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甘
辛
チ
ャ
ン
ネ
ル 

 

”
古
代
の
匠
に
挑
戦
” 

石
棺
復
元
に
参
加
し
て
ー 

日
時
：
2
月
8
日 

 

場
所
：
今
城
塚
古
墳 

 

内
容
：
日
本
で
初
め
て
素

人
が
石
棺
作
り
に
挑
戦
！！ 

 

淀
川
流
域
屈
指
の
巨
大
前

方
後
円
墳
で
あ
る
今
城
塚
古

墳
の
石
棺
に
は
、
兵
庫
県
高

砂
産
の
「
竜
山
石
」
、
熊
本

県
宇
土
産
の
「
馬
門
石
」
、

大
阪
府
・
奈
良
県
境
の
「
二

条
山
白
石
」
と
い
う
３
種
類

の
凝
灰
石
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
石
材
が
３
種
類
な
ら
石

棺
も
３
基
あ
っ
た
。 

   

今
城
塚
古
墳
の
墓
室
は
横

穴
式
石
室
で
あ
り
、
そ
の
た

め
３
基
の
石
棺
を
お
さ
め
る

こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
想
定

出
来
る
と
の
こ
と
。 

竜
山
石
（
今
回
の
石
材
）

は
、
兵
庫
県
南
西
部
魚
橋
山

産
（
岩
石
学
的
に
は
流
紋
岩

質
溶
凝
灰
岩
と
呼
ぶ
）
花
崗

岩
並
に
硬
い
。
こ
の
よ
う
に

重
く
て
大
き
い
石
棺
の
原
石

の
採
掘
の
方
法
、
搬
送
に
も

多
く
の
中
継
地
と
人
力
を
要

し
た
事
で
し
ょ
う
。
驚
か
さ

れ
る
事
ば
か
り
で
す
。 

 
  

石
工
が
使
う
道
具
に
は
、

採
石
用
や
細
工
用
な
ど
、
作

業
工
程
や
用
途
に
応
じ
て
大

き
さ
や
形
の
異
な
る
多
様
な

も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

古
墳
時
代
の
道
具
類
は
ま

だ
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

石
棺
な
ど
に
残
さ
れ
た
痕
跡

か
ら
は
ノ
ミ
や
チ
ョ
ウ
ナ
が 

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
と
の
こ
と
。
（
大
事

な
工
具
な
の
で
研
ぎ
な
が
ら

使
用
し
た
の
で
見
つ
か
ら
な

い
の
か
？
） 

現
在
で
は
、
立
派
な
工
具

が
準
備
出
来
る
し
、
目
に
ゴ

ー
グ
ル
、
軍
手
、
マ
ス
ク
、

エ
プ
ロ
ン
を
装
着
し
て
の
安

全
な
実
技
。
石
工
の
プ
ロ
の

方
に
工
具
の
使
い
方
や
ノ
ミ

の
当
て
る
方
向
の
実
技
指
導

を
受
け
、
工
具
で
加
工
の
実

技
指
導
を
受
け
ま
す
。 

会
場
に
来
る
ま
で
は
、
軽

石
の
加
工
な
の
で
気
楽
な
気

持
ち
で
参
加
し
ま
し
た
が
、

何
と
硬
い
こ
と
。
・
・
・
石

で
し
た
！
！ 

ビ
シ
ャ
ン
で
約
１５
分
の
加
工

で
、
汗
が
出
て
き
ま
し
た
。 

当
時
の
石
工
に
は
今
の
よ
う

な
高
級
な
工
具
の
な
い
時
代
、

こ
の
よ
う
な
加
工
が
出
来
た

も
の
と
感
心
し
ま
す
。 

 

注 

記 

ビ
シ
ャ
ン
：
鋼
の
突
起
が
多

く
出
て
い
る
仕
上
げ
用
金
槌 

チ
ョ
ウ
ナ
：
・
両
刃
の
金
槌
、

表
面
を
叩
い
て
平
ら
に
仕
上

げ
る 

 
 
 
 

Ｓ
．
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椿
の
本
陣
を
訪
問
し
て 

～
恩
師
を
思
い
出
す
～ 

西
国
街
道
に
は
、
沢
山
の

歴
史
上
の
人
物
が
、
往
来
し

て
い
た
事
で
し
ょ
う
。 

椿
の
本
陣
は
、
日
本
の
古

い
良
き
建
物
と
生
活
様
式
の

工
夫
を
、
垣
間
見
る
こ
と
が

出
来
て
、
当
時
の
生
活
様
式

が
想
像
出
来
、
歴
史
好
き
の

私
は
、
と
っ
て
も
有
意
義
な

一
時
で
し
た
。 

余
談
で
す
が
、
遠
い
昔
亡

父
と
新
潟
県
に
疎
開
し
て
、

柏
崎
市
の
学
校
に
通
い
ま
し

た
が
、
当
時
の
高
校
の
国
語

の
先
生
（
も
う
９０
才
）
と 

、

ず
っ
と
交
流
さ
せ
て
頂
き
、

毎
月
一
日
か
二
日
に
季
節
の

便
り
を
東
京
（
現
在
は
東
京

在
住
）
か
ら
郵
便
で
送
っ
て

下
さ
い
ま
す
。
折
々
の
植
物
、

習
慣
、
食
べ
物
等
々
、
私
に

と
り
ま
し
て
は
と
て
も
良
い

糧
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

い
つ
ぞ
や
は
、
東
京
両
国

の
吉
良
屋
敷
か
ら
、
高
輪
の

泉
岳
寺
迄
歩
か
れ
た
そ
う
で

す
。
仇
討
ち
で
傷
つ
い
た
四

十
七
士
が
、
両
国
か
ら
高
輪

迄
ど
ん
な
気
持
ち
で
歩
い
た

の
だ
ろ
う
と
、
便
り
に
書
い

て
い
ま
し
た
。 

６０
年
前
の
教
師
と
、
ず
っ
と

交
流
を
続
け
さ
せ
て
貰
っ
て

い
る
事
は
、
当
時
戦
後
の
苦

し
い
時
代
人
々
の
心
が
通
じ

合
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笑
顔
で
心
通
じ
合
え
る 

世
の
中
に

！！ 

立
春
を
過
ぎ
日
照
時
間
も

長
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。 

あ
る
夕
暮
れ
、
私
は
バ
ス

を
降
り
て
薄
暗
く
な
っ
た
道

を
家
路
に
向
か
っ
て
歩
い
て

い
ま
し
た
。 

家
の
中
で
の
禁
煙
宣
言
を

受
け
て
お
ら
れ
る
の
か
、
ご

自
宅
の
前
で
煙
草
を
吸
っ
て

お
ら
れ
る
、
壮
年
の
男
性
が

私
に
「
ね
ぇ
ち
ゃ
ん
暗
く
な

っ
た
か
ら
気
い
つ
け
て
帰
り

ヤ
。
」
思
わ
ず
「
あ
り
が
と

う
！
！
」
と
言
い
ま
し
た
。 

「
ね
ぇ
ち
ゃ
ん
」
と
熟
年
の

私
に
言
っ
て
下
さ
っ
た
お
礼

で
は
な
く
、
夜
道
を
案
じ
て

下
さ
っ
た
優
し
い
言
葉
に
非

常
に
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。 

そ
う
で
す
ね
、
一
昔
前
に

は
見
知
ら
ぬ
人
に
も
「
こ
ん

に
ち
は
」
等
々
お
互
い
に
声

か
け
を
し
て
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。
か
わ
い
い
幼
児
か

ら
も
「
こ
ん
に
ち
は
！
」
「
お

年
は
幾
つ
？
」
小
学
校
帰
り

の
小
学
生
達
に
も
「
お
か
え

り
！
」
と
声
を
か
け
て
子
供

も
大
人
も
笑
顔
で
し
た
。 

で
も
、
今
は
不
可
解
な
事

件
が
多
く
て
、
子
供
達
に
声

を
か
け
て
も
皆
警
戒
し
て
走

り
去
っ
て
し
ま
う
事
が
多
く

て
、
恐
怖
心
を
与
え
て
は
い

け
な
い
と
思
い
、
心
の
中
で

さ
さ
や
い
て
い
る
状
態
。 

笑
顔
で
心
が
通
じ
合
え
る

世
の
中
に
、
な
っ
て
ほ
し
い

も
の
で
す
ね
。 

 

Ｎ
・
Ｙ 

ヤブツバキ 
ツバキ科ツバキ属 

別名：ヤマツバキ（山椿） 

分布地は本州、四国、九州の海岸側。 

花は冬から早春にかけて咲く。 

花言葉：理想的な愛、謙遜、申し分な

い魅力 

 単にツバキと呼ぶことが多いが、本来

はユキツバキなどの変種を含む厚葉木

といわれ、葉にツヤがあることから 

津葉木ともいう。椿は春に花の咲くため

日本で作った字とも。 

用途：ツバキ油は灯明、薬、化粧などに

使用され重要な油用植物であった。 

油を採取する目的でヤブツバキを残し

たために、ヤブツバキの純林となった場

所もある。 

「目白来て 椿の落ちる  春になり」   

山帰来           Ｔ．Ｎ    

 

四 季 彩 

会 
員 

便 

り 

 

ジ
ャ
ン
ル
は
不
問
、
多
く

の
方
か
ら
の
投
稿
を
お
待

ち
し
て
居
り
ま
す
。
Ｓ
・
Ｎ 


