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二
十
四
節
気
等
の
暦
や
、
自
然
の
変
化

は
、
農
業
と
密
接
に
関
わ
り
、
日
本
人

の
生
活
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
立
春
や

秋
分
、
コ
ブ
シ
や
サ
ク
ラ
の
開
花
、
カ

ッ
コ
ウ
や
ヤ
マ
バ
ト
の
声
、
山
の
残
雪

な
ど
の
自
然
の
変
化
を
敏
感
に
感
じ
る

日
本
人
の
感
性
は
、
自
然
の
中
で
生
き

る
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
機
能
し
、

季
節
ご
と
の
行
事
や
風
習
は
、
自
然
を

敬
い
、
感
謝
す
る
心
を
育
ん
だ
。
本
号

で
は
、
現
代
、
薄
れ
つ
つ
あ
る
日
本
人

と
自
然
と
の
対
話
を
見
つ
め
な
お
す
。
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松
尾

　
中
国
か
ら
暦
の
概
念
が
も
た
ら

さ
れ
た
の
は
、
欽
明
天
皇
の
六
世
紀
初

め
の
こ
と
で
す
。
暦
は
仏
教
と
と
も
に

伝
来
し
、
国
府
を
通
じ
て
天
皇
よ
り
付

与
さ
れ
て
、
全
国
が
月
日
の
レ
ベ
ル
で

時
間
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
中
国
の
二
十
四
節
気
は
、
太
陽
の
運

行
、
す
な
わ
ち
黄
道
に
依
拠
し
て
お
り
、

立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
と
い
う
よ

う
に
、
四
つ
の
季
節
で
一
年
周
期
の
寒

暖
の
サ
イ
ク
ル
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
よ
り
便
利
な
何
月
何
日
と
い

う
認
識
は
、
月
の
満
ち
欠
け
、
月
齢
が

基
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。

尾
池

　
六
世
紀
に
百
済
を
経
て
日
本
に

渡
来
し
た
、
中
国
編
さ
ん
の
元げ

ん

嘉か

暦
の

こ
と
で
す
ね
。

　
日
本
で
使
わ
れ
た
最
初
の
太
陰
太
陽

暦
で
、
以
降
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時

代
の
初
め
ま
で
八
〇
〇
年
以
上
使
わ
れ

た
宣
明
暦
、
渋
川
春
海
が
日
本
人
と
し

て
初
め
て
編
纂
し
た
貞
享
暦
、
明
治
に

新
暦
に
切
り
替
わ
る
直
前
の
天
保
暦
ま

で
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　
西
洋
の
暦
に
も
変
遷
が
あ
り
、
私
は

昔
、
地
震
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作

る
と
き
、
年
月
日
を
計
算
し
や
す
い
よ

う
に
西
暦
に
換
算
す
る
の
に
ず
い
ぶ
ん

苦
労
し
ま
し
た
。

松
尾

　
三
世
紀
末
に
書
か
れ
た
中
国
の

書
物
魏
志
倭
人
伝
に
は
、
倭
人
（
日
本

人
）
は
年
の
初
め
の
正
月
や
四
季
を
知

ら
な
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
一
年

の
サ
イ
ク
ル
を
認
識
し
て
い
た
か
と
い

う
と
、
稲
の
種
を
蒔
き
田
植
え
を
す
る

「
春
耕
」
か
ら
秋
に
収
穫
す
る
「
秋
収
」

を
も
っ
て
、
一
年
を
認
識
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
春
夏

秋
冬
の
よ
う
に
「
春
」
を
、
一
年
の
始

ま
り
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り

ま
す
。

尾
池

　
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
太
陽
の
運

行
を
二
十
四
節
気
に
よ
っ
て
表
し
ま
す
。

日
本
人
は
初
め
一
年
を
二
期
で
捉
え
て

い
ま
し
た
が
、
折
々
の
気
候
変
化
は
実

二
十
四
節
気
と
日
本
人

天・地・人
を
結
ぶ
暦

日
本
に
お
け
る
暦
の
は
じ
ま
り

対
談

松
尾
恒
一

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

尾
池
和
夫

京
都
大
学
名
誉
教
授
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ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」

と
い
っ
た
有
名
な
歌
が
あ
り
、
平
安
時

代
の
古
今
和
歌
集
に
も
在
原
業
平
の

「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
を
は
じ

め
、
季
節
を
詠
ん
だ
歌
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
が
、
ま
だ
春
夏
秋
冬
と
い
う
分

類
の
仕
方
は
、
明
確
に
は
出
て
こ
な
い
。

鎌
倉
時
代
の
新
古
今
和
歌
集
で
初
め
て

二
十
の
項
目
が
設
け
ら
れ
（
巻
第
一
〜

巻
第
二
十
）、「
春
歌
」
で
始
ま
り
「
夏

歌
」「
秋
歌
」「
冬
歌
」
と
続
き
ま
す
。

松
尾

　
詩
歌
で
言
え
ば
、
そ
の
流
れ
が

感
し
て
い
た
の
で
、
中
国
の
二
十
四
節

気
を
中
心
と
す
る
四
季
の
考
え
に
、
す

ぐ
に
馴
染
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
奈
良
や
京
都
は
北
緯
三
十
五
度
で
す

が
、
長
安
（
現
在
の
西
安
市
）
と
ほ
ぼ

同
じ
で
す
。
長
安
を
真
似
し
て
都
を
つ

く
っ
た
わ
け
で
す
。

　
奈
良
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
い
わ

れ
る
万
葉
集
に
は
、
持
統
天
皇
の
「
春

過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し

た
り
天
の
香
具
山
」
や
、
藤
原
敏
行
の

「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね

や
が
て
江
戸
時
代
の
季
語
を
入
れ
る
俳

句
に
つ
な
が
り
ま
す
。

尾
池

　
た
だ
、
い
つ
を
「
夏
」
と
す
る

か
は
、
日
本
の
場
合
、
二
十
四
節
気
と

少
し
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。
今
は
二
月
か

ら
四
月
く
ら
い
を
春
と
捉
え
、
五
月
の

中
旬
頃
か
ら
、
二
十
四
節
気
の
立
秋
前

日
ま
で
を
夏
と
し
ま
す
。
で
も
、
立
秋

は
八
月
七
日
頃
だ
か
ら
実
態
と
合
わ
な

い
。
最
近
は
温
暖
化
だ
か
ら
よ
け
い
に

ズ
レ
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
で
も
俳
句

で
は
「
残
暑
」
や
「
秋
暑
し
」
な
ど
の

季
語
で
詠
み
ま
す
。

　
去
年
の
夏
の
暑
さ
は
本
当
に
異
常
で
、

秋
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
冬
に
な
っ
た

ら
例
年
に
な
い
大
雪
で
す
。
こ
れ
は
日

本
海
の
海
水
温
の
上
昇
に
よ
り
蒸
発
量

が
増
大
し
た
の
が
原
因
で
、
夏
の
暑
さ

だ
け
で
な
く
こ
の
大
雪
も
温
暖
化
の
影

響
で
す
。

松
尾

　
私
が
違
っ
た
面
か
ら
重
要
性
を

感
じ
る
の
が
冬
で
す
。「
恩み

た
ま
の
ふ
ゆ頼

」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の「
ふ
ゆ
」

は
、「
御
魂
の
増
ゆ

3

3

」
の
「
ふ
ゆ
」
が
語

源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
照
時
間
が
も

っ
と
も
短
く
寒
く
な
り
、
身
体
に
と
っ

て
辛
い
冬
至
か
ら
春
に
か
け
て
日
本
各

地
で
行
わ
れ
る
神
楽
は
、
仲
冬
（
大
雪

か
ら
小
寒
）
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
神
楽
の
根
本
は
、
寒
い
時
期
に
弱

っ
た
生
命
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
で
、

そ
の
儀
式
が
「
鎮
魂
祭
」
で
、
寒
さ
で

弱
っ
た
身
体
か
ら
魂
が
離
れ
な
い
よ
う

鎮し
ず

め
籠
め
る
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
冬
の
も
つ
信
仰
的
な
意
味

や
習
俗
を
い
ま
に
受
け
継
ぐ
の
が
お
正

月
で
す
。
大
晦
日
に
家
族
が
家
に
こ
も

っ
て
除
夜
の
鐘
を
聞
き
な
が
ら
年
を
越

す
こ
と
に
は
、
信
仰
的
な
意
味
が
あ
り

ま
す
。

尾
池

　
夏
も
同
じ
で
、
お
盆
に
は
家
に
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出典：国立国会図書館
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い
か
ら
、
そ
の
た
め
に
神
楽
な
ど
の
行

事
が
あ
り
、
美
味
し
い
料
理
を
作
っ
て

食
べ
る
。
そ
う
し
な
い
と
死
ん
で
し
ま

う
か
ら
、
必
死
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
や
っ
て
乗
り
越
え
た
と
思
い
ま

す
。

松
尾

　
最
初
に
日
本
人
は
暦
を
持
た
な

い
と
言
い
ま
し
た
が
、
縄
文
カ
レ
ン
ダ

ー
の
よ
う
な
季
節
の
変
化
に
合
わ
せ
た

一
年
間
の
労
働
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
あ
り

ま
し
た
。
自
然
の
恵
み
が
な
け
れ
ば
生

き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
稲
作

以
前
で
す
か
ら
、
重
要
な
糖
質
は
秋
に

採
る
栃ト

チ

の
実
や
栗
な
ど
の
木
の
実
類
や

里
芋
、春
の
山
菜
な
ど
、春
秋
で
す
。冬

は
狩
猟
を
し
、
夏
に
は
漁
撈
を
し
ま
す
。

動
物
性
の
た
ん
ぱ
く
質
を
摂
取
す
る
大

切
な
季
節
で
す
。

　
今
で
も
狩
猟
は
十
一
月
か
ら
二
月
に

行
い
ま
す
。
農
作
物
や
植
物
が
少
な
い

時
期
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

私
が
行
っ
た
高
知
県
や
三
重
県
伊
賀
地

方
の
山
村
の
調
査
で
、
木
の
葉
が
落
ち

る
と
森
の
な
か
で
見
通
し
が
よ
く
な
る

の
で
、
山
の
中
で
動
物
が
追
跡
し
や
す

こ
も
っ
て
先
祖
を
迎
え
る
か
ら
、
冬
と

夏
と
は
似
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
宗
教

的
な
行
儀
が
集
中
す
る
の
が
盆
と
正
月
。

だ
か
ら
魏
志
倭
人
伝
の
頃
の
日
本
の
二

季
文
化
と
い
う
の
は
、
春
と
秋
と
い
う

よ
り
、
盆
と
正
月
で
す
。
当
時
、
そ
の

風
習
は
な
い
わ
け
で
す
が
。
夏
と
冬
が
、

卑
弥
呼
な
ん
か
活
躍
す
る
よ
う
な
宗
教

的
行
事
を
や
る
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
と
く
に
冬
は
生
き
る
の
が
厳
し

く
な
る
と
猟
師
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

尾
池

　
単
純
に
美
味
し
い
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
イ
ノ

シ
シ
を
焼
い
て
食
べ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
川
の
流
れ
と

関
係
が
あ
っ
て
、
西
洋
の
川
は
地
中
の

滞
在
時
間
が
長
く
、
ゆ
っ
く
り
流
れ
る

の
で
硬
水
に
な
る
。
動
物
の
肉
を
煮
込

め
ば
硬
水
が
灰
汁
を
取
っ
て
美
味
し
い

ブ
イ
ヨ
ン
が
で
き
ま
す
。

　
一
方
、
日
本
の
川
は
急
流
な
の
で
軟

復元された長安の宮城「大明宮」の丹鳳門（西安市）
「二十四節気発祥の地の芒種かな」尾池和夫

四季のある日本列島では、季節によって採取可能な動植物の量が大きく変
動する。このため縄文時代の人々は、季節ごとに何を採取し、貯蔵するの
かを計画的に決め、食料に不自由しないように年間を適した生業を営んで
いた　画像提供：国立歴史民俗博物館

水
に
な
り
、
獣
の
肉
を
煮
て
も
灰
汁
が

と
れ
な
い
。
だ
か
ら
焼
い
て
食
べ
ま
す
。

昆
布
や
鰹
節
の
出
汁
は
、
軟
水
で
美
味

し
く
で
き
る
。
冬
の
イ
ノ
シ
シ
は
皮
下

脂
肪
を
蓄
え
て
、
焼
く
と
美
味
し
い
わ

け
で
す
。
夏
は
ま
ず
く
て
臭
く
て
食
え

な
い
。 

松
尾

　
高
知
県
の
山
深
く
で
調
査
し
た

シ
カ
の
集
団
猟
で
は
、
山
中
で
犬
に
追

わ
れ
た
シ
カ
が
、
体
を
冷
や
す
た
め
に

川
の
方
に
逃
げ
て
い
く
の
を
、
撃
ち
手

食
か
ら
見
た
日
本
の
風
習

縄文人の季節的生業モデル（縄文カレンダー）
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が
川
で
待
ち
構
え
て
仕
留
め
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
清
代
、
日
本
の
江
戸
時
代

で
す
が
、
台
湾
の
先
住
民
の
狩
猟
を
描

い
た
絵
画
に
は
、
や
は
り
山
の
下
を
流

れ
る
川
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
山
川
と

狩
猟
の
関
係
は
と
て
も
興
味
深
い
で
す
。

尾
池

　
狩
猟
に
は
、
捌さ

ば

く
た
め
の
水
が

必
要
で
す
か
ら
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
食
べ
る
こ
と
か
ら
理
由
が
見

え
て
き
ま
す
。
獣
肉
を
食
す
こ
と
が
禁

忌
で
あ
れ
ば
、
生
薬
と
言
っ
て
逃
れ
る
。

「
薬
食
い
」と
い
う
の
は
、イ
ノ
シ
シ
か

シ
カ
を
食
べ
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

松
尾

　
沖
縄
や
奄
美
で
は
「
ぬ
ち
ぐ
す

い（
命
の
薬
）」と
い
う
言
葉
を
し
ば
し

ば
聞
き
ま
す
が
、
食
べ
物
が
何
よ
り
の

薬
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
よ
く
表
し
て

い
ま
す
。

尾
池

　
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
た
か
ら
で
す

ね
。
イ
ノ
シ
シ
を
山
ク
ジ
ラ
と
呼
び
、

な
ん
だ
か
ん
だ
と
食
べ
て
い
ま
し
た
。

松
尾

　
イ
ノ
シ
シ
で
思
い
出
し
た
の
で

す
が
、「
家
」
と
い
う
漢
字
は
、
屋
根
を

表
す
ウ
冠
の
下
の
部
分
は
「
豚
」
を
意

味
し
て
い
ま
す
。「
家
」
の
意
味
の
根
本

は
、
祭
祀
の
た
め
の
構
築
物
・
空
間
と

い
う
意
味
で
す
。
今
、
お
祭
り
と
い
う

と
神
社
や
お
寺
な
ど
神
様
、
仏
様
を
祀

る
宗
教
施
設
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
神
仏
の
住
ま
い
で
、
漢
字

「
家
」が
表
し
て
い
る
、そ
も
そ
も
の
意

味
が
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。

尾
池

　
だ
か
ら
正
月
の
習
慣
は
全
部
家

長
が
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
今
で
は

難
し
い
け
れ
ど
、
注し

め連
縄な

わ

も
昔
は
家
長

が
綯な

っ
て
い
た
し
、
正
月
料
理
を
い
た

だ
く
箸
の
箸
袋
に
つ
い
て
も
、
家
長
が

大
晦
日
に
家
族
の
名
前
を
そ
れ
ぞ
れ
の

箸
袋
に
記
入
し
、
客
用
に
は
「
上
」
と

書
い
て
神
棚
に
供
え
て
お
き
ま
し
た
。

取
り
分
け
る
箸
に
は
「
海
山
」
と
書
い

て
海
の
幸
、
山
の
幸
を
取
り
分
け
る
。

松
尾

　
箸
と
い
え
ば
、
伊
賀
地
方
の
水

田
地
域
で
は
樫
の
木
の
樹
皮
を
剝
い
で

作
っ
た
餅
を
焼
く
餅
箸
や
、
正
月
十
五

日
に
小
豆
粥
を
食
べ
る
の
に
、
茅
を
使

っ
た
箸
を
使
い
ま
す
。
箸
を
特
別
な
祭

具
と
し
て
用
い
る
神
社
祭
祀
は
日
本
各

地
に
見
ら
れ
、
広
島
県
の
山
村
や
伊
豆

地
方
の
水
田
地
域
の
集
落
の
神
事
で
も

目
に
し
ま
し
た
。

尾
池

　
礼
儀
箸
や
ネ
ギ
一
本
で
箸
代
り

に
し
た
り
。
箸
に
こ
だ
わ
る
日
本
の
文

化
が
あ
り
ま
す
。

松
尾

　
そ
も
そ
も
家
自
体
が
大
き
な
祭

壇
で
す
か
ら
、
神
棚
や
仏
壇
な
ど
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
以
前
の

古
い
設し

つ
ら

え
と
し
て
、
壁
に
か
け
る
方

法
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
広
島
県
の
山

村
で
、
正
月
の
飾
り
と
し
て
、
壁
に
稲

穂
や
ス
ル
メ
な
ど
を
吊
る
し
て
掛
け
て

い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
中
国
貴
州
省
の
「
ミ
ャ
オ
（
苗
）」
と

い
う
少
数
民
族
の
地
域
の
端
午
節
を
調

査
し
た
際
も
、
粽ち

ま
きを

壁
に
か
け
て
い
た

の
を
目
に
し
ま
し
た
。

尾
池

　
中
国
の
雲
南
省
で
は
、
田
ん
ぼ

の
作
り
方
や
、
笠
を
か
ぶ
っ
て
歌
い
な

が
ら
田
植
え
を
す
る
姿
な
ど
、
日
本
と

松尾恒一（まつお・こういち）
1963年東京都生まれ。専門は民俗宗教、日亜欧
交流史。国内外でフィールドワークを行い、古
代から現代まで外来文化との混淆や対立により
形成された日本の民俗信仰や習俗の変遷を研究。
『東アジア世界の民俗』『日本の民俗宗教』など
著書多数。千葉大学大学院客員教授兼任。

『番社采風図』より
「捕鹿」（清朝時代、
18世紀）台湾の先住
民の生活を描いた風
俗画で、本図では猟
師と犬に追われたシ
カが川（画面左下）
へ逃げる様子を描い
ている　中央研究院
歴史言語研究所蔵

撮影：逢坂憲吾（pp. 6, 9, 13）

家
の
役
割
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て
祝
っ
た
民
俗
が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
行

事
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ミ
の
木
に

変
わ
り
ま
す
が
、
家
に
常
緑
樹
を
立
て

て
祝
う
点
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
と

て
も
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

尾
池

　
季
語
で
い
う
と
、
松
は
、
新
年

の
門
松
、
松
納
め
か
ら
始
ま
っ
て
、
春

の
若
松
、
松
の
芯
、
松
の
花
、
夏
の
松

落
葉
、
秋
の
松
茸
、
松
手
入
、
新し

ん

松ち
ぢ
り子

、

冬
の
「
松
飾
る
」
ま
で
、
日
本
人
の
生

活
に
密
着
し
て
、
四
季
折
々
に
詠
ま
れ

ま
す
。

事
で
、
食
事
、
神
事
、
茶
事
な
ど
、
漠

然
と
し
た
「
こ
と
」
以
上
の
、
何
か
特

別
な
神
聖
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

鬼
ご
っ
こ
や
ま
ま
ご
と
な
ど
も
、
本
来

は
神
事
か
ら
来
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
ね
。

　
さ
き
ほ
ど
の
正
月
の
設
え
で
い
う
と
、

門
松
は
年
神
様
を
迎
え
る
特
別
の
入
口

を
示
す
役
割
が
あ
り
ま
す
。
門
松
の
松

は
枯
れ
な
い
常
緑
樹
で
あ
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
で
す
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
ク
リ
ス
マ
ス
も
、
ゲ

ル
マ
ン
民
族
が
冬
至
に
樫
の
木
を
立
て

2011年12月に行われた広
島県庄原市の「比婆荒神神
楽」。冬季の神楽で、集落で
亡くなった人の霊の鎮魂と
いわれる　撮影：松尾恒一

今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として
用いられている暦。1年を春夏秋冬の四つの季節に分
け、さらにそれぞれを六つに分けたもので、「節（せ
つ）または節気（せっき）」と「気（中［ちゅう］また
は中気［ちゅうき］とも呼ばれる）」が交互にある。
　太陰太陽暦（旧暦）の閏月を設ける基準となってお
り、中気のない月を閏月とするなど、二十四節気は、そ
の年によって1日程度前後することがある。

非
常
に
似
て
い
ま
す
。

松
尾

　「
苗ミ

ヤ
オ

年ネ
ン

」
は
新
年
を
祝
う
祭
日

で
、
稲
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
一
年
の
始
ま
り
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

尾
池

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
で
も

日
本
で
は
業
界
に
よ
っ
て
年
度
が
違
い

ま
す
。
役
所
と
学
校
は
四
月
か
ら
始
ま

る
し
、
京
都
の
舞
妓
さ
ん
、
芸
妓
さ
ん

は
挨
拶
回
り
と
清
掃
を
終
え
て
、
十
二

月
十
三
日
に
事
始
め
、
つ
ま
り
新
年
を

迎
え
ま
す
。

松
尾

　「
事
」と
い
う
漢
字
は
と
て
も
大

資料：国立国会図書館

二十四節気（にじゅうしせっき）

季節 二十四節気名 月 新暦の日付

春

立春（りっしゅん） 1月節 2月4日頃
雨水（うすい） 1月中 2月19日頃
啓蟄（けいちつ） 2月節 3月5日頃 
春分（しゅんぶん） 2月中 3月21日頃
清明（せいめい） 3月節 4月5日頃
穀雨（こくう） 3月中 4月20日頃

夏

立夏（りっか） 4月節 5月5日頃
小満（しょうまん） 4月中 5月21日頃
芒種（ぼうしゅ） 5月節 6月6日頃
夏至（げし） 5月中 6月21日頃
小暑（しょうしょ） 6月節 7月7日頃
大暑（たいしょ） 6月中 7月23日頃

秋

立秋（りっしゅう） 7月節 8月8日頃
処暑（しょしょ） 7月中 8月23日頃
白露（はくろ） 8月節 9月8日頃
秋分（しゅうぶん） 8月中 9月23日頃
寒露（かんろ） 9月節 10月8日頃
霜降（そうこう） 9月中 10月24日頃

冬

立冬（りっとう） 10月節 11月7日頃
小雪（しょうせつ） 10月中 11月22日頃
大雪（たいせつ） 11月節 12月7日頃
冬至（とうじ） 11月中 12月21日頃
小寒（しょうかん） 12月節 1月5日頃
大寒（だいかん） 12月中 1月21日頃
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尾
池

　
明
治
の
初
め
、
政
府
が
月
給
を

十
三
回
払
わ
な
く
て
済
む
よ
う
に
と
、

慌
て
て
西
暦
に
切
り
替
え
る
ま
で
は
、

日
本
で
は
太
陰
太
陽
暦
を
使
っ
て
い
ま

し
た
。
太
陰
暦
の
十
二
か
月
は
太
陽
年

よ
り
十
日
ほ
ど
短
い
た
め
、
月
に
基
づ

い
た
だ
け
の
暦
で
は
季
節
が
ず
れ
て
い

く
の
で
、
そ
れ
を
太
陽
の
運
行
で
補
正

す
る
わ
け
で
す
。

松
尾

　「
年
内
立
春
」と
い
う
言
葉
が
季

語
に
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
珍
し
い
年

で
し
ょ
う
か
。

尾
池

　
旧
暦
の
元
日
の
前
に
立
春
に
な

る
の
が
年
内
立
春
、
あ
と
に
な
る
の
が

新
年
立
春
で
、
同
じ
く
ら
い
の
発
生
率

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
朔
旦
立
春
」

と
い
う
の
は
、
年
初
め
の
朔
（
旧
暦
元

旦
）
と
立
春
が
ぴ
っ
た
り
合
う
年
の
こ

と
で
、
概
ね
十
九
年
周
期
で
訪
れ
る
。

次
に
来
る
の
は
、
二
〇
三
八
年
で
す
。

僕
の
論
文
で
、
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地

震
が
起
こ
る
の
を
二
〇
三
八
年
と
予
測

し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
朔
旦
立
春
と
一

致
し
ま
す
。

松
尾

　
中
国
で
は
立
春
よ
り
先
に
（
旧

暦
の
）
元
日
が
来
る
年
と
い
う
の
は
良

く
な
い
年
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
よ
り
、
結
婚
を
控

え
た
り
す
る
と
中
国
の
留
学
生
か
ら
教

わ
り
ま
し
た
。

尾
池

　
私
は
悪
い
考
え
は
排
除
し
、
む

し
ろ
朔
旦
立
春
と
い
う
の
は
、
め
っ
た

に
な
い
こ
と
な
の
で
大
祝
い
す
る
。
で

す
か
ら
、
二
〇
三
八
年
は
す
ご
く
い
い

年
で
、
南
海
ト
ラ
フ
の
地
震
で
も
、
そ

れ
ま
で
に
防
災
対
策
が
進
展
し
て
い
る

と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
私
の
人
生
を
振
り
返
る
と
、
一
九
五

〇
年
と
九
二
年
の
二
度
あ
り
ま
し
た
。

最
初
は
小
学
生
の
時
で
、
二
度
目
は
地

震
の
研
究
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い
た
頃

な
の
で
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
一
生
に
二
〜
三
回
し
か
な
い
、
本

当
に
珍
し
い
年
な
の
で
お
祝
い
す
べ
き

で
し
ょ
う
。

　
め
っ
た
に
な
い
か
ら
、
朔
旦
立
春
を

詠
ん
だ
俳
句
や
短
歌
は
少
な
い
。
新
年

立
春
、
年
内
立
春
は
よ
く
あ
り
ま
す
が
。

一
方
、
年
内
立
春
を
年
末
の
季
語
に
入

れ
て
い
る
歳
時
記
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
立
春
の
間
違
い
な
の
で
、
出
版
社
に

伝
え
る
つ
も
り
で
す
し
、
私
が
主
宰
す

る
氷
室
俳
句
会
で
編
集
し
て
い
る
『
新

氷
室
歳
時
記
』
に
は
、
前
例
を
鵜
呑
み

に
せ
ず
、
季
語
を
す
べ
て
精
査
し
て
分

類
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
立
春
は

「
春
が
始
ま
る
」
こ
と
で
す
か
ら
。

松
尾

　
立
春
の
前
日
が
日
本
で
で
き
た

雑
節
の
節
分
、
す
な
わ
ち
年
の
分
か
れ

目
に
な
り
、
日
本
人
も
古
代
か
ら
一
年

の
重
要
な
変
わ
り
目
だ
と
認
識
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
日
本
は
南
北
に
長
い
の
で
、
地
域
ご

鈴木牧之『北越雪譜』二編巻一より「雪の正月」（1841年刊）
江戸後期に越後魚沼の雪国の生活を紹介した書籍。初編3
巻（1837年刊）と二編4巻（1841年刊）。風俗・暮らし・方言
・産業などが、豊富な挿絵とともに詳細に記されており、江
戸で出版され人気を博す。岩波文庫版（1936年）以降、現
代訳版や英語版も出版されている

日
本
固
有
の
風
習
と
暦
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と
に
春
夏
秋
冬
が
少
し
ず
れ
て
い
き
ま

す
。
江
戸
後
期
に
越
後
魚
沼
の
生
活
を

記
録
し
た
『
北
越
雪
譜
』（
鈴
木
牧
之
著
、

一
八
四
一
年
刊
）
に
は
、「
春
と
は
い
え

ど
も
、
木
も
見
え
な
い
し
、
梅
も
見
え

な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
な
ど
の

「
暖
国
」と
雪
国
と
の
光
景
の
違
い
を
説

明
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
二
編
巻
一
に
出
て
く
る

「
玉た

ま

栗ぐ
り

」と
い
う
正
月
の
子
ど
も
の
遊
び

は
、
毬
く
ら
い
の
大
き
さ
の
雪
玉
を
つ

く
り
、
互
い
に
打
ち
当
て
て
砕
け
た
ほ

う
が
負
け
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
塩
を
入

れ
て
固
め
る
の
は
ル
ー
ル
違
反
と
説
明

す
る
と
と
も
に
、
塩
は
獣
肉
な
ど
を
保

存
す
る
た
め
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も

の
と
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
が
故
郷
伊
賀
で
正

月
に
詠
ん
だ
「
山
里
は
万
歳
遅
し
梅
の

花
」
の
句
を
引
用
し
、
こ
う
し
た
光
景

は
雪
国
で
は
三
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く

目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

ま
す
。

尾
池

　「
玉
栗
」も
新
年
の
季
語
で
す
が
、

季
語
は
京
都
や
畿
内
で
生
ま
れ
て
い
る

の
で
、
北
緯
三
十
五
度
が
起
点
に
な
り

ま
す
。
た
し
か
に
、
い
ま
や
北
海
道
か

ら
沖
縄
ま
で
俳
句
を
詠
む
人
は
全
国
に

い
ま
す
か
ら
、
季
語
の
ズ
レ
を
ど
う
す

る
か
は
大
き
な
問
題
で
、
北
海
道
の
俳

人
は
六
月
に
な
ら
な
い
と
桜
が
詠
め
な

い
。
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
の
で
す
が
、

国
で
も
祝
う
け
ど
、
そ
の
後
の
喜
寿
や

傘
寿
、
米
寿
な
ど
は
、
漢
字
の
形
を
数

字
に
見
立
て
た
も
の
で
、
白
寿
な
ど
、

「
百
」
か
ら
「
一
」
を
引
い
て
九
十
九
歳

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
日
本
人
の

発
明
で
す
。

松
尾

　
日
本
の
仏
教
は
中
国
経
由
で
す

が
、
仏
教
行
事
で
あ
る
「
お
彼
岸
」
を
、

二
十
四
節
気
の
春
分
と
秋
分
、
そ
の
前

後
三
日
を
入
れ
た
七
日
間
に
行
う
の
は
、

そ
の
土
地
独
特
の
「
地ち

貌ぼ
う

季
語
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
出
て
き
て
、
沖
縄
な
ど

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　
季
語
は
語
尾
を
伸
ば
す
京
都
弁
に
由

来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
目
ぇ
、

歯
ぁ
、
手
ぇ
」
と
二
音
、「
頭
、
體
」
と

三
音
、
足
し
て
七
音
、
俳
句
の
一
七
文

字
、
和
歌
の
三
十
一
文
字
も
す
べ
て
素

数
で
す
。
こ
の
素
数
の
リ
ズ
ム
っ
て
い

う
の
が
、
ど
う
も
日
本
人
に
と
っ
て
気

持
ち
い
い
ら
し
い
。
三
三
七
拍
子
も
そ

う
で
し
ょ
う
?

松
尾

　
語
調
だ
け
で
な
く
、
注
連
縄
も

縄
の
下
に
七
本
、
五
本
、
三
本
の
「
下

が
り
」
と
呼
ば
れ
る
藁
を
垂
ら
し
ま
す
。

尾
池

　「
七
五
三
」
と
書
い
て
「
し
め
」

と
読
ま
せ
ま
す
ね
。

松
尾

　
七
五
三
も
中
国
に
は
な
い
の
で

日
本
独
自
の
行
事
で
す
が
、
中
国
は
対

照
的
に
偶
数
が
よ
い
数
値
と
さ
れ
、
お

祝
い
で
は
偶
数
の
金
額
に
し
ま
す
。

　
日
本
の
伝
統
の
多
く
は
古
代
に
伝
え

ら
れ
た
中
国
の
影
響
が
強
い
の
で
す
が
、

日
本
独
自
の
習
俗
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

尾
池

　
む
し
ろ
あ
ま
り
影
響
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
?

　
例
え
ば
、
還
暦
（
六

十
歳
）
や
古
希
（
七
十
歳
）
ま
で
は
中

尾池和夫（おいけ・かずお）
1940年東京都生まれ。専門は地震学、地球科学。
京都大学第24代総長、日本ジオパーク委員長、
京都造形芸術大学学長などを歴任。現在、京都
芸術大学客員教授。俳人としても知られ「氷室
俳句会」を主宰。『2038年南海トラフの巨大地
震』『四季の地球科学』など著書多数。

6月の行事「水口まつり」には、苗や早乙女の手ぬぐいなど田
植えにまつわる供物で豊作を祈る　 写真提供：室礼三千

自
然
現
象
や

気
候
変
動
を
読
み
解
く
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月
」
の
風
習
が
あ
り
ま
す
。
新
月
か
ら

数
え
て
十
五
夜
は
満
月
、
十
三
夜
は
満

月
に
は
少
し
欠
月
で
、
同
じ
場
所
で
両

方
を
見
る
こ
と
を
「
二ふ

た

夜よ

の
月
」
と
呼

び
、
一
方
だ
け
を
見
る
「
片か

た
つ
き
み

月
見
」
は

不
吉
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
片
見

月
を
忌
む
と
い
う
習
慣
の
た
め
に
、
江

戸
時
代
に
は
自
宅
で
月
見
を
す
る
習
慣

が
定
着
し
ま
し
た
。

　
八
月
の
満
月
を「
芋
名
月
」、九
月
の

十
三
夜
の
月
を
「
栗
名
月
、
豆
名
月
」

と
俳
句
で
は
詠
み
ま
す
。

松
尾

　
そ
れ
は
家
の
重
要
性
に
つ
な
が

日
本
独
自
の
習
慣
で
す
。
彼
岸
で
は
、

特
別
な
ご
馳
走
と
し
て
、
餡
に
く
る
ん

だ
餅
を
、
春
は
ぼ
た
餅
、
秋
は
お
は
ぎ

と
し
て
食
し
ま
す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
牡
丹
と
萩
と
い
う
季
節
の
植

物
に
因
ん
だ
呼
称
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
外
来
の
概
念
を
風
土
や
自
然
に
結
び

つ
け
、
固
有
の
伝
統
に
す
る
と
こ
ろ
に
、

日
本
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

尾
池

　
お
月
見
も
中
国
伝
来
の
行
事
で

す
が
、
日
本
に
は
旧
暦
の
九
月
十
三
日

に
「
十
三
夜
の
月
」
を
愛
で
る
「
後の

ち

の

り
ま
す
ね
。
十
五
夜
に
豊
作
を
祈
願
し

満
月
を
見
立
て
た
芋
を
供
え
る
の
で

「
芋
名
月
」
と
呼
び
ま
す
が
、
芋
（
ヤ
マ

イ
モ
、
サ
ト
イ
モ
）・
栗
・
栃ト

チ

な
ど
の

木
の
実
は
、
稲
作
以
前
の
時
代
に
貴
重

な
糖
質
で
し
た
。
稲
が
入
っ
て
か
ら
は

米
や
餅
が
供
物
と
し
て
重
要
度
を
増
し

て
い
き
ま
す
が
、
稲
作
伝
来
以
前
、
縄

文
時
代
の
食
文
化
も
継
承
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
供
物
に
添
え
る
ス
ス
キ
は
、

ま
も
な
く
来
る
秋
の
収
穫
の
稲
穂
を
表

し
、
稲
作
文
化
と
し
て
日
本
で
生
ま
れ

た
習
俗
と
い
え
ま
す
。

尾
池

　
た
し
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
流
入
し
、
イ
ノ
シ
シ
と
芋
を
栄
養
源

に
し
て
い
た
縄
文
時
代
の
生
活
は
一
変

し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
大
事
な
要
素

は
気
候
変
動
で
す
。
縄
文
時
代
と
平
安

時
代
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
と
は
今
と
全

く
気
候
が
違
う
。

　
例
え
ば
、
芭
蕉
の
俳
句
を
全
部
集
め

て
み
る
と
、
暑
い
と
い
う
季
語
は
ま
っ

た
く
出
て
こ
な
い
。
あ
の
源
氏
物
語
を

見
て
も
、
四
季
の
こ
と
を
書
い
て
い
て

も
、
暑
い
、
寒
い
の
記
述
は
な
い
。
十

二
単
を
着
て
生
活
で
き
る
わ
け
な
の
で
、

今
と
は
気
温
が
違
う
と
思
う
。
だ
か
ら
、

和
歌
の
季
語
を
く
ま
な
く
調
べ
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
日
本
の
気
候
変
動
が
わ

か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
芭
蕉
に
関
し
て
は
奥
の
細
道
か
ら
全

部
調
べ
て
い
ま
す
が
、
夏
の
句
で
あ
る

「
閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蟬
の
声
」
も

「
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川
」も
、

涼
し
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。
月
刊
誌

『
俳
壇
』の
特
集
号
の
総
論
で「
俳
句
と

気
象  

天
地
人
の
世
界
」
と
い
う
題
で
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

松
尾

　
吉
田
兼
好
は『
徒
然
草
』に「
家

の
作
り
や
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ

し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
冬
の
厳
し
さ

は
火
鉢
や
重
ね
着
で
し
の
げ
る
の
で
、

夏
の
暑
さ
を
ど
の
よ
う
に
耐
え
る
の
か

を
、
古
代
・
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
は

優
先
し
て
家
の
つ
く
り
を
工
夫
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

尾
池

　「
年ね

ん

縞こ
う

」
を
ご
存
知
で
す
か
?

　

福
井
県
の
三
方
五
湖
の
ひ
と
つ
水
月
湖

の
湖
底
に
、
一
年
ご
と
に
濃
淡
一
対
で

形
成
さ
れ
た
約
七
万
年
分
の
縞
模
様
が
、

一
九
九
一
年
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
で
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
寒
暖
で
縞
の
幅
が
変

わ
る
の
で
、
過
去
の
気
候
変
動
や
自
然

災
害
な
ど
の
地
球
の
歴
史
が
わ
か
る
世

界
的
な
遺
産
で
、
二
〇
一
八
年
に
は
福

旧暦9月の十三夜（栗名月）、供物とともに月を愛でる
写真提供：室礼三千
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ま
す
。

松
尾

　
氷
室
神
社
で
は
、
七
一
一
年
に

平
城
京
に
氷
を
収
め
る
献
氷
の
勅
祭
が

行
わ
れ
、
い
ま
も
直
方
体
の
氷
塊
を
供

え
る
お
祭
り
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
東
京
御
茶
ノ
水
の
正
教
の
教
会
ニ

コ
ラ
イ
堂
で
一
月
に
イ
エ
ス
の
洗
礼
を

祝
い
、
大
人
の
背
た
け
く
ら
い
の
巨
大

な
氷
の
十
字
架
を
祀
る
ロ
シ
ア
正
教
の

行
事
「
神
現
祭
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

尾
池

　
氷
は
貴
重
な
献
上
品
で
す
か
ら
、

日
本
で
は
都
の
周
囲
に
氷
室
が
あ
り
ま

し
た
。
加
賀
藩
が
大
寒
の
頃
に
仕
込
ん

だ
白
山
雪
を
旧
暦
六
月
朔
日
に
江
戸
幕

府
に
献
上
し
た
歴
史
を
、
金
沢
の
涌
井

温
泉
で
「
氷
室
開
き
」
や
氷
室
饅
頭
と

し
て
復
活
さ
せ
観
光
資
源
に
し
て
い
ま

す
。

松
尾

　
饅
頭
は
日
本
の
行
事
の
御
馳
走

の
ひ
と
つ
で
し
た
。
十
四
世
紀
に
渡
来

し
た
元
の
僧
、
林
浄
因
が
居
住
し
饅
頭

を
作
っ
た
奈
良
の
漢か

ん

國ご
う

神
社
が
発
祥
の

地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
は
、
小

豆
は
あ
っ
て
も
砂
糖
が
な
い
の
で
甘
茶

の
蔓
で
甘
味
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が

塩
瀬
饅
頭
の
元
祖
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
と
の
関
係
が
深
い
の

で
す
。

井
県
年
縞
博
物
館
が
開
館
し
て
い
ま
す
。

そ
の
調
査
の
写
真
を
見
る
と
、
平
安
時

代
は
暑
く
な
か
っ
た
。

　
ハ
マ
グ
リ
の
貝
殻
の
筋
や
木
の
年
輪
、

火
山
灰
の
堆
積
な
ど
、
自
然
界
の
縞
は

博
物
学
の
よ
う
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。

松
尾

　
北
国
の
雪
の
中
で
の
生
活
を
記

し
た
『
北
越
雪
譜
』
に
は
ま
た
、「
削
り

氷
」、
現
在
の
か
き
氷
の
話
が
出
て
き

ま
す
。
氷
を
削
っ
て
食
す
る
の
は
江
戸

か
ら
入
っ
て
き
た
先
進
の
食
文
化
だ
っ

た
よ
う
で
、
最
初
は
き
な
粉
を
か
け
て

食
べ
、
そ
の
後
、
貴
重
な
砂
糖
を
か
け

た
時
の
感
動
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
夏
に
氷
を
食
す
る
の
は
た
い
へ
ん
な

贅
沢
で
、
古
代
に
は
、
冬
の
う
ち
に
切

り
取
っ
た
氷
を
溶
け
な
い
よ
う
に
藁
で

何
重
に
も
巻
い
て
、
氷ひ

室む
ろ

と
い
う
洞
窟

の
中
で
保
存
し
て
、
天
皇
に
献
上
し
て

い
ま
し
た
。

尾
池

　
私
の
俳
句
結
社
も
「
氷
室
」
と

い
う
の
で
す
が
、
京
都
の
北
山
に
も
氷

室
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
し
、
奈
良

の
氷
室
神
社
で
は
か
き
氷
が
食
べ
ら
れ

　
日
本
の
お
節
の
定
番
に「
き
ん
と
ん
」

が
あ
り
ま
す
。
栗
は
縄
文
時
代
か
ら
食

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
サ
ツ
マ
イ
モ

は
そ
の
名
の
通
り
琉
球
・
薩
摩
経
由
で

江
戸
時
代
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
伝
統

食
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
中
国

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海
に
よ
る
ア
ジ

ア
進
出
な
ど
、
外
国
と
の
交
流
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

尾
池

　
日
本
人
が
、
い
つ
か
ら
何
を
食

べ
始
め
た
か
が
重
要
で
す
。
江
戸
時
代

漢國神社の饅頭塚

福井県年縞博物館に展示された水月湖の
年縞。過去の環境変動が高精度に復元さ
れており、「地球のものさし」として世界
的に注目される。写真には天正地震
（1586年）の痕跡が見える
写真提供：福井県年縞博物館

食
物
と
年
中
行
事
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の
節
句
で
明
日
は
啓
蟄
。
端
午
の
節
句

は
ま
ち
が
い
な
く
中
国
起
源
で
す
が
、

雛
祭
り
は
中
国
の
上
巳
節
を
起
源
と
す

る
説
を
よ
く
見
ま
す
が
、
私
は
日
本
で

生
ま
れ
た
行
事
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
日
本
で
の
起
源
は
不
明
で
、

平
安
時
代
の
年
中
行
事
に
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は
ひ
な
人
形
を

飾
っ
て
女
児
の
成
長
を
願
う
雛
祭
り
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
中
国
の
上
巳
節
句
で
は
禊
ぎ
の
た
め

に
川
や
池
な
ど
水
に
入
る
行
事
が
あ
り

ま
す
が
、
桃
を
飾
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
五
月
五
日
や
九
月
九
日
の
よ
う
に
、

月
と
日
を
重
ね
る
発
想
は
中
国
ら
し
い
。

尾
池

　
七
夕
節
句
は
、
冷
泉
家
で
平
安

中
期
に
編
纂
さ
れ
た『
和
漢
三
才
図
会
』

と
い
う
百
科
事
典
に
当
時
の
食
事
が
詳

し
く
載
っ
て
い
て
、
い
ま
は
ネ
ッ
ト
で

内
容
が
検
索
で
き
る
の
で
、
そ
こ
に
載

っ
て
い
て
今
も
あ
る
食
材
と
廃
れ
た
も

の
を
比
較
す
る
と
面
白
い
で
し
ょ
う
。

　
節
句
料
理
の
ひ
と
つ
、
七
草
粥
は
今

も
食
べ
ま
す
が
、
ス
ー
パ
ー
で
売
ら
れ

て
い
る
食
材
セ
ッ
ト
の
す
ず
し
ろ
（
大

根
）
は
、
葉
が
切
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

草
粥
な
の
で
す
か
ら
、
葉
を
入
れ
る
べ

き
と
言
い
た
い
で
す
ね
。

松
尾

　
七
草
は
五
節
句
の
ひ
と
つ
で
、

桃
の
節
句
（
雛
祭
り
）、
菖
蒲
（
端
午
）

の
節
句
、
笹
の
節
句
（
七
夕
）、
菊
の
節

句
（
重
陽
）
と
続
き
ま
す
。
昨
日
は
桃

時
代
か
ら
ず
っ
と
継
承
さ
れ
、
い
ま
も

十
二
単
を
着
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

松
尾

　
中
国
で
は
彦
星
と
織
姫
の
物
語

に
ち
な
ん
で
、
い
ま
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン

デ
ー
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
。
桃
の
節
句
、
雛
祭
り
は
、
中
国

の
（
旧
暦
の
）
三
月
三
日
の
上
巳
節
と

同
日
で
あ
る
の
は
た
し
か
で
す
が
、
日

本
独
自
に
生
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
史

実
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

尾
池

　
私
は
地
震
学
者
で
す
か
ら
、
三

月
三
日
と
い
う
と
、
昭
和
三
陸
津
波

（
一
九
三
三
年
）
で
、
旧
暦
五
月
五
日

（
明
治
二
九
年
六
月
一
五
日
）に
も
東
北

で
大
津
波
が
発
生
し
た
。
ど
ち
ら
の
節

句
も
大
津
波
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　
盛
岡
市
の
俳
人
、
小
原
啄
葉
の
「
桃

春から秋にかけての農業の風景を描いた「小袖 茶綸子地四季耕作風景模様」
部分、江戸時代、東京国立近代美術館蔵
出典：Colbase

写真提供：室礼三千
端午の節句の飾り、吹き流しと菖蒲

天・地・人
を
結
ぶ
暦

1月7日 人日の節句（七草の節句）
3月3日 上巳の節句（桃の節句）
5月5日 端午の節句（菖蒲の節句）
7月7日 七夕の節句（星祭り）
9月9日 重陽の節句（菊の節句）

五節句
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の
日
の
母
に
津
波
の
記
憶
あ
り
」
と
い

う
句
が
あ
り
、
節
句
の
た
び
に
ひ
な
人

形
を
見
て
思
い
出
す
人
が
い
ま
す
。

松
尾

　
節
句
の
「
句
」
は
、
民
俗
学
者

は
し
ば
し
ば
供
物
の「
供
」、す
な
わ
ち

「
節
供
」
の
表
記
が
正
し
い
と
し
ま
す
。

た
し
か
に
古
い
文
献
に
「
節
供
」
が
出

て
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た
説
明
だ
け
で

は
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
は

正
月
十
五
日
に
満
月
を
祝
う
「
元げ

ん

宵し
よ
う

節せ
つ

」「
端た

ん

午ご

節せ
つ

」
の
よ
う
に
、「
節
」
は
日

本
の
年
中
行
事
に
あ
た
る
語
で
、「
句
」

も
節
目
を
意
味
し
て
い
ま
す
か
ら
、
現

在
の
一
般
的
な
表
記
「
節
句
」
は
、
日

本
語
と
し
て
そ
の
意
味
を
よ
く
表
し
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　
語
源
で
い
う
と
、
月
の
呼
称
、
例
え

ば
六
月
を
「
き
さ
ら
ぎ
」
と
呼
ぶ
謂
わ

れ
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
十
二
か
月

の
和
名
の
語
源
は
現
在
な
お
不
明
な
も

の
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
な
か
で
唯
一
、

五
月
は「
五さ

み
だ
れ

月
雨
」や「
早さ

乙お
と
め女

」、「
さ

つ
き
」
と
「
さ
」
が
つ
き
ま
す
。
地
方

に
は
、
田
の
神
様
を
「
サ
ン
バ
イ
」
と

呼
ぶ
地
域
が
あ
り
、
農
耕
、
特
に
稲
作

と
関
係
す
る
日
本
固
有
の
呼
び
方
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

尾
池

　
風
習
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
ね
。
例
え
ば
、
田
植
え
の
後

に
五
穀
豊
穣
と
無
病
息
災
を
祈
る
「
虫

送
り
」
と
い
う
農
村
の
伝
統
行
事
で
は
、

紙
や
藁
の
人
形
を
悪
霊
に
見
立
て
て
、

火
を
点
け
た
縄
を
振
り
回
し
た
り
、
鉦

や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
川
に
流

し
に
行
き
ま
す
。

　
そ
の
道
具
や
か
け
声
に
何
か
ヒ
ン
ト

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
け
声
は
、
子

ど
も
た
ち
が
意
味
も
わ
か
ら
ず
そ
の
ま

ま
口
伝
え
で
叫
び
ま
す
し
、
稲
作
は
日

本
文
化
の
基
本
で
す
か
ら
。
私
の
著
書

『
季
語
を
食
べ
る
』（
淡
交
社
）
に
も
く

わ
し
く
紹
介
し
ま
し
た
。

松
尾

　
二
十
四
節
気
は
、
農
耕
を
中
心

と
し
た
日
本
の
一
年
サ
イ
ク
ル
の
季
節

感
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
北
半
球
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
、
春
を
新
し
い
年
の
始

ま
り
と
考
え
、
冬
は
春
を
迎
え
る
た
め

に
乗
り
越
え
る
厳
し
い
季
節
と
認
識
し
、

生
活
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
一
年
の
サ

イ
ク
ル
で
農
耕
を
営
ん
で
き
た
季
節
の

認
識
と
い
っ
た
点
で
、
北
半
球
で
緯
度

と
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
地
域
の
汎
人
類
的

な
文
化
と
し
て
の
側
面
も
重
要
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

尾
池

　
農
耕
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、

二
十
四
節
気
に
は
、「
啓
蟄
」
や
「
穀

雨
」「
芒
種
」
な
ど
、
農
事
に
直
接
的
な

も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
細
か
く
、

七
十
二
候
と
し
て
生
物
や
自
然
現
象
を

見
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
暦
は
、
天
・

地
・
人
を
む
す
ぶ
も
の
で
す
か
ら
、
自

然
と
人
間
と
の
共
生
の
た
め
の
仕
組
み

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

尾池和夫『季語を食べる 地球の恵
みを科学する』淡交社、2024年

松尾恒一『日本の民俗宗教』ちく
ま新書、2019年

対談は京都タワーや比叡の山並みを望む部屋で、旬の料理とともに
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は
二
十
四
節
気
と
な
る
。
二
十
四
節
気

が
現
行
暦
の
日
付
と
調
和
的
な
の
は
、

そ
れ
が
旧
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
の
中
の

太
陽
暦
の
要
素
だ
か
ら
だ
が
、
自
然
暦

で
は
そ
う
し
た
太
陽
の
運
行
に
基
づ
く

定
点
を
参
照
す
る
こ
と
で
年
ご
と
の
季

節
の
遅
速
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
文
字
暦
と
自
然
暦
は
互
い
を
補
完
し

な
が
ら
役
目
を
果
た
し
て
き
た
わ
け
だ

が
、
自
然
暦
に
は
実
用
以
外
の
面
が
あ

る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
植

物
の
芽
吹
き
や
開
花
、
動
物
の
出
現
や

抱
卵
な
ど
は
、
可
視
化
さ
れ
た
再
生
や

循
環
で
あ
り
、
収
穫
へ
の
期
待
を
抱
か

せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
見

る
こ
と
は
人
々
の
安
心
感
に
直
結
し
た
。

　
暦
の
発
達
は
稲
作
と
の
関
係
で
語
ら

れ
が
ち
だ
が
、
文
字
暦
の
波
及
は
五
世

紀
以
降
な
の
に
対
し
、
稲
作
が
行
わ
れ

る
の
は
そ
れ
以
前
か
ら
だ
。
初
期
の
稲

作
で
使
用
可
能
な
暦
は
自
然
暦
と
な
る
。

し
か
し
暦
を
必
要
と
す
る
の
は
稲
作
に

限
ら
な
い
。
む
し
ろ
狩
猟
、
漁
撈
、
採

集
を
生
業
と
し
た
縄
文
時
代
こ
そ
詳
細

な
季
節
認
識
が
必
須
と
な
る
。

　
文
字
暦
が
な
い
時
代
の
自
然
暦
は
、

何
に
季
節
の
進
行
の
参
照
点
を
求
め
た

の
だ
ろ
う
か
。
縄
文
時
代
に
は
冬
至
や

夏
至
の
太
陽
の
出
没
点
を
意
識
し
て
配

置
し
た
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
あ
る
。
縄

文
人
は
太
陽
の
出
没
点
の
両
端
が
暦
の

起
点
と
な
る
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
た

の
だ
ろ
う
。
久
米
島
の
ウ
テ
ィ
ダ
石
や

北
米
ホ
ピ
族
の
ホ
ラ
イ
ズ
ン
カ
レ
ン
ダ

ー
と
同
様
の
認
識
だ
。
縄
文
人
が
そ
れ

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
旧

石
器
時
代
の
遊
動
的
な
生
活
か
ら
定
住

へ
の
進
展
が
あ
り
、
定
点
か
ら
自
然
を

観
る
こ
と
の
一
般
化
が
あ
っ
た
。

　
二
十
四
節
気
は
中
国
で
成
立
し
た
概

念
だ
が
、
そ
の
中
の
冬
至
、
夏
至
に
つ

い
て
は
、
世
界
で
多
元
的
に
見
出
さ
れ

た
原
初
的
な
暦
の
起
点
だ
。
国
や
時
代

を
も
越
え
て
共
通
認
識
可
能
な
暦
の
定

点
で
も
あ
る
。
縄
文
人
の
冬
至
、
夏
至

認
識
も
そ
の
一
つ
だ
。
季
節
の
遅
速
を

把
握
す
る
参
照
点
に
な
る
と
と
も
に
、

マ
ツ
リ
や
交
易
で
も
一
定
の
役
割
を
果

た
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

二
十
四
節
気
と
自
然
暦

い
、
そ
の
開
花
を
農
作
業
の
目
安
に
し

た
。
花
や
昆
虫
、
鳥
な
ど
の
変
化
で
時

を
知
る
事
例
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
雪
形
も
同
様
に
田
の
作
業
の
指

標
と
さ
れ
た
。
八
甲
田
山
の
雪
形
は
一

八
世
紀
に
菅
江
真
澄
が
記
録
し
、
そ
れ

を
柳
田
國
男
や
宮
本
常
一
が
紹
介
し
た
。

積
雪
地
帯
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
各
地

の
事
例
も
知
ら
れ
る
。
古
来
、
人
々
は
、

こ
う
し
た
生
物
や
景
観
に
時
の
手
掛
か

り
を
求
め
た
。
そ
う
し
た
経
験
知
の
蓄

積
に
よ
る
非
文
字
の
暦
が
自
然
暦
だ
。

そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
が
現
れ
る
時
期
は
、

場
所
に
よ
り
、
年
に
よ
り
異
な
る
が
、

自
然
の
中
の
同
調
性
や
回
帰
性
の
相
関

に
着
目
し
て
時
を
読
ん
だ
。

　
自
然
暦
は
文
字
暦
の
浸
透
と
と
も
に

衰
退
し
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
旧

暦
と
併
存
し
、
現
行
暦
の
元
に
も
残
る
。

年
ご
と
の
季
節
の
遅
速
を
知
る
に
は
、

文
字
暦
を
使
う
人
も
自
然
観
察
に
よ
ら

ざ
る
を
得
ず
、
自
然
暦
に
頼
る
人
は
文

字
暦
に
参
照
点
を
求
め
る
し
か
な
い
。

参
照
点
は
現
行
暦
で
は
日
付
、
旧
暦
で

先
に
咲
く
コ
ブ
シ
の
花
を
東
北

地
方
で
は
「
田
打
ち
桜
」
と
い

太
田
原 

潤 

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員

お
お
た
は
ら
・
じ
ゅ
ん

一
九
六
一
年
青
森
県
生
ま
れ
。
専
門
は
考
古
学
、

民
俗
学
。
関
連
論
文
に
「
ヤ
マ
ア
テ
に
よ
る
暦
認

識
の
一
様
相
」、「
菅
江
真
澄
『
す
み
か
の
山
』
か

ら
探
る
近
世
の
雪
形
利
用
の
実
相
」
な
ど
。

1

菅江真澄が描いた八甲田山の雪形
「蟹の鋏」「牛の首」「種まきオッコ」
（写本では左2つが白黒反転）
出典：寛政8年（1796）の日記『すみ
かの山』秋田県立博物館所蔵写本

真澄が描いた3種の雪形は今も見
ることができる（2020年、筆者撮
影）

春 文
字
の
暦
と
非
文
字
の
暦

文
字
暦
以
前
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神
仏
に
供
す
る「
室し

つ

礼ら
い

」の
世
界

や
ま
も
と
・
み
ち
こ

一
九
四
四
年
新
潟
県
生
ま
れ
。
南
宋
瓶
華
四
世
宗

家
・
田
川
松
雨
に
師
事
し
、
九
五
年
よ
り
日
本
の

年
中
行
事
や
生
活
文
化
を
研
究
す
る
教
室
「
室
礼

三
千
」
を
主
宰
。『
暮
ら
し
の
室
礼
十
二
か
月
』
な

ど
著
書
多
数
。

自邸の庭と季節の室礼

2月節分は南天で「難を転じる」の言葉を盛る

が
平
ら
な
石
の
上
に
、
季
節
ご
と
の
盛

り
物
を
供
え
れ
ば
、
小
さ
な
庭
に
大
宇

宙
が
生
ま
れ
る
。

　
先
人
が
大
切
に
育
ん
で
き
た
年
中
行

事
で
あ
る
「
コ
ト
」
を
、
神
仏
、
先
祖
、

親
子
、住
ま
い
、道
具
な
ど
様
々
な「
つ

な
が
り
」
を
敬
い
、
身
近
な
「
モ
ノ
」

で
表
現
す
る
室
礼
は
、
自
然
と
人
と
の

一
体
感
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
家
庭

内
文
化
で
あ
り
、
次
世
代
へ
と
つ
な
げ

て
い
か
ね
ば
と
思
う
。

平
安
時
代
よ
り
様
々
な
儀
式
に
調
度
装

束
な
ど
を
特
別
に
飾
り
配
し
た
こ
と
で

あ
り
、
季
節
や
人
生
の
節
目
に
、
空
間

や
衣
食
を
整
え
る
も
の
と
し
て
、
現
代

ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
日
本
文
化
を

体
現
し
て
き
た
。
そ
の
大
本
は
、
古
来

よ
り
日
本
人
が
行
っ
て
き
た
「
神
仏
に

供
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
お
天

道
様
に
祈
り
や
感
謝
の
心
を
込
め
供
え

る
行
為
は
、
や
が
て
家
の
中
で
行
わ
れ

る「
行
事
」の
核
と
な
っ
た
。現
在
、そ

れ
が
私
た
ち
の
生
活
の
場
に
伝
わ
る

「
家
庭
内
文
化
」と
呼
ば
れ
る「
モ
ノ
と

コ
ト
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
室
礼
の
中
心
と
な
る「
盆
果
」は「
盛

り
物
」と
呼
ば
れ
、祭
事
や
行
事
の「
季

題
」
を
、
花
や
果
実
、
野
菜
本
来
の
個

性
を
尊
重
し
、
そ
の
美
し
さ
と
生
命
力

の
躍
動
を
盆
に
盛
っ
て
表
現
す
る
。

「
季
節
を
盛
る
」「
言
葉
を
盛
る
」「
心
を

盛
る
」
の
三
つ
を
基
本
に
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
、
例
え
ば
二
つ
目
で
は
、
植
物
の
性

質
を
生
か
し
、
そ
こ
に
言
葉
を
組
み
合

わ
せ
る
面
白
味
が
あ
る
。

　
今
か
ら
四
十
年
前
の
一
九
八
五
年
、

日
航
機
事
故
で
夫
を
失
い
失
意
の
底
に

い
た
時
、い
け
ば
な
流
派「
南
宋
瓶
華
」

の
四
世
宗
家
、
田
川
松
雨
先
生
に
師
事

す
る
縁
に
恵
ま
れ
た
。
何
百
年
も
続
い

て
き
た
年
中
行
事
を
論
理
的
で
あ
り
な

が
ら
書
物
（
文
字
）
で
は
な
く
、
花
や

盛
物
を
通
し
て
表
す
「
室
礼
」
に
深
く

感
銘
を
受
け
、
以
来
、
半
世
紀
に
わ
た

り
そ
の
世
界
に
向
き
合
っ
て
き
た
。

　
宗
家
か
ら
は
、
庭
に
つ
い
て
も
学
ん

だ
。
ま
ず
供
養
花
で
あ
る
桜
を
入
れ
、

本
来
は
桜
と
対
に
な
る
柳
の
替
わ
り
に
、

茶
庭
三
木
の
百さ

る
す
べ
り

日
紅
、
柏
、
隠
れ
蓑
を

加
え
た
。
ど
の
木
も
天
に
向
か
っ
て
枝

葉
を
張
り
、
柏
は
親
葉
が
枯
れ
て
も
冬

の
間
は
落
ち
る
こ
と
な
く
新
芽
を
守
っ

て
く
れ
る
。
我
家
の
庭
に
は
池
が
な
い

の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
大
き
な
壺
を
池

に
見
立
て
た
。
さ
ら
に
、
庭
の
中
央
に

蹲
つ
く
ば
い

と
金
具
の
燈と

う

篭ろ
う

を
置
く
こ
と
で
、

宗
家
の
教
え
の
通
り「
五ご

行ぎ
よ
う

」で
あ
る

木
、
火
、
土
、
金
、
水
が
庭
の
内
に
揃

っ
た
。
さ
ら
に
庭
の
隅
に
拵
え
た
上
部

礼
は
元
々
「
設し

つ
ら

ひ
」
と
書
き
、

動
詞
は
「
し
つ
ら
ふ
」
と
な
る
。

2

山
本
三
千
子 

室
礼
三
千
主
宰

室
礼
と
の
出
会
い

小
さ
な
庭
に
宿
る
宇
宙

感
謝
の
心
を
供
え
る

モ
ノ
と
コ
ト

室
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探究
コラム

＊
１
　
毎
年
十
二
月
の
「
吉
例
顔
見
世
興
行
」（
南
座
）

で
飾
ら
れ
る
演
者
の
紋
と
名
を
記
し
た
看
板

に
つ
れ
て
、
落
ち
着
い
た
デ
ザ
イ
ン
か

つ
柔
ら
か
な
色
合
い
の
も
の
へ
と
変
わ

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
月
ご
と
に
異
な

る
意
匠
を
施
し
た
簪
を
挿
す
こ
と
で
、

季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
一
月
は
正
月
を
意
識
し
た
松
竹
梅
や

羽
子
板
の
簪
を
挿
す
。
松
の
内
に
は
黒

紋
付
の
正
装
に
身
を
包
み
、
豊
穣
を
願

う
稲
穂
を
添
え
る
。「
実
る
ほ
ど
頭
を

垂
れ
る
稲
穂
か
な
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ

の
よ
う
に
、
芸
の
道
に
精
進
し
な
が
ら
、

慎
ま
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
舞
妓
の
在
り

方
と
も
重
な
り
、
年
長
の
舞
妓
が
結
う

「
奴や

っ
こ

」
と
呼
ば
れ
る
髪
型
が
、
初
春
の

め
で
た
さ
を
引
き
立
て
る
。
二
月
は
梅

が
ほ
こ
ろ
び
、
三
月
に
は
水
仙
や
菜
の

花
が
黄
色
く
咲
き
誇
る
。
四
月
に
は
満

開
の
桜
が
京
の
春
を
彩
り
、
祇
園
甲
部

で
は
都
を
ど
り
が
華
や
か
に
幕
を
開
け

る
。
五
月
は
風
に
揺
れ
る
藤
や
あ
や
め

が
涼
し
げ
な
趣
を
添
え
、
六
月
は
紫
陽

花
や
柳
が
し
な
や
か
に
枝
を
垂
れ
、
夏

の
気
配
を
表
し
、
七
月
は
団
扇
の
簪
が

涼
を
呼
び
、
年
長
の
舞
妓
は
祇
園
祭
期

間
中「
勝
山
」と
い
う
髪
型
を
結
う
。八

月
は
す
す
き
や
朝
顔
が
夏
の
名
残
を
映

し
出
し
、
九
月
は
桔
梗
が
咲
き
、
秋
の

趣
が
漂
い
始
め
る
。
十
月
は
菊
が
優
雅

に
香
り
、
十
一
月
に
は
紅
葉
が
深
ま
る

に
つ
れ
、
冬
の
気
配
が
次
第
に
濃
く
な

る
。
十
二
月
は
ま
ね
き
＊
１

と
餅
花
や
縁

起
物
の
簪
を
挿
し
、
師
走
の
慌
た
だ
し

さ
の
中
、
新
た
な
年
の
訪
れ
を
心
待
ち

に
す
る
華
や
い
だ
空
気
に
包
ま
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
季
節
を
象
徴
す
る
花

や
風
物
が
精
巧
に
あ
し
ら
わ
れ
た
簪
は
、

職
人
が
一
つ
一
つ
丁
寧
に
手
掛
け
て
お

り
、
そ
の
細
や
か
な
意
匠
に
は
日
本
の

美
意
識
が
息
づ
い
て
い
る
。
舞
妓
の
装

い
は
、
単
な
る
華
や
か
さ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
四
季
の
移
ろ
い
や
格
式
を
大
切
に

す
る
伝
統
の
一
端
を
担
い
、
日
本
な
ら

で
は
の
美
し
さ
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

舞
妓
の
装
い
に
見
る
日
本
の
美
意
識

結
び
つ
き
、
文
化
や
習
慣
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
。
こ
の
繊
細
な
季
節

感
は
、
衣
服
や
装
飾
品
の
意
匠
に
も
色

濃
く
反
映
さ
れ
、
日
本
人
の
美
意
識
を

象
徴
す
る
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
般
的
に
日
本
髪
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
髪
型
の
多
く
は
、
江
戸
時
代
に

発
展
し
て
い
っ
た
。
様
々
な
結
い
方
が

生
み
出
さ
れ
、
武
家
や
町
人
と
い
っ
た

身
分
や
職
業
、
年
齢
に
よ
っ
て
使
い
分

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
も
京

都
の
花
街
で
は
、
年
少
の
舞
妓
が
「
割

れ
し
の
ぶ
」、
二
年
か
ら
三
年
経
つ
と

「
お
ふ
く
」と
い
っ
た
髪
型
を
地
毛
で
結

い
上
げ
、
そ
の
成
長
に
応
じ
て
着
物
や

簪
か
ん
ざ
し

と
い
っ
た
装
い
に
変
化
が
表
れ

る
。
デ
ビ
ュ
ー
直
後
は
華
や
か
な
デ
ザ

イ
ン
の
着
物
や
豪
華
な
刺
繍
の
入
っ
た

襟
を
身
に
つ
け
る
が
、
経
験
を
重
ね
る

本
の
四
季
は
、
そ
の
移
ろ
い
と

と
も
に
私
た
ち
の
生
活
に
深
く

3

宝
生
紗
樹 

ア
ト
リ
エ
オ
ガ・ジ
ャ
ポ
ン
理
事

ほ
う
し
ょ
う
・
さ
き

能
の
ワ
キ
方
、
下
掛
宝
生
流
の
宗
家
に
生
ま
れ
る
。

父
は
人
間
国
宝
の
宝
生
欣き
ん

哉や

氏
。
京
都
市
立
芸
術

大
学
大
学
院
修
了
後
、
立
命
館
大
学
大
学
院
で
、

全
国
花
街
に
お
け
る
舞
踊
公
演
の
歴
史
と
文
化
を

テ
ー
マ
に
研
究
を
続
け
る
。

「割れしのぶ」の舞妓。顔横に垂れる舞妓な
らではの簪

あやめの簪

日 四
季
と
成
長
を
表
す
意
匠

簪
に
う
つ
る
四
季
の
か
た
ち
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部
、
シ
ベ
リ
ア
が
原
産
で
す
。「
三
寸
あ

や
め
」「
五
寸
あ
や
め
」
と
い
わ
れ
る
矮

性
の
紫
や
白
花
、藤
桃
色
、斑
咲
き
、筋

入
り
あ
や
め
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
花
の

形
が
似
て
い
る
カ
キ
ツ
バ
タ
や
ハ
ナ
シ

ョ
ウ
ブ
は
湿
地
に
咲
き
ま
す
が
、
ア
ヤ

メ
は
乾
燥
し
た
山
野
や
日
当
た
り
の
よ

い
草
地
を
好
み
ま
す
。

　
ア
ヤ
メ
や
ク
ロ
ッ
カ
ス
、
フ
リ
ー
ジ

ア
や
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
な
ど
、
色
鮮
や
か

な
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
ア
ヤ
メ
科
の

植
物
は
、
日
本
で
は
ア
ヤ
メ
属
の
六
種
、

二
変
種
と
ヒ
オ
ウ
ギ
が
野
生
す
る
に
す

ぎ
ま
せ
ん
が
、
世
界
で
は
七
十
属
千
五

百
種
を
数
え
、
相
当
に
大
き
な
科
を
形

成
し
て
い
ま
す
。
分
布
域
は
熱
帯
か
ら

亜
寒
帯
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
全
世
界
に
及

び
ま
す
。

　
ア
ヤ
メ
科
の
花
は
両
性
で
六
枚
の
花

被
片
が
あ
り
、
お
し
べ
は
三
個
で
内
側

の
花
被
片
と
互
生
し
て
い
ま
す
。
子
房

は
三
室
、
下
位
で
、
先
に
三
裂
す
る
花

柱
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
ア
ヤ
メ
科
の

性
質
の
多
く
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
や
ユ
リ

科
の
性
質
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
日
本

の
ア
ヤ
メ
の
名
所
と
し
て
は
、
山
梨
県

の
櫛
形
山
の
裸
山
が
有
名
で
す
。
ま
た
、

ア
ヤ
メ
に
最
も
近
縁
の
ヒ
オ
ウ
ギ
ア
ヤ

メ
で
は
、
北
海
道
の
「
あ
や
め
ヶ
原
」

が
唯
一
、
知
ら
れ
る
場
所
で
す
。

　
古
典
文
学
や
句
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た

「
あ
や
め
」は
シ
ョ
ウ
ブ
科
の
シ
ョ
ウ
ブ

や
ア
ヤ
メ
科
の
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
、
さ
ら

に
は
イ
ネ
科
の
マ
コ
モ
な
ど
の
幅
広
い

植
物
の
範
疇
を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
、

日
本
各
地
で
行
わ
れ
る
夏
の
風
物
詩

「
あ
や
め
祭
り
」
も
「
花
菖
蒲
祭
り
」
の

こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
に
多
く
の
植
物

が
園
芸
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
ア
ヤ
メ
は

数
品
種
が
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の
独
壇
場
で
し
た
。
ア

ヤ
メ
は
む
し
ろ
山
野
草
に
入
る
植
物
で
、

小
輪
で
花
色
変
異
も
少
な
い
素
朴
さ
が

魅
力
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、
野

生
と
し
て
は
絶
滅
し
た
ト
バ
タ
ア
ヤ
メ

と
い
う
一
変
種
が
あ
り
ま
す
。

ヤ
メ
は
ア
ヤ
メ
科
の
多
年
草
で
、

日
本
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
東
北

学名：Iris sanguinea
分布：日本、朝鮮半島、中国東北部、モンゴル、
アムール、ウスリー、ダフリア
開花期：4～5月

北海道厚岸町あやめヶ原のヒオウギアヤメ

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。

小輪で花色変異も少ない素朴な山野草
アヤメ

日本
植物紀行

監修
清水 弘

＊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

11

櫛形山（山梨県）に咲くアヤメ

日本（国内）の分布

ア
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か
に
思
っ
て
い
た
初
島
が
く
っ
き
り
と

見
え
て
い
た
。
広
い
芝
生
の
上
で
で
ん

ぐ
り
返
し
を
し
て
は
お
転
婆
娘
と
祖
母

に
よ
く
叱
ら
れ
た
。
温
暖
な
気
候
の
た

め
、
裏
山
の
み
か
ん
の
木
々
は
甘
い
実

を
沢
山
つ
け
、
そ
こ
は
ま
ま
ご
と
遊
び

の
絶
好
の
場
所
に
な
っ
た
。
庭
の
奥
に

あ
る
サ
ボ
テ
ン
に
は
赤
や
黄
色
の
花
が

咲
き
、
傍
に
は
祖
父
が
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

島
で
拾
っ
た
と
い
う
実
か
ら
育
っ
た
ナ

ツ
メ
ヤ
シ
の
木
が
二
本
そ
び
え
て
い
た
。

学
校
か
ら
帰
る
と
ラ
ン
ド
セ
ル
を
放
り

出
し
て
、
近
所
の
友
だ
ち
と
日
が
暮
れ

る
ま
で
遊
び
回
っ
た
。
そ
ん
な
熱
海
が

私
は
大
好
き
だ
っ
た
。

　
あ
る
日
、
母
か
ら
突
然
、「
遠
い
ア
メ

リ
カ
か
ら
お
客
様
が
見
え
る
の
で
、
マ

マ
の
言
う
通
り
に
真
似
を
し
て
ご
挨
拶

す
る
の
よ
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
は「
ハ

ー
ワ
ー
ユ
ー
。
マ
イ
ネ
ー
ム
イ
ズ
ア
キ

コ
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
何

十
年
も
付
き
合
う
こ
と
に
な
る
英
語
と

の
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
茶
目

っ
気
の
あ
る
母
は
、
お
客
様
の
名
前
を

私
が
覚
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
、「
母カ

ー

さ

ん
出デ

べベ

そソ

を
突
っ
つ
い
た
」
と
歌
う
よ

う
に
耳
元
で
さ
さ
や
い
て
く
れ
た
。
お

客
様
の
名
前
は
、「M

r. Kar

」
と
「M

r. 

D
avis

」
で
あ
っ
た
。

　
小
学
生
だ
っ
た
私
は
、
何
故
占
領
下

の
日
本
に
、
ア
メ
リ
カ
人
二
人
が
熱
海

く
ん
だ
り
ま
で
来
た
の
か
分
か
ら
な
か

っ
た
。
た
だ
、
生
ま
れ
て
初
め
て
会
っ

た
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
手
が
と
て
も

熱
海
で
撮
っ
た
一
枚
の
写
真
か
ら

私
と
アメ
リ
カ
の
八
十
年

一
枚
の
写
真
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）、
私
が
七
歳
の
時
、
疎
開

先
だ
っ
た
熱
海
の
祖
母
の
別
荘
の
庭
で

家
族
と
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
と
一
緒
に

写
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
二
年
も
経

っ
て
い
る
の
に
東
京
の
家
に
戻
れ
な
か

っ
た
の
は
、
占
領
軍
に
我
が
家
を
接
収

さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
ま
だ
小
学
生
だ

っ
た
私
に
は
接
収
の
意
味
な
ど
理
解
で

き
ず
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
も
そ
の
ま
ま

熱
海
に
住
め
る
こ
と
が
と
て
も
嬉
し
か

っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　
庭
の
正
面
に
は
、
ゆ
っ
た
り
と
煙
を

吐
い
て
い
る
大
島
、
中
学
生
に
な
っ
た

ら
あ
そ
こ
ま
で
泳
い
で
み
た
い
な
と
密

年
は
戦
後
八
十
年
。
あ
の
太
平

洋
戦
争
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の

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」……。大
切な「風と景」について語って
いただきます。

私を育てた
〈 風と景 〉

久
野
明
子 

日
米
協
会
副
会
長

終戦直後に祖母を訪ねてきた2人のアメリカ人を囲んで。右端が著者（1947年）

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
来
客

今

18KOSMOS_2025_spring

は
一
度
も
な
か
っ
た
。
母
か
ら
は
、「
あ

の
海
の
向
こ
う
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
い

う
お
国
で
マ
マ
は
お
勉
強
し
た
の
よ
」

と
聞
か
さ
れ
、
お
風
呂
の
中
で
は
「
ア

ン
ク
ル
ト
ム
の
小
屋
」
の
お
話
を
聞
い

た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
民
謡
を
歌
っ
て
く

れ
た
。
あ
る
日
母
に
、「
今
日
か
ら
マ
マ

と
呼
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
お
母
ち
ゃ

ま
と
呼
ぶ
の
よ
」
と
言
わ
れ
た
時
、
ど

う
し
て
か
し
ら
と
不
審
に
思
っ
た
こ
と

は
あ
る
。
今
考
え
て
み
る
と
、
日
本
中

が
鬼
畜
米
英
一
色
と
な
っ
て
い
た
頃
で

あ
っ
た
。

　
カ
ー
さ
ん
と
デ
べ
ソ
さ
ん
が
熱
海
ま

で
訪
ね
て
き
た
相
手
は
、
母
で
は
な
く

祖
母
だ
っ
た
こ
と
を
父
か
ら
聞
い
た
の

は
、
私
が
東
京
で
中
学
生
に
な
っ
た
頃

で
あ
っ
た
。
彼
等
は
戦
前
に
東
京
で

色
々
と
世
話
に
な
っ
た
祖
母
の
安
否
を

心
配
し
、
や
っ
と
居
場
所
を
つ
き
と
め

て
熱
海
ま
で
会
い
に
来
て
く
れ
た
の
だ
。

　
祖
母
は
「
私
の
マ
マ
ち
ゃ
ん
は
日
本

語
よ
り
英
語
の
方
が
上
手
だ
っ
た
よ
」

と
よ
く
話
し
て
く
れ
た
が
、
そ
ん
な
母

親
に
育
て
ら
れ
た
祖
母
は
、
戦
前
は
自

宅
に
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
人
た
ち
を
呼

ん
で
お
茶
を
し
た
り
、
日
本
語
を
教
え

た
り
し
た
そ
う
だ
。
祖
母
の
い
う
マ
マ

大
き
く
て
温
か
っ
た
こ
と
は
、
今
で
も

は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
が
、
戦
時
中
で

も
子
供
の
私
の
中
で
敵
国
だ
っ
た
こ
と

ち
ゃ
ん
と
は
、
明
治
の
初
期
に
日
本
初

の
女
子
留
学
生
の
一
人
と
し
て
ア
メ
リ

カ
に
派
遣
さ
れ
た
大お

お

山や
ま

捨す
て

松ま
つ

だ
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
日
本
史
の
教

科
書
に
そ
の
名
前
を
見
つ
け
た
高
校
生

の
時
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
か
ら
数
年
後
、
私
は
祖
母
や
母
が

話
し
て
く
れ
た
あ
の
ア
メ
リ
カ
の
地
を

留
学
生
と
し
て
心
を
躍
ら
せ
な
が
ら
踏

ん
だ
。
横
浜
の
波
止
場
か
ら
貨
客
船
に

乗
っ
て
。
当
時
は
、
女
性
が
留
学
な
ど

す
れ
ば
、
お
嫁
の
貰
い
手
が
な
く
な
る

と
言
わ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
で
も
、
私

の
中
で
は
、
目
に
見
え
な
い
赤
い
糸
で

繫
が
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
み

た
い
と
い
う
思
い
が
消
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
母
が
学
ん
だ
大
学

か
ら
奨
学
金
を
貰
い
、
一
年
間
み
っ
ち

り
と
英
語
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。
そ

の
頃
の
ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
の
経
済
大

国
と
し
て
豊
か
で
寛
容
で
、
敗
戦
国
か

ら
来
た
留
学
生
た
ち
に
は
親
切
で
優
し

く
思
い
や
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
年
間

に
ア
メ
リ
カ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、
出
会

っ
た
人
々
が
、
そ
の
後
の
私
の
人
生
に

与
え
た
影
響
は
計
り
し
れ
な
い
。

　
私
と
ア
メ
リ
カ
と
の
繫
が
り
は
八
十

年
を
超
え
る
。
日
米
の
女
性
た
ち
と
一

緒
に
、
日
本
の
女
子
学
生
が
一
人
で
も

多
く
留
学
で
き
る
よ
う
に
奨
学
金
を
集

め
た
り
、
日
米
両
国
の
相
互
理
解
を
深

め
る
た
め
の
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
ち

上
げ
た
り
、
今
も
活
動
は
続
け
て
い
る
。

今
思
え
ば
、
熱
海
で
撮
っ
た
あ
の
一
枚

の
写
真
が
そ
の
原
点
だ
っ
た
の
だ
。

くの・あきこ
慶應義塾大学在学中に交換留学生
として渡米し、ミシガン大学など
で学ぶ。帰国後、国際民間ボラン
ティア団体CWAJで日本人および
外国人女子留学生の支援活動を行
う。花の万博時は国際陳列館副館
長を務めた。2012年より現職。著
書に『鹿鳴館の貴婦人大山捨松』
などがある。

1999年、CWAJ創立50周年記念の昼食会が開かれ
た会場で。中央が著者

米国マサチューセッツ州ファルマスにて、曾祖母の
大山捨松の講演を行う著者（2016年夏）

私
の
中
の
ア
メ
リ
カ
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自
然
薯
は
日
本
原
産
の
ヤ
マ
イ
モ
で
、

本
州
、
四
国
、
九
州
の
山
に
自
生
し
て

お
り
、「
山
の
う
な
ぎ
」
と
称
さ
れ
る
ほ

ど
滋
養
強
壮
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
成
長
は
遅
く
、

一
年
で
五
〜
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
し
か

成
長
し
な
い
ら
し
い
。
一
方
、
栽
培
さ

れ
て
い
る
自
然
薯
は
、
中
世
に
中
国
か

ら
伝
来
し
た
と
さ
れ
、
現
在
は
北
海
道

や
東
北
地
方
を
は
じ
め
全
国
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
。

「
自
然
」
の
類
義
語
に
「
野
生
」
が
あ

る
。
野
生
は
「
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い

な
い
状
況
下
で
生
き
物
が
生
存
し
て
い

る
」
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
、
山
に

自
生
し
て
い
る
自
然
薯
は
こ
の
名
で
よ

い
が
、
栽
培
さ
れ
て
い
る
自
然
薯
は
そ

の
名
称
を
返
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

　
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
私
が

専
攻
す
る
自
然
科
学
は
「
自
然
現
象
を

対
象
と
す
る
学
問
で
、
自
然
現
象
の
把

握
に
有
効
な
概
念
を
確
立
し
、
そ
の
法

則
性
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
」
と
の
こ

と
だ
が
、
科
学
・
学
問
は
人
為
の
営
み

な
の
で
、
そ
の
点
で
は
「
社
会
科
学
」

や
「
人
文
学
」
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
と
こ
ろ
が
自
然
科
学
と
馴
染
み
が

深
い
数
学
は
、
自
然
法
則
で
な
く
公
理

に
基
づ
く
学
で
あ
り
、
自
然
科
学
と
は

明
確
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
ま

で
調
べ
た
限
り
で
は
、
日
ご
ろ
か
ら
私

た
ち
が
考
え
て
い
る
「
自
然
観
と
は
何

か
」
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
関
係
が
な
い

こ
と
が
解
っ
て
き
た
。

　
一
般
に
「N

ature

」
は
、「
自
然
の
」

ま
た
は
「
自
然
な
」
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
て
お
り
、「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
メ
イ

ク
」
の
よ
う
な
表
現
で
は
「
わ
ざ
と
ら

し
さ
が
な
い
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
自
然
を
「
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い

な
い
」
野
生
に
限
定
し
す
ぎ
る
と
、
多

く
の
人
び
と
の
「
自
然
観
」
の
理
解
を

妨
げ
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
話
を
科
博
に
戻
す
と
、
来
館
者
に

「
自
然
」
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

展
示
品
を
「
野
生
」
の
生
き
物
に
限
定

ミュー
ジ
アム
と
自
然
観

め
て
い
た
国
立
科
学
博
物
館
（
以
下
、

科
博
）
の
英
語
名
称
に
は
、「N

ature

」

が
冠
さ
れ
て
お
り
＊
１

、
自
然
観
に
つ
い

て
知
ら
ん
ぷ
り
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で

改
め
て
自
然
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

「
自
然
」
の
読
み
方
は
、
仏
教
用
語
と

し
て
「
じ
ね
ん
」
が
あ
る
が
、
一
般
に

は
「
し
ぜ
ん
」
と
読
む
。
し
か
し
自じ

然ね
ん

薯し
よ

が
好
き
な
私
は
、
文
字
と
し
て
の

「
自
然
」を
見
る
と
、食
の
方
を
連
想
し

て
し
ま
う
。

界
各
地
に
「
自
然
史
博
物
館
」

が
存
在
す
る
。
私
が
館
長
を
務

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

オナガドリの剝製（国立科学博物館
の展示より）画像提供：国立科学博物館

「Nature

」と「
自
然
」

世

20KOSMOS_2025_spring

彼
の
作
品
か
ら
「
野
生
の
美
し
さ
」
を

感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
科
博
の
展
示
例
を
示
そ
う
。
世
界
各

地
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
の
原

種
は
、
現
在
も
東
南
ア
ジ
ア
熱
帯
地
域

の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
生
息
す
る
セ
キ
シ
ョ

ク
ヤ
ケ
イ
（
赤
色
野
鶏
）
だ
と
推
測
し

た
の
は
、
進
化
論
の
巨
匠
・
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
だ
が
、
秋
篠
宮
皇
嗣

殿
下
ら
の
分
子
系
統
学
的
解
析
に
よ
っ

て
、
こ
の
赤
色
野
鶏
説
が
明
快
に
裏
付

け
ら
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。 

　
写
真
の
よ
う
に
、
科
博
の
日
本
館
二

階
北
「
日
本
人
と
自
然
」
コ
ー
ナ
ー
に

す
る
こ
と
な
く
、
栽
培
植
物
や
飼
育
動

物
も
積
極
的
に
展
示
し
て
い
る
。
生
命

の
起
原
や
生
物
社
会
の
成
り
立
ち
な
ど
、

自
然
科
学
や
社
会
科
学
が
単
独
で
説
明

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
事
象
を
来

館
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
野
生

種
の
展
示
だ
け
で
は
困
難
だ
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
科
博
の
す
ぐ
と
な
り
に
あ
る
国
立
西

洋
美
術
館
で
二
〇
二
五
年
二
月
ま
で
開

催
さ
れ
た
「
モ
ネ  

睡
蓮
の
と
き
」
は
、

連
作
〈
睡
蓮
〉
を
中
心
に
、
印
象
派
の

巨
匠
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の
晩
年
の
芸
術

を
紹
介
し
た
。
モ
ネ
が
惹
か
れ
た
日
本

庭
園
の
睡
蓮
は
、
野
生
種
で
は
な
く
栽

培
種
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
来
館
者
は
、

は
、
日
本
で
作
出
さ
れ
た
ニ
ワ
ト
リ
十

四
品
種
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

の
品
種
も
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
が
、
来
館
者
が
驚
く
の
は
尾
長
鶏

だ
。
鳥
類
が
恐
竜
か
ら
進
化
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
現
在
、
哺
乳
類
の

二
倍
（
約
一
万
種
）
に
も
な
る
鳥
類
に

は
、
尾
が
長
い
鳥
も
多
数
生
息
し
て
い

る
が
、
尾
長
鶏
の
尾
の
長
さ
は
来
館
者

を
驚
か
せ
る
に
十
分
な
長
さ
で
、
と
く

に
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
来
日
し
た
外
国
人

に
と
っ
て
驚
異
の
的
で
あ
る
。

　
同
じ
く
日
本
館
二
階
北
「
多
様
な
イ

ネ
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
い
か
に
日
本

人
が
北
海
道
の
稲
作
限
界
を
乗
り
越
え

て
き
た
の
か
、
イ
ネ
標
本
の
展
示
を
通

じ
て
理
解
し
て
頂
い
て
い
る
。

　
北
海
道
で
イ
ネ
の
試
作
が
始
ま
っ
た

貞
享
二
年
（
一
九
八
五
）
以
来
、
日
本

人
は
三
百
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て

種
々
の
品
種
を
開
発
し
て
き
た
。
つ
い

に
二
〇
〇
八
年
、
本
州
以
南
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
優
良
品
種
を
凌
ぐ
と
多
く
の

人
び
と
が
感
じ
る
ほ
ど
、
優
良
な
品
種

が
北
海
道
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
自
然
と
科
学
の
両
者
を
館

の
名
称
に
冠
す
る
科
博
に
お
い
て
、
最

新
の
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で

取
り
上
げ
た
い
。
新
し
い
手
法
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
「
科
学
」

と
、
在
り
の
ま
ま
を
自
然
体
で
受
け
入

れ
る
こ
と
を
尊
ぶ
「
自
然
」
を
調
和
さ

せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
ど
う
す
れ
ば
両
者
を
発
展
的
に
調
和

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?

　
困
難

な
課
題
で
あ
る
が
、
私
は
試
行
錯
誤
を

厭
わ
ず
に
、
博
物
館
の
ス
タ
ッ
フ
ど
う

し
で
の
忌
憚
の
な
い
論
議
と
、
来
館
者

と
の
率
直
な
意
見
交
換
を
続
け
る
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
幸
い
に
も
科
博
は
来
館
者
と
の
定
期

的
な
意
見
交
換
の
機
会
を
も
っ
て
い
る

が
、
多
忙
な
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る
科

博
ス
タ
ッ
フ
間
で
の
忌
憚
の
な
い
論
議

を
、
今
後
も
っ
と
活
発
に
行
う
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
か
。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。

北海道で育成された品種「ゆめぴりか」
（国立科学博物館の展示より）

＊
１
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useum
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画像提供：国立科学博物館

自
然
の
理
解
を
促
す
展
示
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際
賞
受
賞
者
が
、
子
供
の
頃
の
夢
や
世

の
中
の
課
題
や
疑
問
に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

で
取
り
組
み
、
世
界
的
な
偉
業
を
成
し

遂
げ
て
い
く
様
子
が
、
わ
か
り
や
す
く

描
か
れ
て
い
ま
す
。
花
博
記
念
協
会
で

は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
通
じ
て
、
若
い

世
代
を
含
む
多
く
の
人
々
が
、
科
学
を

身
近
な
も
の
に
感
じ
、
未
来
を
切
り
拓

い
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
マ
ン
ガ
制
作
は
、
日
本
で
唯
一
の
マ

ン
ガ
学
部
で
知
ら
れ
る
京
都
精
華
大
学

に
依
頼
。
こ
れ
ま
で
二
〇
〇
六
年
受
賞

者
の
ラ
マ
ン
・
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
、
一

九
九
三
年
受
賞
者
の
ギ
リ
ア
ン
・
プ
ラ

ン
ス
卿
、
二
〇
〇
三
年
受
賞
者
の
ピ
ー

タ
ー
・
Ｈ
・
レ
ー
ブ
ン
博
士
の
三
冊
を

発
行
し
ま
し
た
。

　
ひ
と
り
の
人
物
の
人
生
を
わ
ず
か
二

十
ペ
ー
ジ
ほ
ど
に
ま
と
め
る
の
は
至
難

の
業
で
す
が
、「
転
機
と
な
っ
た
出
来

事
」と「
授
賞
理
由
に
関
わ
る
出
来
事
」

の
二
つ
を
ポ
イ
ン
ト
に
据
え
、
ス
ト
ー

ン
ガ
で
読
む
コ
ス
モ
ス
国
際

賞
」
は
、
歴
代
の
コ
ス
モ
ス
国

協紹
会介
事
業

マン
ガ
で
読
む
コス
モ
ス
国
際
賞

花
博
記
念
協
会
で
は
、
二
〇
二
三
年
よ
り
「
マ
ン
ガ
で
読
む
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
」
の
刊
行
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
マ
ン
ガ
を
通
じ
て
コ
ス
モ
ス
賞
受
賞
者
の
物
語
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
賞
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

「
科
学
的
視
点
の
大
切
さ
や
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

現
在
三
冊
が
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
二
冊
の
制
作
が
進
ん
で
い
ま
す
。

次
世
代
育
成
事
業

作画：山下 茜

作画：山下 茜

受
賞
者
の
人
と
な
り
を
伝
え
る

「
マ
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リ
ー
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

　
課
題
と
し
て
は
、
絵
に
す
る
場
合
、

細
か
な
情
報
が
必
要
に
な
る
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
当
時
の
服
装
や
髪
型
、
壁
や

屋
根
な
ど
家
屋
の
形
態
、
動
物
や
花
の

特
徴
と
い
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
が
な
け
れ

ば
、
当
時
の
状
況
を
正
し
く
描
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
の
情
報
や

時
代
考
証
に
つ
い
て
は
、
監
修
者
は
も

と
よ
り
受
賞
者
自
身
か
ら
も
、
写
真
を

送
っ
て
も
ら
う
な
ど
の
協
力
が
不
可
欠

で
す
。

　
さ
ら
に
、
受
賞
者
に
は
専
門
的
な
ア

ド
バ
イ
ス
だ
け
で
な
く
、
活
動
に
取
り

組
ん
だ
理
由
や
協
力
者
、
価
値
観
を
形

作
っ
た
経
験
な
ど
を
細
か
く
尋
ね
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
具
体
例
を
挙
げ
る

と
、
ス
ク
マ
ー
ル
博
士
か
ら
の
助
言
で
、

ゾ
ウ
と
人
と
の
軋
轢
解
消
を
目
指
す
研

究
で
は
、
動
物
の
み
な
ら
ず
植
物
の
高

度
な
知
識
や
現
地
の
人
々
と
の
調
整
が

重
要
に
な
る
た
め
、
植
物
や
動
物
行
動

学
が
専
門
の
共
同
研
究
者
や
フ
ィ
ー
ル

ド
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
シ
ナ
リ
オ
を
翻
訳
し
、
い
く
度
も
修

正
と
確
認
を
重
ね
る
た
め
、
時
間
も
労

力
も
必
要
で
す
が
、
マ
ン
ガ
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
に
は
、
論
文
や
講
演
か
ら
は
知

る
こ
と
の
で
き
な
い
科
学
者
の
人
と
な

り
を
伝
え
る
力
が
あ
り
、
協
会
事
業
と

し
て
大
き
な
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
本
シ
リ
ー
ズ
は
「
科
学
的
視
点
の
大

切
さ
や
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え

る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
」
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
が
、
通
常
の
マ
ン
ガ
に
比

べ
る
と
、「
学
び
」
が
先
行
し
て
手
の
出

し
に
く
い
テ
ー
マ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
な
る
べ
く
ス
ト
レ
ス
な
く

読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
マ
ン
ガ
作
家

に
よ
る
視
覚
的
な
工
夫
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
専
門
用
語
を
で
き
る
だ
け
避
け

て
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
や
文
章
で
伝

え
る
よ
う
つ
と
め
て
い
ま
す
。
そ
の
う

え
で
、
専
門
家
が
読
ん
で
も
楽
し
め
、

ま
た
役
立
つ
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
、

作
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
や
書
籍
か
ら
、
研

究
業
績
な
ど
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
、

情
報
の
表
記
に
も
配
慮
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、
二
〇
一
六
年
受
賞
者
の
岩

槻
邦
男
博
士
、
二
〇
二
一
年
受
賞
者
の

ピ
ー
タ
ー
・
ベ
ル
ウ
ッ
ド
博
士
の
二
冊

が
進
行
中
で
、
令
和
七
年
度
中
に
は
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
五
冊
に
な
る
予
定
で
す
。

こ
れ
を
機
に
、
今
後
は
学
校
な
ど
へ
の

寄
贈
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
も
計
画
し
て

い
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。

『KOSMOS』の誌名にこめた思い

日本には「四季」がありますが、近年は春
と秋があっという間に過ぎ、「二季」である
ように感じます。昔の人は「二十四節気」
や「自然暦」を用いて季節の移り変わりを
味わい、自然に寄り添って生活していまし
た。「二季」と感じるのは地球温暖化の影響
ですが、山や川、生き物と触れ合う機会が
減り、自然の変化に気づけないことも一因
かもしれません。自然へ目を向けることの
大切さを本号では考えさせられます。
（花博記念協会 A.I）

編集後記

作画：えのきろうちょう

幅
広
い
世
代
が
楽
し
め
、

専
門
家
に
も
役
立
つ
工
夫
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文
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木
村
陽
二
郎
監
修
『
図
説
花
と
樹
の
大
事
典
』一
九
九
六
年

藤
紫
は
藤
の
花
の
よ
う
な
明
る
い
青
み
の
あ
る
紫

色
で
、
藤
色
は
そ
れ
よ
り
青
み
が
薄
い
澄
ん
だ
色

調
か
ら「
若
紫
」と
も
呼
ば
れ
る
。藤
紫
は
江
戸
時

代
後
期
に
普
及
し
、
明
治
に
は
気
品
と
優
美
さ
を

兼
ね
備
え
た
藤
色
が
女
性
の
着
物
地
に
好
ま
れ
た
。

﹇
写
真
﹈
世
界
遺
産
・
紀
伊
山
地
の
山
藤
、「
ガ
ラ

ス
白
地
紫
藤
文
鉢
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）、
イ

ソ
ヒ
ヨ
ド
リ
、
神
前
幕
の
幕
房
、
藤
花
の
煉
切

「
藤
紫  

ふ
じ
む
ら
さ
き

藤
色  

ふ
じ
い
ろ
」

表
紙
の
解
説

小
輪
の
花
に

神
々
が
宿
る

長
寿
の
蔓
植
物

四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て
咲
く
フ
ジ
。
色
名
の
も
と
と
な
っ
た
藤
色
の
小
さ
な
花
を
長
く
垂
れ
下
が
る
花

序
に
つ
け
、
桜
が
散
っ
た
後
の
心
寂
し
さ
を
慰
め
て
く
れ
ま
す
。
古
く
か
ら
観
賞
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、『
万
葉
集
』

に
詠
ま
れ
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
古
典
文
学
に
も
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
フ
ジ
の
花
の
精
が
娘
の

姿
で
現
れ
て
踊
る
「
藤
娘
」
も
、
歌
舞
伎
舞
踊
の
人
気
演
目
で
す
。

はかなく、
清く、潔く

11

日本の日本の
伝統園芸植物伝統園芸植物

藤
き
終
わ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

　
園
芸
品
種
の
ひ
と
つ
「
ノ
ダ
ナ
ガ
フ

ジ
」
は
大
阪
市
福
島
区
野
田
の
地
名
に

由
来
す
る
ノ
ダ
フ
ジ
の
系
統
で
、
俗
に

「
六
尺
」な
ど
と
よ
ば
れ
、花
序
の
長
さ

が
特
徴
で
す
。
国
の
特
別
天
然
記
念
物

の
「
牛
島
の
フ
ジ
」（
埼
玉
県
春
日
部

市
）
は
樹
齢
千
二
百
年
以
上
と
い
わ
れ
、

花
序
は
最
も
長
い
も
の
で
二
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
あ
り
ま
す
。「
ア
ケ
ボ
ノ
フ
ジ
」
は
、

淡
紅
色
の
蕾
が
開
く
と
花
弁
の
先
が
淡

紅
色
に
な
る
こ
と
か
ら
「
口
紅
フ
ジ
」

の
名
も
あ
り
ま
す
。「
イ
ッ
サ
イ
フ
ジ
」

は
や
や
淡
紫
色
の
花
で
、
接
ぎ
木
を
す

る
と
比
較
的
短
期
間
で
開
花
す
る
た
め

に
鉢
植
え
用
品
種
と
し
て
多
く
生
産
さ

れ
ま
す
。

　
庭
植
え
の
フ
ジ
の
定
番
で
あ
る
棚
仕

立
て
は
室
町
時
代
以
降
、
鉢
仕
立
て
は

明
治
以
降
の
も
の
で
、
奈
良
〜
平
安
時

代
に
は
松
な
ど
の
木
に
絡
ま
せ
た
姿
を

観
賞
し
て
い
ま
し
た
。
松
は
常
盤
の
縁

起
木
の
代
表
で
、
上
代
の
美
を
表
し
、

こ
れ
に
禁
色
の
高
貴
な
「
紫
」
の
花
を

重
ね
た
の
で
す
。『
源
氏
物
語
』
に
は

「
大
い
な
る
松
に
藤
の
先
か
か
り
て
」と

描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。（
監
修
・
倉
重
祐
二
）

ジ
属
植
物
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

日
本
に
は
ノ
ダ
フ
ジ
と
ヤ
マ
フ
ジ
が
本

州
と
四
国
、
九
州
の
山
野
に
野
生
し
、

つ
る
の
繊
維
が
織
物
に
利
用
さ
れ
る
な

ど
古
く
か
ら
日
本
人
の
生
活
に
深
く
関

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に
中
国
か

ら
導
入
さ
れ
た
シ
ナ
フ
ジ
も
加
わ
り
、

数
多
く
の
園
芸
植
物
が
つ
く
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
フ
ジ
は
寿
命
も
極
め
て
長
く

不
死
、
不
二
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
古

代
信
仰
の
な
か
で
神
々
が
宿
る
長
寿
の

植
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ノ
ダ
フ
ジ
の
蔓
は
上
か
ら
見
て
時
計

回
り
に
、
ヤ
マ
フ
ジ
や
シ
ナ
フ
ジ
は
反

時
計
周
り
に
、
他
物
に
巻
き
つ
き
、
登

っ
て
い
き
ま
す
。
花
序
は
長
さ
二
十
〜

九
十
セ
ン
チ
に
な
り
、
フ
ジ
属
の
な
か

で
も
っ
と
も
長
く
下
垂
し
ま
す
。
花
が

数
多
く
咲
き
、
開
花
期
間
も
長
い
こ
と

か
ら
、
特
に
改
良
・
栽
培
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
同
じ
咲
き
方
で
も
、
ヤ
マ
フ
ジ

よ
り
ノ
ダ
フ
ジ
は
花
序
が
長
い
の
で
咲

ジ
は
マ
メ
科
の
落
葉
藤
本
で
、

ノ
ダ
フ
ジ
の
別
名
、
ま
た
は
フ

［右］「牛島のフジ」（春日部市）
［左］藤蒔絵硯箱、江戸時代、京都
国立博物館蔵　出典：Colbase

フ

高
貴
な
紫
色
を
愛
で
る

24KOSMOS_2025_spring


