「
人
新
世
」
と
い
う

地
質
時
代
の
区
分
を
提
唱
し
ま
し
た
。
専

門
家
た
ち
が
環
境
危
機
を
認
識
し
て
い
て

も
、
一
般
の
人
が
危
機
感
を
抱
き
は
じ
め
た
の
は
、
最

近
で
は
な
い
か
と
…
…
。

湯
本
●
学
者
は
危
機
だ
と
叫
ん
で
も
、一
般
の
人
に
は
そ

れ
が
危
機
と
は
思
え
な
い
。今
日
の
食
べ
も
の
が
な
け
れ

ば
大
き
な
危
機
で
す
が
、
環

境
問
題
を
そ
の
よ
う
に
自
分

に
直
接
に
影
響
あ
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

小
川
●
そ
ろ
そ
ろ
人
び
と
も

バ
ラ
ン
ス
を
気
に
し
は
じ
め

た
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
そ

れ
を
し
な
い
な
ら
、
人
類
は

は
じ
め
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら

な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
哲

学
者
と
し
て
は
、
人
間
は
地

球
や
人
類
が
滅
び
て
し
ま
う

よ
う
な
愚
か
な
選
択
は
と
ら

人
工
物
に
入
れ
替
え
る
、
人
間
の
意
識
を
機
械
に
移
す

サ
イ
ボ
ー
グ
な
ど
が
議
論
さ
れ
ま
す
ね
。

小
川
●
科
学
が
進
歩
す
れ
ば
、
人
間
を
超
え
た
〈
な
に

か
〉が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
け
ど
、
大
事
な
視

点
は
、
そ
れ
を
現
実
に
移
す
か
ど
う
か
。「
で
き
る
け
れ

ど
、
し
な
い
」
と
い
う
選
択
を
す
る
の
で
は
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
幸

福
と
は
ポ
リ
ス（
共
同
体
）の
中
で
の
中
庸
」だ
と
い
い
ま

し
た
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
た
哲
学
者
の
エ
リ
ッ

ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
幸
福
に
つ
い
て
、「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
食
事
に
タ
バ
コ
、関
心
を
引
く
本
、
少
々
の
充
実
を
毎

日
。
こ
れ
が
私
の
生
活
の
す
べ
て
だ
」
と
い
う
。
人
間

の
幸
福
感
は
大
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

人
間
は
つ
ね
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
ま
す
。
進

歩
し
た
結
果
、幸
せ
を
失
う
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
バ
ラ
ン

ス
感
覚
を
働
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
ホ
モ
・

デ
ウ
ス
や
サ
イ
ボ
ー
グ
な
ど
の
実
現
に
歯
止
め
が
か
か

タッチパネルに表示された問題を解くチンパンジー。小さい順に数字を
タッチできれば、正解となる。（提供・京都大学霊長類研究所）

哲学のプロセス

コンゴ民主共和国ルオー保護区でフィールドワー
クをする湯本さん。（撮影・リュー・フンジン）

既存の
フレームを
超える

より深い理解が得られる
人生の意味が変わる

より善く生きることができる

意味を疑う

新たな意味の創出

作
用

作
用

広
く
考
え
る

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で

と
ら
え
る
：
想
像
力

非
思
考
的
要
素

本
能
、直
観
、身
体
、

感
情
、経
験
、意
思
な
ど

深
く
考
え
る

再
構
成
す
る
：
論
理
力
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チ
ン
パ
ン
ジ
ー
ど
う
し
で
協
力
で
き
る
の
か
、
騙
せ
る
の

か
、
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
で
す
。

　

ア
フ
リ
カ
の
ギ
ニ
ア
で
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
石
の
上

に
硬
い
木
の
実
を
置
い
て
、
別
の
石
で
叩
い
て
割
っ
て
食

べ
る
姿
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
む
ず
か
し
い
技
術
の

よ
う
で
、
二
歳
頃
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
始
め
、
習
得

す
る
の
は
四
歳
。
人
間
だ
と
子
ど
も
が
う
ま
く
い
か
な

い
と
「
石
の
選
び
方
が
悪
い
」、「
ま
っ
す
ぐ
に
置
い
て
転

『アテナイの学堂』（1510年頃）。古代ギリシアの哲学者たちが一堂に会した様子を描くラファエロの最高傑作。とくに中央に描
かれたプラトンとその弟子アリストテレスが論争する様子は、つねに議論に開かれた哲学の姿を象徴しているといっていいだろう。

ギニアのボッソウのチンパンジーにみられるナッツ割。ヤシの実を割り、中の白い部分
を食べる。両手を使い、それぞれ異なる動きをしなければならず、野生でみられる道具
使用行動の中でもっとも洗練された行動といえる。（提供・京都大学霊長類研究所）

湯
本
●
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
提
唱
し

た
「
環
世
界
」と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
人
間
に
は
人

間
の
見
て
い
る
世
界
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
も
の

に
も
独
自
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

人
間
に
と
っ
て
コ
ッ
プ
は
飲
み
も
の
を
飲
む
道
具
で

す
が
、
ハ
エ
に
と
っ
て
は
止
ま
る
た
め
の
も
の
。
そ
れ
ぞ

れ
の
環
世
界
の
中
で
有
用
・
非
有
用
、
敵
・
味
方
な
ど

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
の
ご
と
を
捉
え
て
生
き
て
い
る
。
人

間
と
同
じ
よ
う
に
、
周
囲
の
も
の
を
利
用
し
て
い
る
。
そ

う
考
え
る
と
、「
神
さ
ま
は
ヒ
ト
以
外
の
生
き
も
の
を
、

人
間
が
使
う
た
め
に
遣
わ
せ
た
」
と
い
う
人
間
中
心
的

な
考
え
方
も
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。

小
川
●
ハ
ラ
リ
の『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』で
は
、「
人
間
は

小
麦
の
奴
隷
だ
」と
。
小
麦
か
ら
す
る
と
、
人
間
は
一
所

懸
命
に
働
い
て
小
麦
の
種
子
を
世
界
に
拡
げ
て
く
れ
る

便
利
な
奴
ら
。（
笑
）
人
間
の
も
の
の
見
方
で
暮
ら
し
て

い
る
と
、
ほ
か
の
生
き
も
の
の
世
界
と
利
害
が
対
立
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
人
間
の
見
方
は
こ
う
だ
」
と
押

し
通
し
て
、
ほ
か
の
世
界
を
破
壊
す
る
こ
と
を
ど
こ
ま

で
許
す
の
か
。

湯
本
●
私
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
あ
る
」
こ
と
を
逆

の
認
識
で
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
に
環

世
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
地
球
は
人
間
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
と
。

教
え
あ
う
、助
け
あ
う
、 

分
か
ち
あ
う
が
人
間
の
原
点

湯
本
●
霊
長
類
研
究
所
で
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
数
や

言
葉
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
い
ま
の
ホ
ッ
ト
な
テ
ー
マ
は
、

価
値
」
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
動
物
は
他
律
し
か
な
い

か
ら
、
叩
か
れ
な
い
と
止
め
な
い
が
、
自
分
の
意
思
で

自
律
・
制
御
で
き
る
の
が
人
間
で
す
。
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン

し
て
い
く
と
い
う
減
速
主
義
を
世
界
に
広
げ
る
。
こ
れ

は
希
望
で
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
す
れ
ば
地
球
人
全
員

が
自
律
す
る
の
か
、
問
題
は
残
り
ま
す
。

霊
長
類
の
世
界
こ
そ
平
和
で
平
衡

湯
本
●
類
人
猿
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
日
々
「
足
る
を
知

る
」
も
の
。
な
の
に
、
な
ぜ
か
人
間
だ
け
が
暴
走
す
る
。

胃
袋
を
抑
え
る
の
も
頭
で
す
が
、
平
衡
を
打
ち
破
っ
た

の
も
頭
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
よ
。
ほ
か
の
動
物

に
は
な
い
両
刃
の
剣
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
自

由
域
の
源
泉
で
も
あ
る
。

小
川
●
現
行
と
は
違
う
社
会
の
仕
組
み
を
想
像
す
る
こ

と
も
、「
頭
」
が
可
能
に
す
る
。
ヒ
ト
は
そ
れ
を
革
命
な

ど
で
実
現
し
た
。
し
か
し
、
ボ
ス
の
い
る
サ
ル
社
会
で
は

「
革
命
で
共
和
制
に
な
る
」こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

湯
本
●
じ
つ
は
、「
ボ
ス
ザ
ル
」と
い
う
の
は
、サ
ル
の
世

界
に
人
間
世
界
を
投
影
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
サ
ル
の
世

界
は
専
制
君
主
制
で
は
な
い
の
で
す
。
ゴ
リ
ラ
も
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
も
ニ
ホ
ン
ザ
ル
も
、
平
等
な
社
会
を
築
い
て
い

ま
す
。「
強
い
・
弱
い
」
の
上
下
関
係
で
順
位
は
つ
け
ら

れ
ま
す
が
、
小
競
り
あ
い
は
あ
っ
て
も
、
相
手
に
大
き

な
怪
我
を
負
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
殺
し
て
し
ま
う
け
ん

か
は
ご
く
ま
れ
。

小
川
●
私
の
話
は
ど
う
し
て
も
人
間
中
心
的
。（
笑
）
人

間
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
前
提
に
、
も
の
ご
と
を
考

え
る
。
自
然
科
学
者
で
あ
る
先
生
は
い
か
が
で
す
か
。

が
ら
な
い
よ
う
に
」
な
ど
と
教
え
ま
す
が
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
教
え
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
分
け
な
い
。
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
が
肉
を
分
け
る
こ
と
は
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
報
告
だ
け
で
論
文

に
な
る
く
ら
い
の
特
別
な
行
動
で
す
。
最

近
は
、「
シ
ェ
ア
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
シ
ェ
ア
す
る
の
は
人

間
だ
け
。
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
場
に
誰
か

が
く
れ
ば
、
社
交
辞
令
で
も
「
食
べ
て
い

き
ま
す
か
」
と
い
う
。

小
川
●
高
度
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

人
間
の
特
徴
の
一
つ
で
す
ね
。

　

人
と
人
間
が
ど
う
違
う
の
か
。「
間
」
と

は
人
と
人
と
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
る
集
団
の
こ
と
。「
人
間
」
と
い
う
単

語
は
私
た
ち
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。

湯
本
●
人
間
は
、
い
ま
や
月
や
火
星
に
行

く
時
代
。
で
も
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
あ
い
か

わ
ら
ず
森
の
中
。こ
の
違
い
を
つ
く
っ
た
人

間
の
最
初
の
一
歩
は
、教
え
あ
う
、助
け
あ

う
、
分
か
ち
あ
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

言
語
が
私
た
ち
の
思
考
を
加
速
さ
せ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
の
で
す
が
、
言
語
が
あ
る
か
ら
シ
ェ
ア
す
る
の
で

は
な
く
、
最
初
に
シ
ェ
ア
が
あ
っ
て
、
効
率
的
に
シ
ェ
ア

す
る
た
め
に
言
語
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。「
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
言

語
を
生
ん
だ
」
と
ま
で
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

小
川
●
気
持
ち
を
ど
う
伝
え
る
か
で
、
言
語
を
発
展
さ
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湯
本
●
い
ま
の
と
こ
ろ
は
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
国

連
で
演
説
し
た
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ン
ベ
リ
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、「
い
ま
の
世
代
で
地
球
を
食
い
つ
ぶ
さ
な
い
で
」。

で
も
、大
人
た
ち
は「
食
い
つ
ぶ
し
て
な
に
が
悪
い
」。
哲

学
者
も
、
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
生
態
学
者
も
、
そ
の
力
に

負
け
て
い
る
の
で
す
よ
。

小
川
●
そ
こ
は
認
め
ま
す
。
大
学
で
も
哲
学
科
は
減
る

い
っ
ぽ
う
。
い
ま
の
人
間
の
生
き
方
が
間
違
っ
て
い
る
と

い
う
な
ら
、
本
来
の
人
間
だ
と
思
う
姿
を
哲
学
者
が
伝

え
、
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
私
が
街
に
出

て
、
一
般
の
方
を
対
象
に
「
哲
学
カ
フ
ェ
」
な
ど
を
開
く

の
も
そ
う
し
た
理
由
で
す
。

や
は
り
人
間
は
考
え
る「
足
」で
あ
る

小
川
●
人
間
に
は
原
始
の
時
代
か
ら
、
自
ら
の
支
配
領

域
を
拡
げ
た
い
欲
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
れ

せ
た
と
…
…
。自
分
と
異
な
る
存
在
と
い
っ
し
ょ
に
な
に

か
を
す
る
、
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欲
望
が

ヒ
ト
の
根
底
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
他
な
る
存
在
に

無
関
心
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
ず
起
こ
ら
な
い
。

湯
本
●
で
も
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
、
つ
ね

に
他
を
気
に
し
て
い
ま
す
よ
。
だ
れ
が
ど
こ
で
な
に
を

食
べ
て
い
る
か
を
き
ち
ん
と
見
て
い
て
、「
そ
れ
な
ら
自

分
は
こ
っ
ち
で
食
べ
よ
う
」
と
。

　

群
れ
で
動
く
と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な
が
動
け
ば
自

分
も
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ス
は
い
な
い
の
で
、

だ
れ
が
ま
ず
動
く
か
は
そ
の
時
ど
き
で
違
う
が
、
み
ん

な
が
み
ん
な
を
見
て
い
る
。
他
者
へ
の
関
心
は
、
少
な

く
と
も
霊
長
類
の
段
階
で
も
っ
て
い
ま
す
。

小
川
●
類
人
猿
は
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
他
を
気
に
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ヒ
ト
は
自
ら
の
発
展
の
た
め

に
他
に
関
心
を
抱
く
。
自
分
に
は
な
い
考
え
を
取
り
入

れ
る
な
ど
の
欲
望
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
ら
を
発
展
さ

せ
る
契
機
と
し
て
、
同
じ
種
を
殺
す
戦
争
も
起
こ
す
。

湯
本
●
そ
れ
は
近
代
的
な
発
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。技

術
が
ど
ん
ど
ん
発
展
す
る
と
、
つ
ね
に
学
ん
で
発
展
し

な
い
と
置
い
て
い
か
れ
る
。
で
も
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

の
歴
史
の
九
九・九
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
は
、「
昨
日
し
た
こ

と
を
明
日
も
す
れ
ば
よ
い
」
暮
ら
し
。（
笑
）

小
川
●
私
に
と
っ
て
近
代
以
前
の
ヒ
ト
は
、
植
物
や
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
と
同
じ
く
弁
証
法
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に

す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。（
笑
）哲
学
が
生
ま
れ
て
二
千

年
、
花
開
い
た
の
は
近
代
。
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
時

代
以
降
の
ヒ
ト
を
モ
デ
ル
に
考
え
て
い
る
。

哲
学
者
も
生
態
学
者
も 

環
境
破
壊
を
止
め
ら
れ
て
い
な
い

湯
本
●
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
最
低
限
の
モ
ノ
で
満
足
で

き
る
世
界
は
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
を

こ
う
い
う
価
値
観
に
し
た
の
は
、
高
度
資
本
主
義
。「
起

き
て
半
畳
、
寝
て
一
畳
」、「
胃
袋
一
つ
の
法
則
」
と
い
う

必
要
以
上
の
富
を
求
め
な
い
世
界
な
ら
、
環
境
破
壊
も

起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ま
、
地
球
温
暖
化
が
進
み
、
熱
帯
雨
林
が
乾
燥
し

た
結
果
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ボ
ル
ネ
オ
島
で
火
事
が
頻
発
し

て
い
ま
す
。
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

「
経
済
発
展
が
大
事
」
と
い
う
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ボ
ル
ソ

ナ
ー
ロ
大
統
領
は
「
私
た
ち
の
土
地
を
ど
う
し
よ
う
が

勝
手
だ
」
と
開
き
直
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
違
う
考

え
方
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
う
開
き
直
る
と
、「
そ
れ

で
え
え
」
と
思
う
人
も
増
え
る
。

小
川
●
狭
い
見
識
で
も
の
ご
と
を
見
る
と
そ
う
な
る
。
一

人
の
人
間
は
限
ら
れ
た
場
所
で
、
限
ら
れ
た
寿
命
を
生

き
て
い
る
か
ら
長
期
的
な
視
点
は
も
ち
づ
ら
い
。
そ
れ

を
超
え
ら
れ
る
の
は
子
ど
も
た
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大

人
の
よ
う
に
緻
密
に
人
生
設
計
を
考
え
な
い
し
、
明
日
・

明
後
日
の
暮
ら
し
や
経
済
に
囚
わ
れ
ず
に
自
分
の
空
間

を
拡
げ
て
発
想
で
き
る
。「
将
来
」
と
い
う
言
葉
も
、
具

体
的
な
年
数
以
上
に
長
く
拡
が
る
気
が
す
る
。

　

人
間
に
は
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
て
き
た
側
面
も
あ

れ
ば
、
哲
学
者
を
は
じ
め
資
本
主
義
に
歯
止
め
を
か
け

よ
う
と
し
た
側
面
も
あ
る
。
私
は
こ
れ
か
ら
の
人
間
像

に
、
後
者
の
側
面
を
期
待
し
た
い
。

「哲学カフェ」（上）および「高校生との哲学対話」（右）。い
ずれにも共通するのは、参加者それぞれが自分の頭で考えら
れるように導くということ。そのために小川さんは、決して答え
を押し付けることなく、あくまで質問をくり返し、ヒントを与えな
がら、ともに革新へと迫っていくよう心掛けているという。

ウガンダ共和国カリンズ森林のチンパンジー。長年、日本人
研究者が観察をつづけている。（撮影・湯本貴和）

マレーシア・サバ州キナバタンガン下流域でみかけたボルネオ
オランウータンの母子。イチジクの果実を食べている。
（撮影・湯本貴和）

ひとつの群れに複数のオスとメスが含まれる。基本的に特定のペアをつくら
ず、乱婚的な繁殖形式をとる。ニホンザルのように集団のメンバーがつねに
集まっているものもあれば、チンパンジーのように複数のパーティに分かれて
行動するものなどがある。

オスとメスがペアになり、
共同のなわばりをもつ。

繁殖期や未成熟の子どもと
暮らすとき以外は、1頭でなわ
ばりをもつ。オランウータンな
どにみられる。

オス1頭がメス数頭と繁殖
する。一つの集団に複数
のオスがいる場合も、繁
殖できるオスは1頭だけの
ことが多い。ゴリラなどに
みられる。

（日本モンキーセンター編『霊長類図鑑』〈2018年〉をもとに作成）

単雄単雌型
（ペア型）

単独型

単雄複雌型（ハーレム型）

複雄複雌型

霊長類の社会構造
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ば
、
ひ
い
て
は
自
分
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
か
ら
。

湯
本
●
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
オ
ス
は
、
自
分
が
ほ
か
の
個

体
よ
り
も
強
い
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。「
権
力
欲
」

の
原
点
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
川
●
権
力
欲
の
萌
芽
は
あ
る
の
で
す
ね
。

湯
本
●
つ
い
で
に
い
う
と
、ニ
ホ
ン
ザ
ル
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

の
社
会
構
造
は
乱
婚
型
で
、
ゴ
リ
ラ
は
ハ
ー
レ
ム
型
で

す
。
人
間
は
と
い
う
と
、
は
じ
め
か
ら
一
夫
一
婦
制
だ
っ

た
と
い
う
の
が
い
ま
の
定
説
で
す
。
理
由
は
、
ゴ
リ
ラ

の
よ
う
に
雌
雄
に
明
確
な
体
格
差
が
な
い
こ
と
。
乱
婚

の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
睾
丸
が
大
き
い
が
、

人
間
は
た
く
さ
ん
の
メ
ス
と
つ
ぎ
つ
ぎ
交
尾
す
る
ほ
ど
に

は
睾
丸
が
大
き
く
な
い
こ
と
。

小川さんの場合、大学では既存の哲学教育の枠にとらわれるこ
となく、なによりも学生たちが自由に発想することを重視している。
授業だけでなくおやつを食べながら夜に自主ゼミを開くことも多い。

二人の母校である京都大学内の楽友会館で撮影。

小
川
●
な
る
ほ
ど
、
身
体
が
社

会
構
造
を
規
定
す
る
の
で
す
ね
。

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
身
体
構

造
も
、「
人
間
と
は
な
に
か
」
を

探
る
一
つ
の
側
面
で
す
。
脳
の

大
き
さ
も
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。

　

人
間
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

ア
ル
フ
ァ
碁
に
負
け
ま
し
た
が
、

人
間
と
の
い
ち
ば
ん
の
違
い
は

Ａ
Ｉ
が
疲
れ
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
疲
れ
る
こ
と
を
私
は
肯
定

的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
理
由

の
一
つ
は
、
疲
れ
た
り
、
飽
き

　
ア
フ
リ
カ
の
野
生
大
型
類
人
猿
を
朝
か
ら
晩
ま
で
追

跡
し
て
実
感
す
る
の
は
、
彼
ら
が
い
か
に
長
い
時
間
、
食

べ
て
い
る
か
だ
。ゴ
リ
ラ
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、ボ
ノ
ボ
も
一

日
の
う
ち
合
計
六
時
間
近
く
を
食
物
の
咀
嚼
に
要
し
、さ

ら
に
食
後
に
消
化
の
た
め
三
時
間
以
上
の
休
息
を
と
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
食
べ
物
を
ひ
た
す
ら
噛
み
し
だ
い
て

胃
の
中
に
入
れ
る
と
い
う
作
業
に
昼
間
の
時
間
の
半
分

近
く
、
さ
ら
に
食
休

み
の
た
め
に
そ
の
半

分
の
時
間
を
使
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
は
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
と
の

共
通
祖
先
か
ら
分
か

れ
て
、
著
し
く
脳
容

量
が
増
加
し
た
が
、

こ
の
変
化
に
は
食
物

の
革
新
が
伴
っ
た
と

考
え
る
の
が
、人
類
学

者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ

ン
ガ
ム（
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
）
の
「
火
の
利

用
仮
説
」
あ
る
い
は

「
料
理
仮
説
」
で
あ

　
ヒ
ト
の
知
性
を
支
え
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

巨
大
な
脳
で
あ
る
。
霊
長
類
の
中
で
、
ヒ
ト
は
並
外
れ

た
大
き
さ
の
脳
を
も
っ
て
い
る
。
脳
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
著

し
く
消
費
す
る
臓
器
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
脳
は
、
重

さ
は
体
重
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
休
息
時
に
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
消
費
す
る
。

る
。
栄
養
価
の
高
い
植
物
の
根
茎
（
い
わ
ゆ
る
芋
類
、
根

菜
類
）
を
食
べ
る
こ
と
を
発
見
し
、
さ
ら
に
哺
乳
類
の

肉
を
常
食
す
る
と
い
う
食
の
革
命
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と

並
行
し
て
、
植
物
や
肉
を
切
り
刻
み
、
加
熱
し
て
柔
ら

か
く
す
る
こ
と
で
、
消
化
す
る
時
間
が
著
し
く
短
縮
さ

れ
、
消
化
に
使
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
節
減
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
同
じ
食
品
か
ら
で
も
、
料
理
さ
れ
た
も
の
の
ほ

う
が
生
の
も
の
よ
り
も
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
多

く
な
り
、
咀
嚼
す
る
時
間
や
消
化
す
る
時
間
も
節
約
さ

れ
る
わ
け
だ
。
料
理
に
よ
っ
て
ヒ
ト
の
祖
先
は
、
食
べ

る
と
い
う
長
い
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
食
べ
る
と
い
う
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
分
だ
け
、
人

間
は
知
的
作
業
や
娯
楽
に
時
間
を
割
く
こ
と
が
許
さ
れ

て
き
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
い
ま
や
多
く
の
先
進
国
で
は
、
食
事
は
生
き
る
た
め

と
い
う
よ
り
、
楽
し
み
の
た
め
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
N
H
K
が
実
施
し
て
い
る
世
論
調
査
（
二
〇
一
五

年
）
で
は
、
食
事
に
か
け
る
時
間
は
週
日
で
平
均
一
時

間
三
十
六
分
、
土
日
で
平
均
一
時
間
四
十
四
分
で
あ
る
。

か
つ
て
は
食
事
の
準
備
に
は
生
の
材
料
を
さ
ば
い
て
下

ご
し
ら
え
を
し
、
さ
ら
に
水
を
汲
ん
で
き
て
、
燃
料
で

あ
る
薪
を
準
備
す
る
な
ど
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
の
か
か
っ

た
も
の
で
あ
り
、
お
も
に
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
て
き
た
。

い
ま
で
も
プ
ロ
の
料
理
人
な
ら
ず
と
も
、
食
事
の
準
備

に
は
そ
れ
相
応
の
時
間
が
か
か
る
も
の
だ
が
、
中
食
の

普
及
な
ど
で
都
会
に
住
ん
で
い
る
限
り
は
食
事
の
準
備

時
間
も
著
し
く
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
日
々
の
食
事
の
準

備
か
ら
女
性
が
解
放
さ
れ
た
分
だ
け
、
社
会
へ
の
男
女

共
同
参
画
が
進
む
基
盤
が
で
き
て
き
た
の
だ
。

探求
コラム

食
べ
る
と
い
う
労
働
か
ら
の
解
放

湯
本
貴
和

❶

イチジクをほおばるニシゴリラ。ガボンのムカラバで撮影。（撮影・湯本貴和）

二
〇
一
九
年
十
月
八
日（
火
）		

京
都
大
学
楽
友
会
館
内「
近
衛Latin

」に
て

先
生
な
ど
の
「
人
」
か
ら
学
ぶ
。
大
学
で
は
、
実
験
や

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
の
「
も
の
」
か
ら
学
ぶ
こ
と
が

む
し
ろ
重
要
。
哲
学
も
そ
う
で
す
よ
ね
。

小
川
●
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
は
、「
本
か
ら
で
な
く
、
世
界

と
い
う
書
物
か
ら
学
ぶ
の
だ
」
と
旅
に
出
ま
し
た
。

湯
本
●
「
も
の
」か
ら
学
ば
な
い
と
、
世
界
か
ら
取
り
残

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

小
川
●
社
会
の
事
象
か
ら
学
ぶ
の
は
当
然
の
よ
う
に
思

い
ま
す
が
、「
そ
れ
は
社
会
学
だ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も

…
…
。
私
は
哲
学
を
知
っ
て
人
生
が
変
わ
っ
た
の
で
、
人

を
変
え
、
社
会
を
変
え
る
行
動
ま
で
が
哲
学
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
少
し
大
げ
さ
で
す
が
、
自
分
の
た
め
で
な

く
人
間
の
た
め
に
哲
学
を
し
た
い
。

湯
本
●
そ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
す
よ
。
世
間
の
力
に
は

負
け
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

た
り
す
る
こ
と
で
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
。
そ
れ
に
、
身

体
に
限
界
が
あ
る
ゆ
え
に
間
違
い
を
お
か
し
、
失
敗
す

る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
生
ん
で
き
た
例
も
多
い
で
す
よ
ね
。

湯
本
●
生
き
も
の
の
進
化
も
そ
う
で
す
よ
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
の

複
製
の
ミ
ス
で
、
突
然
変
異
が
起
こ
る
か
ら
進
化
す
る
。

小
川
●
理
性
に
偏
り
が
ち
な
哲
学
で
す
が
、
身
体
性
や

感
性
、
感
受
性
、
行
動
も
ふ
く
め
て
哲
学
は
あ
る
べ
き

だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
実
践
と
し
て
、「
哲
学

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
を
提
唱
し
て
学
会
を
立
ち
あ
げ
ま
し

た
。
デ
モ
や
革
命
が
典
型
的
で
す
が
、
人
間
は
判
断
し

て
、
決
断
し
て
、
行
動
し
て
社
会
を
変
え
て
き
た
。
だ

か
ら
、「
考
え
る
葦
」
は
、
人
間
の
身
体
を
象
徴
す
る

「
足
」
で
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
笑
）

湯
本
●
高
校
生
た
ち
に
よ
く
い
う
の
で
す
が
、「
学
ぶ
」

と
い
っ
て
も
、
高
校
ま
で
は
教
科
書
な
ど
の
「
本
」
や
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が
発
見
さ
れ
た
。
炭
化
物
の
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
の

結
果
、
お
よ
そ
五
万
年
前
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
人

類
史
を
覆
す
発
見
に
、
氷
河
期
の
終
わ
り
は
も
っ
と
早

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
別
の
ル
ー
ト
で
南
米
に
到
達
し

た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
ほ
ん
と
う
に
人
類
の
遺

跡
か
ど
う
か
、
な
ど
の
議
論
は
い
ま
も
つ
き
な
い
。

　
二
〇
一
〇
年
に
は
、
現
生
人
類
の
D
N
A
に
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
伝
子
が
数
パ
ー
セ
ン
ト
混
入
し
て

い
る
と
い
う
研
究
結
果
が
発
表
さ
れ
た
。
前
述
の
と
お

り
現
生
人
類
は
、
猿
人
か
ら
旧
人
、
新
人
と
い
う
一
本

道
を
進
化
し
て
き
た
と
い
う
説
明
は
古
い
も
の
な
の
だ
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
た

ち
の
研
究
を
は
じ
め
た
私
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
、
彼
ら

の
暮
ら
す
村
で
過
ご
し
た
。

人
類
の
進
化
は
単
純
な
一
本
道
で
は
な
い

　
近
年
、
分
析
技
術
の
進
歩
で
、
人
類
の
進
化
と
発
展

に
関
す
る
新
し
い
知
見
が
生
ま
れ
て
い
る
。
人
類
は
、
猿

人
か
ら
原
人
、ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
な
ど
の
旧
人
、
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
よ
ば
れ
る
新
人
へ
と
進
化
し
た
と
い

う
従
来
の
考
え
方
は
、
単
系
統
の
発
展
段
階
を
前
提
と

し
た
も
の
だ
。
旧
人
と
新
人
の
長
期
間
の
共
存
や
、ネ
ア

ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
人
類
の
祖
先
で
は
な
い
と
い
う
見
解

が
、い
ま
や
主
流
に
な
っ
て
き
て
い
る
。十
万
年
か
ら
五
万

年
前
に
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
外
に
移
動
を
は
じ
め
、う

ち
一
部
は
、シ
ベ
リ
ア
地
域
か
ら
地
続
き
で
あ
っ
た
ベ
ー

リ
ン
グ
海
峡
を
徒
歩
で
北
米
大
陸
に
渡
り
、
南
米
に
拡

が
っ
た
の
は
一
万
二
千
年

前
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
九
八
九
年
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
セ
ラ
・
ダ
・

カ
ピ
バ
ラ
国
立
公
園
で
、焚

き
火
跡
と
み
ら
れ
る
遺
跡

ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
暮
ら
し
が
問
い
か
け
る
も
の

　
人
間
は
ど
こ
か
ら
き
て
、
ど
こ
に
行
く
の
か
。
そ
の

答
え
は
、
混
乱
を
極
め
て
い
る
。
合
理
的
な
西
洋
の
価

値
観
で
な
が
め
る
と
、
と
き
に
本
質
を
見
落
と
す
こ
と

が
あ
る
と
、
み
な
が
気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
。
物
事
を

二
つ
に
分
け
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
西
洋
の
考
え
方
と
は
違

う
、
あ
い
ま
い
で
多
様
な
価
値
観
は
、
自
然
信
仰
の
根

づ
く
日
本
や
ア
ボ
リ
ジ
ニ
に
は
ず
っ
と
あ
っ
た
も
の
。

　
た
と
え
ば
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
た
ち
は
、「
人
は
死
ぬ
と
ど

う
な
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
、
彼
ら
な
り
の
理
屈
で
理

解
し
、
す
ん
な
り
と
死
期
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
た
ち
の
掟
や
知
恵
を

岩
壁
に
描
い
て
伝
え
る
文
化
が
あ
り
、
西
洋
文
化
が
流

入
し
て
も
な
お
、
そ
の
文
化
を
継
承
し
て
い
た
。

　
驚
い
た
の
は
、
上
か
ら
新
し
い
絵
を
重
ね
、
古
い
壁

画
を
平
気
で
描
き
か
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。「
貴
重

な
資
料
を
塗
り
つ
ぶ
す
な
ん
て
」
と
思
う
が
、
ア
ボ
リ

ジ
ニ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
暮
ら
し
の
一
環
。
近
代
の
学

問
の
文
脈
で
理
解
し
て
い
る
と
、
見
落
と
す
文
化
が
あ

る
と
、
こ
の
と
き
に
知
っ
た
。

　
こ
う
し
た
考
え
を
あ
え
て
取
り
出
し
、「
人
間
は
ど
こ

か
ら
き
た
の
か
」
に
新
た
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と

が
い
ま
の
科
学
に
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

探求
コラム

ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
世
界
に
見
る
、

合
理
的
な
近
代
科
学
の
誤
り

国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
　

小
山
修
三

❸

	

「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」。
こ
れ
は
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
言
葉
だ
。
つ

ま
り
、
人
間
と
い
う
存
在
は
当
時
の
ポ
リ
ス
、
今
で
い

う
共
同
体
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
性
質
を

表
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
自
分
と
他
者
を
同
じ
よ
う
に
思
う
フ
ィ
リ

ア
と
い
う
愛
の
も
と
に
、
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
洋
の
東
西
も
問
わ
な
い
。
個
で
あ
る
と
同
時

に
、
集
団
の
生
き
物
で
あ
る
人
間
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
時

に
不
可
解
な
行
動
に
出
る
。

　
典
型
的
な
の
は
利
他
的
行
為
で
あ
る
。
自
分
は
必
ず

し
も
得
を
し
な
い
の
に
、
他
者
が
得
を
す
る
よ
う
な
行

動
に
出
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
根
底
に
は
、
仲
間

意
識
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
共
同
体
の
存
在

を
重
視
す
る
思
想
を
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う

が
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
仲
間
意
識

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
人
間
は
仲
間
の
た
め
に
利
他
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
の
命

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。そ
れ
が
人
間
と
い
う
種

を
こ
こ
ま
で
存
続
せ
し
め
て
き
た
原
因
の
一
つ
だ
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
共
同
体
の
た
め
に
一
人
の

人
間
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
共
同
体
の
紐
帯
は

強
ま
り
、
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
の

パ
タ
ー
ン
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
集
団
に
見
ら
れ
る
。
国

家
に
も
、
宗
教
集
団
に
も
。

　
利
他
的
行
為
の
究
極
の
形
が
自
己
犠
牲
で
あ
る
。
自

己
犠
牲
が
究
極
の
形
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
共
同

体
が
発
展
す
る
た
め
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
背
景
に

は
、
人
間
が
死
す
べ
き
運
命
に
あ
る
と
い
う
厳
然
た
る

事
実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
集
団
性
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
人
間
の
本
質
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
、
人
間
は
死
す
べ
き
存
在
な
の

だ
。
現
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
と

は
「
死
へ
向
か
う
存
在
」
だ
と
表
現
し
た
。
た
し
か
に

私
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
死
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

　
死
が
人
間
に
と
っ
て
の
終
わ
り
、
人
間
と
い
う
存
在

の
終
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
が
知
り
つ
つ
、
そ
れ
で

も
平
然
と
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先

ほ
ど
の
命
を
か
け
た
自
己
犠
牲
に
は
大
き
な
意
味
が
込

め
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
人
間
は
や
が
て
死
ぬ
こ

と
を
知
り
つ
つ
懸
命
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
他
の
動
物
は
今
日
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
と
い

う
。
し
か
し
、
人
間
は
明
日
の
こ
と
、
未
来
の
こ
と
を

考
え
な
が
ら
も
生
き
続
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
と
て

つ
も
な
い
不
安
を
伴
う
行
為
で
あ
る
。
そ
の
精
神
的
強

さ
こ
そ
が
人
間
の
本
当
の
凄
さ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

探求
コラム

人
間
の
利
他
性
と
死
の
認
識

小
川
仁
志

『ソクラテスの死』（1787年）
ソクラテスの最期を描いた
ダヴィッドの名画。毒杯を
仰いで処刑されることに
なったソクラテス。その死
を嘆く弟子たちとは対照
的に、ソクラテス本人は
真理のために進んで自己
犠牲を受け入れているか
のように見える。

❷

2004年、オーストラリア北部のアーネムラン
ド地域の村で撮影。写真右が小山さん。

こ
や
ま
・
し
ゅ
う
ぞ
う
◉
一
九
三
九
年
、香
川
県
に
生
ま
れ
る
。国
立
民
族
学

博
物
館
名
誉
教
授
。
元
・
吹
田
市
立
博
物
館
館
長
。Ph.D

.（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
）。専
門
分
野
は
民
族
学（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア・ア
ボ
リ
ジ
ニ
）、考
古
学（
縄

文
時
代
）。お
も
な
著
書
に
、『
狩
人
の
大
地
──
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
世
界
』（
雄
山
閣
出
版
）、『
縄
文
学
へ
の
道
』（N

H
K

出
版
）な
ど
が
あ
る
。

クビナガガメとみられる壁画。
カメはトーテム（象徴）の一つ
として壁画によく登場する。
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生
ま
れ
育
っ
た
場
所
の
光
景
と
い
う
か
風
景
に
つ
い

て
私
が
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
四
十
五
歳

を
過
ぎ
て
建
築
史
研
究
だ
け
で
な
く
設
計
も
手
掛
け
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
。

　

四
十
五
歳
の
時
、
生
ま
れ
育
っ
た
村
に
小
さ
な
歴
史

史
料
館
〈
神じ

ん

長ち
ょ
う

官か
ん

守も
り

矢や

史
料
館
〉
を
造
る
と
、
訪
れ
た

友
人
知
人
が
さ
ま
ざ
ま
に
評
し
て
く
れ
た
。
建
築
と
い

う
構
造
物
は
絵
、
彫
刻
、
庭
園
な
ど
と
ち
が
い
、
平
面
、

構
造
、
材
料
、
設
備
、
造
形
な
ど
様
々
な
要
素
の
組
み

合
わ
せ
か
ら
な
る
が
、
友
人
知
人
の
評
価
に
共
通
し
て

い
た
の
は
、
平
面
で
も
構
造
で
も
造
形
で
も
な
く
仕
上

げ
に
使
っ
た
材
料
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
屋
根
に
は
鉄

平
石
を
並
べ
、
壁
に
は
ワ
ラ
入
り
の
粗
い
土
壁
（
正
確

に
は
ワ
ラ
入
り
土
色
モ
ル
タ
ル
の
上
に
土
薄
塗
り
）
を

塗
り
、
あ
る
い
は
サ
ワ
ラ
の
手
割
り
の
割
り
板
を
張
る
。

　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
構
造
体
を
地
元
で
採
れ
る
自

然
の
素
材
で
粗
々
し
く
包
ん
で
仕
上
げ
た
の
だ
が
、そ
の

仕
上
げ
が
よ
ほ
ど
珍
し
か
っ
た
ら
し
く
、「
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
な
仕
上
げ
を
思
い
付
い
た
の
か
」と
聞
い
て
き
た
。

史
料
館
を
作
る
こ
と
を
決
め
、
設
計
の
依
頼
が
あ
っ
た

時
、私
が
決
め
た
の
は
、「
扇
状
地
に
へ
ば
り
つ
く
村
の
視

覚
的
環
境
を
壊
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
事
だ
っ
た
。

　

あ
れ
こ
れ
思
い
悩
ん
だ
後
、
博
物
館
と
い
う
現
代
的

施
設
の
投
入
に
よ
り
視
覚
的
環
境
を
壊
さ
な
い
た
め
に

は
、「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
を
自
然
素
材
で
包
む
し

か
な
い
」、
と
思
い
到
り
、
実
行
し
た
。
そ
の
時
、
材
料

と
造
形
を
選
ぶ
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、
民
家
な
ど

見
慣
れ
た
扇
状
地
の
光
景
だ
っ
た
。

　

正
確
に
い
う
と
、
光
景
と
い
う
よ
り
は
扇
状
地
の
上

に
散
在
す
る
木
材
や
石
材
や
土
や
植
物
と
い
っ
た
自
然

物
の
姿
だ
っ
た
。

村
の
風
情
に
と
け
込
む
建
築
を

　

た
と
え
ば
、
木
材
は
、
民
家
の

腰
壁
に
張
ら
れ
た
板
の
風
化
し
た

木
目
や
節
や
、
板
と
板
の
間
の
隙

間
の
形
状
。
あ
る
い
は
畑
の
古
い

桑
の
木
の
枯
れ
て
皮
の
む
け
た
肌
。

土
で
あ
れ
ば
、
隣
家
の
昔
の
ニ
ワ

ト
リ
小
屋
の
壁
の
厚
い
土
の
層
に

混
じ
る
小
石
と
砂
利
と
ワ
ラ
ス
サ

の
風
合
い
。
石
で
あ
れ
ば
、
畑
の

石
垣
の
隙
間
の
姿
と
表
面
に
生
え

る
苔
の
味
わ
い
。

　

夏
休
み
に
帰
省
し
た
お
り
、
村

の
中
を
歩
き
回
り
、
そ
う
し
た
諸

物
を
探
し
て
は
眺
め
、
脳
内
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
蓄
え
た
。
そ
し
て
、
蓄
え
が
発
酵
し
始

め
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
仕
上
げ
を
検
討
し
、
決
め
た
。

　

こ
こ
ま
で
は
順
調
に
進
ん
だ
が
、
こ
こ
か
ら
後
で
何

度
も
躓つ

ま
ず

く
。
た
と
え
ば
、
粗
い
土
壁
を
再
現
し
よ
う
と

し
て
も
、
昔
な
が
ら
の
や
り
方
で
は
冬
の
凍
結
融
解
で

や
ら
れ
、
現
代
の
公
共
建
築
に
は
使
え
な
い
。
あ
る
い

は
屋
根
を
昔
の
よ
う
に
鉄
平
石
で
葺ふ

く
た
め
、
下
地
に

特
製
の
デ
ッ
キ（
凸
凹
の
鉄
板
を
亜
鉛
メ
ッ
キ
し
た
も
の
）

を
使
う
ま
で
は
い
い
が
肝
心
の
鉄
平
石
葺
き
を
や
っ
て

く
れ
る
石
屋
さ
ん
が
見
つ
か
ら
な
い
。
壁
に
粗
い
板
を

張
る
た
め
に
は
割
り
板
が
最
適
だ
が
、
割
り
板
の
技
術

は
鎌
倉
時
代
に
縦
引
き
ノ
コ
ギ
リ
が
入
っ
て
き
た
こ
と

で
途
絶
え
て
久
し
い
。

　

と
い
う
よ
う
な
床
、
壁
、
天
井
、
屋
根
に
及
ぶ
す
べ

て
の
難
題
を
、
一
つ
一
つ
、
現
場
の
職
人
や
村
の
幼
馴
染

の
助
け
を
借
り
て
克
服
し
、
一
九
九
一
年
、
処
女
作
の
神

長
官
守
矢
史
料
館
が
完
成
し
、さ
い
わ
い
評
価
さ
れ
、
今

は
日
本
と
世
界
の
各
地
で
〈
自
然
素
材
を
生
か
し
、
自

然
環
境
に
な
じ
む
現
代
建
築
〉
を
作
っ
て
い
る
。

　

処
女
作
の
設
計
、
建
設
の
当
初
は
無
我
夢
中
で
何
も

考
え
な
か
っ
た
が
、
今
は
、
信
州
の
田
舎
の
扇
状
地
が

私
の
建
築
セ
ン
ス
を
育
ん
で
く
れ
た
、
と
思
っ
て
い
る
。

ふじもり・てるのぶ
1946年、長野県に生まれる。
東京大学名誉教授。東京大
学大学院建築学博士課程修
了。代表作に「ニラハウス」、

「タンポポハウス」、「高過庵」
など。近作に、「ラ コリーナ
近江八幡」の〈草屋根〉〈銅屋
根〉などがある。

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。

扇
状
地
に
と
け
こ
む

建
築
が
原
点

生
ま
れ
育
っ
た
扇
状
地
の

景
に
触
発
さ
れ
て

　

私
は
信
州
の
戸
数
七
十
戸
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
生
ま

れ
育
っ
た
。
諏
訪
大
社
の
神
体
山
で
あ
る
守
屋
山
の
麓

の
小
さ
な
扇
状
地
の
上
に
へ
ば
り
つ
き
、
人
家
は
扇
状

地
の
下
端
に
並
び
、
さ
ら
に
下
に
は
水
田
が
広
が
り
、
一

方
、
人
家
の
上
方
に
は
畑
が
位
置
し
、
畑
が
終
わ
る
と

里
山
そ
し
て
神
体
山
へ
と
到
る
。
扇
状
地
の
下
か
ら
上

へ
と
順
に
た
ど
る
と
、
水
田
、
家
、
畑
、
里
山
、
神
体

山
と
続
き
、
私
の
生
家
は
家
の
エ
リ
ア
の
中
ほ
ど
に
、
神

長
官
守
矢
家
は
家
の
エ
リ
ア
の
一
番
上
に
位
置
す
る
。

　

守
矢
家
の
敷
地
の
一
画
に
地
元
の
茅
野
市
が
守
矢
家

が
保
存
し
て
き
た
大
切
な
歴
史
的
史
料
を
守
る
た
め
の

〈神長官守矢史料館〉は1991年に開館。守矢家は諏
訪神社上社の神官の一つである「神長官」を明治時
代まで務めてきた。史料館では、諏訪神社の祭礼に
関する古文書「守矢文書」を保管・公開している。

藤
森
照
信 

（
建
築
史
家
、建
築
家
）

上　屋根は鉄平石。前方の壁は手割り板。
下　背後の山の奥に神の宿る守屋山がある。

私を育てた
〈風と景〉
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プ
ル
メ
リ
ア
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。イ

ン
ド
ソ
ケ
イ
の
仲
間
の
灌
木
で
、
か
ぐ
わ

し
い
香
り
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
原
産
地

は
中
南
米
で
す
が
、い
ま
で
は
イ
ン
ド
、
東

南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
太
平
洋
の
島
じ
ま
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
広
く
栽
培
さ
れ

南
太
平
洋
に
楽
園
を
求
め
て

　
一
八
九
一
年
四
月
一
日
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
を

乗
せ
た
船
は
マ
ル
セ
イ
ユ
を
出
港
し
、
六

月
九
日
の
朝
、
タ
ヒ
チ
の
首
都
パ
ペ
ー
テ

に
到
達
し
ま
し
た
。
な
ぜ
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は

フ
ラ
ン
ス
領
の
タ
ヒ
チ
に
向
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
蔓
延
す
る
資
本
主

義
や
近
代
主
義
の
堕
落
ぶ
り
に
絶
望
し
た

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
楽
園
を
求
め
て
タ
ヒ
チ
に

向
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
パ
ペ
ー
テ

の
町
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
「
植
民
地
風
の
軽

佻
な
空
気
、
滑
稽
に
さ
え
思
わ
れ
る
幼
稚

に
し
て
奇
怪
な
模
倣
」
と
言
わ
し
め
た
の

で
す
。
こ
の
印
象
的
な
文
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

の
自
伝
『
ノ
ア
・
ノ
ア
』
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
タ
ヒ
チ
の
ポ
マ
レ

国
王
の
死
に
よ
り
、
伝
統
的
な
タ
ヒ
チ
社

会
が
崩
壊
す
る
さ
ま
を
実
見
し
た
の
で
す
。

　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
い
っ
た
ん
フ
ラ
ン
ス
に
も

ど
り
ま
す
が
、
タ
ヒ
チ
を
再
訪
し
て
絵
を

描
き
続
け
ま
す
。
そ
し
て
、
晩
年
の
一
九

〇
一
年
に
マ
ル
ケ
サ
ス
諸
島
に
赴
き
、
ヒ

バ
・
オ
ア
島
で
余
生
を
送
り
ま
し
た
。

　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
お
墓
の
う
し
ろ
に
一
本

の
プ
ル
メ
リ
ア
の
木
が
あ
り
ま
す
。
前
述

の
『
ノ
ア
・
ノ
ア
』
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
で

「
芳
香
の
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ゴ
ー

ギ
ャ
ン
は
存
命
中
、
タ
ヒ
チ
の
町
に
落
胆

し
た
反
面
、
こ
の
花
の
香
り
の
と
り
こ
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

絵
に
こ
め
ら
れ
た
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
苦
悩

　

私
は
ヒ
バ・
オ
ア
島
か
ら
パ
ペ
ー
テ
に
戻

り
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
博
物
館
を
訪
れ
ま
し
た
。

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。

プ
ル
メ
リ
ア
を
未
来
に

ゴ
ー
ギ
ャン
の
楽
園
論
と
地
球
環
境

秋
道
智
彌

山
梨
県
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
。

タヒチのゴーギャ
ン 博物館 に 展
示されている「タ
ヒチの女」とタヒ
チのポリネシア
人女性。

連載

いぶ
きの輪っか

マルケサス諸島ヒバ・オア島にあるゴーギャ
ンの墓。墓の後ろ側にプルメリアの木がある。

プルメリアの花。タイ・チェンマイにて撮影。タイ語・
ラオ語でドック・チャンパと称される。

「われわれはどこから
来たか われわれは
何者か われわれはど
こに行くのか」。右か
ら人間の幼少期、中
央が成年期、左端
が老衰期。老婆の
横にいる白い鳥は
老婆の霊を表すも
のだろうか。

て
い
ま
す
。

　

私
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
プ
ル
メ
リ
ア
の
花

が
咲
き
誇
る
墓
地
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。マ
ル
ケ
サ
ス
諸
島
の
ヒ
バ
・
オ
ア
島

の
小
高
い
丘
に
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
墓
地

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
ひ
と
き
わ
目

立
っ
た
火
山
岩
を
積
み
上
げ
た
墓
石
に
は

「
Ｐ
Ａ
Ｕ
Ｌ 

Ｇ
Ａ
Ｕ
Ｇ
Ｕ
Ｉ
Ｎ 

１
９
０
３
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
画
家
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

は
こ
の
島
で
息
を
引
き
取
っ
た
の
で
す
。

年
、
貧
し
い
暮
ら
し
と
病
苦
に
さ
い
な
ま

れ
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
描
い
た
の
が
、

「
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か　

わ
れ

わ
れ
は
何
者
か　

わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
へ
行

く
の
か
」
と
い
う
表
題
の
作
品
で
す
。
一

八
九
七
―
九
八
年
の
も
の
で
す
。

　

こ
の
油
絵
は
右
か
ら
左
へ
と
人
間
の
一

生
を
描
い
た
も
の
で
す
。
左
端
に
う
ず
く

ま
る
老
婆
の
す
ぐ
横
に
白
い
鳥
が
い
ま
す
。

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
、「
こ
と
ば
が
い
か
に
無
力

で
あ
る
か
を
白
い
鳥
が
物
語
っ
て
い
る
」と

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
い
ま
す
。

生
命
を
象
徴
す
る
プ
ル
メ
リ
ア
の
花

　

こ
こ
で
、
プ
ル
メ
リ
ア
の
話
に
戻
り
ま

し
ょ
う
。
こ
の
木
の
名
前
は
一
七
世
紀
の

フ
ラ
ン
ス
人
植
物
学
者
の
Ｃ
・
プ
ル
ミ
エ

に
ち
な
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
植
物
を
発

見
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
国
王
に
報
告
し
た
の

は
、
プ
ル
ミ
エ
よ
り
百
年
以
上
前
の
ス
ペ

イ
ン
人
牧
師
の
Ｆ
・
デ
・
メ
ン
ド
ー
サ
が

最
初
で
す
。

　

か
ぐ
わ
し
い
香
り
を
も
つ
プ
ル
メ
リ
ア

は
、
世
界
各
地
で
多
様
な
意
味
付
け
が
な

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
前
述
の
メ
ン
ド
ー
サ

は
南
米
の
ア
ス
テ
ク
帝
国
の
人
び
と
が
薬

と
す
る
こ
と
を
見
聞
し
て
い
ま
す
。
キ
ョ

ウ
チ
ク
ト
ウ
科
の
植
物
な
の
で
、
樹
液
が

毒
性
を
も
ち
ま
す
。
こ
れ
を
薄
め
て
薬
と

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

イ
ン
ド
の
仏
教
世
界
で
は
「
テ
ン
プ
ル
・

ツ
リ
ー
」
と
し
て
「
不
滅
」
を
象
徴
す
る

木
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
切
り
取
っ
た
枝
を

接
ぎ
木
で
植
え
て
も
生
長
す
る
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
世
界
で
は
神
々

へ
の
捧
げ
も
の
と
し
ま
す
。
ベ
ン
ガ
ル
地

方
で
は
葬
式
や
死
者
と
関
連
す
る
花
と
み

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
墓
地

に
植
え
る
の
は
、
死
者
の
霊
を
隠
す
か
ら

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
、
男
女
関
係

を
も
た
な
い
女
性
は
プ
ル
メ
リ
ア
の
花
を

右
耳
に
、
関
係
を
も
っ
た
女
性
は
左
耳
に

つ
け
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　
マ
ヤ
文
明
で
は
生
命
、誕
生
を
表
し
、ハ

ワ
イ
で
は
永
遠
の
命
を
表
し
ま
す
。
プ
ル

メ
リ
ア
を
国
花
と
す
る
ラ
オ
ス
で
は
寺
院

に
多
く
植
え
ら
れ
、
幸
運
を
象
徴
す
る
花

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

館
内
に
は
い
く
つ

も
の
作
品
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
館
に

勤
め
る
一
人
の
ポ

リ
ネ
シ
ア
人
女
性

か
ら
油
絵
と
一
緒

に
写
真
を
撮
っ
て

ほ
し
い
と
頼
ま
れ

ま
し
た
。
そ
の
絵

が
「
タ
ヒ
チ
の
女

（
浜
辺
に
て
）」
で
、

こ
れ
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
は
じ
め
て
タ
ヒ
チ

に
お
も
む
い
た
一
八
九
一
年
の
作
品
で
す
。

こ
の
絵
は
タ
ヒ
チ
滞
在
初
期
の
作
品
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
自
分
の
絵
が
売
れ
ず
、晩

　

プ
ル
メ
リ
ア
が
文
化
や
文
明
を
超
え
て
、

生
命
、
不
滅
、
幸
運
な
ど
を
象
徴
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
晩
年
の
作
品
は
人
生
の

意
味
を
問
う
も
の
で
し
た
。
お
墓
に
だ
れ

が
プ
ル
メ
リ
ア
を
植
え
た
の
で
し
ょ
う
。

プ
ル
メ
リ
ア
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
る

　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
死
後
、
百
十
数
年
が
経

過
し
た
現
代
、
地
球
上
で
は
未
曽
有
の
環

境
破
壊
や
汚
染
、
人
口
増
加
、
気
候
温
暖

化
に
よ
る
異
常
気
象
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
人
類
は
ど
の
よ
う
に
生
存
し
て
い

く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
問
い
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
絶
望
の
中

で
考
え
た
発
想
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
現

代
の
わ
れ
わ
れ
が
学
ぶ
べ
き
は
、
プ
ル
メ

リ
ア
が
象
徴
す
る
愛
、
生
命
、
不
滅
、
美

な
ど
へ
の
思
い
を
今
後
に
生
か
す
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
ゾ
ウ

は
聖
な
る
動
物
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
都
市
キ
ャ
ン
デ
ィ
に

伝
わ
る
祭
り
で
は
、
ブ
ッ
ダ
の
歯
を
乗
せ
、

き
ら
び
や
か
な
装
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
ゾ

ウ
が
町
を
練
り
歩
き
ま
す
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
に
は
、
ゾ
ウ
を

人
口
が
増
加
し
、都
市
化
の
進
む
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
イ
ン
ド
。
森
林
伐
採
な
ど

に
よ
る
自
然
環
境
の
変
化
で
、ゾ
ウ
な
ど
の
野
生
動
物
と
人
間
と
の
軋
轢
が
深
刻
化

す
る
中
、ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
は「
野
生
動
物
と
人
間
と
の
共
存
」と
い
う
新

た
な
研
究
分
野
を
開
拓
し
ま
し
た
。
生
態
研
究
に
裏
付
け
ら
れ
た
科
学
的
な
知
見
を

も
と
に
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
が
示
し
た「
ゾ
ウ
と
人
間
と
が
棲
み
分
け
る
こ
と
で
共
存

で
き
る
」と
い
う
考
え
方
は
、ア
ジ
ア
各
国
の
環
境
保
護
政
策
の
基
盤
に
も
な
り
ま

し
た
。
自
ら
の
研
究
人
生
を「
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
、発
見
、冒
険
、粘
り
強
さ
、仮
説

と
検
証
の
旅
。
と
て
も
楽
し
い
も
の
で
し
た
よ
」と
語
る
博
士
の
軌
跡
は
、ゾ
ウ
へ
の

好
奇
心
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

森
林
破
壊
が
ま
ね
い
た
ゾ
ウ
と
人
間
と
の
軋
轢

　

し
か
し
、
二
十
世
紀
、
産
業
革
命
で
機

械
が
労
働
力
の
代
わ
り
と
な
る
と
、
人
間

と
ゾ
ウ
と
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
ま
し
た
。

く
わ
え
て
、
木
材
を
得
よ
う
と
森
林
は
伐

な
ど
を
求
め
て
、一
日
か
け
て
森
を
移
動
し

ま
す
。「
ゾ
ウ
た
ち
に
は
、〈
コ
リ
ド
ー（
回

廊
）〉
と
よ
ば
れ
る
決
ま
っ
た
移
動
ル
ー
ト

が
あ
り
ま
す
。
森
が
拓
か
れ
て
コ
リ
ド
ー

が
分
断
さ
れ
る
と
、
食
料
を
得
ら
れ
な
い

ば
か
り
か
、
人
間
と
遭
遇
し
て
危
機
に
さ

ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
」。
イ
ン

ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
ゾ
ウ
を
神
聖
視
す

形
ど
っ
た
彫
像
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
信

仰
の
対
象
の
み
な
ら
ず
、
重
い
荷
物
を
運

ば
せ
た
り
、「
戦
車
」
と
し
て
戦
争
に
か
り

だ
し
た
り
、
人
間
は
ゾ
ウ
の
か
し
こ
さ
と

力
強
さ
を
利
用
し
て
、
と
も
に
暮
ら
し
を

築
い
て
き
ま
し
た
。

採
さ
れ
、
都
市
開
発
が
進
み
、
ゾ
ウ
の
生

息
地
で
あ
る
熱
帯
林
が
破
壊
さ
れ
て
ゆ
き

ま
し
た
。
体
が
大
き
く
、た
く
さ
ん
の
食
料

を
必
要
と
す
る
ゾ
ウ
は
、草
や
木
の
皮
、葉

る
ゆ
え
に
、
暴
れ
た
ゾ
ウ
が
人
間
を
殺
し

た
り
、
農
地
を
荒
ら
し
た
り
す
る
と
、
ほ

か
の
地
域
以
上
に
ゾ
ウ
と
人
間
と
の
軋
轢

が
深
刻
化
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
憂
い
た
ス
ク
マ
ー
ル

博
士
は
、
そ
の
軋
轢
を
減
ら
す
術
を
探
ろ

う
と
、
現
地
調
査
に
の
り
だ
し
ま
す
。「
分

断
さ
れ
た
自
然
保
護
区
を
つ
な
ぎ
、
ゾ
ウ

が
安
全
に
移
動
で
き
る
コ
リ
ド
ー
の
回
復

を
め
ざ
し
ま
し
た
」。

　

ス
ク
マ
ー
ル
博
士
は
、
自
然
保
護
に
取

り
組
む
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
と
協
力
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ

な
ど
を
活
用
し
て
イ
ン
ド
全
域
の
ゾ
ウ
の

コ
リ
ド
ー
を
記
録
し
ま
し
た
。
安
全
な
コ

リ
ド
ー
の
設
計
に
必
要
な
土
地
を
購
入
し

た
り
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
働
き
か

け
、
地
域
の
人
び
と
が
率
先
し
て
保
全
に

と
り
く
め
る
よ
う
支
援
を
重
ね
ま
し
た
。

「
イ
ン
ド
国
内
で
十
を
超
え
る
コ
リ
ド
ー
を

整
備
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
ゾ
ウ
の
生
存
率

の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」。

　

ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
は
、

一
九
五
五
年
に
イ
ン
ド
南
部
の
都

市
マ
ド
ラ
ス（
現
・
チ
ェ
ン
ナ
イ
）に

生
ま
れ
ま
し
た
。
宇
宙
飛
行
士
を

夢
見
て
い
た
ス
ク
マ
ー
ル
青
年
の

心
を
ゆ
り
動
か
し
た
の
は
、ジ
ェ
ー

ン
・
グ
ド
ー
ル
博
士
（
二
〇
一
七

年
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
）
の
著

書『
森
の
隣
人
──
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

と
私
』。
目
線
を
空
か
ら
地
面
に
下

ろ
し
、
身
近
な
森
を
見
つ
め
る
と
、

「
科
学
技
術
の
進
歩
は
、
森
林
に
大

ブータンの野生ゾウにGPSを取り付けるスクマール博士。近年は、
先史時代から現代までのアジアゾウの文化史をほり下げた著書

『The Story of Asia's Elephants』も出版。科学的な知見だけ
でなく、文化的な知見もゾウと人間との関係をみるときには重要だ。

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
」。
夢
中
で
学
び
、
森
の
生

態
系
の
研
究
で
植
物
学
の
修
士
号

を
取
得
。

　

転
機
は
、
博
士
課
程
で
の
研
究

テ
ー
マ
を
恩
師
の
マ
ド
ハ
ブ
・
ガ

叡智の人の足跡
【コスモス国際賞】

地球号の
航路を探る

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
〇
六
年
　
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者 

ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル 

博
士

D
r. R

a
m

a
n

 S
u

k
u

m
a

r

ゾウのフンから、DNAを採取し調査する。 農民に、ゾウによる被害の状況を聞き取り調査する。
（1981年）

ド
ジ
ル
教
授
と
話
し
あ
っ
た
と
き

の
こ
と
。「
話
題
の
中
心
は
鳥
類
で

し
た
が
、
教
授
が
な
に
げ
な
く
発

し
た〈
ゾ
ウ
〉の
単
語
に
惹
か
れ
た

の
で
す
。『
ゾ
ウ
と
人
間
と
は
密
接

に
関
係
し
て
い
る
の
に
、だ
れ
も
ゾ

ウ
を
生
態
学
的
に
研
究
し
て
い
な

い
』と
」。「
こ
れ
だ
！
」
と
フ
ィ
ー

ル
ド
に
駆
け
だ
し
ま
し
た
。
そ
う

し
て
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
は
、
野
生

生
物
と
人
間
と
の
相
互
関
係
と
い

う
、
新
し
い
研
究
分
野
を
開
拓
す

る
の
で
す
。

　

あ
る
時
期
、
地
元
の
ラ
ジ
オ
番

組
で
司
会
を
務
め
て
い
た
と
い
う

ス
ク
マ
ー
ル
博
士
。
は
じ
め
て
か

け
た
曲
は
、
サ
ー
カ
ス
団
と
哺
乳

類
た
ち
と
の
や
り
と
り
を
描
い
た

映
画
『
ハ
タ
リ
！
』
で
流
れ
る
〈
ベ

イ
ビ
ー
・
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
・
ウ
ォ
ー

ク
〉
だ
そ
う
で
す
。「
偶
然
に
も
ゾ

ウ
の
曲
。
お
気
に
入
り
の
映
画
で

ね
、
幼
少
期
は
哺
乳
類
に
夢
中
で

し
た
。
で
も
、
ガ
ド
ジ
ル
教
授
の

ひ
と
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
は
た
し

て
ゾ
ウ
研
究
の
世
界
に
足
を
踏
み

入
れ
て
い
た
か
ど
う
か
…
…
」。

アジアゾウ
の調査。

三
十
年
の
研
究
で
見
た 

予
想
と
違
う
自
然
の
姿

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
背
景
に
は
、
ゾ

ウ
の
生
態
学
研
究
に
も
と
づ
く
科
学
的
な

根
拠
が
あ
り
ま
す
。「
人
間
と
遭
遇
す
る
可

能
性
の
高
い
場
所
に
暮
ら
す
ゾ
ウ
よ
り
も
、

自
然
保
護
区
で
の
び
の
び
暮
ら
す
ゾ
ウ
の

ほ
う
が
、
健
康
で
ス
ト
レ
ス
は
な
い
と
思

う
で
し
ょ
う
。
じ
つ
は
、
逆
な
の
で
す
」。

保
護
区
の
外
に
暮
ら
す
ゾ
ウ
は
、
人
間
が
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人
間
と
ゾ
ウ
と
が
共
存
す
る
未
来
を
夢
見
て

　

人
口
増
加
や
移
民
問
題
な

ど
、
人
類
が
抱
え
る
課
題
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、温

室
効
果
ガ
ス
の
大
気
中
へ
の
放

出
や
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ゴ
ミ

の
廃
棄
な
ど
、
人
間
の
消
費
活

動
が
も
た
ら
す
影
響
は
、
地
球

の
気
候
、
ひ
い
て
は
地
球
の
未

来
を
大
き
く
脅
か
し
て
い
ま
す
。

 

「
私
か
ら
み
な
さ
ん
に
伝
え
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
。

地
球
の
天
然
資
源
の
む
だ
な
消

費
を
減
ら
し
、
次
の
世
代
の
た

め
に
自
然
を
保
護
し
よ
う
と
い

う
こ
と
。そ
の
た
め
に
な
に
を
す

れ
ば
よ
い
の
か
を
、〈
自
分
自
身

で
考
え
る
〉こ
と
で
す
。
私
た
ち

の
日
常
の
行
動
一
つ
一
つ
が
環

境
へ
の
影
響
に
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
意
識
し
ま
し
ょ
う
。二

十
世
紀
以
前
の
人
間
が
ど
の
よ

う
に
暮
ら
し
て
き
た
の
か
に
も

目
を
む
け
て
み
た
り
、
必
要
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
減
ら
せ
る
よ
う
、

少
し
の
消
費
で
満
足
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
も
、
私
た
ち
が

で
き
る
こ
と
の
一
つ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
」。

C  O  L  U  M  N

スクマール博士から未来を担うみなさんに

育
て
た
農
作
物
を
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
栄
養
の
豊
富
な
農
作
物
を
食

べ
た
ゾ
ウ
は
、
健
康
状
態
も
よ
く
、
ス
ト

レ
ス
の
程
度
を
示
す
ホ
ル
モ
ン
の
レ
ベ
ル

も
低
い
と
い
い
ま
す
。「
歩
き
回
ら
ず
と
も

一
か
所
で
満
腹
に
な
れ
る
の
で
す
か
ら
、ゾ

ウ
が
農
作
物
を
食
べ
る
の
は
当
然
の
こ
と
。

ゾ
ウ
は
身
近
な
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
見

過
ご
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
こ
う
し
た
事
実
を
、

私
た
ち
は
一
つ
一
つ
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
積
み
重
ね
が
、

ゾ
ウ
に
と
っ
て
魅
力
的
な
植
生
の
森
を
整

備
し
た
り
、
人
間
と
ゾ
ウ
と
の
棲
み
分
け

を
考
え
る
礎
と
な
り
、
コ
リ
ド
ー
の
設
計

の
す
み
ず
み
に
い
か
さ
れ
て
い
ま
す
」。

　

一
九
八
六
年
に
は
、
イ
ン
ド
で
は
じ
め

て
設
立
さ
れ
た
生
物
圏
保
護
区
の
ニ
ル
ギ

リ
生
物
圏
保
護
区
の
設
計
に
も
関
わ
り
ま

し
た
。
人
間
と
ゾ
ウ
と
が
生
活
場
所
を
区

域
分
け
す
る
こ
と
で
、野
生
動
物
と
人
と
の

共
生
の
道
を
求
め
よ
う
と
い
う
ス
ク
マ
ー

ル
博
士
の
考
え
方
は
、
土
地
利
用
に
関
す

る
政
策
の
指
針
と
し
て
、
ア
ジ
ア
各
国
の

野
生
動
物
の
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
盤
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ス
ク
マ
ー
ル
博
士
の
研
究
や
活
動
も
契

機
と
な
り
、
近
年
は
イ
ン
ド
に
生
息
す
る

ア
ジ
ア
ゾ
ウ
や
ア
ジ
ア
ラ
イ
オ
ン
、ブ
ラ
ッ

グ
バ
ッ
ク
な
ど
の
多
く
の
絶
滅
危
惧
種
が

個
体
数
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
地

域
で
は
個
体
数
を
減
ら
し
て
い
る
ト
ラ
な

ど
も
安
定
し
て
増
え
て
お
り
、
全
世
界
で

個
体
数
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
さ
き
も
自
然
環
境
を
維
持

す
る
に
は
、ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ
り

ま
す
。
と
く
に
、
気
候
変
動
は
大
き
な
課

題
で
す
。「
二
十
年
ほ
ど
の
か
ぎ
ら
れ
た
時

間
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。気
候
変
動
や
異
常
気
象
で
、野
生
動
物

も
人
間
も
暮
ら
す
場
所
を
移
動
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
す
る
と
ま
た
、人
間
と
動
物

と
の
あ
い
だ
に
新
し
い
軋
轢
が
起
こ
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん

で
き
た
野
生
動
物
の
保
護
の
視
点
と
、
気

候
変
動
に
適
応
で
き
る
森
づ
く
り
の
視
点

と
を
一
体
化
さ
せ
て
、
持
続
可
能
な
景
観

を
つ
く
り
た
い
で
す
ね
。人
間
と
ゾ
ウ
と
の

調
和
の
と
れ
た
共
存
を
夢
見
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
こ
の
夢
を
追
い
つ
づ
け
ま
す
」。

　

く
わ
え
て
、
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
は
三
十

年
以
上
に
わ
た
り
、
気
候
変
動
と
南
イ
ン

ド
地
域
の
熱
帯
林
の
変
化
を
見
つ
め
て
き

ま
し
た
。「
た
と
え
ば
、
干
ば
つ
は
森
林
の

火
災
や
、
外
来
種
の
増
殖
、
深
く
ま
で
根

を
張
る
大
木
の
枯
死
に
つ
な
が
り
ま
す
。特

定
の
樹
木
を
選
ん
で
食
べ
る
よ
う
な
ゾ
ウ

た
ち
の
行
動
も
、
森
に
影
響
を
与
え
ま
す
。

長
期
に
わ
た
る
調
査
デ
ー
タ
は
、
気
候
変

動
の
影
響
で
熱
帯
林
と
野
生
動
物
と
の
関

係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
と
い
う

モ
デ
ル
づ
く
り
に
役
だ
ち
ま
す
」。

ゾウに乗って、西ベンガルの野生ゾウにGPSを撃ってとりつける。

インドのミュードゥーマライ
で長期的な森林の変化を
記録する。
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メ
の
花
に
似
た
白
い
小
さ
な
花
を

咲
か
せ
る
バ
イ
カ
モ
。
清
流
に
な

び
く
沈
水
植
物
で
、
漢
字
で
は
「
梅
花
藻
」

と
書
き
、
ウ
メ
バ
チ
モ
（
梅
鉢
藻
）と
も
よ

ば
れ
ま
す
。
初
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
開

花
し
、
直
径
一・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
花
を
水
上
に
咲
か
せ
ま
す
。

　
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
た
だ
よ
う
水
中
葉

は
、
細
か
く
裂
け
た
よ
う
な
糸
状
で
す
。
茎

は
ど
ん
ど
ん
分
枝
し
な
が
ら
伸
び
、
全
長

一
〜
二
メ
ー
ト
ル
に
成
長
し
ま
す
。
根
は

水
底
に
固
着
し
ま
す
。
開
花
期
に
は
、
伸

突
き
出
し
、
そ
の
先
に
一
つ
、
花
を
つ
け

ま
す
。
水
位
が
低
下
す
る
と
、
葉
は
短
く

コ
ン
パ
ク
ト
に
な
り
、
陸
生
型
の
形
に
変

形
す
る
の
も
特
徴
で
す
。

　
水
面
を
覆
う
バ
イ
カ
モ
は
、
水
生
動
物

た
ち
の
い
の
ち
を
育
む
ゆ
り
か
ご
で
も
あ

り
ま
す
。ト
ビ
ケ
ラ
な
ど
の
水
生
昆
虫
は
、

バ
イ
カ
モ
の
葉
に
つ
く
コ
ケ
を
食
べ
、夏
の

羽
化
に
備
え
ま
す
。
淡
水
魚
は
そ
う
し
た

水
生
昆
虫
を
食
べ
た
り
、
産
卵
床
に
し
た

り
、し
げ
る
バ
イ
カ
モ
の
中
で
成
長
し
ま
す
。

消
え
ゆ
く
初
夏
の
「
涼
」

　
バ
イ
カ
モ
は
水
温
十
五
度
ほ
ど
の
冷
水

を
好
み
、
二
十
五
度
以
上
で
は
生
育
で
き

ま
せ
ん
。
平
均
気
温
の
低
い
北
海
道
や
北

日
本
で
は
水
路
や
河
川
な
ど
に
ひ
ろ
く
分

布
す
る
い
っ
ぽ
う
、
西
日
本
の
分
布
域
は

上
流
や
湧
き
水
に
限
ら
れ
ま
す
。

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、外来種の侵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中から特徴的な種をとりあげて紹介します。

澄んだ水に揺れる
清流のシンボルバイカモ

＊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

バイカモ
キンポウゲ科キンポウゲ属バイカモ亜属
学名：Ranunculus nipponicus var. submersus
原産地：日本固有種
開花期：4月から11月

ウ

日

本植
物紀行

❻

北海道で撮影
（提供・角野康郎）

水面から花柄を
のばす（滋賀県、
提供・角野康郎）

市
の
地
蔵
川
や
、
兵
庫
県
北
部
の
田
君
川

が
自
生
地
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
京
都

府
で
は
一
九
二
〇
年
、山
科
川
で
の
採
集
を

最
後
に
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。
川
の
汚
濁

に
よ
り
絶
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
俳
句
や
短
歌
に
は
、
夏
の
季
語
に
「
藻

の
花
」が
登
場
し
ま
す
。
バ
イ
カ
モ
を
は
じ

め
と
す
る
、
水
面
か
ら
顔
を
出
し
て
咲
く

水
草
の
花
の
姿
を
、
与
謝
蕪
村
や
正
岡
子

規
が
歌
に
残
し
て
い
ま
す
。

　
バ
イ
カ
モ
の
緑
の
葉
と
白
い
花
は
澄
ん

だ
清
流
に
こ
そ
映
え
ま
す
。
ゆ
た
か
な
情

緒
を
感
じ
ら
れ
る
こ
の
光
景
を
守
り
つ
づ

け
た
い
も
の
で
す
。

バイカモの生育地

バイカモ亜属

バイカモ

チトセバイカモ
本州北部から北海道に分布。バイカ
モより小型で、茎が短く、花柄も短い。

ヒメバイカモ
チトセバイカモよりもさらに小さい。
本州や九州に分布。花柄は1～3セン
チメートルほどしか伸びない。

ヒルゼンバイカモ
中国地方に分布。花柄が長く、水面
から花柄を大きく突き出して咲く。

イチョウバイカモ
バイカモの母種。すべての葉が水中
にあるバイカモとは異なり、水上に扇
状の葉を浮かべる。北アルプスの上
高地に生育。

オオイチョウバイカモ
軽井沢に生育。水上葉は長さ1.5から
2.5センチメートル。

絶滅
絶滅危惧Ⅰ類
絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧種
その他重要種
（滋賀県）

＊各都道府県のレッドリストの最新版を参照

　
水
質
の
影
響
を
受
け
や
す

く
、
汚
れ
た
場
所
で
は
生
き

ら
れ
ま
せ
ん
。か
つ
て
は
人
里

近
く
の
清
流
で
水
面
を
そ
よ

ぎ
、
涼
を
よ
ぶ
植
物
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、農

薬
や
下
水
の
流
入
な
ど
に
よ

る
水
質
の
悪
化
、
外
来
種
の

被
圧
、
河
川
改
修
な
ど
の
影

響
を
受
け
、
日
本
全
域
で
そ

の
数
を
減
ら
し
て
い
ま
す
。近

畿
地
方
で
は
、
滋
賀
県
米
原

ば
し
た
花
柄

を
水
面
か
ら
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夏
休
み
中
の
八
月
十
七
日
、
近
畿
各
地

か
ら
猪
名
川
町
に
集
ま
っ
た
の
は
、
小
学

四
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
三
十
一
人
。カ

マ
キ
リ
班
、
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
班
な
ど
、
昆

虫
の
名
前
の
つ
い
た
五
つ
の
班
に
分
か
れ

て
活
動
し
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加

す
る
大
学
生
の
中
に
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ

に
自
然
観
察
教
室
に
参
加
し
た
と
い
う
大

先
輩
も
。

て
伏
せ
実
験
」を
実
施
し
ま
し
た
。

　

地
面
に
穴
を
掘
り
、エ
サ
を
入
れ
た
コ
ッ

プ
を
埋
め
て
つ
く
る
「
落
と
し
穴
ト
ラ
ッ

プ
」に
は
、
多
く
の
セ
ン
チ
コ
ガ
ネ
が
集
ま

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、こ
の
あ
た
り
に
シ
カ

が
増
え
て
い
る
こ
と
の
勉
強
に
も
な
り
ま

す
。
蜜
や
発
酵
し
た
バ
ナ
ナ
を
木
に
く
く

り
つ
け
る「
ベ
イ
ト
ト
ラ
ッ
プ
」は
、樹
液
を

好
む
昆
虫
が
観
察
で
き
ま
す
。
施
設
か
ら

一
時
間
ほ
ど
歩
い
た
林
で
は
、コ
ク
ワ
ガ
タ

や
ナ
ミ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
、オ
ニ
ヤ
ン
マ
を
捕
ま

え
、道
中
の
湿
地
帯
で
は
日
本
一
小
さ
な
ト

ン
ボ
・
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ
に
出
会
え
ま
し

た
。「
ど
ん
な
生
き
も
の
が
ど
ん
な
と
こ
ろ

に
生
息
す
る
の
か
」。楽
し
み
、実
感
し
な
が

ら
、
生
き
も
の
た
ち
の
生
態
を
学
び
ま
す
。

ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
生
息
し
て
い
る
の
か

と
い
う
生
態
を
知
る
に
は
、
種
の
同
定
が

二
泊
三
日
の
自
然
観
察
教
室
の
メ
イ

ン
・
イ
ベ
ン
ト
は
、
川
や
野
山
、
夜

間
の
生
き
も
の
採
集
と
観
察
で
す
。
施
設

内
を
流
れ
る
猪
名
川
で
は
、
三
橋
弘
宗
先

生
（
兵
庫
県
立 

人
と
自
然
の
博
物
館
）
の

指
導
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
生
昆
虫
を

観
察
し
ま
し
た
。
観
察
時
間
が
変
わ
れ
ば
、

集
ま
る
生
き
も
の
た
ち
の
種
類
や
数
も
変

わ
り
ま
す
。
昼
は
ト
ビ
ケ
ラ
、
カ
ワ
ゲ
ラ

の
幼
虫
や
ヤ
ゴ
、
プ
ラ
ナ
リ
ア
な
ど
に
出

会
え
ま
す
が
、
夜
間
、
紫
外
線
の
ラ
イ
ト

を
照
ら
す
と
集
ま
っ
て
く
る
の
は
、
カ
ワ

ゲ
ラ
の
成
虫
や
夜
行
性
の
ヘ
ビ
ト
ン
ボ
の

幼
虫
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
酸
素
を
得
る
た

め
に
脚
を
屈
伸
さ
せ
る
カ
ワ
ゲ
ラ
の
幼
虫

の
性
質
を
利
用
し
て
、「
カ
ワ
ゲ
ラ
の
腕
立

見
て
終
わ
り
、
捕
ま
え
て
終
わ
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
生
き
も
の
が

花
博
記
念
協
会
は
、小
学
四
年
生
か
ら
六
年
生
を
対
象
に
、二
泊
三
日
の
屋
外
セ
ミ
ナ
ー

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
六
年
か
ら
は
じ
め
た
本
事
業
は
、
今
回
で
二
十
四
回
を

数
え
、
生
態
園
づ
く
り
事
業
、
小
学
校
講
師
派
遣
事
業
と
相
補
関
係
を
も
っ
た
も
の
と

し
て
展
開
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
九
年
の
舞
台
は
、
兵
庫
県
猪
名
川
町
の
「
兵
庫
県
立

奥
猪
名
健
康
の
郷
」。
写
真
や
映
像
で
は
わ
か
ら
な
い
「
ほ
ん
も
の
」
の
生
き
も
の
と
ふ

れ
あ
う
三
日
間
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

次
世
代
育
成
事
業

コ
ス
モ
ス
セ
ミ
ナ
ー 

自
然
観
察
教
室

集
ま
れ 

生
き
も
の
好
き
な
子
ど
も
た
ち

スタッフに観察のポイントを教えてもらいながら、ショウリョウバッタをじっくり観察。

白い布に光を当てて、集まる虫を捕まえる。紫外
線の出るライトや水銀灯に虫たちは集まりやすい。

協会事業
紹介自

然
の
息
吹
を
五
感
で
感
じ
、

生
き
も
の
の〈
い
の
ち
〉の
躍
動
を
学
ぶ
三
日
間

あ
た
り
一
面
、生
き
も
の
の
王
国

編
集
後
記

　

先
日
の
台
風
十
九
号
で
は
多
く
の
方

が
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
自
然
の
驚
異
の

前
に
自
然
と
の
付
き
合
い
方
を
改
め
て

突
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
現
実
も

ま
と
め
て「
自
然
と
人
間
と
の
共
生
」を

考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、今
号
の
特
集
は「
人
・ヒ
ト
・
人

間
」で
す
。人
類
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ

に
向
か
う
の
か
。そ
れ
を
動
物

－

人
間

－

Ａ
Ｉ
と
長
い
タ
ー
ム
の
中
で
考
え
て
み

ま
す
。「
身
体
と
感
情
を
Ａ
Ｉ
は
持
ち
得

る
の
で
は
」と
語
る
生
態
学
者
の
湯
本
さ

ん
。「
Ａ
Ｉ
に
は
哲
学
は
で
き
な
い
」と
語

る
哲
学
カ
フ
ェ
を
主
宰
す
る
小
川
さ
ん
。

お
二
人
の
対
談
は
絶
妙
で
す
。
い
つ
の

日
か
秋
の
夜
長
に
神
を
宿
し
た
Ａ
Ｉ
ロ

ボ
ッ
ト
が
晩
酌
の
相
手
を
し
て
く
れ
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
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
。

重
要
で
す
。
谷
幸
三
先
生
（
一
般
社
団
法

人 

淡
水
生
物
研
究
所
）の
指
導
の
も
と
、採

集
し
た
昆
虫
の
同
定
に
挑
戦
で
す
。

 

「
昆
虫
博
士
」を
自
負
す
る
子
が
多
い
だ
け

あ
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
種
名
を
言
い
当
て

ま
す
が
、
種
類
の
多
い
甲
虫
類
は
一
筋
縄

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
図
鑑
と
見
比
べ
、
色

や
形
、
サ
イ
ズ
な
ど
か
ら
お
お
よ
そ
の
目

星
を
つ
け
、
生
息
地
の
情
報
や
模
様
の
特

徴
、
触
角
や
前
脚
の
形
な
ど
を
手
が
か
り

に
推
理
を
重
ね
ま
す
。
的
が
絞
れ
た
ら
複

数
の
図
鑑
に
あ
た
り
、
情
報
の
確
度
を
あ

げ
ま
す
。

　

同
定
し
た
種
名
を
班
ご
と
に
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド
に
書
き
出
す
と
、
び
っ
し
り
と
文

字
で
埋
ま
り
ま
し
た
。
今
回
、
同
定
さ
れ

た
の
は
約
百
五
十
種
の
生
き
も
の
。

　

同
定
作
業
の
あ
と
は
、
一
人
一
種
ず
つ

昆
虫
を
選
び
、
標
本
づ
く
り
に
挑
戦
で
す
。

最
初
に
一
本
、
胸
部
を
貫
く
よ
う
に
昆
虫

針
を
刺
し
て
台
に
固
定
し
た
あ
と
は
、
ピ

ン
セ
ッ
ト
や
マ
チ
針
を
巧
み
に
操
っ
て
、
脚

や
翅
の
角
度
を
整
え
ま
す
。

　

も
ろ
い
翅
や
触
角
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
見
栄
え
よ
く
固
定
す
る
に
は
、
注
意
ぶ

か
く
観
察
し
、
集
中
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
最
初
の
う
ち
は
周
り
を
気
に
し
て

キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
も
、

作
業
が
進
む
に
つ
れ
て
口
数
は
減
り
、真
剣

な
ま
な
ざ
し
に
。「
も
っ
と
格
好
よ
く
し
て

あ
げ
る
ね
」と
、
昆
虫
に
語
り
か
け
る
子
も
。

対
象
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
こ
と
で
愛
お
し

さ
が
増
す
せ
い
か
、
子
ど
も
た
ち
は
み
な
、

完
成
さ
せ
た
標
本
を
う
っ
と
り
と
見
つ
め

て
い
ま
す
。

　

標
本
づ
く
り
も
一
段
落
し
て
夕
暮
れ
が

近
づ
く
と
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
わ
そ
わ
。
夕

飯
と
入
浴
を
す
ま
せ
る
と
、
待
ち
き
れ
な

い
よ
う
す
で
森
に
駆
け
出
し
ま
す
。
昨
晩

に
つ
づ
い
て
「
ラ
イ
ト
ト
ラ
ッ
プ
」
の
観

察
で
す
。
ほ
ん
も
の
の
「
い
の
ち
」
を
見

つ
め
て
輝
く
瞳
と
好
奇
心
こ
そ
が
、
こ
の

観
察
教
室
の
必
需
品
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

繊
細
な
作
業
が
観
察
の
目
を
磨
く

自然観察教室
3日間のスケジュール

2019年8月17日（土）〜8月19日（月）

３
日
目

午前 落とし穴トラップの確認と回収
淡水魚についての授業

午後 閉校式

1
日
目

午前 開校式
午後 トラップづくり・設置

川の生きものの採集と観察
ライトトラップ観察

２
日
目

午前 落とし穴トラップの確認
森の生きものの採集と観察

午後 生きものの同定、標本づくり
コパール磨き
ライトトラップ観察
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種
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
は
あ
ぜ
道

な
ど
に
植
え
ら
れ
、
開
花
で
田
植

え
の
時
期
を
知
ら
せ
る
な
ど
、
古
く
か
ら

暮
ら
し
の
そ
ば
に
あ
っ
た
花
で
す
。『
万
葉

集
』
に
は
当
時
の
人
び
と
が
憧
れ
た
「
花は

な

勝か
つ

美み

」と
い
う
幻
の
花
が
登
場
し
ま
す
。
諸

説
あ
り
ま
す
が
、
正
体
は
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ

ブ
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
菖
」の
名
を
冠
し
た
旗
本
の
挑
戦

　

花
菖
蒲
の
栽
培
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、江

戸
時
代
で
す
。
日
本
各
地
の
自
生

域
か
ら「
変
わ
り
も
の
」が
江
戸
に

集
め
ら
れ
、改
良
が
す
す
み
ま
し
た
。

　

三
百
を
超
え
る
品
種
を
生
み
だ

し
た
花
菖
蒲
隆
盛
の
立
役
者
が
、

江
戸
時
代
後
期
の
旗
本
、
松
平
定

朝
で
す
。
み
ず
か
ら
を
「
菖
翁
」
と

号
し
ま
し
た
。
菖
翁
自
身
も
惚
れ

ぽ
う
、
肥
後
系
は
鉢
植
え
で
栽
培
し
、
金

屏
風
の
前
に
鉢
を
一
列
に
並
べ
て
観
賞
す

る
の
で
、
堂
々
と
し
た
大
輪
の
花
が
好
ま

れ
ま
す
。
同
じ
く
鉢
植
え
で
の
栽
培
が
主

の
伊
勢
系
は
、
垂
れ
た
ち
り
め
ん
状
の
花

が
特
徴
で
す
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
で
は
多
く
の
品
種
が

絶
滅
し
ま
し
た
が
、
高
度
経
済
成
長
や
バ

ブ
ル
景
気
の
時
代
に
は
、日
本
各
地
に
花
菖

蒲
園
が
造
ら
れ
、
初
夏
の
風
物
詩
と
し
て

浸
透
し
ま
し
た
。近
年
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産

の
キ
シ
ョ
ウ
ブ
と
の
交
雑
で
、
従
来
に
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
黄
花
の
品
種
が
生
ま
れ

る
な
ど
、
品
種
は
い
ま
も
増
え
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
花
菖
蒲
の
光
景
を
享
受
で
き
る

の
も
、
百
五
十
年
前
に
菖
翁
が
た
ぐ
い
ま

れ
な
る
情
熱
を
注
い
だ
結
果
な
の
で
す
。

【
表
紙
の
解
説
】

紫
苑（
し
お
ん
）色

シ
オ
ン
の
花
の
よ
う
な
青
み
の
あ
る
淡
い
紫

色
で
、紫
根
で
染
め
て
椿
の
灰
汁
で
媒
染
し
た

も
の
。夏
か
ら
秋
に
花
を
咲
か
せ
る
シ
オ
ン
は
、

薬
草
と
し
て
日
本
に
伝
わ
り
、そ
の
後
、観
賞

用
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
。
平
安
時
代
中
期
の

『
う
つ
ほ
物
語
』に
記
載
が
あ
り
、平
安
時
代
に

は
す
で
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

月
見
に
は
ス
ス
キ
と
供
え
る
風
習
が
あ
り
、「
ジ
ュ

ウ
ゴ
ヤ
ソ
ウ
」と
も
い
う
。
根
と
根
茎
に
去
痰
・

利
尿
作
用
が
あ
り
、漢
方
剤
に
使
わ
れ
る
。
平

安
時
代
の
貴
族
社
会
で
は
、紫
は「
至
上
の
色
」

と
し
て
賛
美
さ
れ
、紫
系
の
花
の
名
が
数
多
く

色
の
名
に
選
ば
れ
た
。
紫
苑
色
も
そ
の
こ
ろ
に

誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。
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歌川広重「名所江戸百景　堀切の
花菖蒲」（1857年刊行）花のあいだ
には見物客の姿がある。（出典・国立
国会図書館）

原

こ
ん
だ
「
宇お

お

宙ぞ
ら

」は
、ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
一

種
の
み
か
ら
作
ら
れ
る
品
種
の
最
高
傑
作

と
も
い
わ
れ
、
い
ま
な
お
愛
好
家
垂
涎
の

名
花
で
す
。

　

菖
翁
は
作
出
し
た
品
種
を
惜
し
げ
も
な

く
周
囲
に
分
け
与
え
、
普
及
に
努
め
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
露
地
一
面
に
花
菖
蒲
を

群
生
さ
せ
、
丘
の
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
鑑

賞
す
る
日
本
初
の
花
菖
蒲
園
（
現
・
小
高

園
）
が
堀
切
（
東
京
都
葛
飾
区
）
に
造
ら

れ
ま
し
た
。
行
楽
地
と
し
て
に
ぎ
わ
い
、人

気
は
一
般
庶
民
に
も
ひ
ろ
ま
り
ま
し
た
。

　

花
菖
蒲
の
評
判
は
、
肥
後
（
熊
本
県
）、

伊
勢
（
三
重
県
）
な
ど
に
伝
わ
り
、
各
地

で
独
自
の
進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。
上
か
ら

見
下
ろ
し
て
鑑
賞
す
る
「
江
戸
系
」
は
、
花

が
平
ら
に
咲
く
品
種
が
主
流
で
す
。
い
っ

【葦の浮船】（肥後系）
戦後から平成にかけて、600も
の品種を作出した光田義男氏
が作出。肥後系は単色の花
弁が好まれるが、光田氏は絞
りや筋の入った品種を多く作出
し、肥後系の幅をひろげた。

【宇宙】（江戸系）
松平定朝の作出した、花菖蒲
品種では、もっとも古い歴史的
な銘花。（写真提供・玉川大
学農学部教授 田淵俊人）

梅
雨
ど
き
の
く
も
り
空
の
下
に
、
鮮
や
か
な
紫
や
落
ち
つ
き
の
あ
る
濃
紺
、
白
色
の
花
を

咲
か
せ
る
花
菖
蒲
。
日
本
に
自
生
す
る
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
を
改
良
し
た
園
芸
植
物
で
す
。

朝
顔
、
菊
と
な
ら
び
、「
江
戸
園
芸
三
花
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
大
名
や
旗
本
の
寵
愛

を
受
け
て
、
江
戸
時
代
に
飛
躍
的
に
品
種
が
増
え
ま
し
た
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
約

二
〇
〇
〇
品
種
。
日
本
の
園
芸
植
物
の
中
で
も
屈
指
の
数
を
誇
り
ま
す
。

一人
の
鮮
烈
な

情
熱
が
花

開
か
せ
た
文
化

花
菖
蒲
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