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公園文化の集い in 昭和記念公園

　（一財）公園財団では、公園や緑地の価値向上の 

ため、公園での様々な活動を市民へ発信することを 

目的に「公園文化の集い」を開催いたしました。

　今年度は、国営昭和記念公園で開催された全国 

巡回展「万葉植物画展～アートと万葉歌の出逢い～」

に合わせ、「ボタニカルアートの世界」をテーマに実

施しました。講演とデモンストレーション（実技）を

することで、ボタニカルアートについて知見だけで 

なく、技術や手法についても学べる機会としました。

【日　時】�令和4年10月29日（土）�
11：10〜 16：00

【会　場】�国営昭和記念公園（東京都立川市緑町）
【主催等】�主催��（一財）公園財団�

共催��国営昭和記念公園、日本植物画倶楽部
後援��（一社）公園管理運営士会

【参加者】�137名
　　　　（会場参加：37名、オンライン参加：100名）

基調講演
万葉集に詠まれた植物と植物画
東京大学名誉教授
東京大学総合研究博物館特招研究員� 大場　秀章�氏

〈植物画デモンストレーションの様子〉

P.

03

※発表者の肩書、基調講演の発表内容は発表当時のものです。
　また、本冊子には、基調講演のみを収録しています。

テーマ ボタニカルアートの世界
開会挨拶 （一財）公園財団　理事長� 蓑茂�壽太郎

in 昭和記念公園

植物画
デモンスト
レーション

英国キュー王立植物園公認植物画家
　　　�　　� 山中�麻須美�氏
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◆
万
葉
集
と
は

　

万
葉
集
は
、
奈
良
時
代
末
期
の
７
５
９
年
か
ら
７
８
０
年
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
現
存

す
る
日
本
最
古
の
和
歌
全
集
で
す
。
編
纂
に
は
様
々
な
人
々
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
最
終
責
任
者
は
、

歌
人
の
大
伴
家
持（
お
お
と
も
の
や
か
も
ち
）で
あ
っ
た
説
が
有
力
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（
諸
説
あ
り
）。
私

た
ち
が
万
葉
集
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る「
西
本
願
寺
本
万
葉
集
」を
指

し
て
お
り
、
全
20
巻
か
ら
な
る
完
本
で
す
。

　

私
た
ち
が
和
歌
を
作
る
時
は
、
平
仮
名
が
主
体
の
漢
字
が
入
り
混
じ
っ
た
も
の
で
す
が
、
万
葉
集
の
和
歌
は
、

全
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
万
葉
集
に
収
載
さ
れ
た
和
歌
の
作
者
は
、
天
皇
や
貴
族
、
官
人
、
防
人

（
さ
き
も
り
）、
農
民
等
、
そ
の
身
分
は
様
々
で
、
４
５
１
６
首
も
の
和
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
の
和
歌
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
た
若
浜
汐
子
氏
に
よ
る
と
、
約
１
６
０
０
首
が
植
物
に
関
連
す
る

和
歌
で
、
１
９
６
５
年
発
行
の『
万
葉
植
物
原
色
図
譜
』に
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
植
物
が
和
歌
に
登
場
す
る
パ

タ
ー
ン
は
主
に
３
つ
に
大
別
で
き
ま
す
。
１
つ
目
は
、
植
物
名
が
読
み
込
ま
れ
た
歌
、
２
つ
目
は
、
植
物
名
は
示

さ
な
い
が
、
木
や
草
、
花
等
と
表
現
し
た
歌
、
３
つ
目
は
、
上
記
の
ど
ち
ら
も
示
さ
ず
、
状
態
を
詠
む
こ
と
で
草

木
で
あ
る
と
判
る
歌
で
す
。
そ
の
他
に
紛
ら
わ
し
い
歌
と
し
て「
春
す
ぎ
て 

夏
来
た
る
ら
し 

白
妙
の 

衣
干
し

た
り 

天
の
香
具
山
」の
よ
う
に
、
山
の
緑
を
背
景
と
し
て
い
る
歌
は
対
象
外
と
し
て
い
ま
す
。
人
の
心
情
や
景

色
等
を
表
現
す
る
和
歌
も
あ
る
中
で
、
植
物
に
関
す
る
和
歌
は
万
葉
集
全
体
の
約
35
％
と
多
く
、
こ
の
時
代
の

歌
人
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

万葉集に詠まれた
植物と植物画

東京大学名誉教授
東京大学総合研究博物館特招研究員

大場　秀章 氏
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◆
万
葉
集
に
収
載
さ
れ
た
植
物
ラ
ン
キ
ン
グ
１
位「
萩
」

　

２
０
１
０
年
に
木
下
武
司
氏
が
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
植
物
の
多
い
順
番
を
ま
と
め
て
お
り
、
そ
の
順
は
、

ハ
ギ
が
最
も
多
く
、
次
い
で
ウ
メ
、
マ
ツ
、
タ
チ
バ
ナ
、
ア
シ
、
ス
ゲ
、
サ
ク
ラ
、
ヤ
ナ
ギ
、
ス
ス
キ
、
フ
ジ
、

ナ
デ
シ
コ
、チ
ガ
ヤ
、コ
モ（
マ
コ
モ
）、ウ
ノ
ハ
ナ（
ウ
ツ
ギ
）、ク
ズ
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
植
物
は
決
し
て
珍
し

い
植
物
で
は
な
く
、
身
の
回
り
の
植
物
を
観
察
し
て
、
歌
に
詠
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ハ
ギ
の
仲
間
は
日
本
に
８
種
あ
り
、関
東
地
方
か
ら
北
側
に
分
布
し
て
い
る
の
が
ヤ
マ
ハ
ギ
で
す
。秋
頃
に
小

さ
な
花
が
小
枝
の
先
に
群
が
っ
て
咲
き
人
目
を
引
く
植
物
で
す
。
今
回
の「
ア
ー
ト
と
万
葉
歌
の
出
逢
い
」の
基

に
な
っ
た
万
葉
植
物
に
ヤ
マ
ハ
ギ
の
絵
が
出
て
い
ま
す
。
ハ
ギ
を
詠
ん
だ

歌
は
１
４
１
首
も
あ
り
、多
く
の
人
々
が
ハ
ギ
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
ハ
ギ
の
仲
間
で
普
段
目
に
し
や
す
い
の
は
、
花
の
色
が
少

し
淡
い
ツ
ク
シ
ハ
ギ
と
西
日
本
で
広
く
見
ら
れ
る
花
の
大
き
い
ビ
ッ
チ
ュ

ウ
ヤ
マ
ハ
ギ
で
、
こ
れ
ら
は
容
姿
が
よ
く
似
て
お
り
、
万
葉
の
時
代
、
全
て

を
総
称
し
て
ハ
ギ
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
ハ
ギ
の
仲
間
は
花
の
上
部
に
旗

弁
と
呼
ぶ
花
弁
を
も
っ
て
お
り
、
ツ
ク
シ
ハ
ギ
は
上
部
の
旗
弁
の
基
部
に

内
側
に
大
き
く
曲
が
る
付
属
物
が
あ
り
、
ビ
ッ
チ
ュ
ウ
ヤ
マ
ハ
ギ
は
、
花
の

大
き
さ
が
ヤ
マ
ハ
ギ
よ
り
一
回
り
大
き
く
萼
歯
が
細
長
い
等
、
一
目
瞭
然

の
違
い
で
す
が
、こ
の
時
代
は
一
緒
く
た
に
ハ
ギ
と
見
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

ハ
ギ
が
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
た
理
由
は
、
花
の
観
賞
価
値
だ
け
で
は

な
く
、秋
の
季
節
の
訪
れ
や
道
端
に
咲
く
ハ
ギ
を
見
て
、ふ
と
歌
に
し
た
和

歌
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。他
に
も
ハ
ギ
の
用
途
か
ら
探
っ
て
み
る
と
、ハ
ギ

の
枝
は
先
端
に
か
け
て
細
か
く
分
か
れ
草
質（
く
さ
だ
ち
）を
形
成
し
ま
す
。

東
北
地
方
の
農
家
で
は
、
秋
に
な
る
と
こ
の
草
質
を
堆
肥
の
材
料
に
す
る

そ
う
で
す
。

　

花
が
き
れ
い
な
だ
け
で
な
く
、
農
民
の
生
活
に
大
い
に
役
に
立
つ
植
物

だ
っ
た
の
で
、ハ
ギ
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◆
早
春
の
代
表「
梅
」

　

次
い
で
多
く
詠
ま
れ
た
ウ
メ
は
、
元
々
日
本
に
は
な
く
中
国
か
ら
渡
来

し
た
植
物
で
す
。当
時
、様
々
な
品
種
が
中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
て
栽
培

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
ウ
メ
は
、
広
く
全
国
的
に
栽
培
が
さ

れ
、多
種
多
様
な
栽
培
品
種
が
作
ら
れ
ま
し
た
。日
本
で
も
中
国
と
ほ
ぼ
同

様
に
ウ
メ
の
花
を
観
賞
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
薬
用
あ
る
い
は
食
用
と
し

て
利
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、国
民
か
ら
の
関
心
も
高
く
、広
く
周
知
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

容姿の似ているハギ3種ウメ
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◆
年
始
を
告
げ
る「
松
」

　

３
番
目
に
多
く
歌
わ
れ
た
植
物
は
マ
ツ
で
す
。
マ
ツ
の
中
で
も
ク
ロ
マ
ツ
は
、
関
東
地
方
か
ら
西
の
海
岸
と

日
本
海
側
に
見
ら
れ
、
ア
カ
マ
ツ
は
九
州
、
四
国
、
本
州
の
海
岸
付
近
か
ら
標
高
１
４
０
０
ⅿ
の
丘
陵
や
山
地
に

自
生
し
て
お
り
日
本
全
国
で
植
樹
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
樹
木
で
す
。
ま
た
日
当
た
り
の
い
い
草
原
を
松
林
に

変
え
、百
数
十
年
経
っ
た
後
マ
ツ
は
枯
れ
て
次
の
樹
木
が
群
生
す
る
、植
生
の
遷
移
の
先
駆
樹
種
で
す
。

　

当
時
の
日
本
は
、
基
本
的
に
草
原
に
生
え
る
植
物
は
極
め
て
少
な
い
土
地
柄
で
し
た
が
、
ア
カ
マ
ツ
が
繁
茂

し
て
い
た
の
は
、
前
提
と
し
て
草
原
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
昔
か
ら
全
国
的
に
、
日
本
人
が
生
活
の
た
め
に
森
林
を
伐

採
し
、
煮
炊
き
や
精
錬
等
の
燃
料
に
し
た
り
、
材
木
を
集
め
、
牛
や

馬
を
飼
う
草
原
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
ア
カ
マ
ツ
が
何
処
で
も
群
生
で
き
、
私
た
ち
の
身
近
な
存
在
と

し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
ま
す
。

◆
ミ
カ
ン
の
基「
橘
」

　

タ
チ
バ
ナ
の
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
植
物
か
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
野
生
の
タ
チ
バ
ナ
の
分
布
は
、
紀
伊
半
島
や
四
国
の
海
岸
地
帯
だ
け
で
、
当
時
、
中
部
地

方
か
ら
西
の
地
域
に
個
体
数
は
少
な
い
が
広
く
分
布
し
て
い
た
樹
木
で
す
。

　

タ
チ
バ
ナ
の
容
姿
は
、
ミ
カ
ン
や
ベ
ニ
コ
ウ
ジ
、
ス
ダ
チ
等
に
似

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
タ
チ
バ
ナ
の
突
然
変
異
の
株
を
選
抜
し
て

商
品
化
し
た
も
の
が
そ
れ
ら
の
栽
培
品
種
な
の
で
、
当
時
の
ミ
カ
ン

と
は
タ
チ
バ
ナ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
秋
に
は
、
黄
色
い
目
立

つ
果
実
を
結
び
、
食
べ
ら
れ
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
人
々
の
関
心
を

引
き
、多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

◆
現
代
の
春
の
風
物
詩「
桜
」

　

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
仲
間
の
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
や
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な

ど
を
含
む
サ
ク
ラ
は
、
全
部
で
36
首
あ
り
、
タ
チ
バ
ナ
に
次
ぐ
首
数

で
す
。
サ
ク
ラ
よ
り
も
タ
チ
バ
ナ
の
方
が
多
い
の
は
、
食
べ
る
こ
と

の
方
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
意
味
が
大
き
か
っ
た
と
予
想
し
て

い
ま
す
。
現
代
の
様
に
花
と
言
え
ば
サ
ク
ラ
と
い
う
よ
う
な
認
識
が

万
葉
の
時
代
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

◆
桜
と
同
数
詠
ま
れ
て
い
た
植
物「
し
だ
れ
柳
」

　

シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
を
詠
ん
だ
歌
は
サ
ク
ラ
と
同
数
あ
り
ま
す
が
、
ヤ
ナ
ギ
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
シ
ダ
レ
ヤ
ナ

アカマツ
（丸山 きみよ画）

タチバナ
（佐伯 美和画）ヤマザクラ
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ギ
と
い
う
形
で
万
葉
集
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
見
解
で
は
、

ヤ
ナ
ギ
の
し
な
る
枝
が
例
え
ば
、
薪
を
束
ね
る
生
活
の
た
め
の
用
具

や
工
芸
的
な
意
味
で
利
用
す
る
身
近
な
植
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
が
、明
確
な
答
え
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

◆
お
月
見
に
欠
か
せ
な
い「
薄
」

　

ス
ス
キ
は
、
一
般
的
に
は
茅か

や

と
呼
び
ま
す
。
西
日
本
で
は
、
林
を
伐
採
し
た
後
ス
ス
キ
の
草
原
に
な
る
こ
と

が
多
く
、
身
近
な
植
物
で
し
た
。
ス
ス
キ
の
花
は
、
長
さ
３
ミ
リ
程
と
小
さ
く
、
花
を
愛
で
る
と
い
う
よ
り
も
、

お
月
見
の
時
に
ス
ス
キ
の
穂
を
捧
げ
る
等
の
意
味
で
観
賞
性
を
見
出
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
ス
ス
キ
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
の
か
、何
か
別
の
要
因
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
お
月
見
で
ス
ス
キ
を
添
え
る
風
習
の
起
源
は
、は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
せ
ん
。万
葉
集
に
は
様
々
な
植
物
が
登

場
し
ま
す
が
、
登
場
し
た
理
由
を
考
え
て
い
く
際
に
、
当
時
の
人
々

が
ど
ん
な
目
的
で
、
何
の
た
め
に
利
用
し
た
の
か
等
、
そ
の
時
代
の

生
活
を
よ
く
知
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
万
葉
植
物
の
研
究
で
は
、そ
う
い
う
視
点
が
疎
か
に
さ
れ

て
い
た
気
が
し
ま
す
。植
物
学
者
だ
け
で
な
く
、多
分
野
の
人
と
連
携
し

て
一
つ
一
つ
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

◆
日
本
の
植
生
に
つ
い
て

　
日
本
は
植
物
の
成
長
に
必
要
な
水
は
何
処
に
で
も
あ
る
の
で
、
植
物
か
ら
見
た
ら
非
常
に
恵
ま
れ
た
国
で
す
。

し
か
し
南
北
で
温
度
差
が
あ
る
た
め
、
西
日
本
で
は
、
１
年
中
葉
っ
ぱ
が
落
ち
ず
、
上
か
ら
見
る
と
丸
い
形
の
樹

幹
で
、
光
が
当
た
る
と
照
り
返
す
常
緑
広
葉
樹
林（
照
葉
樹
林
）の
地
域
が
多
い
で
す
。
中
部
地
方
の
標
高
の
高

い
地
域
や
東
北
地
方
で
は
、秋
に
な
る
と
紅
葉
し
冬
期
に
落
葉
す
る
落
葉
広
葉
樹
林
が
で
き
ま
す
。北
海
道
は
さ

ら
に
違
う
タ
イ
プ
の
森
林
が
で
き
る
等
、地
域
に
よ
り
主
体
と
な
る
森
林
が
違
い
ま
す
。主
体
と
な
る
森
林
が
違

え
ば
、
林
床
植
物
も
当
然
違
い
、
例
え
ば
四
国
と
東
北
地
方
で
は
、
共
通
す
る
植
物
は
非
常
に
少
な
く
、
西
日
本

と
東
日
本
の
植
物
は
別
の
顔
を
し
て
い
ま
す
。ま
た
、当
時
常
緑
広
葉
樹
林
を
人
間
の
生
活
に
合
わ
せ
て
森
林
を

伐
採
し
、
水
田
や
畑
を
耕
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
放
置
す
る
と
落
葉
樹
が
混
じ
る
等
、
元
々
の
植
生
と
は
違

う
二
次
林
が
で
き
、
人
の
手
が
加
わ
っ
た
林
を「
里
山
」と
呼
び
ま
す
。
西
日
本
の
場
合
、
特
別
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
た
地
域
に
し
か
照
葉
樹
林
は
な
く
、ほ
と
ん
ど
が
里
山
の
景
観
で
す
。

　
一
方
、落
葉
樹
の
ブ
ナ
林
の
伐
採
後
に
遷
移
し
二
次
林
に
な
っ
た
時
の
特
有
な
現
象
と
し
て
、大
規
模
な
二
次

的
な
草
原
が
で
き
ま
す
。こ
の
二
次
的
な
草
原
に
は
、元
の
ブ
ナ
林
と
は
異
な
る
植
物
が
新
た
な
森
林
の
タ
イ
プ

に
応
じ
て
繁
茂
し
ま
す
。こ
の
よ
う
に
日
本
は
、世
界
的
に
み
て
も
多
く
の
野
生
植
物
が
見
ら
れ
る
非
常
に
恵
ま

れ
た
環
境
で
あ
り
、
日
本
の
植
物
画
を
見
る
と
、
ど
の
タ
イ
プ
の
森
林
の
樹
木
な
の
か
、
そ
れ
が
二
次
林
の
植
物

な
の
か
等
、多
様
に
描
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
で
す
。

シダレヤナギ
（植田 修二画）ススキ
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◆
当
時
は
蔓
を
利
用「
藤
」

　

次
の
植
物
は
フ
ジ
で
、
26
首
が
万
葉
集
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

フ
ジ
と
聞
く
と
私
た
ち
は
、
も
っ
ぱ
ら
フ
ジ
の
花
を
思
い
浮
か
べ
ま

す
が
、
当
時
、
フ
ジ
の
長
く
伸
び
た
蔓
状
の
枝
を
割
い
て
、
硬
質
で

頑
丈
な
紐
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
々
の
役
に
立
つ
身

近
な
植
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
純
粋
に
愛
で
ら
れ
た
花「
撫
子
」

　
ナ
デ
シ
コ
は
２
首
あ
り
、薬
用
や
食
用
等
の
用
途
が
な
い
生
活
に
役
立
た
な
い
植
物
で
す
。つ
ま
り
、花
を
愛
で

て
、歌
に
し
た
本
当
の
意
味
で
観
賞
目
的
の
植
物
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
で
も
ナ
デ
シ
コ
が
好
き
と
い
う
方
に
、な
ぜ
好
き
か
聞
く
と
、「
純

正
な
花
」や「
清
楚
」、「
日
本
人
の
特
徴
」等
と
表
現
を
さ
れ
る
方
が
い

ま
す
。こ
れ
ら
が
理
由
か
、私
は
正
し
い
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、万
葉

集
に
詠
ま
れ
た
鑑
賞
目
的
の
植
物
で
は
一
番
多
い
こ
と
は
確
か
で
す
。

◆
卯
月
の
由
来
の
花「
空
木（
卯
花
）」

　

次
が
ウ
ツ
ギ
で
、
こ
れ
も
複
数
種
あ
り
、
ど
れ
も
外
見
が
似
て
い
ま
す
。
万
葉
集
で
は
ウ
ノ
ハ
ナ
と
呼
び
、

地
方
で
は
未
だ
に
ウ
ノ
ハ
ナ
と
い
う
名
前
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。ウ
ツ
ギ
の
枝
の
真
ん
中
に
は
髄
が
あ
り
、古
い

枝
の
髄
は
固
ま
る
と
中
が
空
に
な
る
こ
と
か
ら
、空
の
木
と
書
き
ま
す
。

　
ウ
ツ
ギ
の
用
途
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、空
に
な
る
前
の
枝
の
髄
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
、明
か
り
の
灯
芯

に
す
る
こ
と
で
す
。当
時
の
農
家
で
は
、庭
の
一
部
に
枝
の
髄
が
発
達

す
る
ヤ
マ
ブ
キ
を
植
え
、観
賞
目
的
か
つ
、灯
芯
を
生
活
に
利
用
す
る

た
め
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
ウ
ツ
ギ
も
そ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、

は
っ
き
り
と
ウ
ツ
ギ
を
灯
芯
に
使
っ
て
い
た
か
は
ま
だ
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。

◆
万
葉
の
時
代
の
生
活
品「
葛
」

　
ク
ズ
と
い
う
植
物
の
名
を
聞
い
た
時
、
外
側
を
覆
う
見
苦
し
い
植
物
を
思
い
浮

か
べ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
手
入
れ
を
せ
ず
放
置
す
る
と
あ
の
状
態
に
な

る
だ
け
で
、
万
葉
の
時
代
の
ク
ズ
は
違
い
ま
す
。

　
当
時
、
ク
ズ
の
蔓
を
紐
の
代
わ
り
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
と
地
中
に
作
る
大
き

な
地
下
茎
を
食
べ
て
い
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
秋
に
は
色
鮮
や
か
な
花
を
穂
状
に

付
け
る
特
徴
も
、
注
目
を
集
め
た
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

フジ
（佐々木 容子画）

ナデシコ
（吉田 晴子画）

ウツギ
（牧野 すぐり画）

クズ



14 13基調講演  万葉集に詠まれた植物と植物画 万葉集に詠まれた植物と植物画  基調講演

◆
聖
書
と
万
葉
集
の
植
物

　
民
族
植
物
学
に
大
き
な
貢
献
を
与
え
た
大
阪
府
立
大
学
の
中
尾
佐
助
先
生
が
、
１
９
８
６
年
に
出
版
し
た「
花

と
木
の
文
化
史
」に
て
、聖
書
と
万
葉
集
に
出
て
く
る
植
物
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。

　

聖
書
に
登
場
す
る
植
物
の
大
半
は
ブ
ド
ウ
で
次
が
コ
ム
ギ
、
イ
チ
ジ
ク
、
ア
マ
、
オ
リ
ー
ブ
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
、

ザ
ク
ロ
、
オ
オ
ム
ギ
で
、
食
べ
物
や
材
木
、
香
料
等
、
人
間
の
生
活
に
密
接
な
植
物
が
た
く
さ
ん
登
場
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
聖
書
の
性
質
か
ら
し
て
、
観
賞
価
値

の
あ
る
植
物
よ
り
も
、
聖
書
が
で
き
た
当
時
の
人
々
が
感
心
を
持
つ

衣
食
住
に
関
連
す
る
植
物
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
ブ
ド

ウ
は
、
１
９
３
個
と
圧
倒
的
に
多
く
、
当
時
、
お
酒
を
飲
み
た
い
け

ど
飲
め
な
い
人
が
多
い
こ
と
を
意
味
し
て
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

万
葉
集
で
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
種
と
少
し
違
い
ま
す
が
、
順
番
は

ハ
ギ
、
ウ
メ
、
マ
ツ
、
モ（
藻
）、
タ
チ
バ
ナ
、
ス
ゲ
と
な
っ
て
ま
す
。

藻
を
除
く
と
、
食
用
や
材
木
用
だ
け
で
な
く
、
花
に
観
賞
価
値
の
あ

る
植
物
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。つ
ま
り
、

日
本
人
は
古
く
か
ら
植
物
の
資
源
性
だ
け
で
な
く
、
花
の
観
賞
性
に

高
い
関
心
を
抱
い
て
た
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
染
物
文
化「
紅（
紅
花
）」

　
万
葉
集
に
は
、ク
レ
ナ
イ（
ベ
ニ
バ
ナ
）と
い
う
名
前
が
35
首
も
登
場
し
ま
す
。ク
レ
ナ
イ
の
花
は
、元
々
の
黄

色
か
ら
だ
ん
だ
ん
赤
色
に
代
わ
る
植
物
で
、水
溶
性
の
黄
色
色
素
の
サ
フ
ロ
ー
ル
イ
エ
ロ
ー
が
フ
ェ
ノ
ー
ル
性
の

赤
色
色
素
の
カ
ル
タ
ミ
ン
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
で
変
化
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
色
素
は
西
洋
で
も
、
中
国
で
も
、

日
本
で
も
、繊
維
等
を
染
め
る
際
に
昔
か
ら
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
綿
や
麻
等
の
植
物
性
の
繊
維
は
、フ
ェ
ノ
ー
ル
性
の
カ
ル
タ
ミ
ン（
赤
）で
の
み
染
色
で
き
、ベ
ニ
バ
ナ
を
使
え

ば
ど
の
段
階
の
花
で
も
赤
く
染
ま
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
動
物
性
の
繊
維
の
絹
は
、
サ
フ
ロ
ー
ル
イ
エ
ロ
ー
（
黄
）

に
も
染
ま
る
た
め
、
黄
色
と
赤
色
が
混
ざ
っ
た
橙
色
の
染
め
物
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ベ
ニ
バ
ナ
を
使
っ
て

絹
を
美
し
く
赤
く
染
め
る
た
め
に
は
、黄
色
色
素
が
発
色
し
な
い
状
態
に
し
な
い
と
染
ま
り
ま
せ
ん
。日
本
で
は

媒
染
剤
を
使
っ
て
黄
色
色
素
の
発
色
を
抑
え
て
い
ま
し
た
。そ
の
方
法
は
、わ
ら
灰
を
混
ぜ
黄
色
色
素
の
発
色
を

抑
え
た
後
、
媒
染
効
果
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
梅
酢
で
中
和
し
て
赤
色
を
固
定
す
る
染
め
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
平
安
時
代
の
中
頃
か
ら
日
本
で
定
着
し
た
紅
染
め
と
い
う
方
法

で
、着
物
を
染
め
る
際
に
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、ベ
ニ
バ
ナ
を

描
く
時
は
、
時
間
的
な
推
移
、
つ
ま
り
若
い
花
が
だ
ん
だ
ん
黄
色
か
ら

紅
色
に
変
化
す
る
様
相
も
表
現
す
る
と
、優
れ
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
私
た
ち
は
ベ
ニ
バ
ナ
と
呼
び
ま
す
が
、
万
葉
集
で
は
ク
レ
ナ
イ

と
い
う
名
前
で
35
首
も
あ
り
ま
す
。「
紅

く
れ
な
い（
紅べ

に
花ば

な
）」と
い
う
名
前
が
26
首
、

聖書と万葉集に登場する植物の多い順
（中尾 佐助,1986年）

クレナイ（ベニバナ）
（尾形 幸子画）
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「
呉く

れ
藍な

い
」が
１
首
、「
久く

禮れ

奈な

為い

」が
８
首
で
す
。し
か
し「
紅
の 

深
染
め
の
衣
を 

下
に
着
ば 

人
の
見
ら
く
に 

に
ほ

い
出
で
む
か
も
」で
は
、紅
色（
赤
）を
表
現
し
て
い
る
等
、ベ
ニ
バ
ナ
自
体
を
詠
ん
だ
歌
は
、実
は
３
首
し
か
な
く
、

他
は
紅
色
を
詠
ん
だ
歌
で
し
た
。

　

万
葉
集
に
ど
ん
な
植
物
が
詠
ま
れ
て
い
た
か
調
べ
る
際
に
、
名
前
だ
け
で「
あ
、
こ
れ
は
植
物
だ
」と
カ
ウ
ン

ト
す
る
の
は
大
き
な
間
違
え
で
、判
断
に
迷
う
歌
等
一
つ
一
つ
検
討
し
な
い
と
正
確
な
数
は
出
せ
ま
せ
ん
。こ
れ

は
ベ
ニ
バ
ナ
だ
け
で
な
く
、
特
に
資
源
利
用
す
る
植
物
は
、
万
葉
集
の
歌
を
理
解
す
る
際
に
、
植
物
自
体
を
詠
ん

だ
歌
か
、そ
の
資
源
性
を
詠
ん
だ
歌
な
の
か
、十
分
に
注
意
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
毒
性
を
持
つ
白
い
花「
馬
酔
木
」

　

ア
セ
ビ
は
、
白
い
花
を
付
け
る
植
物
で
、
万
葉
の
時
代
は
、
広
範

囲
に
分
布
し
て
い
ま
し
た
が
、
知
名
度
は
い
ま
ひ
と
つ
で
し
た
。

資
源
と
し
て
の
利
用
価
値
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
の
、
万
葉
集
で

10
首
も
ア
セ
ビ
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
植
物
の

美
し
さ
や
観
賞
価
値
を
万
葉
の
時
代
の
人
々
は
よ
く
知
っ
て
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

◆
ニ
ワ
ト
リ
の
ト
サ
カ「
鶏
頭
」

　

ケ
イ
ト
ウ
は
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た
植
物
で
、
枝
の
先
端
が
花
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
が
で
、
植
物
学
的
に
は
花
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。ケ
イ
ト
ウ
の
仲
間
は
、花
は
薬
草
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
が
、

特
別
な
用
途
も
な
く
、
そ
の
特
異
的
な
形
に
対
し
て
観
賞
価
値
を
見

出
さ
れ
、
４
首
の
歌
が
詠
ま
れ
た
も
の
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

◆
夜
に
眠
る
植
物「
合
歓
木
」

　

ネ
ム
ノ
キ
は
、
３
首
が
万
葉
集
で
歌
わ
れ
て
お
り
、「
ネ
ム
」や「
ゴ
ウ
カ
ン
」と
い
う
名
前
で
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
ネ
ム
ノ
キ
の
葉
は
、
細
か
く
分
裂
し
て
お
り
、
昼
間
は
開
き
、

夜
は
閉
じ
て
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
様
か
ら
、
ネ
ム
ノ
キ
と
い
う
名
前

が
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ネ
ム
ノ
キ
も
特
別
の
用
途
は

な
く
、
単
に
葉
の
開
閉
運
動
の
珍
し
さ
や
梅
雨
の
季
節
に
咲
く
花
と

し
て
注
目
を
集
め
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
葉
が
眠
る
と
い
う
極
め
て

知
的
な
理
解
を
植
物
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
こ
と
が
面
白
い
と
思
う

植
物
で
す
。

アセビ
（相田 穎子画）

ケイトウ
（浜口 栄子画）

ネムノキ
（佐藤 潤子画）
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◆
草
と
も
木
と
も
違
う「
竹
」

　
タ
ケ
の
仲
間
は
、
土
壌
層
が
厚
い
場
所
に
接
し
て
生
え
、
地
下
茎
は
柔
ら
か
い
土
壌
に
伸
び
て
群
生
し
、
竹
藪

を
作
り
ま
す
。
知
名
度
は
高
い
の
に
詠
ま
れ
た
歌
が
少
な
い
理
由
を

想
像
し
て
み
ま
し
た
。

　

マ
ダ
ケ
は
、
タ
ケ
ノ
コ
の
こ
と
で
、
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
等
と
比
べ
る

と
細
く
、食
用
価
値
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。関
東
圏
で
は
、

物
干
し
竿
や
竹
ひ
ご
、
提
灯
の
骨
等
の
用
途
に
使
い
ま
す
が
、
当
時

は
そ
れ
ら
に
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

◆
紅
葉
狩
り
と
言
え
ば「
楓
」

　

カ
エ
デ
は
、
カ
エ
ル
の
手
を
し
た
葉
の
形
か
ら
カ
エ（
ル
）デ
と
い
う
名
前
で
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
カ
エ
デ
の

仲
間
は
、
日
本
に
16
～
17
の
種
も
あ
り
、
葉
の
形
が
似
て
い
る
モ
ミ

ジ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
万
葉
集
で
は
、
黄
色
に
変
わ
る
カ
エ
ル
デ
を

鶏に
わ
と
り
の
さ
か

冠
木
と
漢
字
で
表
現
し
て
い
ま
し
た
。

　

万
葉
の
時
代
、
葉
が
紅
く
変
わ
る
こ
と
よ
り
も
、
黄
色
に
変
わ
る

こ
と
に
対
し
て
高
い
関
心
が
も
た
れ
い
て
い
ま
し
た
。
紅
く
変
わ
る

紅
葉
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
何
か
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
紅
葉
狩
り
で
す
。
紅
葉
狩
り
を
表
現
す
る
和
歌
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
出
始
め
た
た
め
、
万
葉
の
時
代
に

は
な
い
性
向
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　

◆
本
物
の
柏
は
ど
れ「
柏
」

　
カ
シ
ワ
は
、「
柏
」と
書
く
の
が
一
般
的
で
す
が
、万
葉
集
で
は
歌
に
よ
っ
て
漢
字
の
表
現
が
様
々
で
す
。ま
た
、

「
柏
」も
実
際
に
は
、
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
と
い
う
針
葉
樹
で
、「
安あ

可か

良ら

我が

之し

婆は

」も
カ
シ
ワ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他

に
も「
保
」に「
寶た

か
ら」と

書
い
て「
保ほ

ほ

が

し

は

寶
我
之
婆
」と
読
む
が
、
こ
れ
は
ホ
オ
ノ
キ
を
指
し
、「
古
」に「
乃
」、
て
に

を
は
の「
弖て

」と
書
い
て「
古こ

乃の

弖て

加か

之し

波は

」と
読
み
ま
す
。
カ
シ
ワ

の
歌
で
は
、
針
葉
樹
の
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
を
指
す
歌
が
多
く
、
一
部
ホ

オ
ノ
キ
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
の
植
物
は
、
厳
密
な
考
証
を
し
た
、
そ
の
過
程
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
と
、
理
解
で
き
な
い
部
分
が
多
く
、
万
葉
植
物
の

同
定
と
い
う
の
は
、苦
労
が
要
り
ま
す
。

◆
謎
の
多
い
万
葉
植
物「
枳
殻
」

　
カ
ラ
タ
チ
は
、万
葉
の
時
代
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
植
物
で
す
が
、渡
来
し
た
証
拠
が
万
葉
集
だ
け
と
い
う
不

思
議
な
植
物
で
す
。
つ
ま
り
本
物
の
カ
ラ
タ
チ
を
万
葉
集
に
詠
ん
だ
か
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

マダケ
（藤田 恵子画）

イロハモミジ
（沖野 由加子画）

カシワ
（影 千恵子画）
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も
カ
ラ
タ
チ
を
詠
ん
だ
歌
も
１
首
し
か
な
く
、
そ
の
歌
も
ノ
イ
バ
ラ
の
棘
の
鋭
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
カ
ラ
タ

チ
の
名
前
を
出
し
て
い
る
だ
け
で
し
た
。

　

文
献
の
知
識
か
ら
カ
ラ
タ
チ
の
棘
が
鋭
い
と
知
っ
て
い
た
人
が
、

ノ
イ
バ
ラ
を
形
容
す
る
た
め
に
カ
ラ
タ
チ
を
使
っ
て
歌
に
し
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
万
葉
の
時
代
に
カ
ラ
タ
チ
が
本
当
に
日
本

に
渡
来
し
た
か
ど
う
か
、
考
証
し
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
植
物
だ

と
思
い
ま
す
。

◆
勘
違
い
か
ら
縁
起
の
悪
い
木
に「
栴
檀（
楝
）」

　
セ
ン
ダ
ン
は
、
万
葉
集
で「
楝お

う
ち（

あ
ふ
ち
）」と
い
う
名
前
で
詠
ま
れ
て
お
り
、
セ
ン
ダ
ン
と
い
う
名
前
は
一
つ

も
出
て
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
面
白
い
こ
と
に
４
首
の
楝
の
文
字
は
、
全
部
違
い
歌
の
内
容
か
ら
セ
ン
ダ
ン
だ
と
判

断
し
て
い
る
も
の
の
、確
証
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

万
葉
の
時
代
、
楝
は
中
部
地
方
か
ら
西
に
広
く
分
布
し
、
庭
等
に

植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
家
物
語
や
源
平
盛
衰
記
に
て
、
獄
門

の
罪
人
の
首
を
掲
げ
る
木
と
い
う
印
象
に
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の

「
楝
」の
字
を
異
な
る
字
で
誰
か
が
間
違
っ
て
書
き
、
そ
の
間
違
っ
た

字
を
楝
だ
と
誤
っ
て
解
釈
を
し
て
、
縁
起
の
悪
い
木
と
し
て
認
識
さ

れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

◆
万
葉
集
と
植
物
の
ま
と
め

　

現
代
の
私
た
ち
が
知
る
植
物
と
同
名
の
植
物
が
万
葉
集
で
詠
ま
れ
て
い
て
も
、
本
当
に
同
じ
植
物
か
は
深
く

追
求
し
な
い
と
、
安
直
に「
そ
う
だ
」と
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
古
典
を
読
む
時
に
は
、
時
代
の
背
景
や
作
品

が
生
ま
れ
た
場
所
、作
者
や
登
場
人
物
た
ち
が
ど
う
い
う
人
な
の
か
ま
で
含
め
て
、理
解
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な

い
と
強
く
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
万
葉
集
は
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
未
だ
研
究
の

余
地
や
面
白
い
発
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
万
葉
集
に
興
味
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
研
究
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
掲
載
植
物
画
は
日
本
植
物
画
倶
楽
部
会
員
の
制
作
に
よ
る
も
の
で
す

カラタチ
（クリスタベルキング画）

アフチ（センダン）
（竹尾 絹枝画）
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【
質
疑
応
答
】

【
Ｑ
①
】�ハ
ギ
の
先
端
を
肥
料
に
す
る
と
お
話
を
伺
っ
た
が
、こ
れ
は
マ
メ
科
の
植
物
の
窒
素
固
定
を
利
用
し
て
、

レ
ン
ゲ
と
同
じ
よ
う
に
畑
に
す
き
込
ん
だ
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か

【
Ａ
①
】�　
そ
う
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、枝
が
細
く
細
か
い
た
め
、腐
敗
し
や
す
く
容
易
に
土
と
一
体
化
す
る
こ

と
を
重
視
し
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。当
時
、窒
素
固
定
へ
の
理
解
は
ま
だ
な
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

【
Ｑ
②
】�古
来
よ
り
、
日
本
の
花
と
言
え
ば
ウ
メ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
平
安
時
代
か
ら
サ
ク
ラ

が
日
本
の
花
だ
と
広
ま
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
②
】�　
私
自
身
、
ウ
メ
か
ら
サ
ク
ラ
に
変
わ
っ
た
と
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
メ
に
対
す
る
理
解
は
、
サ
ク
ラ

よ
り
古
く
、新
た
に
サ
ク
ラ
へ
の
理
解
が
加
わ
っ
た
と
考
え
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。サ
ク
ラ
は
平
地
よ

り
山
に
分
布
し
て
い
る
の
で
、
人
間
の
活
動
領
域
が
広
が
ら
な
い
と
な
か
な
か
認
識
で
き
な
い
植
物
で

す
。
ウ
メ
は
中
国
か
ら
渡
来
し
、
宮
中
や
屋
敷
に
植
え
ら
れ
、
貴
族
等
の
立
場
の
人
た
ち
は
そ
の
植
物
を

愛
で
る
方
が
容
易
で
、山
の
サ
ク
ラ
の
存
在
に
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

 　

逆
に
地
方
の
人
や
農
民
は
、
古
く
か
ら
サ
ク
ラ
を
知
っ
て
い
て
、
特
に
西
日
本
で
は
、「
サ
ク
ラ
の
開

花
は
農
耕
の
始
ま
り
の
合
図
」「
サ
ク
ラ
と
い
う
言
葉
自
体
が
農
耕
の
始
ま
り
」と
い
う
様
な
風
潮
が
あ

り
ま
す
。
他
に
も
サ
ク
ラ
の
花
の
咲
く
季
節
に
な
る
と
、
魚
も
体
色
が
紅
色
や
桜
色
に
変
わ
る
等
、
農
耕

の
開
始
の
シ
グ
ナ
ル
で
あ
り
、ウ
メ
は
知
ら
ず
と
も
サ
ク
ラ
は
理
解
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。一
緒
く
た

に
ウ
メ
か
ら
サ
ク
ラ
に
理
解
が
変
わ
っ
た
と
考
え
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

【
Ｑ
③
】�平
安
京
の
庭
に
は
最
初
、
ウ
メ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
サ
ク
ラ
に
変
わ
っ
た
と
文
献

で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。貴
族
階
級
で
も
サ
ク
ラ
の
方
が
価
値
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
で
す
か
。

【
Ａ
③
】�　
詳
し
く
研
究
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、嵯
峨
天
皇
が
サ
ク
ラ
を
特
に
愛
さ
れ
て
い
て
、植
え
る
よ

う
に
ご
宣
託
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
都
の
人
た
ち
の
活
動
範
囲
が
広
が
り
、
地
方

の
サ
ク
ラ
が
あ
る
地
域
に
荘
園
を
造
ら
れ
、
サ
ク
ラ
を
愛
す
る
人
た
ち
が
都
に
も
徐
々
に
増
え
て
い
き
、

宮
中
で
も
サ
ク
ラ
の
認
識
に
変
化
が
起
き
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

【
Ｑ
④
】�万
葉
集
を
読
む
時
に
い
つ
も
戸
惑
う
の
が
、
綿
と
絹
で
す
。
大
陸
や
半
島
か
ら
生
物
学
的
な
進
入
と
人

為
的
な
導
入
を
勘
案
す
る
と
、
当
時
の
絹
を
現
代
の
綿
と
し
て
読
み
解
い
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、当
時
の
綿
は
現
代
の
綿
と
違
い
、と
て
も
貴
重
だ
っ
た
と
読
み
解
い
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
④
】�　
前
者
に
関
し
て
は
、私
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。後
者
に
関
し
て
は
、綿
は
日
本
に
伝
わ
る
以
前
か
ら
、

原
産
地
で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
で
、日
本
に
渡
来
し
て
く
る
過
程
や
背
景
を
知
ら
ず
に
、綿
に
希
少

性
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

 　

絹
に
関
し
て
、
質
問
の
意
味
と
は
ず
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
絹
は
蚕
か
ら
と
る
繊
維
で
す
が
、

蚕
以
外
の
野
生
の
昆
虫
か
ら
と
っ
た
絹
も
あ
っ
た
の
で
、
今
以
上
に
い
ろ
ん
な
種
類
の
絹
が
あ
っ
た
こ

と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。




