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川
本　
二
〇
〇
八
年
に
四
川
大
地
震
が

起
こ
っ
た
翌
日
、
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
写
真
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
母

親
が
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
を
抱
き
か
か

え
、
そ
の
手
を
握
っ
て
い
る
姿
で
す
。

そ
れ
が
「
住
ま
い
」
の
原
点
を
見
た
気

が
し
た
の
で
す
。

　
な
ぜ
、
そ
う
思
っ
た
か
と
い
う
と
、

私
は
神
戸
在
住
で
阪
神
淡
路
大
震
災
を

経
験
し
ま
し
た
。
真
冬
の
夜
明
け
前
、

自
分
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
る
家
が

一
瞬
に
し
て
壊
れ
、
多
く
の
人
が
亡
く

な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
生
と
死
を
含

め
た
総
体
を
「
住
ま
い
」
と
し
て
捉
え

た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
い
ま
そ
の
死
は
、
そ
こ
か

ら
外
れ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
生

き
て
い
る
部
分
だ
け
が
残
さ
れ
、
住
ま

い
が
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
あ
る

い
は
そ
う
い
う
家
ば
か
り
つ
く
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古

典
文
学
を
テ
キ
ス
ト
に
研
究
し
て
い
る

と
、
ど
う
し
て
も
生
と
死
の
場
面
が
多

く
出
て
き
ま
す
。
生
か
ら
死
ま
で
の
間

が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の

で
、
写
真
の
生
け
る
母
と
死
せ
る
子
の

つ
な
が
れ
た
手
と
手
の
「
あ
い
だ
」
が

「
住
ま
い
」を
象
徴
し
て
い
る
と
思
っ
た

の
で
す
。

田
路　
私
は
、
一
戸
の
住
宅
と
い
う
よ

り
、
都
市
や
地
域
の
よ
う
に
、
も
う
少

し
広
い
範
囲
で
「
住
ま
い
」
を
研
究
し

て
い
ま
す
。
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
に

な
り
ま
す
。
そ
の
視
点
か
ら
言
う
と
、

昔
は
病
院
な
ど
な
く
、
デ
パ
ー
ト
や
映

画
館
も
な
い
の
で
、
生
ま
れ
る
も
死
ぬ

も
家
の
中
で
受
け
入
れ
る
し
か
な
か
っ

た
。

　
そ
れ
が
、
社
会
の
分
業
化
が
進
み
、

そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
い
ろ
い
ろ
な

効
率
化
や
専
門
化
の
な
か
で
、
人
間
が

専
門
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
明

が
発
達
し
、
都
市
生
活
が
よ
り
豊
か
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ま
に

至
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
現
代
の
家

と
い
う
も
の
を
住
戸
単
位
で
見
る
と
、

ご
飯
を
食
べ
て
寝
る
だ
け
の
場
所
に
な

衣
食
住
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
回
「
住
」
を

考
え
る
。「
住
ま
う
」
は
、
人
が
寝
食
を

は
じ
め
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
生
活
の
礎

の
場
に
身
を
置
く
こ
と
を
い
う
。
本
来
、

そ
こ
に
は
庭
や
地
域
を
含
め
、
留
ま
る

こ
と
の
快
適
か
つ
健
全
な
機
能
が
伴
う

が
、
近
代
の
人
々
の
住
ま
う
は
ど
う
か
。

古
典
文
学
と
現
代
の
在
り
方
か
ら
、
人

の
「
住
」
を
探
る
。

国宝「納涼図屏風」久隅守景筆、江戸時代（17世紀）、東京国立博物館蔵 組子細工の麻の葉模様は、魔除けや無料息災の意味があり、産着の柄にも用いられた
出典：Colbase
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っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う

少
し
広
い
範
囲
で
見
た
と
き
に
、
そ
の

集
合
が
「
家
」
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
が
、
私
の
関
心
の
基
本
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
視
点
か
ら
調
べ
て
い
く
と
、
地

域
全
体
で
「
家
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
と
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
場
所
が
あ

り
ま
す
。

川
本　
「
家
（
イ
へ
）」
と
い
う
言
葉
を

み
て
い
く
と
、「
イ
」
は
発
語
で
す
が
、

「
へ
」
に
は
、「
ヘ
ツ
ヒ
」（
竃
カ
マ
ド
）、

「
イ
ホ
リ
」と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、火

が
連
想
さ
れ
生
活
そ
の
も
の
を
表
し
て

い
ま
す
。
発
語
の
「
イ
」
に
つ
い
て
も
、

日
本
文
学
者
の
土つ

ち

橋は
し

寛ゆ
た
かに

よ
れ
ば
、
た

と
え
ば
「
イ
ノ
ル
」（
祈
る
）
は
、「
イ
」

と
「
ノ
ル
」（
言
う
）
の
組
み
合
わ
せ
で
、

「
イ
」は
元
来
、生
命
力
や
霊
力
を
意
味

し
、
人
で
は
な
い
何
か
に
対
し
て
呼
び

か
け
る
の
が
「
イ
ノ
ル
」
だ
と
解
釈
で

き
る
よ
う
で
す
。

　
い
ま
は
、
古
典
文
献
の
デ
ジ
タ
ル
化

が
進
み
、
言
葉
が
簡
単
に
検
索
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
私
の
場
合

は
ア
ナ
ロ
グ
で
し
た
が
「
い
へ
」
と
い

う
言
葉
を
探
す
と
、
平
安
時
代
の
『
源

氏
物
語
』
に
も
出
て
き
ま
す
が
、
鎌
倉

時
代
の
『
方
丈
記
』
頃
ま
で
は
「
家
」

「
棲
家
」「
屋
」
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
一
方
、「
住
ま
う
」
と
い
う
動
詞
的
な

言
葉
を
考
え
て
み
る
と
、「
住
ま
い
」
の

「
す
む
」
は
「
澄
む
」「
清
む
」「
棲
む
」

に
つ
な
が
る
。
濁
っ
た
水
が
、
し
ば
ら

く
し
た
ら
沈
殿
し
て
澄す

ん
で
い
く
状
態
。

つ
ま
り
、
古
語
と
し
て
は
、
落
ち
着
い

て
じ
っ
と
し
た
状
態
で
あ
る
「
す
む
」

の
意
味
が
同
根
と
し
て
あ
り
ま
す
。

田
路　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ボ
ル
ノ
ー

（
一
九
〇
三
〜
九
一
）
は
、『
人
間
と
空

間
』
の
な
か
で
、「
住
ま
う
」
に
つ
い
て
、

家
と
世
間
を
分
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

家
の
周
り
が
「
世
間
」
で
、
そ
こ
は
無

秩
序
や
争
い
な
ど
で
ド
ロ
ド
ロ
に
濁
っ

て
い
て
、
澄
ん
で
い
な
い
。
そ
の
な
か

で
は
安
定
し
て
暮
ら
し
て
い
け
な
い
の

で
、
石
や
レ
ン
ガ
で
囲
ん
で
中
を
守
っ

て
い
く
。
そ
れ
が
家
で
す
。

　
日
本
の
場
合
は
硬
い
壁
が
な
く
っ
て
、

垣
を
つ
く
っ
た
り
、
建
具
を
取
り
付
け

た
り
、
寝
殿
造
だ
と
御
簾
を
下
げ
た
り
、

几
帳
を
立
て
た
り
し
ま
す
。
何
重
に
も

薄
い
仕
切
り
を
た
く
さ
ん
立
て
て
住
ん

で
い
る
。
そ
う
し
た
作
り
が
、
川
本
さ

ん
の
お
っ
し
ゃ
る
「
奥
」
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

川
本　
「
奥
」に
出
会
っ
た
の
は
、槇
文

彦
の
「
奥
の
思
想
」（『
見
え
が
く
れ
す

る
都
市
』
所
収
）
で
す
。
ア
ー
バ
ン
・

デ
ザ
イ
ン
論
で
す
が
、「
奥
」
と
い
う
概

念
が
非
常
に
刺
激
的
で
、
こ
れ
は
住
ま

い
論
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
直
感
し
ま
し
た
。

古
代
か
ら
連
綿
と
使
い
続
け
ら
れ
て
、

今
で
も
「
奥
へ
ど
う
ぞ
」
な
ど
と
言
い

ま
す
。
種
田
山
頭
火
が
「
分
け
入
っ
て

も
分
け
入
っ
て
も
青
い
山
」
と
詠
み
ま

す
が
、
こ
の
句
か
ら
も
奥
の
イ
メ
ー
ジ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

「
奧
」の
語
義
は
、「
宀
」（
室
）に「
釆
」

（
た
い
ま
つ
）
を
「
廾
」（
両
手
）
で
も

っ
た
状
態
を
示
し
、
暗
い
室
内
を
意
味

す
る
日
本
独
特
の
心
性
を
表
す
言
葉
で
、

特
定
の
場
所
を
示
す
語
で
は
な
い
の
で

す
。

　
こ
の
「
奧
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
看

取
り
の
文
学
と
も
い
わ
れ
る
『
讃さ

岐ぬ
き

典の

濁
っ
て
い
る
状
態
か
ら
澄
ん
で
い
る
状

態
へ
の
単
純
な
清
濁
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
真
ん
中
に
い
く

と
ま
た
そ
こ
に
穴
が
空
い
て
い
て
、
そ

の
穴
か
ら
濁
っ
て
い
る
外
の
世
界
の
、

さ
ら
に
外
側
に
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。

要
す
る
に
人
間
が
生
ま
れ
た
り
死
ん
で

い
く
と
い
う
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
自

然
状
態
に
そ
の
穴
が
通
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
古
代
の
日
本
の
住
ま
い

の
な
か
に
│
│
日
本
だ
け
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
で
す
が
│
│
起
こ
っ
て
き

た
こ
と
で
す
。

川
本　
さ
き
ほ
ど
の
「
奧
」
の
空
間
性

に
つ
い
て
整
理
し
ま
す
と
、
特
定
の
場

所
を
示
す
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

侍す
け

日
記
』（
上
巻
）
を
取
り
上
げ
ま
し
た

が
、
天
皇
の
病
床
の
間
は
、
西
対
屋
の

中
心
に
あ
る
母も

屋や

で
す
。
障
屏
具
だ
け

で
は
な
く
、
天
皇
の
膝
で
仕
切
り
を
作

る
と
い
う
象
徴
的
な
記
述
も
あ
り
、

「
奥
」の
重
層
性
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

田
路　
お
も
し
ろ
い
の
は
、
人
の
生
死

が
発
生
す
る
の
が
、「
住
ま
い
」
の
一
番

中
心
に
な
る
場
所
だ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
も
っ
と
も
安
定
し
て
い
る
場
所
で
、

人
が
生
ま
れ
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
こ

と
が
起
き
て
し
ま
う
。
人
間
に
と
っ
て

は
不
安
定
な
こ
と
が
、
奥
の
奥
で
起
き

て
し
ま
う
。
そ
の
逆
転
現
象
が
お
も
し

ろ
い
。

　
さ
ら
に
そ
れ
が
、
外
部
か
ら
内
部
に
、

相
対
的
な
言
葉
で
、
極
端
に
い
え
ば
、

奥
に
辿
り
着
く
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り

奥
と
思
わ
れ
る
所
に
行
く
と
そ
の
先
に

奥
が
あ
る
と
い
う
重
層
性
で
す
。
も
う

一
つ
の
特
徴
が
、
時
間
性
を
含
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
も
将
来
と
い
う

時
間
で
す
。
ま
だ
自
分
が
辿
り
着
い
て

い
な
い
時
間
で
す
ね
。

　
暗
い
と
い
う
の
は
、
ま
た
「
冥く

ら

い
」

と
も
言
え
、
不
可
知
の
世
界
で
す
。
こ

の
よ
う
に
「
奧
」
と
い
う
言
葉
が
、
中

世
を
頂
点
と
し
た
冥

み
よ
う

顕け
ん

世
界
構
造
に
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』（
下
巻
）
で
は
、
故

院
へ
の
回
想
場
面
が
中
心
に
な
る
の
で
、

内
在
要
因
と
し
て
身
と
心
、
外
在
要
因

と
し
て
時
間
と
空
間
、
と
い
う
四
つ
の

要
素
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
の
組
み
合

わ
せ
・
錯
綜
と
し
て
時
間
の
な
か
の
バ

ー
チ
ャ
ル
な
「
奥
」
を
捉
え
よ
う
と
試

み
て
い
ま
す
。

田
路　
川
本
さ
ん
の
「
奥
」
の
研
究
に

触
発
さ
れ
て
、
図
を
つ
く
っ
て
み
ま
し

た
（
図
1
）。
こ
れ
は
、
一
番
真
ん
中
に

家
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
り
に
社
会
が
あ

る
。
さ
ら
に
そ
の
周
り
に
は
自
然
界
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
図
で
は
こ
の
社
会

を
、
世
界
を
も
じ
っ
て
「
社
界
」
と
呼

国宝「春日権現験記絵」鎌倉時代（1309年頃）、巻3第1段（上）
と巻19第1段　皇居三の丸尚蔵館収蔵
本格的な大和絵技法による精緻な描写の絵巻が完全な姿で現存し、
700年もの長い年月を経て、当時の風俗を今に伝える貴重な資料。
森や山々も「住まい」の原風景として描かれる

田路貴浩（たじ・たかひろ）
1962年、熊本県生まれ。建築家・教育者として
「地球環境時代の都市・建築論の構築」を目標に
掲げ、実践的な地域研究にも携わる。主な建築
作品に「三輪山会館」（2019年）など。著書に
『イギリス風景庭園』（丸善）、『増田友也の建築
世界』（英明企画編集）など。
撮影：逢坂憲吾（pp. 5‒6, 11）

「
奥
」を
考
え
る

図1　四界図

大自然界（冥界、虚無、大宇宙）

自然界（サンガダイチ）

社界（シャバ）

私界（イエ）
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ん
で
み
ま
し
た
。「
界
」
は
、
英
語
で
言

え
ば
「
ス
フ
ィ
ア
（sphere

）」
で
す
。

中
央
に
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
ス
フ
ィ
ア

が
あ
っ
て
、
そ
の
外
側
に
ソ
ー
シ
ャ
ル

な
ス
フ
ィ
ア
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
外

側
に
人
間
が
知
っ
て
い
る
「
自
然
界
」

が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
我
々
は
忘
れ
が
ち
な
の

で
す
が
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
が
あ
る
の

で
す
。
大
自
然
、
あ
る
い
は
冥み

よ
う

界か
い

、
よ

う
す
る
に
人
智
の
及
ば
な
い
領
域
が
あ

り
ま
す
。
死
後
の
世
界
や
宇
宙
の
果
て

な
ど
、
わ
か
ら
な
い
領
域
の
ほ
う
が
圧

倒
的
に
大
き
い
。
宇
宙
物
理
学
の
最
先

端
で
は
、
人
間
が
観
測
し
て
い
る
宇
宙

の
物
質
は
そ
の
わ
ず
か
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
が
未
知
の
世
界
で
す
。

そ
の
こ
と
を
私
た
ち
は
す
っ
か
り
忘
れ

て
い
る
け
れ
ど
、
人
間
が
知
り
え
な
い

「
不
可
知
の
世
界
」と
い
う
も
の
が
あ
る

の
で
す
。
で
も
、
そ
の
不
可
知
の
世
界

に
乗
っ
か
っ
て
私
た
ち
は
生
き
て
い
る

わ
け
で
す
。

田
路　
わ
か
り
よ
う
も
な
い
領
域
が
途

方
も
な
く
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
ど
う
や
っ
て
認
識
す
る
か
。
宗
教
家

は
、
例
え
ば
、
禅
で
「
無
」
と
説
い
た

り
す
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で

そ
れ
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
わ
か
り
や
す
く
人
間
の
世
界

に
引
き
込
ん
で
し
ま
う
と
、「
わ
か
っ

て
い
る
世
界
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例

え
ば
、
浄
土
、
あ
の
世
の
世
界
を
認
識

し
た
い
と
思
い
、
浄
土
庭
園
な
ど
を
作

っ
て
み
る
。
で
も
庭
園
と
し
て
作
っ
て

し
ま
う
と
、
も
う
わ
か
っ
て
い
る
世
界

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
本
当
は
、

浄
土
庭
園
の
向
こ
う
側
に
不
可
知
の
領

域
が
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

川
本　
冥
顕
論
で
は
、
こ
の
世
の
世
界

を「
顕
界
」、我
々
の
い
る
世
界
と
は
違

う
世
界
を
「
冥
界
」
と
呼
び
ま
す
。
こ

の
図
に
は
、
私
界
、
社
界
、
自
然
界
と

い
う
エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
ま

で
が
我
々
が
知
り
う
る
領
域
で
、
そ
の

先
の
ボ
ー
ダ
ー
外
の
部
分
、
知
ら
な
い

領
域
を
知
り
た
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
人
は
、
ど
う
に
か
し
て
そ
の

領
域
を
可
視
化
し
た
い
。
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
知
り
た
く
な
る
。
そ
れ
は
ど
う
い

う
と
こ
ろ
な
の
か
と
。
私
は
そ
の
ボ
ー

ダ
ー
の
部
分
を
「
異
界
」
と
呼
ん
で
い

る
の
で
す
が
、
こ
の
言
葉
も
人
に
よ
っ

て
解
釈
が
違
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
外
の

領
域
全
体
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

田
路　
そ
の
外
の
領
域
を
可
視
化
し
よ

う
と
し
た
の
が
、
夢
窓
国
師
な
ど
の
石

庭
で
す
。
眼
の
前
の
自
然
の
向
こ
う
側

を
悟
る
た
め
に
は
、
草
花
や
木
、
水
は

要
ら
な
い
。
砂
と
石
だ
け
で
よ
い
。
つ

ま
り
、
石
と
砂
が
、
目
に
見
え
な
い
向

こ
う
側
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
が
、
建
物
の
中
、
例
え
ば
お

寺
で
あ
れ
ば
方
丈
の
周
り
の
石
庭
に
な

っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
わ
び
茶
で
い

う
「
市
中
の
山
居
」
と
い
う
考
え
が
露

地
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
千
利
休
は
、

町
な
か
の
暮
ら
し
の
な
か
に
、
失
わ
れ

た
自
然
を
た
だ
取
り
戻
そ
う
と
し
て
、

山
中
の
よ
う
な
自
然
空
間
を
再
現
し
て

み
た
の
で
は
な
く
、
小
さ
な
自
然
を
通

し
て
、
そ
の
向
こ
う
側
の
領
域
を
象
徴

し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
す
る
解
釈
も

あ
り
ま
す
。

川
本　
寝
殿
造
に
は
庭
が
必
ず
あ
り
ま

す
。
庭
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
の
で

す
が
、
藤
原
道
長
が
出
家
後
に
、
主
邸

で
あ
る
土
御
門
殿
の
東
、
鴨
川
西
岸
に

法ほ
う

成じ
よ
う

寺じ

を
建
立
し
ま
す
。
方
二
町
と

も
い
わ
れ
る
広
大
な
敷
地
を
も
っ
た
寺

院
を
、
東
京
極
大
路
を
挟
ん
だ
東
側
、

す
な
わ
ち
京
外
に
つ
く
っ
た
。
京
の
内

に
し
て
し
ま
う
と
立
場
上
ま
ず
い
の
で
。

派
生
し
た
語
で
す
。
風
景
よ
り
も
風
景

画
が
先
で
し
た
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に

渡
っ
て
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
な
り
、
ド

イ
ツ
に
渡
っ
て
「
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」、

大
地
の
景
観
、
す
な
わ
ち
植
生
の
眺
め

を
表
す
地
理
学
用
語
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
人
は

含
ま
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

川
本　
「
自
然
」と
い
う
言
葉
も
解
釈
が

風
景
」
に
つ
い
て
盛
ん
に
語
ら
れ
、
一

方
で
「
復
興
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
至
る
と

こ
ろ
で
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
失
わ
れ
た

風
景
の
復
興
と
し
て
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

が
策
定
さ
れ
た
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
っ
て
な

ん
だ
ろ
う
と
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
ま
し

た
。
語
源
を
調
べ
て
み
る
と
、
英
語
や

ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
も
に
「
こ

こ
に
な
い
、
ア
ン
リ
ア
ル
な
視
覚
像
」

と
い
う
意
味
で
す
。「
幻
視
」
と
い
う
宗

教
的
な
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。
人
間

は
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
見
る
だ
け
で

満
足
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上

の
も
の
を
見
た
い
と
思
う
。
そ
れ
が
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て

い
ま
す
。

川
本　
ふ
つ
う
は
風
景
を
ラ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
（Landscape

）
と
い
い
ま
す
ね
。

で
す
が
、
そ
こ
に
は
人
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
私
は
人
と
の
関
係
性
を
入
れ
た

か
っ
た
の
で
シ
ー
ナ
リ
ー（Scenery

）

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
人
が

入
っ
て
き
て
初
め
て
全
体
の
風
景
に
な

る
か
ら
で
す
。

田
路　
英
語
の
「
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」

は
、
も
と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
風
景
画
を

意
味
す
る
「
ラ
ン
ド
ス
キ
ッ
プ
」
か
ら

難
し
い
。
日
本
語
で
は
「
し
ぜ
ん
」
と

も
「
じ
ね
ん
」
と
も
読
み
ま
す
が
、
建

築
論
的
な
視
点
か
ら
は
、「
自
ず
か
ら

然
り
」
の
意
味
を
強
調
す
れ
ば
「
じ
ね

ん
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
し
ぜ
ん
」
と
い
う
と
、
対
象

化
し
た
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
。

田
路　
「
じ
ね
ん
」
と
し
て
の
自
然
と
、

石
や
草
木
な
ど
の
自
然
物
と
を
混
同
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。
自
然
物
は
生
々

流
転
し
変
化
し
ま
す
。「
イ
へ
」の「
イ
」

が
表
す
よ
う
な
、
物
事
を
動
か
し
て
い

川本 豊（かわもと・ゆたか）
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そ
の
境
内
に
、
阿
弥
陀
堂
を
つ
く
り
、

最
期
は
そ
こ
で
亡
く
な
る
の
で
す
が
、

死
期
を
悟
る
と
、
道
長
は
阿
弥
陀
堂
に

移
り
ま
す
。
死
を
迎
え
る
た
め
の
室し

つ

礼ら
い

と
し
て
、
広
い
お
堂
の
な
か
に
、
屏
風

を
め
ぐ
ら
し
て
仕
切
り
、
そ
こ
に
籠
も

っ
て
西
を
向
い
て
御
像
を
置
い
て
拝
む
。

西
方
浄
土
で
す
。

　
日
常
生
活
の
場
所
で
あ
る
五ご

大だ
い

堂ど
う

か

ら
、
阿
弥
陀
堂
に
移
る
際
に
回
廊
で
は

な
く
前
庭
を
通
っ
て
行
き
ま
す
。
庭
に

あ
る
中
島
を
通
り
、
橋
を
渡
っ
て
終つ

い

の

場
所
に
な
る
阿
弥
陀
堂
に
入
る
。
そ
の

道
す
が
ら
自
分
が
こ
し
ら
え
た
庭
の
風

景
を
目
に
収
め
る
わ
け
で
す
。
橋
を
渡

る
と
い
う
こ
と
は
、
異
界
に
移
る
こ
と

で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
経
て
、

自
分
の
死
を
迎
え
る
「
場
所
」
に
移
っ

て
い
く
の
で
す
。

田
路　
道
長
は
、
庭
の
風
景
を
目
に
収

め
て
橋
を
渡
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
眺
め

に
関
す
る
言
葉
と
し
て
、
学
術
的
に
は
、

客
観
的
に
計
測
で
き
る
も
の
を「
景
観
」、

そ
れ
に
対
し
て
、
文
化
的
に
意
味
づ
け

ら
れ
た
も
の
を
「
風
景
」
と
し
て
い
ま

す
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

（Vision

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、「
失
わ
れ
た

裏千家内 露地の中門（京都市上京区）
写真提供：一般社団法人 今日庵　　撮影：竹前 朗
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に
見
え
な
い
も
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を
見
る

自
然
を
詠
む
和
歌
の
世
界
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く
生
成
変
化
す
る
生
命
的
な
力
が
あ
る
。

そ
れ
を
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
自
然
す

な
わ
ち
「
ピ
ュ
シ
ス
」（Physis

）
と
捉

え
た
わ
け
で
す
。
ま
た
道
元
は
、
そ
の

見
え
な
い
力
の
領
域
、
自
然
界
の
外
側
、

そ
れ
を
「
清
浄
本
然
な
る
山
河
大
地
」

と
名
づ
け
、
自
然
物
と
し
て
の
「
山
河

大
地
」
と
区
別
し
た
の
で
す
。

川
本　
「
ピ
ュ
シ
ス
」も
捉
え
に
く
い
言

葉
で
す
ね
。
た
ん
に
「
自
然
」
で
い
い

の
で
し
ょ
う
か
?

田
路　
私
は
「
ピ
ュ
シ
ス
」
は
、
さ
き

ほ
ど
言
っ
た
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
不

可
知
の
領
域
を
捉
え
る
概
念
と
し
て
理

解
す
れ
ば
よ
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
家
に
は
窓
が
あ
り
ま
す
ね
。
人
は
世

界
を
ど
ん
ど
ん
仕
切
っ
て
い
く
け
れ
ど
、

仕
切
る
と
同
時
に
外
側
の
世
界
も
見
た

い
の
で
、
窓
を
開
け
て
外
を
見
る
。
そ

の
時
に
窓
か
ら
見
え
る
庭
が
き
れ
い
だ

な
と
か
、
思
う
わ
け
で
す
。
私
た
ち
現

代
人
は
そ
れ
ぐ
ら
い
し
か
見
え
な
い
の

で
す
が
、
よ
く
よ
く
窓
の
外
を
見
て
い

る
と
、
鳥
や
虫
が
飛
ん
で
い
た
り
、
陽

の
光
が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
の
を

感
じ
る
。
そ
れ
は
自
然
の
働
き
で
す
。

知
り
え
な
い
何
か
、
大
自
然
の
作
用
の

よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
現
代
人
は
そ
れ
を
す
ぐ
写
真
に
撮
っ

て
、
言
語
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
が
、
川
本
さ
ん
が
研
究
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
は
和

歌
や
俳
句
に
盛
ん
に
詠
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
古
来
、
日
本
人
は
詩
に
す
る
ス
キ

ル
を
も
っ
て
い
た
。
見
え
な
い
も
の
を

見
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
ス
キ
ル
が

い
る
。
方
法
が
い
る
。
宗
教
的
な
も
の

で
あ
れ
ば
、
祝
詞
を
あ
げ
る
な
ど
の
儀

礼
に
よ
っ
て
、
見
え
な
い
も
の
に
触
れ

よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
近
代
以
降
、

そ
う
い
う
宗
教
的
な
儀
礼
を
家
か
ら
追

放
し
て
し
ま
い
、
見
え
な
い
も
の
を
見

る
と
い
う
行
為
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

川
本　
『
萬
葉
集
』以
来
、さ
ま
ざ
ま
な

形
で
自
然
が
詠
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
住

ま
い
と
の
関
連
で
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

住
み
わ
び
ぬ 

げ
に
や
深
山
の

ま
き
の
葉
に 

く
も
る
も
す
め
る 

有
明
の
月 （
鴨
長
明
）

や
ま
か
げ
の 

岩
間
を
つ
た
ふ

苔
水
の 

か
す
か
に
わ
れ
は 

す
み
わ
た
る
か
も （
良
寛
）

　
さ
ら
に
近
代
に
な
っ
て
、
正
岡
子
規

う
こ
と
も
あ
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

川
本　
日
本
の
仕
切
り
は
、
た
し
か
に

堅
い
壁
で
は
な
く
、
几
帳
や
御
簾
と
い

っ
た
脆
弱
な
も
の
で
す
。「
力
弱
い
」
と

も
表
現
さ
れ
ま
す
。
日
本
人
の
心
性
と

し
て
、
見
た
も
の
、
見
え
た
も
の
は
事

実
と
し
ま
す
が
、
聞
い
た
も
の
、
聞
こ

え
た
も
の
は
極
端
に
言
え
ば
な
か
っ
た

こ
と
に
で
き
ま
す
。

　
例
え
ば
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
、
病

床
の
堀
河
天
皇
の
も
と
に
政
務
で
関
白

が
訪
れ
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
御
側

で
看
病
し
て
い
た
長
子（
日
記
の
著
者
）

は
、
天
皇
の
膝
の
陰
、
こ
れ
も
仕
切
り

の
一
つ
で
す
が
、「
単
衣
を
引
き
被か

づ

き

て
臥ふ

し
」、す
な
わ
ち
、上
衣
を
す
っ
ぽ

り
と
引
き
被
い
て
我
が
身
を
隠
し
ま
す
。

長
子
は
、
た
だ
見
え
な
く
な
っ
た
だ
け

で
、
そ
こ
に
居
る
こ
と
は
自
明
で
す
が
、

慣
習
的
に
居
な
い
と
了
解
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
図
の
「
ふ
る
ま
い
」
に
あ
た
る

と
思
い
ま
す
。
や
が
て
天
皇
が
崩
御
し

た
際
に
、
内
大
臣
が
御
遺
骸
に
「
御
単

衣
取
り
寄
せ
た
ま
う
て
、
引
き
被
け
ま

ゐ
ら
せ
」
ま
す
。
同
じ
「
被
く
」
と
い

う
現
象
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
「
し
き
た

り
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
図
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
を
四
象
限
に
、
わ
か

り
や
す
く
プ
ロ
ッ
ト
で
き
ま
す
。

川
本　
「
住
ま
う
こ
と
」を
考
え
る
上
で
、

家
、
旅
、
漂
泊
と
い
う
三
つ
の
状
態
を

想
定
し
て
み
ま
し
た
。

　
ま
ず
、「
家
」
に
つ
い
て
、
福
井
に
生

き
た
幕
末
の
歌
人
、
橘

た
ち
ば
な

曙の
あ
け

覧み

の
『
独

楽
吟
』を
取
り
上
げ
ま
す
。こ
れ
は「
た

の
し
み
は
」
で
始
ま
っ
て
、「
◯
◯
の
と

き
」
で
終
わ
る
形
式
で
詠
ん
だ
和
歌
で
、

っ
て
い
な
い
状
態
が
あ
り
ま
す
。
幕
末

の
俳
人
、
井
上
井せ

い

月げ
つ

は
、
信
州
伊
那
谷

一
帯
を
漂
泊
し
な
が
ら
、
連
句
の
会
を

開
い
た
り
、
能
書
家
で
あ
っ
た
の
で
、

芭
蕉
の
句
や
詩
文
を
襖
な
ど
に
揮
毫
し

て
、
そ
の
見
返
り
に
酒
食
と
宿
、
い
く

ら
か
の
金
銭
を
も
ら
っ
て
生
活
し
て
い

ま
し
た
。
一
説
に
よ
る
と
、
一
八
四
七

年
の
善
光
寺
地
震
で
家
族
を
亡
く
し
て
、

在
所
の
越
後
長
岡
藩
を
出
て
、
放
浪
生

活
を
始
め
て
い
ま
す
。
や
が
て
師
走
の

枯
れ
田
に
行
き
倒
れ
て
い
る
の
を
発
見

さ
れ
ま
す
。
哀
し
い
漂
泊
の
末
路
で
す

が
、「
落
栗
の
座
を
定
め
る
や
窪
溜
り
」

の
句
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
が
井
月
の

選
ん
だ
生
き
様
と
い
え
ま
す
。

　
山
頭
火
が
松
山
の
一
草
庵
に
落
ち
着

い
た
一
九
四
〇
年
に
「
濁
れ
る
水
の
流

れ
つ
つ
澄
む
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
庵

住
と
放
浪
行
乞
に
明
け
暮
れ
た
山
頭
火

で
な
け
れ
ば
到
達
で
き
な
い
境
地
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

田
路　
漂
泊
と
い
う
の
は
、
現
代
的
な

問
題
で
あ
る
移
民
、
難
民
に
つ
な
が
り

ま
す
ね
。
世
界
を
見
わ
た
せ
ば
、
自
分

の
意
志
で
は
な
く
、
や
む
を
得
ず
家
を

離
れ
て
い
る
人
々
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
私
の
も
う
ひ
と
つ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

日
常
生
活
や
家
族
の
幸
せ
、
学
問
へ
の

態
度
な
ど
が
五
十
二
首
の
連
作
と
し
て

詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
家
族

と
一
緒
に
、「
藁
屋
」
と
名
づ
け
ら
れ
た

あ
ば
ら
や
で
す
が
、
我
が
家
に
住
ま
う

暮
ら
し
に
悦
び
を
見
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
彼
の
生
き
方
で
す
。

た
の
し
み
は　
艸く

さ

の
い
ほ
り
の　

莚む
し
ろ

敷
き　
ひ
と
り
こ
こ
ろ
を　

鎮
め
を
る
と
き

　
次
に
、
そ
の
対
極
と
し
て
、
旅
や
漂

泊
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
「
旅
」
は
、
家
を
出
て
、
家
に

戻
る
こ
と
で
す
か
ら
、
家
が
前
提
に
あ

り
ま
す
。
か
つ
て
旅
は
命
が
け
で
、
ど

こ
か
で
野
垂
れ
死
に
す
る
危
険
性
も
帯

び
た
移
動
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に

書
か
れ
た
『
海
道
記
』
は
、
住
ま
い
の

あ
る
京
都
に
老
母
を
置
い
て
、
五
十
歳

の
作
者
が
鎌
倉
へ
旅
に
出
て
戻
っ
て
く

る
ま
で
を
描
い
た
自
照
性
の
高
い
紀
行

文
で
す
。
著
者
は
不
明
で
す
が
、
現
代

の
「
八
十
・
五
十
問
題
」
を
彷
彿
と
さ

せ
る
よ
う
に
、
家
を
出
て
、
家
（
母
）

を
想
う
作
品
で
す
。

　
次
に
、
漂
泊
、
放
浪
と
い
う
家
を
持

は
『
萬
葉
集
』
を
評
価
し
つ
つ
、『
古
今

集
』
以
来
の
伝
統
的
な
和
歌
や
、
俳
句

の
革
新
を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
現
実
写
生
の
原
理
で
、

定
型
化
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
よ

り
は
、
見
た
ま
ま
の
現
象
の
素
直
な
表

現
を
求
め
た
と
言
え
ま
す
。

田
路　
も
う
一
つ
図
2
を
書
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
川
本
さ
ん
の
「
奥
」
の
視
点
に

よ
る
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
な
ど
の
分
析

を
自
分
な
り
に
解
釈
し
た
も
の
で
す
。

図
の
一
方
に
は
「
し
つ
ら
い
」
が
あ
る
。

住
ま
い
に
は
御
簾
が
下
が
っ
て
い
る
と

か
、
几
帳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
か
、

物
の
配
置
が
あ
る
。
も
う
一
方
で
、
人

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
行
為
、「
ふ
る
ま
い
」
が
あ

る
。「
し
つ
ら
い
」と「
ふ
る
ま
い
」、
ち

ょ
う
ど
語
呂
も
い
い
で
す
よ
ね
。

川
本　
私
は
「
住
ま
い
」
の
建
築
論
と

い
う
分
野
で
す
か
ら
工
学
系
に
な
り
ま

す
が
、
対
象
と
し
て
、
古
典
文
学
と
い

う
言
葉
を
主
に
扱
っ
て
い
る
せ
い
か
、

ど
う
し
て
も
文
字
の
羅
列
に
な
っ
て
し

ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
図
式
化
と
い

う
こ
と
を
常
に
意
識
は
し
て
い
る
の
で

す
が
、
先
ほ
ど
の
図
の
よ
う
に
ひ
と
目

で
わ
か
る
図
を
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
と

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

田
路　
川
本
さ
ん
は
、「
ふ
る
ま
い
」
と

「
し
つ
ら
い
」の
間
で
生
じ
る
、人
び
と

の
い
ろ
い
ろ
な
心
情
や「
こ
こ
ろ
も
ち
」、

そ
れ
を
物
語
や
日
記
か
ら
読
み
込
ん
で

お
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
古
代
に
は
、
こ

う
す
る
べ
し
、
と
い
う
「
し
き
た
り
」

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
誰
が
座
る
べ
き
と

か
、
所
作
は
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
か
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
、
私
的
な

こ
こ
ろ
も
ち
が
あ
る
。

　
い
ま
現
代
人
は
し
き
た
り
が
ど
ん
ど

ん
な
く
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
振
る
舞
い

が
、
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
か
ぎ
り
許

さ
れ
る
。
し
か
し
か
つ
て
は
、
ギ
リ
シ

ア
語
で
い
う「
ノ
モ
ス
」、つ
ま
り
慣
習

や
規
律
、
規
範
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
個
人
の
こ
こ
ろ
も
ち
は
、
し
き

た
り
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
す
。
そ
の
軋
轢
の
な
か
で
物
語
が
生

ま
れ
る
。「
ふ
る
ま
い
」
と
「
し
つ
ら

い
」
の
関
係
性
は
、「
し
き
た
り
」
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
れ
ば
、

個
人
の「
こ
こ
ろ
も
ち
」に
よ
っ
て
、ふ

る
ま
い
が
ド
ラ
イ
ブ
さ
れ
て
い
く
と
い

「
ふ
る
ま
い
」と「
し
つ
ら
い
」

図2　ふるまいとしつらい

しきたり
（ノモス）

こころもち
（パトス）

し
つ
ら
い

（
環
境
）

ふ
る
ま
い

（
行
為
）

家
の
対
極
と
し
て
の
旅
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代
的
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
し
、
こ
れ
か
ら
必
要

な
方
向
性
だ
と
思
い
ま
す
。

川
本　
佐
藤
正
英
氏
の
著
書
『
故
郷
の

風
景
』
に
は
、
日
本
の
原
風
景
の
よ
う

な
も
の
を
、
自
ら
の
「
記
憶
の
な
か
の

故
郷
の
風
景
」
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
た
イ
ラ
ス
ト
が
あ
り

ま
す
。
阿
弥
陀
堂
や
八
幡
神
社
が
あ
っ

た
り
、
鉄
工
所
が
あ
っ
た
り
、「
私
の

家
」
の
裏
に
は
低
い
山
（
里
山
）
が
あ

り
、
そ
の
向
こ
う
に
は
連
山
（
奥
山
）

が
描
か
れ
ま
す
。
山
の
上
に
は
ご
先
祖

さ
ま
が
お
ら
れ
る
と
い
う
、
今
の
日
本

人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
大
方
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
。
日
本
倫
理
思
想

史
学
の
大
家
で
あ
り
な
が
ら
、
と
て
も

わ
か
り
易
い
か
た
ち
で
故
郷
の
風
景
を

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
、
文
中
に
は
日
本

の
し
き
た
り
、
習
俗
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
。

田
路　
か
つ
て
日
本
家
屋
に
は
奥
座
敷

が
あ
り
、
ま
た
家
の
縁
側
は
自
然
を
感

じ
る
う
っ
て
つ
け
の
場
所
で
し
た
。
町

中
に
は
神
社
が
あ
り
、
そ
し
て
里
山
が

広
が
り
、
さ
ら
に
奥
山
に
は
奥
宮
が
建

立
さ
れ
、
一
部
は
人
が
入
れ
な
い
禁
足

地
と
さ
れ
ま
し
た
。
家
（
私
界
）
と
町

（
社
界
）
と
山
（
自
然
界
）
が
つ
な
が
り

な
が
ら
、
そ
の
至
る
と
こ
ろ
に
、
大
自

然
界
を
の
ぞ
き
み
る
穴
が
あ
っ
た
の
で

す
。
な
か
で
も
社
界
と
自
然
界
の
境
界

と
な
る
里
山
は
、
町
の
生
活
を
物
質
的

に
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
人
と
自
然
界

を
つ
な
ぐ
文
化
の
培
養
床
で
も
あ
っ
た
。

　
生
物
と
同
じ
よ
う
に
都
市
も
新
陳
代

謝
を
し
て
い
ま
す
。
必
需
品
を
周
囲
の

田
畑
や
山
林
か
ら
吸
収
し
、
逆
に
排
泄

物
を
放
出
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
田
園

う
で
す
。

　
こ
う
し
た
町
の
歴
史
を
調
べ
て
知
っ

た
の
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
極
限
状

態
に
追
い
込
ま
れ
て
も
、
な
ん
と
か
し

て
住
み
着
き
、
生
き
抜
い
て
い
こ
う
と

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。「
住
ま
う
こ

と
」
の
根
源
に
、
き
れ
い
ご
と
で
は
な

い
、
生
存
欲
求
と
い
う
も
の
を
感
じ
ま

し
た
。

田
路　
冒
頭
で
、
家
の
機
能
が
都
市
の

な
か
に
分
散
し
て
い
っ
た
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
が
、
現
代
的
に
う
ま
く
再
生

し
て
い
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

パ
リ
の
マ
セ
ナ
地
区
で
す
。
鉄
道
終
着

駅
の
広
大
な
線
路
敷
を
活
用
し
た
ま
っ

た
く
新
し
い
市
街
地
で
、
公
園
が
う
ま

く
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
庭
園
は
ベ
ル
サ
イ

ユ
の
よ
う
な
人
工
的
な
庭
園
で
し
た
が
、

最
近
は
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
受
け
て
、

自
然
の
植
生
を
再
現
す
る
よ
う
な
庭
園

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
マ
セ
ナ
地
区

に
も
そ
う
い
う
公
園
が
造
ら
れ
、
隣
接

す
る
大
学
の
学
生
が
寝
転
が
っ
て
休
憩

し
た
り
、
デ
ー
ト
し
た
り
、
本
を
読
ん

に
、
京
都
の
東
九
条
と
い
う
場
所
に
関

す
る
研
究
が
あ
り
ま
す
。
一
九
一
〇
年

の
日
韓
併
合
の
頃
か
ら
、
朝
鮮
の
人
々

が
日
本
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
り
、
特

に
戦
後
に
な
る
と
、
東
海
道
新
幹
線
の

ト
ン
ネ
ル
工
事
に
従
事
し
、
こ
の
エ
リ

ア
に
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
て
住
み
着
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
な
ど
を
読
む
と
、
そ
れ
は
一
日
で

で
き
る
く
ら
い
の
粗
末
な
家
だ
っ
た
よ

だ
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
日
常
的

な
気
持
ち
の
良
さ
と
か
、
楽
し
さ
と
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
、
人
々
は

何
が
し
か
自
然
そ
の
も
の
に
触
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　
日
本
の
桂
離
宮
や
修
学
院
離
宮
、
あ

る
い
は
大
名
庭
園
で
は
、
回
遊
し
て
散

策
し
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
東
屋
で
お
茶

や
お
酒
を
飲
み
、
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
に

興
じ
な
が
ら
庭
園
に
佇
み
、
四
季
の
移

ろ
い
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　
公
園
や
庭
園
と
住
ま
い
の
関
係
性
に

つ
い
て
、
日
本
人
は
す
ご
く
優
れ
た
文

化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
現

対談が行われた梅小路公
園（京都市）の朱雀の庭
にて。建都1200年を記念
し、京都の作庭技術・技
法の粋を結集してつくら
れた、約9,000平方メー
トルの池泉回遊式庭園は、
中央の池「水鏡」の周囲
に築山や滝、野筋や花床
などが配置され、歩みに
つれて変化する景が見ど
ころ。

イラスト：川口澄子
出典：佐藤正英『故郷の風景』ちくまプリマ―新書、2010年

高瀬川沿いに並ぶバラック住居（1950年代後半）
柳原銀行記念資料館所蔵

パリ・マセナ地区のグラン・ムーラン・アベ・ピエール庭園
撮影：田路貴浩

地
帯
に
は
工
場
が
立
地
し
、
里
山
に
は

ゴ
ミ
焼
却
場
や
産
廃
処
分
場
が
置
か
れ

て
い
る
。
近
年
、
自
然
環
境
の
保
全
と

適
切
な
利
用
の
必
要
性
か
ら
エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
唱
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
社
界
と
自
然
界
の
適
切
な
関

係
へ
の
是
正
は
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
界
の
外
に

人
智
を
は
る
か
に
超
え
た
大
自
然
界
が

存
在
す
る
こ
と
、
冒
頭
の
大
地
震
や
死

も
そ
う
で
す
が
、
そ
う
し
た
超
越
的
非

日
常
の
領
域
へ
の
怖
れ
を
文
化
と
し
て

再
生
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
の
で

す
。
環
境
問
題
の
解
決
の
根
本
に
は
、

こ
う
し
た
住
文
化
の
問
題
が
潜
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
デ
ザ
イ
ン
へ
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探究
コラム

探究
コラム

は
散さ

ん
村そ

ん
、
地
元
で
は
散さ

ん
居き

よ
村そ

ん
と
い
う
。

　
カ
イ
ニ
ョ
は
直
接
家
屋
に
、
暴
風
や

雪
風
が
当
た
ら
ぬ
よ
う
風
を
受
け
止
め

た
り
、
直
射
日
光
を
さ
え
ぎ
る
こ
と
が

主
な
役
割
で
あ
る
。ス
ギ
、ケ
ヤ
キ
、カ

シ
、
ア
テ
や
竹
な
ど
の
高
木
と
、
カ
エ

デ
、
ウ
メ
、
ク
リ
や
カ
キ
な
ど
の
中
低

木
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

落
葉
や
枝
は
燃
料
に
、
幹
は
増
改
築
の

材
料
に
、
タ
ケ
は
洗
濯
竿
、
稲
架
竿
に

て
一
部
の
連
家
船
漁
民
に
分
配
す
る
ほ

か
、
周
囲
に
港
・
編
網
場
・
造
船
工
場

・
水
産
物
加
工
場
・
小
学
校
・
診
療
所

・
商
店
を
建
設
し
、
漁
村
と
し
て
整
備

す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
折
し
も
集

団
労
働
体
制
下
に
あ
っ
た
の
で
、
連
家

船
漁
民
は
船
に
寝
泊
ま
り
し
て
漁
労
を

す
る
前
線
勤
務
と
、
陸
上
の
工
場
な
ど

で
働
き
漁
労
を
支
え
る
後
方
勤
務
に
分

け
ら
れ
た
。

　
続
く
一
九
七
八
年
の
改
革
開
放
の
後
、

彼
ら
は
お
金
を
貯
め
次
々
と
ア
パ
ー
ト

な
ど
を
購
入
・
賃
借
し
た
。
約
四
千
人

の
連
家
船
漁
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
と

あ
る
漁
村
で
は
、
人
口
の
九
十
九
パ
ー

セ
ン
ト
が
陸
上
に
占
有
で
き
る
家
屋
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
は
、
水
上
の
漂
泊
民
が
陸
上
の

定
住
民
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
歴
史
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
連
家
船
漁
民
自

と
使
用
で
き
、
果
樹
は
貴
重
な
食
用
と

な
る
果
実
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、

木
の
根
本
に
は
ド
ク
ダ
ミ
、
オ
オ
バ
コ

と
い
っ
た
薬
草
や
、
フ
キ
、
セ
リ
な
ど

の
野
草
も
生
え
、
日
常
生
活
を
支
え
て

く
れ
る
。

　
一
方
で
、
カ
イ
ニ
ョ
の
規
模
や
、
植

栽
し
た
木
の
種
類
や
手
入
れ
に
よ
っ
て
、

そ
の
家
の
格
や
家
主
の
勤
勉
さ
が
一
目

で
わ
か
る
こ
と
か
ら
、
見
栄
も
あ
り
、

カ
イ
ニ
ョ
の
維
持
管
理
は
、
手
の
抜
け

な
い
大
事
な
作
業
で
あ
る
。

　
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
の
窓
や
戸
は
、
家
屋

身
も
、
家
屋
獲
得
と
い
う
事
態
に
、
学

校
に
通
い
工
場
や
役
場
で
の
仕
事
に
就

く
と
い
う
陸
上
の
人
々
と
同
じ
未
来
を

託
し
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
前
述
の
漁

村
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
も
連
家
船

漁
民
の
実
に
七
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

が
、
船
で
の
頻
繁
な
移
動
と
長
期
的
な

寝
泊
ま
り
を
伴
う
水
上
労
働
に
従
事
し
、

陸
で
育
っ
た
若
者
た
ち
も
親
の
後
を
つ

ぎ
漁
労
や
魚
の
運
搬
に
参
入
し
た
。
陸

上
世
界
に
出
て
み
た
は
よ
い
が
、
働
い

て
い
た
工
場
が
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で

倒
産
し
た
、
三
輪
タ
ク
シ
ー
を
始
め
た

が
思
う
よ
う
に
稼
げ
な
い
と
い
っ
た
予

想
外
の
リ
ス
ク
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な

っ
た
。
反
対
に
、
か
つ
て
悲
惨
だ
っ
た

は
ず
の
水
上
世
界
は
現
在
、
そ
れ
ら
の

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
空
間
、
あ

る
い
は
世
界
で
需
要
の
高
ま
る
水
産
資

源
を
捕
獲
し
、
経
済
的
利
益
を
上
げ
る

こ
と
の
で
き
る
、
魅
力
的
で
離
れ
が
た

い
空
間
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

へ
の
風
雨
雪
の
吹
込
み
を
防
ぎ
、
エ
ア

コ
ン
は
快
適
な
室
内
を
提
供
し
、
ガ
ス

や
電
気
に
よ
る
調
理
機
器
は
、
燃
料
と

な
る
落
葉
や
枝
を
集
め
る
作
業
か
ら

人
々
を
解
放
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
風

通
し
や
日
光
を
遮
り
、
落
葉
処
理
を
伴

う
カ
イ
ニ
ョ
は
邪
魔
も
の
と
な
り
、
家

の
建
替
え
の
時
な
ど
に
伐
採
さ
れ
始
め

て
い
る
。
天
狗
が
住
む
木
と
呼
ば
れ
た

村
一
番
の
大
木
も
伐
採
さ
れ
、
ス
ギ
の

苗
木
を
植
え
る
萌
芽
更
新
の
教
え
も
、

今
は
耳
に
し
な
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
カ
イ
ニ
ョ
は
木
陰
を
作
り
、

や
さ
し
い
風
を
生
み
、
野
鳥
を
休
ま
せ
、

身
近
な
生
き
物
に
住
処
を
与
え
る
。
維

持
管
理
は
大
変
だ
が
、
鳥
の
さ
え
ず
り
、

虫
の
音
、
ハ
ル
ゼ
ミ
か
ら
ツ
ク
ツ
ク
ボ

ウ
シ
ま
で
の
蝉
鳴
き
が
順
次
楽
し
め
る
、

あ
る
意
味
と
て
も
贅
沢
な
環
境
と
も
言

え
る
。
季
節
の
音
を
奏
で
る
屋
敷
林
、

そ
う
で
も
言
っ
て
息
子
に
渡
そ
う
と
、

私
は
思
っ
て
い
る
。

水
上
の
船
に
住
ま
いつ
づ
け
る
人
々

と
な
み
の
散
居
村
の
カ
イニョ

作
）
の
一
幕
。「
廓く

る
わ

船ぶ
ね

」
に
住
ま
う
銀

子
が
、
川
岸
で
食
堂
を
営
む
信
雄
の
母

と
風
呂
に
入
り
な
が
ら
、
幼
い
頃
、
船

の
縁
に
し
ゃ
が
み
お
し
っ
こ
を
し
て
い

た
ら
河
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
語
る
。

ふ
だ
ん
は
大
人
び
た
表
情
で
多
く
を
語

ら
ぬ
銀
子
が
珍
し
く「
き
ゃ
き
ゃ
き
ゃ
」

と
笑
う
印
象
的
な
シ
ー
ン
だ
が
、
映
画

を
観
る
者
は
図
ら
ず
も
船
上
生
活
の
危

険
や
厳
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　
中
国
福
建
省
南
部
の
九
龍
江
河
口
に

も
、
船
に
住
ま
い
漁
労
や
水
上
運
搬
を

す
る
人
々
が
い
る
。「
連レ

ン
ゲ
ー
ズ
ヒ
ー
ミ
ン

家
船
漁
民
」
と

呼
ば
れ
る
彼
ら
は
陸
上
の
土
地
と
家
屋

を
も
て
ず
、
船
で
漂
泊
す
る
し
か
な
い

民
と
さ
れ
、
地
域
社
会
で
は
多
数
派
の

漢
民
族
と
は
別
の
異
民
族
・
賤
民
・
貧

困
者
な
ど
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
中
国

に
は
「
行
船
走
馬
三
分
命
」（
船
と
馬
に

乗
る
者
は
三
分
の
命
し
か
な
い
）
と
い

う
諺
が
あ
る
が
、
連
家
船
漁
民
の
暮
ら

し
も
ま
た
、
自
然
災
害
や
事
故
で
命
を

落
と
す
危
険
が
つ
き
も
の
で
、
学
校
教

育
・
医
療
・
娯
楽
な
ど
陸
上
の
施
設
に

も
接
近
し
づ
ら
か
っ
た
。

　
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
の
一
九
五

九
年
夏
、
巨
大
台
風
が
彼
ら
の
船
を
襲

い
、
多
数
の
死
者
が
出
た
。
心
を
痛
め

た
地
方
政
府
は
連
家
船
漁
民
の
救
済
に

乗
り
出
し
た
。
そ
れ
は
集
合
住
宅
を
建

感
す
る
。
そ
し
て
、
今
年
も
来
て
く
れ

た
か
と
安
堵
す
る
。
初
鳴
き
は
「
ホ
ー

ケ
」
く
ら
い
で
う
ま
く
な
い
。
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
下
手
だ
。
日
を
追
う
こ
と

に
上
手
く
な
る
。
ま
た
安
堵
す
る
。
我

が
家
の
屋や

敷し
き

林ば
や
し

に
留
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
姿
を
見
た
こ
と
は

な
い
。
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
こ
と
も
あ

り
、
こ
の
時
期
こ
の
一
帯
の
屋
敷
林
が

彼
の
縄
張
り
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
富
山
県
西
部
に
広
が
る
砺と

波な
み

平

野
の
田
園
に
住
ん
で
い
る
。
飛
騨
山
地

を
源
と
し
富
山
湾
へ
と
流
れ
込
む
庄し

よ
う

川か
わ

と
、
そ
の
支
流
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
扇
状
地
に
広
が
る
田
園
地
帯
で
あ
る
。

こ
の
一
帯
で
は
、屋
敷
林（
カ
イ
ニ
ョ
）

に
す
っ
ぽ
り
と
覆
わ
れ
た
家
々
が
、
距

離
を
お
い
て
点
在
す
る
景
観
を
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
地
理
学
で

画
『
泥
の
河
』（
一
九
八
一
年
、

小
栗
康
平
監
督
、
宮
本
輝
原

グ
イ
ス
の
初
鳴
き
で
目
が
覚
め

た
時
、「
春
が
来
た
」
と
私
は
実 藤

川
美
代
子 

南
山
大
学
人
文
学
部
／
人
類
学
研
究
所
准
教
授

安
念
幹
倫 

と
な
み
散
居
村
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長

ふ
じ
か
わ
・
み
よ
こ

一
九
八
〇
年
生
ま
れ
。
中
国
福
建
省
の
船
上
生
活

者
や
台
湾
・
日
本
の
海
女
文
化
お
よ
び
海
藻
利
用

に
つ
い
て
、
文
化
人
類
学
的
な
視
点
か
ら
研
究
す

る
。
著
書
に
『
水
上
に
住
ま
う
│
中
国
福
建
・
連

家
船
漁
民
の
民
族
誌
』（
風
響
社
）
な
ど
。

あ
ん
ね
ん
・
み
き
の
り

一
九
五
七
年
富
山
県
生
ま
れ
。
専
門
は
日
本
考
古

学
。
砺
波
散
村
地
域
研
究
所
員
と
し
て
、
砺
波
平

野
の
人
口
動
向
や
農
業
動
向
を
調
査
。
共
著
に

『
21
世
紀
の
砺
波
平
野
と
黒
部
川
扇
状
地
』（
桂
書

房
）
な
ど
。

1960年以降、九龍江の支流沿いに建てられた集
合住宅と、小型の木造漁船。多くは一度出漁す
ると数か月は自宅に帰らず、夫婦や家族で船に
寝泊まりする

砺波平野の散居村景観（展望台から）と剪定された
カイニョ（スギ）　砺波散村地域研究所蔵

12

（2007年、筆者撮影）

映ウ 水
上
は
脱
却
す
べ
き
世
界
?

重
宝
さ
れ
た
カ
イ
ニ
ョ

存
在
が
問
わ
れ
る
カ
イ
ニ
ョ

リ
ス
ク
の
あ
る
陸
上
世
界
、

豊
か
な
水
上
世
界
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の
生
け
垣
の
先
に
広
が
る
水
平
線
。
右

側
に
は
松
の
木
が
数
本
、
左
側
に
は
小こ

動ゆ
る
ぎ

岬み
さ
き

の
松
の
木
の
上
部
だ
け
が
か

た
ま
り
に
な
っ
て
見
え
た
。

　
水
平
線
が
く
っ
き
り
は
っ
き
り
し
て

い
る
日
は
、
お
天
気
が
も
つ
。
水
平
線

が
も
や
も
や
し
て
い
る
日
の
お
天
気
は

崩
れ
が
ち
で
雨
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
話
を
小
学
生
の
時
に
聞
い
て
以

来
、
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。

　
東
京
の
空
で
は
水
平
線
の
よ
う
な
予

測
は
で
き
な
い
が
、
見
上
げ
る
と
今
日

も
よ
ろ
し
く
と
軽
く
ご
挨
拶
と
い
う
気

分
に
な
る
。

　
東
京
で
の
ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め
た

は
十
分
に
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、

実
際
に
暮
ら
し
て
い
る
と
問
題
は
山
積

み
だ
っ
た
か
ら
だ
。
特
に
実
感
し
て
い

た
の
は
朝
晩
の
雨
戸
の
開
け
閉
め
に
始

ま
り
、
家
中
の
障
子
の
張
替
え
、
夏
に

は
い
っ
せ
い
に
そ
の
障
子
を
は
ず
し
、

簾す
だ
れ

に
替
え
る
と
い
う
手
間
の
煩
雑
さ

な
ど
。
母
と
お
手
伝
い
さ
ん
の
作
業
を

手
伝
い
な
が
ら
、
重
労
働
だ
な
と
思
う

ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
。
年
を
追
う
ご
と

に
、
そ
の
手
の
作
業
は
簡
素
化
さ
れ
て

い
っ
た
が
、
一
方
で
和
風
と
も
洋
風
と

も
言
い
難
い
家
具
や
、
電
化
製
品
が
ふ

え
て
い
き
、
な
ん
と
な
く
雑
な
と
い
う

か
和
洋
折
衷
で
曖
昧
な
感
じ
が
目
に
つ

き
始
め
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
便
利
で

楽
な
の
は
無
論
嬉
し
い
が
、
割
り
切
れ

な
い
気
分
で
過
ご
し
て
い
た
気
が
す
る
。

　
そ
ん
な
思
い
と
は
別
に
、
裏
山
（
家

の
後
に
あ
っ
た
山
を
家
族
は
そ
う
呼
ん

で
い
た
）
の
存
在
は
純
粋
に
懐
か
し
く

良
い
思
い
出
で
、
大
人
に
な
る
ま
で
の

年
月
を
こ
う
し
た
環
境
で
暮
ら
し
た
こ

と
を
今
更
な
が
ら
感
謝
し
て
い
る
。

　
普
通
の
散
歩
の
よ
う
に
歩
い
て
頂
上

の
は
一
九
七
〇
年
代
の
始
め
、
二
十
七

歳
の
時
だ
っ
た
。
以
来
、
ス
タ
イ
リ
ス

ト
と
し
て
仕
事
漬
け
の
生
活
を
コ
ロ
ナ

の
少
し
前
ま
で
ず
っ
と
続
け
て
い
た
気

が
す
る
。
父
も
母
も
元
気
で
、
そ
の
鎌

倉
の
家
が
あ
る
間
は
、
正
月
以
外
に
も

時
間
が
あ
れ
ば
帰
っ
て
い
た
。
そ
ん
な

家
も
今
は
も
う
な
い
。

　
東
京
暮
ら
し
を
始
め
た
頃
の
私
は
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
洋
風
の
空
間
へ
の
憧
れ

が
強
く
、
小
造
な
快
適
さ
を
求
め
て
い

た
。
シ
ン
プ
ル
な
日
本
家
屋
の
美
し
さ

の
東あ

ず
ま
や屋

ま
で
登
り
、
す
ぐ
ひ
き
返
し
て

く
る
と
三
十
分
く
ら
い
で
戻
れ
た
だ
ろ

う
か
。
中
腹
に
「
花
壇
」
と
呼
ん
で
い

た
平
ら
な
場
所
が
あ
り
、
春
に
は
木
の

花
が
咲
く
。木
蓮
、雪
柳
、小
手
毬
、連

ぎ
ょ
う
、
蝋ろ

う
梅ば

い
な
ど
が
い
っ
せ
い
に
咲

く
が
、
切
り
花
に
は
せ
ず
、
そ
こ
に
咲

く
ま
ま
を
見
る
の
が
父
の
流
儀
だ
っ
た
。

私
は
と
言
え
ば
、
そ
の
花
壇
へ
行
く
手

前
の
少
し
開
け
た
場
所
に
、
冬
い
っ
せ

い
に
咲
く
野
生
の
水
仙
が
お
気
に
入
り

だ
っ
た
。
正
月
に
帰
省
す
る
と
沢
山
持

ち
帰
り
、
大
き
な
花
瓶
に
無
造
作
に
入

れ
て
、
香
り
と
共
に
長
く
楽
し
め
た
の

だ
。

　
高
校
生
く
ら
い
ま
で
、
時
間
が
あ
る

と
、
そ
の
山
で
小
犬
と
散
歩
し
た
り
、

吾わ
れ

亦も

紅こ
う

を
見
つ
け
た
り
と
、
ひ
と
り
歩

き
の
気
ま
ま
さ
を
気
軽
に
楽
し
ん
だ
の

は
、
懐
か
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
今
あ

の
山
が
あ
っ
た
ら
と
ふ
と
思
う
。
大
し

た
目
的
が
な
く
て
も
、
気
分
が
よ
け
れ

ば
歩
き
た
く
な
る
現
在
の
私
の
原
点
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
九
七
三
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
四
十

年
近
く
続
け
た
パ
リ
コ
レ
取
材
の
折
に

も
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
っ
た
初
期
に

は
実
に
よ
く
街
を
歩
い
て
い
た
。
ゴ
チ

ャ
ゴ
チ
ャ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
整

然
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
パ
リ
の

街
。
親
し
み
や
す
い
気
楽
さ
に
慣
れ
た

頃
、
ふ
と
し
た
街
角
で
自
分
の
部
屋
に

障
子
を
入
れ
よ
う
と
思
い
つ
い
た
。
あ

ん
な
に
面
倒
だ
と
思
っ
て
い
た
は
ず
な

の
に
。
今
で
は
す
っ
か
り
馴
染
ん
で
気

に
入
っ
て
い
る
。

鎌倉の自宅の庭（上）、裏山の東屋から小動岬（下左）を眺めていた

障子を通して柔らかな光が入る部屋

鎌
倉
の
純
和
風
の
住
ま
い
と

裏
山
の
花
壇
が
育
ん
だ
自
然
観

はら・ゆみこ
慶應義塾大学を卒業後の1970年
に『アンアン』の創刊に参加。1972
年よりスタイリストの仕事を始め
る。以降、『婦人公論』『クロワッサ
ン』『エル・ジャポン』『和楽』など
数多くのファッションページを担
当。父は著述家の原奎一郎。著者
に『原由美子のきもの暦』、『スタ
イルを見つける』など。

ラ
ス
戸
を
開
け
る
。
激
し
い
雨
や
雪
の

日
は
別
だ
が
。
目
の
前
の
空
を
見
て
一

息
つ
き
少
し
ホ
ッ
と
す
る
。
窓
の
外
は

家
や
木
や
ビ
ル
が
あ
る
東
京
な
ら
で
は

の
景
色
が
拡
が
り
、
青
空
な
ら
嬉
し
い

し
、
雨
が
降
り
そ
う
な
曇
天
も
、
そ
れ

は
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
。

　
最
初
は
空
気
の
入
れ
換
え
の
つ
も
り

で
や
っ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
あ
る
時
、

鎌
倉
の
実
家
の
朝
を
思
い
出
し
て
い
た
。

鎌
倉
市
の
は
ず
れ
、
腰こ

し
越ご

え
の
小
高
い
山

を
背
に
し
た
高
台
に
建
て
ら
れ
た
純
和

風
の
家
だ
っ
た
。
毎
朝
、
洗
面
所
で
顔

を
洗
っ
た
後
に
、
茶
の
間
の
廊
下
の
あ

た
り
で
、
な
ん
と
な
く
海
を
見
る
の
が

習
慣
に
な
っ
て
い
た
。
見
え
る
の
は
庭

、
起
き
る
と
す
ぐ
マ
ン
シ
ョ
ン

の
上
階
に
あ
る
リ
ビ
ン
グ
の
ガ

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、ふと脳裏に浮び
あがる「心象風景」……。大切
な「風と景」について語ってい
いただきます。

私を育てた
〈 風と景 〉

原 

由
美
子 

フ
ァッ
シ
ョ
ン
ディ
レ
ク
タ
ー

写真：木寺紀雄

純
和
風
の
住
ま
い
と

小
造
な
洋
風
への
憧
れ

裏
山
の
花
壇
と

独
り
歩
き
の
思
い
出

朝
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ー
を
設
立
し
た
。
同
セ
ン
タ
ー
の
名
誉

所
長
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
の
河
合

雅
雄
先
生
か
ら
の
依
頼
で
、
私
は
所
長

に
就
任
し
、
現
在
は
名
誉
所
長
を
拝
命

し
て
い
る
。

　
研
究
セ
ン
タ
ー
の
運
営
会
議
・
研
究

報
告
会
に
出
席
す
る
と
、
兵
庫
県
の
み

な
ら
ず
全
国
の
「
人
と
野
生
動
物
の
軋

轢
」
に
関
す
る
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
二
〇
二
三
年
は
多
数
の
ク
マ
が

集
落
周
辺
に
出
没
し
、
全
国
で
二
百
十

九
名
の
人
身
被
害
が
あ
り
、
五
千
六
百

五
十
頭
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
、
千
四
百

二
十
二
頭
の
ヒ
グ
マ
が
捕
殺
さ
れ
た
。

　
今
日
で
は
、
ク
マ
の
出
没
は
全
国
に

広
が
り
、
森
林
や
山
か
ら
離
れ
た
市
街

地
に
も
お
よ
び
、
庭
に
植
え
ら
れ
て
い

る
柿
の
木
に
ク
マ
が
登
っ
て
柿
の
実
を

食
べ
て
い
る
光
景
や
、
あ
た
か
も
住
居

を
覗
き
込
む
不
審
者
の
よ
う
な
光
景
も

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
兵
庫
県
を
は
じ
め
と
し
て
、

ク
マ
と
の
軋
轢
を
減
ら
す
た
め
に
、
庭

に
植
え
ら
れ
た
柿
木
の
伐
採
を
奨
励
す

る
地
方
自
治
体
も
少
な
く
な
い
。

　
こ
う
し
た
光
景
が
増
え
る
理
由
の
ひ

と
つ
に
、
本
来
の
生
息
域
で
あ
る
森
林

内
の
食
べ
物
が
不
作
に
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
私
が
同
研
究
セ
ン
タ
ー

の
所
長
時
代
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
シ
ン

ボ
ル
に
大
型
野
生
動
物
の
保
護
を
謳
っ

て
い
た
日
本
熊
森
協
会
は
、
山
奥
に
ド

ン
グ
リ
を
撒
く
な
ど
の
活
動
を
し
て
い

た
。
残
念
な
が
ら
解
決
に
は
ほ
ど
遠
い

と
予
想
し
て
い
た
が
、
現
状
を
み
る
か

ぎ
り
そ
の
通
り
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
適
切
な
解
決
策
は
あ
る
の

た
酒
樽
が
目
当
て
の
「
酒
好
き
の
ゾ
ウ

（
特
に
♂
）」
の
存
在
が
わ
か
り
、「
酒
樽

は
人
家
内
で
は
な
く
、
森
の
中
に
置
く

よ
う
に
」
と
指
導
し
、
そ
の
結
果
、
集

落
へ
の
侵
入
が
激
減
し
た
と
い
う
。

　
私
は
博
士
の
東
京
で
の
受
賞
講
演
の

司
会
役
を
務
め
た
の
で
、
休
憩
時
間
中

に
そ
の
よ
う
な
「
粋
な
計
ら
い
」
の
裏

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
日

本
の
ク
マ
と
人
の
軋
轢
回
避
で
は
、
残

念
な
が
ら
「
粋
な
計
ら
い
」
と
は
言
え

な
い
が
、
少
な
か
ら
ぬ
地
方
自
治
体
が

人
家
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
柿
の
木
の
伐

採
を
奨
励
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例

だ
ろ
う
。

　
し
か
し
正
岡
子
規
の
「
柿
く
へ
ば　

鐘
が
鳴
る
な
り　
法
隆
寺
」
は
、
た
と

え
法
隆
寺
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
人
に

も
秋
の
深
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
名
句
で
、

柿
の
木
の
伐
採
は
多
く
の
日
本
人
に
と

っ
て
辛
い
こ
と
で
は
あ
る
。

　
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
が
提
唱
し
た
「
酒

樽
の
集
落
外
設
置
」
を
、
Ｄ
Ｍ
Ｇ
森
精

機
の
広
報
誌
『
つ
な
が
り
』
に
紹
介
し

た
と
こ
ろ
、
新
潟
県
の
読
者
か
ら
「
地

元
の
新
聞
で
、
家
の
周
り
で
火
を
使
う

と
ク
マ
避
け
に
な
る
と
親
か
ら
教
わ
っ

た
と
い
う
投
書
を
読
ん
だ
が
、
た
と
え

か
?　
「
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
」を
二
〇
〇

六
年
に
受
賞
し
た
イ
ン
ド
科
学
研
究
所

の
ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
が
、
ゾ

ウ
と
人
と
の
軋
轢
を
回
避
す
る
こ
と
を

目
的
に
実
施
し
た
「
緑
の
回
廊
づ
く
り

と
酒
樽
の
集
落
外
設
置
」
は
、
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。

　
イ
ン
ド
の
野
生
ゾ
ウ
は
、
毎
年
保
護

区
か
ら
他
の
保
護
区
に
移
動
す
る
た
め
、

緑
の
回
廊
は
大
い
に
役
立
っ
た
。
し
か

し
、
一
部
の
ゾ
ウ
が
回
廊
か
ら
外
れ
て

集
落
に
侵
入
し
、
村
の
犠
牲
者
は
年
間

五
百
人
に
も
お
よ
ん
だ
。
ス
ク
マ
ー
ル

博
士
ら
の
調
査
で
、
人
家
内
に
置
か
れ

火
そ
の
も
の
が
見
え
な
く
て
も
、
嗅
覚

が
鋭
い
動
物
た
ち
は
に
お
い
で
気
付
く

だ
ろ
う
」
と
書
か
れ
た
手
紙
を
い
た
だ

い
た
。
た
し
か
に
、
昔
は
野
生
動
物
対

策
に
火
を
焚
い
た
し
、
い
ま
で
も
山
登

り
で
は
、
沢
筋
で
ク
マ
を
見
か
け
た
ら
、

煙
を
嫌
う
の
で
火
を
焚
く
の
が
有
効
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
読
者
の

意
見
に
は
大
い
に
賛
同
で
き
る
。
一
方

で
、
今
の
日
本
で
は
火
事
に
な
ら
な
い

よ
う
、
火
の
使
用
禁
止
を
徹
底
す
る

「
や
り
過
ぎ
」が
あ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
社
会
が

そ
れ
を
助
長
し
て
い
る
た
め
、
ク
マ
よ

け
に
火
を
使
う
こ
と
は
難
し
い
。

　
ク
マ
が
人
を
襲
う
の
は
、
突
発
的
な

遭
遇
や
、
子
連
れ
の
場
合
が
多
い
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
安
全
性
を
確
保
し

な
が
ら
先
祖
代
々
の
知
恵
を
生
か
す
方

策
と
し
て
、
中
山
間
地
の
山
道
を
登
下

校
す
る
際
に
、
子
ど
も
た
ち
が
元
気
に

歌
を
歌
っ
た
り
、
笛
を
吹
く
の
は
、
音

に
敏
感
な
ク
マ
と
の「
予
期
せ
ぬ
遭
遇
」

を
避
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で

あ
る
。

　
し
か
し
近
年
、
六
甲
山
付
近
で
イ
ノ

シ
シ
が
買
い
物
帰
り
の
女
性
を
襲
っ
て

食
品
を
奪
う
と
い
う
事
件
が
多
発
し
て

い
る
よ
う
に
、
学
習
能
力
が
高
い
哺
乳

類
は
油
断
な
ら
な
い
。
お
腹
を
空
か
せ

た
ク
マ
が
、
従
来
と
は
異
な
る
行
動
を

と
る
危
険
性
を
排
除
で
き
な
い
。

　
南
北
に
長
い
日
本
で
は
、
北
に
い
く

ほ
ど
動
物
が
大
型
化
す
る
「
ベ
ル
ク
マ

ン
の
法
則
」
が
、
ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
に

当
て
は
ま
る
。
動
物
は
自
分
の
身
体
の

大
き
さ
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
よ
り
小

さ
な
個
体
を
襲
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、

北
陸
以
北
の
大
型
哺
乳
類
に
は
と
り
わ

け
注
意
を
要
す
る
。
一
方
で
動
物
を
神

や
そ
の
使
い
と
し
、
崇
め
、
付
き
合
っ

て
き
た
共
生
の
在
り
方
を
、
今
一
度
考

え
て
み
た
い
。

住
ま
い
を
め
ぐ
る
ヒ
ト
と
動
物

はやし・よしひろ
1946年広島県生まれ。解剖学者、
獣医師。国立科学博物館館長、
東京大学総合研究博物館館長、
山階鳥類研究所所長などを歴任。
専門は動物資源科学。

バ
メ
の
よ
う
に
軒
先
に
営
巣
し
、
子
育

て
を
す
る
野
生
動
物
は
お
お
む
ね
歓
迎

さ
れ
る
が
、
ア
ラ
イ
グ
マ
の
よ
う
に
屋

根
裏
に
営
巣
し
、
夜
中
に
走
り
回
る
よ

う
な
来
客
は
嫌
わ
れ
者
で
あ
る
。

　
ど
ん
な
野
生
動
物
が
人
の
住
ま
い
を

利
用
す
る
か
は
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な

る
。
い
ま
か
ら
十
七
年
前
の
二
〇
〇
七

年
、
人
と
野
生
動
物
の
調
和
の
と
れ
た

共
存
を
目
指
す
た
め
に
、
兵
庫
県
は
丹

波
市
青
垣
町
に
森
林
動
物
研
究
セ
ン
タ

の
住
ま
い
を
利
用
す
る
の
は
人

や
ペ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
い
。
ツ

い
ぶ
き
の

輪
っ
か

地
球
上
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
た
が
い
に
助
け
合
い
、
利
用
し

合
い
な
が
ら
生
命
を
育
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間
も
そ
の
環
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
が
つ
く
る
〈
輪
っ
か
〉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た

だ
く
、
サ
イ
エ
ン
ス
・
コ
ラ
ム
で
す
。

林 
良
博 
東
京
大
学
名
誉
教
授

コンポストを覗き込むツキノワグマ

人家の柿の木に夜間出没したツキノワグマ（2004年、兵庫
県香美町）撮影：田野眞吉　協力：東中国クマ集会

出典：農林水産省『野生鳥獣被害防止マニュアル（関連制度編）』

樽
は
森
の
中
へ

学
習
能
力
への
危
機
感

人
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コ
ス
モ
ス
国
際
賞
を
受
賞
し
た
直
後

の
二
〇
二
二
年
八
月
に
、
博
士
の
最
新

刊
『
五
〇
〇
万
年
の
オ
デ
ッ
セ
イ
』
が
、

プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版
局
か
ら
出
版

さ
れ
ま
し
た
。
ア
フ
リ
カ
の
最
初
の
人

類
か
ら
、
大
陸
移
動
、
農
耕
の
誕
生
に

よ
る
人
口
の
急
増
に
至
る
人
類
の
進
化

の
物
語
を
、
考
古
学
、
生
物
学
、
言
語

学
な
ど
を
統
合
し
、
魅
力
的
に
描
き
出

し
た
本
書
は
、
二
〇
二
四
年
に
邦
訳
版

が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ト
ル
コ

語
で
も
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
繁
体
字
中

国
語
、
簡
体
字
中
国
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
へ
の
翻
訳
も
現
在
進
行
中
で
す
。

　
本
書
の
特
徴
は
、
前
述
の
通
り
、
こ

れ
ま
で
の
類
書
に
は
な
か
っ
た
言
語
学

か
ら
の
知
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と

で
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
特
筆
す
べ
き
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
日
本
に
つ
い
て
、
二
つ
の
節
を
設
け

て
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ベ
ー
リ

ン
グ
陸
橋
（
氷
期
に
ア
ラ
ス
カ
と
シ
ベ

リ
ア
の
間
に
存
在
し
た
陸
地
）
を
渡
っ

て
き
た「
最
初
の
ア
メ
リ
カ
人
」が
、日

本
発
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
箇
所
に

は
、
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ヒ
ト
科
、
現
生
人
類
（
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
）、
世
界
の
主
要
な
農
業
社
会

と
言
語
族
の
起
源
に
焦
点
を
当
て
た
本

書
の
出
版
以
降
、考
古
学
、遺
伝
学
、言

語
学
に
お
い
て
、
人
類
の
先
史
時
代
に

関
す
る
博
士
の
基
本
的
な
解
釈
を
変
更

せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
根
本
的
な
発

見
は
な
く
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
博
士

は
、「
例
え
ば
、
農
耕
民
族
の
起
源
や
世

界
の
主
要
な
農
耕
言
語
族
は
、
大
き
な

人
口
移
動
を
伴
わ
な
い
文
化
的
拡
散
や

言
語
移
動
で
は
な
く
、
主
に
人
類
の
移

動
の
結
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
の
が
私
の
長
年
の
見
解
で
あ
る
。

こ
の
意
見
は
今
で
も
強
く
支
持
さ
れ
て

い
る
。
過
去
一
万
年
の
人
類
の
先
史
時

代
に
は
、
地
球
上
の
人
類
の
人
口
が
大

き
く
増
加
し
、
そ
の
人
口
が
移
動
を
通

じ
て
自
然
界
に
与
え
た
影
響
も
大
き
く

な
っ
て
い
る
」
と
自
信
を
も
っ
て
語
っ

て
い
ま
す
。

部
に
お
け
る
考
古
学
・
古
人
類
学
的
事

例
を
用
い
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
五
万
年
前
の
農
耕
開
始
以

前
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
移
動
、
お

よ
び
南
中
国
か
ら
の
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ

ア
語
族
の
人
や
言
語
の
移
動
な
ど
に
も

言
及
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
博
士
は
ポ
リ
ネ
シ
ア

文
化
の
形
成
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究

を
出
発
点
に
し
な
が
ら
も
、
言
語
学
や

人
類
生
物
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
た
学

際
的
な
研
究
手
法
で
、
地
球
的
な
視
野

か
ら
人
類
の
移
動
と
農
耕
の
拡
散
と
の

関
連
を
説
き
、
自
然
と
人
類
と
の
か
か

わ
り
方
の
研
究
と
し
て
、
新
し
い
ア
プ

ロ
ー
チ
を
切
り
拓
い
た
の
で
す
。

一
九
八
〇
年
に
同
大
学
院
で
考
古
学
の

学
位
を
取
得
。
ま
た
、
一
九
七
三
年
か

ら
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
で
教

鞭
を
と
り
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一

三
年
は
同
大
学
の
考
古
学
の
教
授
と
し

て
、
現
在
は
名
誉
教
授
と
し
て
、
研
究

お
よ
び
執
筆
活
動
を
継
続
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
博
士
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
文
化
が
形
成

さ
れ
た
過
程
の
考
古
学
的
究
明
と
、
オ

ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
（
台
湾
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
、
太
平
洋
の
島
々
に

広
が
る
語
族
）
の
人
々
が
移
動
し
た
軌

跡
を
、
考
古
学
、
人
類
学
、
言
語
学
な

ど
の
専
門
家
と
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、

人
類
の
拡
散
が
、
初
期
食
料
生
産
者
の

移
動
・
拡
大
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

 

そ
し
て
、農
耕
の
拡
散
に
は
人
間
の
移

動
が
伴
っ
て
お
り
、
人
の
移
動
と
と
も

に
言
語
も
拡
散
し
て
い
く
と
み
る
こ
と

で
、
農
耕
の
拡
散
と
言
語
の
拡
散
と
を

か
さ
ね
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
方
法
を
創

出
し
、「
初
期
農
耕
拡
散
仮
説
」
と
し
て

提
示
し
た
の
で
す
。

　
博
士
は
、
人
類
が
、
約
百
三
十
万
年

前
に
ジ
ャ
ワ
に
到
着
し
た
ホ
モ
・
エ
レ

ク
ト
ス
や
ホ
モ
・
フ
ロ
ー
レ
ン
シ
ス
か

ら
現
生
人
類
に
至
る
ま
で
、
島
嶼
部
に

も
移
動
し
て
適
応
し
て
き
た
こ
と
に
注

目
し
、
主
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
島
嶼

「自然と人間との共生」のため、統合的視点により環境と
生命体・生命体同士の相互の作用等を研究した業績に与
えられる「地球生命学」ともいうべき国際賞で、これま
で30回を数えます。

ピ
ー
タ
ー
・
ベ
ル
ウ
ッ
ド
博
士
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
石
器
時
代
の
暮

ら
し
を
研
究
し
て
き
た
考
古
学
者
で
す
。
博
士
は
、
農
耕
が
地
球
上
の
ど
こ
で
は
じ
ま
り
、
い

か
に
し
て
世
界
中
に
ひ
ろ
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
取
り
組
み
、
考
古
学
と
言
語
学
・
人
類

生
物
学
の
学
際
的
研
究
に
よ
る
「
初
期
農
耕
拡
散
仮
説
」
を
提
唱
し
、
農
耕
の
起
源
と
世
界
各

地
で
み
ら
れ
る
初
期
農
耕
民
の
拡
散
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
研
究
成
果

を
ま
と
め
た
著
書
は
、
多
く
の
国
・
地
域
で
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

ー
タ
ー
・
ベ
ル
ウ
ッ
ド
博
士
は
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
学
び
、

イースター島ラノ・ララクにて、1975年

ベルウッド博士、2016年

ディアン・バル岩陰遺跡にて発掘チームのメンバー
と西カリマンタン州（ボルネオ島）にて、2014年

『500万年のオデッセイ』
河合信和訳、2024年、青土社

ピ
ー
タ
ー・ベル
ウッ
ド
博
士

近
代

学
匠
伝

地
球
的
な
視
野
か
ら

考
古
学
を
切
り
拓
く

D
r. Peter Bellw

ood

コ
ス
モ
ス
国
際
賞 

二
〇
二
一
年
受
賞
者

【コスモス国際賞】
地球の航路を探る

受賞のポイント
◎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
◎総合的な視点での研究や活動であること

最
初
の
ア
メ
リ
カ
人
は

日
本
発
の
可
能
性
?

ピ
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現
在
、
博
士
は
、
ベ
ト
ナ
ム
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
同
僚
と
と
も
に
、
ベ
ト

ナ
ム
北
部
へ
の
食
料
生
産
集
団
の
最
初

の
拡
散
を
考
古
学
的
発
掘
に
よ
っ
て
再

現
す
る
考
古
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も

携
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
伝
播
は
約
五

千
年
前
に
始
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
現

在
の
中
国
南
部
か
ら
出
発
し
、
家
畜
化

さ
れ
た
豚
や
犬
と
と
も
に
稲
作
や
雑
穀

栽
培
を
も
た
ら
し
た
人
々
の
移
動
が
関

係
し
て
お
り
、こ
の
集
団
は
、今
日
、中

国
南
東
部
や
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
の
大
部

分
に
居
住
す
る
ク
ラ
ダ
イ
（
ま
た
は
タ

イ
・
カ
ダ
イ
）
族
や
オ
ー
ス
ト
ロ
ア
ジ

ア
語
族
（
ク
メ
ー
ル
語
や
ベ
ト
ナ
ム
語

を
含
む
）
の
最
終
的
な
祖
先
と
な
っ
た

と
、
博
士
は
推
察
し
、
調
査
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
八
十
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
、
博
士

の
研
究
と
執
筆
へ
の
意
欲
が
衰
え
る
こ

と
は
な
い
よ
う
で
す
。

物
で
す
。
葉
緑
素
を
も
た
ず
、
光
合
成

機
能
を
失
っ
て
全
面
的
に
吸
収
栄
養
に

頼
る
全
寄
生
植
物
で
、
十
セ
ン
チ
に
も

満
た
な
い
肉
質
の
花
茎
、
五
〜
六
対
の

大
き
な
鱗り

ん
片ぺ

ん
葉よ

う
、
頂
端
に
つ
け
る
一
個

の
花
、
す
べ
て
が
乳
白
色
か
ら
淡
い
ピ

ン
ク
色
を
し
て
い
ま
す
。

　
山
地
林
内
の
ス
ダ
ジ
イ
や
ツ
ブ
ラ
ジ

イ
の
根
に
寄
生
し
て
群
生
し
ま
す
が
、

発
生
す
る
場
所
は
温
暖
な
地
に
限
ら
れ
、

日
本
で
は
徳
島
県
が
自
生
の
北
限
で
す
。

徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町
の
鈴
が
峯
、
宮

崎
市
内
海
、
鹿
児
島
県
日
置
市
東
市
来

町
の
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
発
生
地
は
国
の
天
然

記
念
物
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
ま
す

（
内
海
は
特
別
天
然
記
念
物
）。

　
開
花
期
は
十
月
末
か
ら
十
一
月
頃
で
、

薄
暗
い
森
の
中
で
落
ち
葉
の
下
か
ら
ひ

ょ
っ
こ
り
顔
を
出
し
、
両
手
を
広
げ
て

い
る
よ
う
な
愛
ら
し
い
姿
は
「
森
の
妖

精
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
花
は
両
性
花
で
、
は
じ
め
は
帽
子
状

の
お
し
べ
の
筒
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
が
、

雄
花
期
が
終
了
す
る
と
そ
れ
が
抜
け
落

ち
、
白
っ
ぽ
く
て
丸
み
の
あ
る
柱
頭
が

現
れ
て
雌
花
期
と
な
り
ま
す
。
花
の
下

に
あ
る
鱗
片
葉
の
付
け
根
に
蜜
が
た
ま

り
、
そ
れ
を
吸
い
に
訪
れ
る
昆
虫
や
小

鳥
に
よ
っ
て
受
粉
が
行
わ
れ
る
仕
組
み

で
す
。

　
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
は
高
知
県
土
佐
清
水
市

で
一
人
の
中
学
生
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
教
師
の
山
本
一
が
そ
の
標
本

を
牧
野
富
太
郎
博
士
に
送
り
、
新
種
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
す
。
一

九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
、
博
士
は

山
本
の
名
を
付
し
た
学
名
で
ラ
フ
レ
シ

ア
科
の
新
属
新
種
「
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
」
を

植
物
学
会
誌
に
発
表
し
ま
す
。（
の
ち

に
新
科
ヤ
ッ
コ
ソ
ウ
科
を
創
立
）。
和

名
は
群
生
す
る
様
子
を
大
名
行
列
の

奴や
つ
こ

の
練
り
歩
く
姿
に
見
立
て
た
も
の

で
す
。
当
時
も
今
も
、
新
科
名
を
定
め

る
と
い
う
の
は
め
っ
た
に
な
く
、
牧
野

博
士
に
と
っ
て
も
日
本
の
植
物
学
界
に

お
い
て
も
非
常
に
名
誉
な
こ
と
で
し
た
。

ッ
コ
ソ
ウ
は
シ
イ
類
な
ど
の
根

に
寄
生
す
る
多
年
生
の
被
子
植

学名：Mitrastemon yamamotoi Makino
分布：四国（徳島県・高知県）、九州（宮崎県・
鹿児島県）、沖縄、東南アジア
開花期：11月

シイの根から出るヤッコソウ（屋久島）

　1943年、ベルウッド博士はイギ
リスのレスターで生まれました。
幼少の頃、両親にプレゼントされ
た書籍などから、化石に興味をも
つようになります。17歳のときに、
考古学者になりたいと一念発起し、
奨学金を受けて、ケンブリッジ大
学のキングスカレッジに入学しま
す。大学でヨーロッパや北アフリ
カ諸国での発掘調査に参加するな
かで、ホモ・サピエンスの種の進
化や移動に関して強く興味をもつ
ようになります。特に、太平洋の
小さな島々に点在するポリネシア
人の移動がどこからなぜ始まり、
どの方向に向かったのか、またそ
れはどの期間に起こったのかとい
う疑問をもち、その答えを追い求

めるため、1967年にニュージーラ
ンドに渡り、オークランド大学の
講師に就任。1973年にオーストラ
リア国立大学講師に就任。名誉教
授となった今日まで、同大学の考
古学分野の教員として研究や学生
の指導にあたってきました。
　また、執筆活動にも積極的に取
り組み、『農耕起源の人類史』（邦
訳版：2008年、京都大学出版会）
はベストセラーになるなど、書籍
を通じて、世界の研究者や社会に
大きな影響を与えてきました。そ
の一方で、考古学者として自ら多
数の発掘調査を手がけるなかで、
言語学、遺伝学、人類学、植物学
など、専門領域の枠を超えた学際
的研究を展開します。農耕起源の

人類史の解明という壮大なテーマ
に挑んできた博士の周りには、常
に多くの研究者が集い、特にアジ
ア地域における多数の考古学関係
者との絆は、博士の「人類拡散の
物語」が今後もさらに深化する原
動力となっています。

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、開発や乱獲、
外来種の侵入や気候変動などの影響で、その生育地や個体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。今では生育していない、失われた地域もありますが、
その成果は「プラント・フォト・ハンティング」として、協会ホームページで公開しています。
このコーナーでは、貴重なデータの中から、特徴的な種を取り上げて紹介します。

南国に冬を知らせる「森の妖精」
ヤッコソウ

妻のクローディア・モリスと、大阪、2022年

2024年4月、ベトナム北部ゲアン省コン
・ダットの先史時代の貝塚（紀元前3500
年頃）の調査。右から、ベルウッド博士、
フィリップ・パイパー博士（オーストラ
リア国立大学）、ラム・ミー・ズン博士
（ベトナム国立大学）

レスターの自宅の庭で、愛犬ボ
ーイと（1962年、19歳）

日本
植物紀行

監修
村上哲明

＊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

10

群生するヤッコソウ（種子島） 撮影：邑田 仁

撮影：邑田 仁

叡智の人の足跡

日本（国内）の分布

ヤ

ベ
ト
ナ
ム
で
の
発
掘
調
査
と

飽
く
な
き
探
究
心
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際
園
芸
博
覧
会
の
開
催
が
増
加
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
一
九
九
〇
年
の
花
の

万
博
、
一
九
九
九
年
の
昆
明
花
博
（
中

国
）、二
〇
〇
〇
年
の
淡
路
花
博
、二
〇

〇
四
年
の
浜
名
湖
花
博
な
ど
の
成
功
に

よ
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　
一
九
九
〇
年
の
「
国
際
花
と
緑
の
博

覧
会
」
で
は
、
国
際
農
業
研
究
協
議
グ

ル
ー
プ
（
Ｃ
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｒ
）
に
よ
る
、
世

界
の
人
口
の
増
加
と
耕
作
面
積
の
減
少

を
刻
む
「
資
源
時
計
」
が
展
示
さ
れ
ま

し
た
。
い
ず
れ
穀
物
を
は
じ
め
と
し
た

農
産
物
の
争
奪
戦
の
加
速
が
予
測
さ
れ

る
状
況
下
、
横
浜
に
て
開
催
さ
れ
る

「
二
〇
二
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
」
は
、

今
後
の
園
芸
博
の
新
た
な
る
方
向
性
を

日
本
発
で
示
す
意
味
で
、
大
変
重
要
な

も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
花
博
記
念
協
会
は
、
令
和
六
年
度
か

ら
、
二
〇
二
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協

会
と
共
に
、
日
本
人
の
自
然
観
や
花
や

緑
を
求
め
る
根
源
的
な
想
い
を
探
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

　
古
来
よ
り
日
本
人
は
花
や
緑
を
生
活

に
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
万
葉
集
に

は
百
六
十
種
も
の
植
物
が
謳
わ
れ
、
調

度
品
や
着
物
の
柄
に
な
り
、
さ
ら
に
山

の
花
を
見
て
農
事
時
期
を
知
る
な
ど
、

自
然
と
と
も
に
生
き
て
き
ま
し
た
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」の
心
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
年
一
回
計
四
回
の
シ
リ
ー
ズ
、
ど

う
ぞ
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。

際
園
芸
博
覧
会
」
は
、
砂
漠
化
を
抑
制

し
、
持
続
可
能
な
環
境
を
確
立
す
る
た

め
の
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的

に
、「
緑
の
砂
漠
、
よ
り
良
い
環
境
」
を

テ
ー
マ
に
掲
げ
、
さ
ら
に
四
つ
の
サ
ブ

テ
ー
マ
「
最
新
の
農
業
」「
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」「
環
境
意
識
」

「
持
続
可
能
性
」
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
花
博
記
念
協
会
は
、
二
〇
二
三
年
十

二
月
十
九
日
〜
三
十
一
日
の
約
二
週
間
、

屋
内
ブ
ー
ス
に「
花
と
緑
の
か
け
は
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
、
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン

ジ
メ
ン
ト
の
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

　
会
場
は
、
カ
タ
ー
ル
の
首
都
ド
ー
ハ

の
ア
ル
ビ
ッ
ダ
パ
ー
ク
で
、
そ
の
面
積

は
百
七
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
か
ら
、
鶴

見
緑
地
で
開
催
さ
れ
た
花
の
万
博
の
約

一
・
五
倍
以
上
の
広
さ
で
す
。
会
期
は
、

二
〇
二
三
年
十
月
二
日
（
月
）
〜
二
〇

二
四
年
三
月
二
十
八
日
（
木
）
の
百
七

十
九
日
間
、
七
十
七
か
国
の
参
加
の
も

と
、
入
場
者
数
は
、
目
標
の
三
百
万
人

に
対
し
四
百
二
十
二
万
人
。
ド
ー
ハ
国

際
園
芸
博
覧
会
は
、
昼
中
の
気
温
が
高

い
た
め
、
人
の
出
は
気
温
が
下
が
る
夕

刻
以
降
と
い
う
も
の
で
し
た
し
、
中
東

な
ら
で
は
の
木
々
や
建
築
物
が
並
び
、

こ
れ
ま
で
の
園
芸
博
覧
会
と
は
趣
が
違

う
特
徴
的
な
も
の
で
し
た
。

　
ま
た
、
会
場
近
接
地
に
は
、
様
々
な

お
店
が
並
ぶ
巨
大
な
「
ス
ー
ク
・
ワ
キ

ー
フ
」
と
い
う
市
場
が
あ
り
ま
し
た
。

博
覧
・
展
覧
の
源
は
、
街
道
や
市
場
の

交
流
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ

に
こ
の
市
場
は
そ
れ
を
感
じ
ま
す
。
お

土
産
品
や
日
常
雑
貨
を
は
じ
め
、
見
慣

れ
な
い
香
辛
料
や
中
東
で
の
人
気
ペ
ッ

ト
の
小
鳥
や
猛
禽
類
を
扱
う
お
店
も
あ

り
ま
し
た
。

　
当
協
会
理
事
で
日
本
造
園
建
設
業
協

会
の
和
田
新
也
会
長
に
よ
る
と
、
フ
ロ

リ
ア
ー
ド
（
オ
ラ
ン
ダ
で
の
国
際
園
芸

博
覧
会
）
は
、
一
九
六
〇
年
を
皮
切
り

に
こ
れ
ま
で
七
回
開
催
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
二
〇
〇
二
年
の
ハ
ー
レ
マ
ー
メ

ー
ル
国
際
園
芸
博
覧
会
以
降
陰
り
を
見

せ
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
二

〇
二
二
年
の
ア
ル
メ
ー
レ
国
際
園
芸
博

覧
会
は
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
そ
う
で

す
。
二
〇
三
二
年
の
開
催
は
決
ま
っ
て

お
ら
ず
、
今
や
七
〇
年
余
に
わ
た
り
開

催
さ
れ
て
き
た
フ
ロ
リ
ア
ー
ド
の
灯
は

消
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
代
わ
り
に
、

中
国
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ジ
ア
で
の
国

タ
ー
ル
建
国
五
十
周
年
を
記
念

し
て
開
催
さ
れ
た
「
ド
ー
ハ
国

協紹
会介
事
業

ド
ーハ
国
際
園
芸
博
覧
会

中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
地
域
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
Ａ
１
ク
ラ
ス
の
国
際
園
芸
博
覧
会

「
二
〇
二
三
年
ド
ー
ハ
国
際
園
芸
博
覧
会
」
に
参
加
し
ま
し
た
。
花
博
記
念
協
会
は
、
日
本
国
政
府
出
展
に
参
画
し
、

屋
内
と
屋
外
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
展
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
次
回
の
二
〇
二
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
に
向
け
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

本誌のタイトルは、COSMOSではなく、あ
えてKOSMOS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
KOSMOS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。

カタールの最大都市ドーハの会場

協会によるフラワーアレンジメント展示

日本の屋外展示

『KOSMOS』の誌名にこめた思い

この夏は、連日、熱中症アラート発動が報
じられ、エアコンがなければ人類絶滅など
との書き込みもネットで見られました。今
回、対談を行った京都の梅小路公園は、美
しい日本庭園が整備されていて、まさに
「庭屋一如」。建物から続く庭、そして背景
へと、全てが調和した生活空間であると感
心します。四季を愛で、寒暖と上手く付き
合ってきた日本人の自然観。日傘男子デビ
ューをした私ですが、緑の効能はそれにも
勝ります。（花博記念協会S.M.）

編集後記

国
際
交
流
事
業

中
東
の
趣
に
溢
れ
た

広
大
な
会
場
と
街
の
賑
わ
い

横
浜
国
際
園
芸
博
覧
会
と

園
芸
博
の
新
た
な
る
方
向
性

カ
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栗
の
実
の
皮
の
よ
う
な
暗
い
赤
茶
と
、
紅
が
か
っ

た
檜
皮
色
。
檜
皮
は
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
な
ど
の
樹
皮

の
こ
と
。
ど
ち
ら
も
深
め
の
赤
褐
色
で
、
江
戸
時

代
に
流
行
し
た
。
紅
を
含
ま
せ
て
「
皮
」
に
似
せ

た
色
調
が
秋
の
深
ま
り
を
思
わ
せ
る
。

﹇
写
真
﹈麻
の
葉
模
様
の
組
子
細
工
、茅
葺
き
屋
根
、

校
倉
造
風
壁
板
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
類
の
樹
皮
を
使
っ

た
樺
細
工
の
茶
筒
、
白
川
郷
の
水
車

﹇
参
考
文
献
﹈
柏
岡
精
三
・
荻
巣
樹
徳

『
絵
で
見
る
伝
統
園
芸
植
物
と
文
化
』
一
九
九
七
年

「
栗
皮
茶  

く
り
か
わ
ち
ゃ

紅
檜
皮  

べ
に
ひ
は
だ
」

表
紙
の
解
説

審
美
と
実
用
を

兼
ね
備
え
た

万
能
植
物

常
緑
の
葉
と
赤
い
果
実
の
色
彩
の
妙
で
、
冬
の
庭
園
に
彩
り
を
添
え
る
南
天
。
古
典
園
芸
植
物
と
し
て

愛
で
ら
れ
る
そ
の
繊
細
な
葉
芸
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
縁
起
物
、
薬
用
な
ど
多
種
多
様
な
実
用
に
供
さ

れ
て
き
た
長
い
歴
史
に
も
瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
も
残
る
日
本
人
の
暮
ら
し
の
風
習
に
密

接
に
結
び
つ
い
て
き
た
植
物
で
す
。

はかなく、
清く、潔く

10

日本の日本の
伝統園芸植物伝統園芸植物

南
天

竺じ
く

（
五
天
竺
の
ひ
と
つ
。
南
方
イ
ン
ド

の
こ
と
）
か
ら
の
渡
来
の
意
味
で
、
南

天
竺
と
も
、
冬
に
目
立
つ
赤
い
果
実
か

ら
灯
火
を
連
想
し
て
南な

ん

天て
ん

燭し
よ
く

と
も
書

き
ま
す
。
こ
の
音
読
み
が
「
難
転
」
に

通
じ
る
こ
と
か
ら
「
成
天
」
と
も
呼
ば

れ
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
家
庭
円
満
と

願
望
成
就
の
吉
祥
に
ち
な
む
縁
起
木
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
人
々
は
山
野
で
採

集
し
て
き
た
南
天
を
魔
除
け
、
厄
除
け

と
し
て
住
ま
い
の
門
口
や
軒
下
な
ど
に

植
え
ま
し
た
。
ま
た
、
厠
の
近
く
に
植

え
、
そ
の
葉
を
手
水
の
中
に
入
れ
て
手

を
清
め
ま
し
た
。
南
天
は
日
々
の
暮
ら

し
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
祝
事
の
床
に
活

け
る
、
重
詰
な
ど
の
進
物
に
そ
の
葉
を

添
え
る
等
の
風
習
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
乾
燥
さ
せ
た
果
実
は
南な

ん
天て

ん
実じ

つ

と
い
い
、
咳
止
め
の
伝
統
医
薬
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
庭
木
と
し
て
植
栽
が
始
ま
っ
た
の
は

平
安
時
代
の
こ
ろ
に
遡
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
文
献
で
確
認
で
き
る
の
は

鎌
倉
時
代
の
『
明
月
記
』（
藤
原
定
家
の

日
記
）
が
最
古
で
、
寛
喜
二
年
（
一
二

三
〇
）
に
中
宮
権
大
夫
が
庭
に
南
天
竺

を
植
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
は

茶
道
の
興
隆
と
と
も
に
茶
庭
に
欠
か
せ

な
い
木
と
な
り
、
生
け
花
の
材
料
に
も

多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

は
中
部
以
南
の
温
暖
な
山
林
の
林
床

（
地
表
面
）で
見
ら
れ
ま
す
。原
産
地
は

中
国
で
、
江
戸
時
代
に
は
日
本
の
ナ
ン

テ
ン
と
大
陸
産
の
ナ
ン
テ
ン
の
変
わ
り

も
の
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
園
芸
植
物
と
し
て
、
江
戸
時
代
か

ら
明
治
に
か
け
て
百
を
超
え
る
園
芸
品

種
が
作
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

品
種
は
現
在
で
も
錦
糸
南
天
な
ど
一
部

が
古
典
園
芸
植
物
と
し
て
保
存
栽
培
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
南
天
は
、
そ
の
色
鮮
や
か
な
実
や
、

葉
の
斑
な
ど
も
観
賞
さ
れ
ま
す
が
、
さ

ま
ざ
ま
に
変
化
し
た
葉
芸
に
も
っ
と
も

重
き
が
置
か
れ
ま
す
。
そ
の
種
類
は

「
錦
糸
」「
筏
」「
奴
」「
千ち

本も
と

」「
棒
」「
鶴
」

な
ど
で
、
こ
れ
ら
の
芸
を
、
樹
形
の
変

化
や
色
彩
と
併
せ
て
観
賞
し
ま
す
。

　
和
名
「
ナ
ン
テ
ン
」
の
由
来
は
、
中

国
語
の
音
読
み
で
す
。「
南
天
」は
南な

ん
天て

ん

ン
テ
ン
は
メ
ギ
科
の
１
属
１
種

の
常
緑
低
木
で
、
日
本
列
島
で

［右］南天の実
［左］伊藤若冲自画自刻『玄圃瑤
華』より「芭蕉・南天」、1768年、
東京国立博物館蔵　出典：Colbase

ナ暮
ら
し
の
木
と
し
て
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