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本
書

は
吉
野
の
桜
の
保
護
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
一
環
と
し
て
催

さ
れ
た
講
演
会
の
記
録
で
あ
る
。
片
桐
洋
一
氏
「
歌
枕
・
吉
野
」
、
久
保

田

淳
先
生

「西
行
の
世
界
」
、
井
上
宗
雄
氏
「
南
北
朝
動
乱
期
の
文
学
と

吉
野
」
、
島
津
忠
夫
氏
「
吉
野
と
芭
蕉
」
か
ら
な
る
。

　
片
桐
洋
一
氏
の
「
歌
枕
・
吉
野
」
は
歌
枕
一
般
の
概
念
規
定
か
ら
始
め
、

「万
葉
集
』
や
「
古
今
和
歌
集
」
で
の
歌
枕
と
し
て
の
「
吉
野
山
」
の
詠

ま
れ
方
を
比
較
し
な
が
ら
、
「
桜
」
と
「
吉
野
山
」
を
関
係
づ
け
た
存
在

と
し
て
西
行
の
役
割
を
重
視
す
る
。

　
久
保
田
先
生
の

「
西
行
の
世
界
」
は
西
行
の
吉
野
の
歌
を
検
討
し
、
西

行
の

歌
が
実
際
に
吉
野
の
地
を
訪
れ
て
い
た
、
「
実
体
験
を
踏
ま
え
た
」

詠
歌
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
吉
野
と
は
西
行
に
と
っ
て
「
憂
き
世
か
ら

身
を
隠
す
べ
き
場
所
」
で
あ
り
、
「
精
神
的
に
深
い
場
所
」
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
大
和
を
詠
ん
だ
歌
で
は
俊
成
の
貴
族
的
美
意
識
に
比
べ
て
「
風
景
と

い

う
も
の
が
漠
然
と
し
て
い
な
く
て
、
克
明
に
、
い
か
に
も
そ
の
情
景
が

思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
形
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
西
行
の
非
凡
な

所
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
実
際
に
は
西
行
の
歌
の
世
界
は
吉
野
や
大
和
を
詠

ん

だ

も
の
だ
け
で
は
な
い
。
農
民
や
漁
民
、
源
平
の
争
乱
を
も
詠
む
。
久

保
田

先
生
に

よ
れ
ば
「
西
行
の
世
界
に
は
そ
う
い
う
毒
を
含
ん
だ
歌
と
、

ひ

た
す
ら
、
吉
野
の
花
を
讃
え
た
美
し
い
歌
、
そ
う
い
う
歌
が
同
居
し
て

い

る
」
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
西
行
の
世
界
を
味
わ
う
た
め
に
は
、
す
べ

て

の
歌
、
一
首
一
首
を
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
井
上
宗
雄
氏
の
「
南
北
朝
動
乱
期
の
文
学
と
吉
野
」
は
、
「
大
平
記
」

の

「吉
野
」
に
は
花
の
趣
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
南
朝

歌
壇
の

歌
人
達

に
よ
る
「
新
葉
集
」
に
現
れ
た
中
世
和
歌
の
「
吉
野
」
の

世
界
を
明
示
す
る
。

　
島
津
忠
夫
氏
の
「
吉
野
と
芭
蕉
」
は
「
笈
の
小
文
」
で
の
芭
蕉
の
吉
野

吟
を
検
討
し
て
、
芭
蕉
が
発
句
に
吉
野
を
詠
じ
な
か
っ
た
経
緯
を
明
ら
か

に
す
る
。

　
本
書
の

表
題

は
「
古
典
文
学
に
見
る
吉
野
」
で
あ
る
が
、
各
々
の
論
文

の

目
指
す
所
は
単
に
吉
野
に
収
飲
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
久
保
田
先
生
の
西
行
論
は
西
行
を
論
じ
る
に
当
っ

て

の
、
の
み
な
ら
ず
作
品
と
向
き
合
う
際
に
私
達
が
取
る
べ
き
基
本
姿
勢

を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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