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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

自然の営みに合わせて生きるこ

とが大切 人間は基本的に自然

に逆らって生きることはできな

い

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

最
近
、
異
常
気
象
や
大
き
な
災
害
が
起
き
た

と
大
騒
ぎ
す
る
が
、
自
然
と
は
も
と
も
と
そ
ん

な
も
の
だ
。
自
然
の
営
み
は
こ
こ
一
億
年
く
ら

い
は
そ
ん
な
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
。
人

間
が
自
分
勝
手
な
物
差
し
を
作
っ
て
、
そ
の
物

差
し
で
自
然
を
測
ろ
う
と
す
る
か
ら
大
変
だ
、

と
大
騒
ぎ
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

人
間
は
自
然
に
逆
ら
い
す
ぎ
て
い
る
。
他
の

生
き
物
は
逆
ら
う
こ
と
な
く
、
自
然
に
合
わ
せ

て
生
き
て
い
る
。
私
の
仕
事
も
、
自
然
に
合
わ

せ
て
や
ら
な
い
と
仕
事
に
な
ら
な
い
。
木
を
ひ

と
つ
動
か
す
に
も
時
期
が
あ
る
。
自
然
の
営
み

を
無
視
し
て
は
で
き
な
い
。

以
前
、
宇
宙
に
円
山
公
園
の
桜
の
タ
ネ
を
持

っ
て
い
く
話
が

あ
っ
た
。
私
は

タ
ネ
は
下
へ
落

ち
た
が
る
も
の

だ
、
ば
か
な
こ

と
を
す
る
な
と

反
対
し
た
。
結

局
、
１
０
０
粒

持
っ
て
い
っ
た

が
、
ほ
と
ん
ど

発
芽
し
な
か
っ

た
。
そ
う
い
う

発
想
を
す
る
こ

と
自
体
が
人
間
の
身
勝
手
だ
。

日
本
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
日
本
の
自
然
、

気
候
風
土
の
中
で
の
立
ち
位
置
を
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
現
代
は
も
ろ
も
ろ
の
機
械
の
力
を

借
り
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
詰
ま
る
と

こ
ろ
が
原
発
で
、
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
ら
大

騒
ぎ
だ
。
昔
の
よ
う
に
水
力
で
発
電
し
て
い
た

こ
ろ
は
、
電
気
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
か
私
た

ち
は
分
か
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
今
、
原
子
力

に
よ
る
発
電
の
仕
組
み
は
専
門
家
し
か
分
か
ら

な
い
。
し
か
も
専
門
家
は
そ
れ
だ
け
し
か
分
か

ら
な
い
か
ら
始
末
が
悪
い
。
全
体
を
総
合
的
に

見
通
せ
な
い
。
基
本
的
に
自
然
の
仕
組
み
、
営

み
が
分
か
っ
て
い
な
い
。

個
々
人
を
み
て
も
そ
の
こ
と
は
い
え
る
。
自

分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
。
自
分
の
存
在

感
だ
け
は
分
か
っ
て
い
て
、
回
り
の
こ
と
は
何

も
か
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
思
う
に

日
本
は
「
米
の
文
化
」
な
の
に
、
そ
れ
を
忘
れ

て
西
洋
の
「
麦
の
文
化
」
を
安
易
に
受
け
入
れ

て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
稲
の
刈
り
取
り
が

終
わ
っ
て
麦
を
ま
く
。
麦
が
終
わ
っ
て
苗
を
植

え
る
。
始
ま
り
が
逆
だ
か
ら
発
想
も
逆
な
の
が

当
た
り
前
な
の
に
、
麦
に
合
わ
せ
た
発
想
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

家
を
見
て
も
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
も
て
は
や

さ
れ
、
上
へ
住
む
の
が
い
い
よ
う
に
言
い
立
て

る
。
町
中
の
川
も
両
岸
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固

め
て
雨
ど
い
の
よ
う
に
水
を
流
す
。
こ
れ
は
米

の
文
化
で
は
な
い
。
地
面
（
平
地
）
と
水
回
り

を
重
視
し
、
こ
れ
ら
を
う
ま
い
具
合
に
加
減
し

な
が
ら
使
う
の
が
米
の
文
化
だ
。
特
に
水
の
使

い
回
し
は
昔
か
ら
第
一
級
。
な
の
に
現
代
人
は

そ
の
価
値
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、日
本
の
社
会
に
本
来
あ
る
べ
き「
遊

び
の
間
」
も
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
ゃ
く

し
定
規
に
物
事
を
考
え
、
わ
ず
か
で
も
自
分
の

物
差
し
に
合
わ
な
い
と
間
違
い
だ
と
い
う
。「
１

＋
１

２
」
と
い
う
の
は
固
定
的
な
考
え
だ
。

２
は
０
・
５
を
四
つ
足
し
て
も
い
い
。
２
に
導

く
答
え
は
い
く
つ
で
も
あ
る
の
に
自
分
で
考
え

て
答
え
を
出
そ
う
と
し
な
い
。
私
た
ち
職
人
は

あ
ほ
な
こ
と
を
い
い
な
が
ら
、
間
を
も
っ
て
弟

子
に
考
え
さ
せ
て
仕
事
へ
の
心
構
え
や
技
を
伝

え
て
き
た
。

今
す
ぐ
昔
に
戻
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
大

事
な
の
は
、相
手（
自
然
）
の
物
差
し
（
営
み
）

を
知
り
、
そ
れ
が
人
間
の
物
差
し
と
合
わ
な
か

っ
た
ら
、
人
間
の
物
差
し
を
作
り
直
す
謙
虚
さ

だ
。

さの・とうえもん 1928年京都市生

まれ 江戸期より植木を手がける 藤右

衛門 を襲名 代目 桜守 としても

有名で 京都・円山公園 ドイツ・ロスト

ックなど内外の桜を育成 桜のいのち

庭のこころ などの著書がある

植木屋

佐野 藤右衛門さん

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

漏ろ
う

刻こ
く

井
澤
國
子
さ
ん

株
式
会
社
井
澤
屋

■

美
し
い
日
本
語

私
は
鹿
児
島
の
出
身
で
す
が
、
子
供
の

時
に
標
準
語
に
憧
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し

た
。
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
話
し
方
が
、
本
当
に
美
し
く
、
声
に
出

し
て
真

ま

似
ね

を
し
た
も
の
で
す
。
子
供
ご
こ

ろ
に
、
言
葉
の
力
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
し

ょ
う
。
今
も
日
々
店
に
立
ち
、
お
客
様
と

接
し
て
お
り
ま
す
と
、
言
葉
の
持
つ
不
思

議
な
力
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

良
い
言
葉
は
人
と
し
て
成
長
で
き
る

し
、
相
手
と
の
絆
や
友
情
が
い
っ
そ
う
深

ま
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
、
気
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
な
ど
を
見
て
い
ま
す

と
、
ご
挨

あ
い

拶
さ
つ

、
お
礼
の
仕
方
、
敬
語
の
使

い
方
が
、
な
に
か
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
寂
し
く
な
り
ま
す
。
そ
の
時
々

で
正
し
く
、
美
し
い
日
本
語
を
話
せ
る
力

を
身
に
付
け
る
と
、
言
葉
は
輝
き
を
増
し

ま
す
。
相
手
を
思
う
、
大
切
に
す
る
言
葉

は
、
自
己
を
最
大
限
に
表
現
す
る
こ
と
と

も
繋

つ
な

が
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
京
こ

と
ば
は
尊
重
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
を
真
似
し
た
頃
か
ら
随

分
と
時
間
が
た
ち
ま
し
た
が
、も
う
一
度
、

美
し
い
日
本
語
を
学
び
直
し
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

（
次
回
６
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、宝
鏡
寺
門
跡
の
田
中
恵
厚
さ
ん
で
す
）

６
月

日
は
日
本
の
暦
に
と
っ
て
メ
モ

リ
ア
ル
デ
ー
で
す
。
日
本
書
紀
に
は
天
智

天
皇

年
の
４
月

日
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

換
算
６
７
１
年
６
月

日
）
、
「
天
文
台

に
漏
刻
を
置
き
初
め
て
候
時
を
打
つ
」
と

あ
り
ま
す
。
１
９
２
０
年
か
ら
こ
の
日
が

「
時
の
記
念
日
」
に
な
り
ま
し
た
。

漏
刻
は
古
代
の
水
時
計
で
す
。
階
段
状

に
並
べ
た
数
個
の
木

箱
に
一
定
速
度
で

水
を
流
し
時
間
を
計
り
ま
し
た
。
暦
と
時

間
は
一
体
の
も
の
で
す
が
、
天
智
天
皇
当

時
は
百
済
の
元
嘉
暦
を
使
っ
て
い
ま
し

た
。日

本
の
公
暦
は
そ
の
後
、
中
国
産
の
儀

鳳
暦
、
宣
明
暦
な
ど
が
使
わ
れ
、
江
戸
時

代
に
な
っ
て
貞
享
、
宝
暦
、
寛
政
、
天
保

の
各
国

産
暦
を
経
て
１
８
７
３
年
か
ら

現
行
の
新
暦
に
移
り
ま
し
た
。
正
確
な
時

間
と
暦
の
追
求
は
、
精
緻
を
好
む
日
本
人

の
伝
統
的
気
質
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
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