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太
古
の
昔
か
ら
日
本
の
春
を
彩
る
サ

ク
ラ
。
実
は
そ
の
生
き
方
は
私
た
ち
の
持

つ
「
は
か
な
い
美
し
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
と
は
違
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
。二

十
五
年
の
間
、
サ
ク
ラ
の
研
究
を
続

け
て
い
る
染
郷
正
孝
先
生
に
、
日
本
の
サ

ク
ラ
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
サ
ク
ラ
の
真

の
姿
を
お
話
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
か
ら
、

私
た
ち
と
サ
ク
ラ
や
自
然
と
の
、
新
し
い

付
き
合
い
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

広
葉
樹
の
大
切
さ
を

問
い
続
け
て

ー
春
爛
漫
で
、
こ
こ
東
京
農
大
も
ま
さ
に

サ
ク
ラ
が
満
開
で
す
。
先
生
も
、
毎
年
こ

の
時
期
を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
す
か
？
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染
郷　
ま
た
春
が
来
た
と
い
う
感
じ
で

す
。
実
は
、
僕
は
サ
ク
ラ
が
嫌
い
な
ん

で
す
よ
（
笑
）。
嫌
い
と
言
う
と
語
弊
が

あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
惚
れ
込
ん
で
し

ま
う
と
客
観
的
で
な
く
な
り
ま
す
か
ら
。

「
君
は
サ
ク
ラ
を
楽
し
ま
ず
に
顕
微
鏡
ば

か
り
覗
い
て
い
る
ね
」
と
昔
か
ら
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

ー
顕
微
鏡
か
ら
見
た
サ
ク
ラ
、
か
な
り
無

粋
で
す
ね(

笑)

。こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な

研
究
を
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

染
郷　
も
と
も
と
は
マ
ツ
、
ス
ギ
を
は
じ

め
ユ
ー
カ
リ
、
ア
カ
シ
ア
そ
し
て
ハ
ン
ノ

キ
類
な
ど
の
樹
木
に
つ
い
て
、
そ
の
品
種

分
化
や
遺
伝
、
育
種
を
研
究
し
て
き
ま
し

た
。
サ
ク
ラ
は
そ
の
最
後
の
対
象
樹
木
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ー
ご
出
身
は
宮
崎
で
、
戦
後
農
林
省
の
林

業
試
験
場
に
入
ら
れ
た
。

染
郷　
は
い
。
昭
和
二
十
二
年
に
入
所
し

ま
し
た
。
入
所
し
て
以
降
、
日
本
は
高
度

成
長
期
に
入
り
、
林
業
も
儲
け
な
い
と
い

け
な
い
と
言
わ
れ
た
時
代
で
す
。
だ
か
ら

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
林
を
拡

大
造
林
す
る
た
め
に
、
広
葉
樹
林
は
切
っ

て
し
ま
う
。
私
自
身
は
、
広
葉
樹
林
は

土
壌
を
豊
か
に
す
る
大
事
な
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
。
本
当
は
広
葉
樹

林
の
中
で
ス
ギ
を
活
か
す
こ
と
が
一
番

良
い
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
全
部
ス
ギ

に
し
ろ
と
言
う
ん
で
す
よ
ね
。

ー
自
然
に
反
す
る
、
何
か
無
理
な
や
り
方

で
す
ね
。

　
　
　
　

染
郷　
上
の
方
は
と
て
も
単
純
な
発
想

で
、
例
え
ば
、
農
林
省
の
方
が
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
ア
カ
シ
ア
や
ユ
ー
カ
リ
の
大

木
を
見
て
く
る
と
、「
こ
れ
を
植
え
て
増

や
せ
ば
材
木
の
生
産
が
上
が
る
は
ず
だ
。

宮
崎
は
南
だ
か
ら
や
っ
て
み
ろ
」
と
な
る

ん
で
す
。
現
場
の
私
た
ち
は
、「
そ
ん
な

こ
と
は
無
理
。
古
来
か
ら
親
し
ん
で
き
た

ス
ギ
の
ほ
う
が
効
率
よ
く
使
い
や
す
い

に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
。

ー
素
人
な
が
ら
も
、
そ
の
発
想
は
少
し
無

理
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
（
笑
）。

染
郷　
ス
ギ
は
何
億
年
と
い
う
中
で
、
セ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
た
裸
子
植
物
で
、
あ

る
意
味
で
完
成
さ
れ
た
植
物
と
言
え
ま

す
。
し
か
し
、
広
葉
樹
の
よ
う
な
新
し

く
生
ま
れ
て
き
た
被
子
植
物
は
、
ま
だ

ま
だ
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
。

だ
か
ら
個
体
間
に
、
ば
ら
つ
き
が
出
て
き

ま
す
。
ス
ギ
の
感
覚
で
植
え
て
も
ダ
メ
で

す
。
き
ち
ん
と
成
長
す
る
の
は
三
分
の
一

く
ら
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
な
の
に
・・・

と
思
い
な
が
ら
や
り
ま
し
た
が
、
や
っ
ぱ

り
予
測
ど
お
り
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
の
研
究
結
果
は
良
い
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。

ー
東
京
に
来
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
？

染
郷　
あ
る
と
き
新
聞
社
の
記
者
か
ら
、

「
コ
ラ
ム
に
載
せ
る
何
か
お
も
し
ろ
い
林

業
の
研
究
話
題
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と

聞
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
カ
リ
も

う
ま
く
い
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
お
話
す

る
ネ
タ
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、

当
時
、
宮
崎
に
街
路
樹
を
一
生
懸
命
広
げ

て
い
る
会
社
が
あ
っ
た
の
で
、
並
木
を
通

し
て
、
森
林
・
林
業
に
目
を
向
け
て
も
ら

う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
と
提
案
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
良
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
が
、
書
き
手
が
い
な
く
て
結
局
、
私
が

書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
あ
ま
り
知

識
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
参
考
書
か
ら

情
報
を
集
め
て
現
場
の
写
真
を
撮
っ
て

載
せ
た
と
こ
ろ
こ
れ
が
好
評
を
得
ま
し

た
。
樹
木
に
対
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ー
強
い
思
い
は
人
に
伝
わ
る
も
の
で
す

か
ら
ね
。

染
郷　
そ
の
新
聞
記
事
が
東
京
に
も
伝

わ
り
、
彼
は
筆
も
た
つ
、
樹
木
の
こ
と
も

良
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
も
あ
っ

て
東
京
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
研

究
テ
ー
マ
は
ス
ギ
に
関
す
る
も
の
ば
か

り
で
し
た
が
、
私
は
広
葉
樹
の
ハ
ン
ノ
キ

の
種
分
化
の
研
究
を
サ
ブ
テ
ー
マ
に
し

て
い
ま
し
た
。

ー
ハ
ン
ノ
キ
っ
て
ど
ん
な
樹
木
で
す

か
？

染
郷　
伊
豆
の
大
島
な
ど
で
噴
火
の
後

に
最
初
に
登
場
す
る
が
ハ
ン
ノ
キ
と
い

う
樹
木
で
す
。
ハ
ン
ノ
キ
は
先
駆
的
に
現

れ
て
土
地
を
肥
や
し
、
次
の
植
物
に
場
所

を
譲
る
の
で
す
。
軒
先
を
貸
し
て
母
屋
を

取
ら
れ
る
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
一
見
、

地
味
で
す
が
、
豊
か
な
森
林
の
足
が
か
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り
と
な
る
役
目
を
も
っ
た
樹
木
と
云
え

ま
す
。
こ
の
ハ
ン
ノ
キ
と
い
う
樹
木
は
、

私
の
生
き
方
に
似
て
い
て
、
今
に
見
て
い

ろ
と
い
う
気
持
ち
で
ハ
ン
ノ
キ
の
種
分

化
の
研
究
に
没
頭
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
得

た
知
見
は
、
後
の
サ
ク
ラ
の
研
究
に
大
い

に
役
立
ち
ま
し
た
。

ー
広
葉
樹
は
水
を
育
む
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
よ
ね
。

染
郷　
今
で
こ
そ
、
そ
う
言
わ
れ
て
大

切
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
当
時
は
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
自
分

の
信
念
で
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
世
の

中
も
広
葉
樹
の
大
切
さ
に
気
づ
き
、
上

司
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

筑
波
大
学
の
先
生
か
ら
は
、
そ
の
論
文
を

持
っ
て
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
学
位
論
文
と
な
り
日
本
林
学
会

賞
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昭
和
天
皇
か
ら
の
「
天
の
声
」

ー
ま
さ
に
信
念
と
努
力
で
続
け
て
こ
ら

れ
た
結
果
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
後
、
多

摩
森
林
科
学
園
の
樹
木
研
究
室
長
に
赴

任
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

染
郷　
は
い
。
昭
和
六
十
年
四
月
十
六

日
、
そ
の
日
、
科
学
園
は
も
の
も
の
し

い
警
戒
態
勢
で
し
た
。
昭
和
天
皇
が
「
お

花
見
」
を
さ
れ
る
た
め
に
来
園
さ
れ
た
の

で
す
。
実
は
こ
の
日
が
陛
下
の
生
涯
最
後

の
お
花
見
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
サ

ク
ラ
の
こ
と
は
ま
だ
何
も
解
ら
な
か
っ

た
た
め
、
加
藤
亮
介
園
長
と
前
任
の
小
林

義
雄
室
長
が
陛
下
へ
の
説
明
役
を
務
め

ま
し
た
。
私
は
も
っ
ぱ
ら
写
真
撮
影
担
当

で
・
・
・（
笑
）。

ー
今
な
ら
た
く
さ
ん
お
話
が
で
き
た
で

し
ょ
う
ね
。
陛
下
と
は
会
話
を
さ
れ
た
の

で
す
か
。

染
郷　
陛
下
は
高
台
か
ら
咲
き
誇
る
多

種
の
サ
ク
ラ
を
ご
覧
に
な
っ
て
、「
こ
こ

で
は
、
雑
種
の
サ
ク
ラ
が
で
き
る
で
し
ょ

う
ね
」
と
の
ご
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
言
葉
は
ま
さ
に
私
に
と
っ
て
天

の
声
だ
っ
た
の
で
す
。

ー
素
人
の
私
に
は
そ
の
お
言
葉
の
深
い

意
味
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

染
郷　
日
本
の
サ
ク
ラ
の
品
種
の
成
り

立
ち
を
歴
史
的
に
み
る
と
、
奈
良
時
代
か

ら
平
安
、
鎌
倉
、
室
町
時
代
の
中
央
集
権

制
度
の
中
で
、
都
に
各
地
か
ら
献
上
品
と

し
て
色
々
な
サ
ク
ラ
が
集
め
ら
れ
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
自
然
交
雑

を
繰
り
返
し
、
多
様
な
品
種
が
生
ま
れ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
物
学
者
で
も
あ
る

陛
下
は
、
そ
の
事
実
と
二
百
五
十
品
種
が

収
集
さ
れ
た
科
学
園
の
サ
ク
ラ
と
を
重

ね
合
わ
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

陛
下
の
言
葉
は
私
の
脳
裏
に
深
く
刻

ま
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
私
の
サ
ク
ラ
の

品
種
分
化
の
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ー
天
皇
陛
下
と
中
央
集
権
制
度
、
そ
し
て

サ
ク
ラ
の
関
係
、
な
か
な
か
興
味
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
研
究
を
さ

れ
た
の
で
す
か
？

染
郷　
サ
ク
ラ
と
い
う
植
物
は
、
自
分

の
花
粉
を
拒
絶
し
ま
す
。
だ
か
ら
雑
種

が
で
き
る
の
で
す
。
科
学
園
で
母
樹
を

　

■ 特集：花に学ぶフィランソロピー■ 特集：花に学ぶフィランソロピー

昭和天皇と小林義雄先生

昭和天皇ゆかりの桜（芝浦工大大宮キャンパス）



4No.330-201005-65 No.330-201005-6

決
め
て
自
然
交
雑
し
た
タ
ネ
を
採
取
し
、

苗
木
を
育
て
ま
し
た
。

　

そ
し
て
十
年
生
と
な
っ
た
苗
木
に
開

花
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
花
に
は
親
木

と
は
異
な
る
一
重
、
八
重
、
白
い
花
、
赤

い
花
な
ど
多
彩
な
異
変
が
生
じ
て
い
ま

し
た
。
十
年
の
歳
月
を
経
て
よ
う
や
く
、

陛
下
の
お
言
葉
を
実
証
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
現
在
は
昭
和
天
皇
に
最

も
ふ
さ
わ
し
い
花
を
つ
け
る
個
体
を
「
昭

和
天
皇
ゆ
か
り
の
サ
ク
ラ
」
と
し
て
、
芝

浦
工
大
・
大
宮
キ
ャ
ン
パ
ス
で
保
存
し
て

い
ま
す
。

ネ
パ
ー
ル
か
ら
来
た

日
本
の
サ
ク
ラ

ー
日
本
人
は
サ
ク
ラ
を
心
か
ら
愛
す
る

国
民
性
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
風
土
に

も
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

染
郷　
日
本
は
約
六
千
万
年
前
、
大
陸
か

ら
分
か
れ
、
そ
の
間
に
日
本
海
が
で
き
、

沖
縄
か
ら
北
海
道
ま
で
細
長
い
日
本
列

島
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。
冬
は
日
本
海

の
水
蒸
気
が
雪
と
な
り
、
太
平
洋
側
は
台

風
に
よ
る
雨
な
ど
に
よ
っ
て
、
水
の
豊
か

な「
瑞
穂
の
国
」と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

は
っ
き
り
し
た
四
季
の
変
化
や
微
妙
な

環
境
が
、
多
様
な
サ
ク
ラ
の
野
生
種
や
品

種
を
育
む
風
土
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　

ー
こ
の
日
本
列
島
の
形
が
豊
か
な
サ
ク

ラ
を
育
む
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

サ
ク
ラ
は
も
と
も
と
日
本
の
樹
木
な
の

で
し
ょ
う
か
。

染
郷　

日
本
の
サ
ク
ラ
の
祖
先
は
ネ

パ
ー
ル
あ
た
り
で
、
長
い
時
間
を
か
け

て
伝
わ
っ
て
き
た
「
サ
ク
ラ
の
来
た
道
」

が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
日
本
列
島
の

環
境
の
中
で
、「
美
し
い
日
本
の
サ
ク
ラ
」

を
創
造
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
民
族
の

誕
生
と
も
似
て
い
ま
す
よ
ね
。
私
た
ち
の

祖
先
は
遠
く
南
方
や
中
国
、
北
方
か
ら
多

様
な
人
種
が
集
ま
り
、
日
本
風
土
の
中
に

溶
け
込
ん
だ
。

ー
日
本
人
と
サ
ク
ラ
の
誕
生
が
リ
ン
ク

す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

染
郷　
サ
ク
ラ
を
研
究
し
は
じ
め
た
と

き
、
時
折
、
秋
に
咲
く
サ
ク
ラ
に
遭
遇
し

ま
し
た
。
フ
ユ
ザ
ク
ラ
と
い
う
品
種
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
サ
ク
ラ
は
春
を
告
げ

る
花
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

不
思
議
な
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
単
純
に

「
狂
い
咲
き
」
が
安
定
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
理
由
と
し
て
は
物
足
り
な
い
。
こ
れ

は
サ
ク
ラ
の
進
化
に
関
わ
っ
て
い
る
の

で
は
？
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

ー
遺
伝
を
研
究
さ
れ
て
き
た
染
郷
先
生

な
ら
で
は
の
着
想
で
す
ね
。

染
郷　
そ
し
て
、
そ
の
頃
、
ネ
パ
ー
ル
原

産
と
云
わ
れ
る
秋
に
咲
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ

ク
ラ
が
熱
海
市
に
育
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
こ
れ
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
の

ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
ビ
レ

ン
ド
ラ
前
国
王
が
皇
太
子
時
代
に
苗
木

を
送
っ
た
も
の
で
、
十
一
月
に
な
る
と
ヤ

マ
ザ
ク
ラ
に
似
た
ピ
ン
ク
色
の
花
を
咲

か
せ
ま
す
。

　

こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
を
観
察
す
る

こ
と
に
し
た
の
で
す
。
テ
ン
ト
を
張
っ
て

一
晩
中
添
い
寝
を
し
て
（
笑
）。
そ
う
す

る
と
、
日
本
の
サ
ク
ラ
と
は
違
う
、
い
く

つ
か
の
特
徴
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
秋
に

咲
く
の
は
勿
論
で
す
が
、
あ
る
朝
、
朝
日

の
中
で
小
鳥
が
騒
い
で
い
た
の
で
見
る

と
、
花
か
ら
ぽ
た
ぽ
た
と
ミ
ツ
が
降
る
よ

う
に
落
ち
て
く
る
の
で
す
。

ー
お
も
し
ろ
い
光
景
で
す
！

 

　

■ 特集：花に学ぶフィランソロピー■ 特集：花に学ぶフィランソロピー
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染
郷　
こ
の
秋
咲
性
の
サ
ク
ラ
を
目
の

前
に
し
た
と
き
、
日
本
に
残
っ
て
い
る
秋

に
咲
く
フ
ユ
ザ
ク
ラ
の
品
種
は
遺
伝
学

的
に
言
う
「
先
祖
返
り
」
の
現
象
だ
と
直

感
し
ま
し
た
。
進
化
の
過
程
で
隠
さ
れ

て
き
た
形
質
が
突
然
現
れ
る
現
象
で
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
「
日
本
の
サ
ク
ラ
は
大
昔

は
秋
に
咲
い
て
い
た
。
そ
の
サ
ク
ラ
が
寒

い
冬
に
は
休
眠
を
す
る
性
質
を
獲
得
し
、

春
に
咲
く
サ
ク
ラ
に
変
身
し
て
日
本
に

た
ど
り
着
い
た
」
と
い
う
壮
大
な
物
語
が

秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
フ
ユ
ザ
ク
ラ
と
し
て
残
っ
て
い
る

も
の
は
、
そ
の
進
化
の
中
で
目
ざ
と
い
育

種
家
が
時
折
発
現
す

る
変
異
枝
を
今
日
に

伝
え
た
品
種
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。

ー
日
本
の
サ
ク
ラ

の
祖
先
が
ネ
パ
ー
ル

で
、
秋
に
咲
く
ヒ
マ

ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
が
春
咲

き
に
な
っ
た
と
は
不

思
議
な
感
じ
が
し
ま

す
ね
。

染
郷　
ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ

ク
ラ
の
花
は
、
日
本

の
サ
ク
ラ
に
そ
っ
く

り
な
の
で
す
が
、
花

で
て
き
ま
し
た
。
奈
良
県
吉
野
山
は
、
平

安
時
代
か
ら
つ
づ
く
最
も
古
い
サ
ク
ラ
の

名
所
で
、
西
行
法
師
も
そ
の
美
し
さ
に
目

を
奪
わ
れ
た
と
歌
に
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ

こ
は
、
信
仰
的
な
行
為
の
中
で
植
え
ら
れ

た
サ
ク
ラ
で
山
全
体
が
覆
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。
本
来
サ
ク
ラ
は
森
の
中
で
、
五
百

メ
ー
ト
ル
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
ポ

ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
点
在
す
る
孤
独
な
生
き
方

を
す
る
植
物
な
の
で
す
が
。

ー
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
サ
ク
ラ
が
孤
独

な
樹
木
と
は
。
意
外
な
感
じ
が
し
ま
す
。

染
郷　
サ
ク
ラ
の
タ
ネ
は
小
鳥
に
よ
っ
て

森
の
中
に
散
布
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の

時
、
森
は
木
が
生
い
茂
り
暗
く
て
タ
ネ
の

発
芽
が
抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
時
、

落
雷
や
自
然
の
倒
木
な
ど
で
森
に
穴
が
で

き
る
。
そ
う
す
る
と
陽
光
が
差
し
込
ん
で

発
芽
す
る
の
で
す
。
根
は
肥
え
た
腐
葉
土

の
中
に
浅
く
伸
び
、
栄
養
を
吸
っ
て
成
長

し
、
そ
し
て
花
を
咲
か
せ
る
の
で
す
。

ー
森
に
抱
か
れ
て
サ
ク
ラ
は
花
を
咲
か
せ

び
ら
が
散
ら
な
い
こ
と
や
、
枝
が
風
に
弱

く
折
れ
や
す
い
性
質
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
原
産
地
の
ネ
パ
ー

ル
地
方
の
風
土
が
温
暖
で
、
強
い
風
も
吹

か
な
い
こ
と
が
要
因
と
思
わ
れ
ま
す
。

ー
そ
の
風
土
や
自
然
に
合
わ
せ
て
サ
ク
ラ

も
性
質
を
変
え
る
の
で
す
ね
。

染
郷　
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
逆
に
、
日

本
の
サ
ク
ラ
の
花
び
ら
が
散
り
急
ぐ
の

は
、
春
の
嵐
の
風
圧
か
ら
タ
ネ
を
守
る
た

め
の
必
死
な
対
抗
手
段
で
す
。
風
の
吹
か

な
い
ネ
パ
ー
ル
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
に
は

そ
の
必
要
が
な
い
の
で
す
。

ー
花
び
ら
の
散
る
姿
に
感
傷
的
に
な
っ
て

い
る
人
間
を
横
目
に
、
サ
ク
ラ
は
必
死
に

自
然
で
生
き
抜
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

サ
ク
ラ
は
合
理
的
で

孤
独
な
樹
木

染
郷　
日
本
人
は
長
い
年
月
を
か
け
て
人

工
的
な
サ
ク
ラ
の
山
を
作
り
サ
ク
ラ
を
愛

　

■ 特集：花に学ぶフィランソロピー■ 特集：花に学ぶフィランソロピー
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る
。
な
ん
だ
か
と
て
も
神
秘
的
で
す
。

染
郷　
そ
も
そ
も
サ
ク
ラ
は
別
の
木
の
花

粉
が
か
か
ら
な
い
と
受
精
せ
ず
、
ま
た
、

実
が
で
き
て
も
そ
の
ま
ま
で
は
芽
は
で
ま

せ
ん
。
鳥
や
動
物
に
食
べ
ら
れ
て
、
果
肉

が
消
化
さ
れ
た
後
に
タ
ネ
だ
け
が
地
面
に

落
ち
る
の
で
す
。

ー
そ
れ
を
小
鳥
が
運
ぶ
の
で
す
ね
！

染
郷　
緑
の
森
の
中
に
反
対
色
で
あ
る
ピ

ン
ク
や
白
い
花
を
咲
か
せ
る
の
は
、
生
き

残
る
た
め
に
動
物
た
ち
の
気
を
引
く
た
め

の
必
死
な
装
い
な
ん
で
す
。

ー
戦
略
的
で
す
ね
。

染
郷　
受
精
か
ら
タ
ネ
の
運
搬
ま
で
す
べ

て
他
の
生
き
も
の
た
ち
の
世
話
に
な
る
サ
ク

ラ
。
ど
こ
か
貴
族
に
似
た
雅
な
生
き
方
を
す

る
一
方
で
、
森
林
の
生
態
系
の
中
で
極
め
て

合
理
的
な
生
き
方
を
す
る
樹
木
と
も
い
え
ま

す
。

ー
サ
ク
ラ
の
は
か
な
い
美
し
さ
に
浸
っ
て

い
る
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
合
理
的
。

染
郷　
華
麗
な
サ
ク
ラ
の
姿
は
実
は
、
点

在
を
し
て
生
き
て
き
た
孤
独
ゆ
え
の
自
己

主
張
で
す
。
サ
ク
ラ
の
生
き
る
た
め
の
戦

い
や
、
し
た
た
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
と

も
い
え
ま
す
ね
。

理
解
し
て
実
現
す
る

本
当
の
共
生

ー
先
ほ
ど
先
生
か
ら
「
根
は
肥
え
た
腐
葉

土
の
中
に
浅
く
伸
び
」
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
花
見
と
い
っ
て
は
、
私
た

ち
人
間
は
サ
ク
ラ
の
木
の
下
を
踏
み
荒
ら

し
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
浅
い
と
こ
ろ
に

根
を
張
る
習
性
の
サ
ク
ラ
に
と
っ
て
は
大

変
迷
惑
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
サ
ク
ラ
の
本

当
の
姿
を
知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
ま

す
。

染
郷　
多
摩
森
林
科
学
園
に
赴
任
し
て
二

年
目
の
頃
、
高
知
県
の
通
称
・
西
熊
山
の

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
大
群
落
に
つ
い
て
の
相
談

を
受
け
ま
し
た
。
南
の
山
腹
一
帯
に
咲
い

て
い
た
サ
ク
ラ
が
衰
退
し
枯
死
が
続
出
し

て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
世
間
で
は
あ
の

す
ば
ら
し
い
サ
ク
ラ
を
守
り
復
活
さ
せ
よ

う
と
言
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
と
。

　
し
か
し
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う

に
、
サ
ク
ラ
は
孤
独
に
存
在
す
る
も
の
で

す
。
だ
と
す
れ
ば
、
全
山
サ
ク
ラ
だ
ら
け

に
な
っ
た
西
熊
山
の
サ
ク
ラ
は
人
為
的
な

伐
採
か
、
山
火
事
な
ど
の
跡
地
で
は
？
と

問
い
ま
し
た
。
や
は
り
、
そ
の
山
は
百
年

ほ
ど
前
に
大
々
的
に
ケ
ヤ
キ
を
伐
採
し
た

跡
地
だ
っ
た
の
で
す
。

ー
そ
の
サ
ク
ラ
林
の
美
し
さ
は
実
は
、
自

然
の
姿
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

染
郷　
は
い
。
こ
の
サ
ク
ラ
の
山
の
繁
栄

は
人
災
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
私
は
「
自
然
の
森
は
、
安
定
的
な

自
然
の
姿
に
還
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
記
憶
が

あ
り
ま
す
。

　
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
は
森
林
の
生
態
系
の
中
で

発
芽
し
て
育
ち
、二
十
歳
が
最
盛
期
で
す
。

五
十
歳
に
な
る
と
衰
退
を
は
じ
め
、
七
十

歳
に
な
る
と
約
九
〇
％
が
一
生
を
終
え
、

元
の
シ
イ
・
カ
シ
林
や
ブ
ナ
林
の
植
生

に
も
ど
る
と
い
う
厳
粛
な
変
遷
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
サ
ク
ラ
は
別
の
新
天
地
で
命

の
復
活
を
求
め
る
。
そ
れ
が
サ
ク
ラ
の
生

き
方
な
の
で
し
ょ
う
。

ー
た
だ
サ
ク
ラ
が
綺
麗
だ
か
ら
増
や
せ
ば

い
い
、
守
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
単
純
な
も

の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

染
郷　

こ
の
話
は
、
今
か
ら
三
十
年
も

前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
「
サ
ク

ラ
を
見
て
森
を
見
な
い
」
サ
ク
ラ
保
護
論

は
今
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

日
本
人
は
本
当
に
サ
ク
ラ
が
好
き
で

す
。
し
か
し
そ
の
美
し
さ
に
目
が
く
ら
み

感
傷
的
な
思
い
だ
け
を
先
行
さ
せ
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ク
ラ
の
生
き
方

を
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
サ
ク
ラ
と
私
た

ち
の
新
た
な
付
き
合
い
方
が
生
ま
れ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ー
こ
の
こ
と
は
サ
ク
ラ
に
限
ら
ず
、
環
境

問
題
、
自
然
保
護
を
進
め
る
上
で
も
大
切

な
視
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
日
は
サ
ク
ラ
を
通
し
て
様
々
な
森
の

営
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
満
開

の
サ
ク
ラ
の
下
で
の
お
話
、
忘
れ
ら
れ
な

い
お
花
見
に
な
り
そ
う
で
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■ 特集：花に学ぶフィランソロピー■ 特集：花に学ぶフィランソロピー
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