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甘辛チャンネル 

世
界
遺
産
「
ナ
ス
カ
展
」 

 
 
 
 
 

を
鑑
賞
し
て 

 

「
ナ
ス
カ
の
地
上
絵
」
そ

れ
は
古
代
世
界
が
残
し
た
最

大
の
謎
で
す
。 

 

１
９
３
８
年
、
古
代
の
用

水
路
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て

い
た
ポ
ー
ル
・
コ
ソ
ッ
ク
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 

最
初
、
地
上
か
ら
の
調
査

で
疑
問
を
感
じ
た
彼
は
、
飛

行
機
で
上
空
を
飛
び
そ
れ
が

何
な
の
か
確
認
し
ま
し
た
。 

こ
の
南
北
５０
キ
ロ
の
高
原
に

は
地
上
か
ら
で
は
判
別
で
き

な
い
巨
大
な
放
射
線
状
に
の

び
る
直
線
や
＊
三
角
形
＊
ク

モ
や
は
ち
ど
り
等
の
動
物
を

か
た
ど
っ
た
図
形
な
ど
が
数

多
く
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

先
端
技
術
を
駆
使
し
た
バ

ー
チ
ャ
ル
シ
ア
タ
ー
で
は
、
驚

異
の
遊
覧
飛
行
で
そ
の
地
上

絵
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。  

 

ナ
ス
カ
文
化
は
紀
元
前
後

か
ら
７
世
紀
ご
ろ
に
か
け
て

ペ
ル
ー
南
海
岸
地
方
に
展
開

し
ま
し
た
。 

 

ナ
ス
カ
人
は
、
自
分
た
ち

の
生
命
は
自
然
界
の
精
霊
の

力
の
作
用
を
受
け
て
い
る
と

信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
精

霊
を
理
解
し
、
な
だ
め
る
力

を
持
つ
者
が
シ
ャ
ー
マ
ン
で
、

彼
ら
は
幻
覚
剤
を
用
い
て
精

霊
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
式
は
音
楽
、

踊
り
、
飲
酒
を
伴
い
、
作
物

の
植
え
付
け
や
収
穫
、
死
者

や
首
級
の
埋
葬
の
時
に
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。 

 
左
の
楽
師
の
土
器
は
、
膝

に
太
鼓
、
口
で
サ
ン
ホ
ー
ニ

ャ
を
吹
い
て
い
ま
す
。 

ナ
ス
カ
独
特
の
音
律
の
音
楽

が
聞
こ
え
て
来
ま
せ
ん
か
。  

  

 

ペ
ル
ー
南
部
海
岸
の
砂
漠

地
帯
は
極
端
に
乾
燥
し
た
気

候
で
、
人
間
の
遺
体
や
副
葬

品
は
自
然
の
力
で
一
千
年
に

わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
ま

し
た
。 

 

本
展
で
は
、
こ
の
ミ
イ
ラ

と
、
既
に
開
梱
さ
れ
、
保
存

状
態
の
良
い
成
人
の
ミ
イ
ラ 

一
体
を
紹
介
し
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
、

レ
ン
ト
ゲ
ン
な
ど
の
調
査
結

果
に
よ
る
、
ミ
イ
ラ
最
新
研

究
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

 

子
ど
も
の
ミ
イ
ラ
は
、
瞳

が
残
っ
て
い
る
ほ
ど
、
保
存

状
態
が
よ
く
、
科
学
的
調
査

の
成
果
も
示
し
て
い
る
。 

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
結
果
、
ナ
ス
カ
民

族
と
日
本
民
族
は
同
じ
系
統

の
民
族
と
の
こ
と
。  

右
の
ナ
ス
カ
文
化
の
土
器
は
、

戦
闘
で
手
に
入
れ
た
敵
の
首

級
を
儀
式
で
使
っ
て
い
る
も

の
と
思
い
ま
す
。
土
器
の
中

に
は
首
級
の
口
か
ら
作
物
が

芽
生
え
て
い
る
絵
も
あ
り
、

死
と
再
生
が
表
裏
一
体
の
も

の
で
あ
り
、
循
環
し
て
ゆ
く

と
い
う
ナ
ス
カ
人
の
思
想
が

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｓ
＋
Ｏ 

 
 
 
 
 
 
 

女
性
の
服
装 

 

年
々
気
温
は
上

昇
し
、
体
温
を
超

え
る
程
に
な
り
息

苦
し
い
夏
日
。
衣

服
を
脱
ぎ
捨
て
た

く
な
る
様
な
日
々
。 

 

今
、
街
を
歩
い
て
い
る
若

い
女
性
の
服
装
を
見
る
と

「
ち
ょ
っ
と
、
そ
れ
っ
て
外
で

着
て
良
い
の
？
」
と
言
い
た
く

な
り
ま
す
。
上
半
身
は
胸
、

背
中
は
三
分
の
二
ほ
ど
露
出
。

ジ
ー
ン
ズ
の
パ
ン
ツ
と
言
っ

て
も
超
短
か
く
て
同
姓
で
も

下
世
話
な
心
情
に
な
り
ま
す
。 

 

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
電
車
の

中
で
チ
カ
ン
行
為
を
し
た
男

性
が
犯
罪
者
と
し
て
刑
事
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
た

り
読
ん
だ
り
す
る
と
、
女
性

で
あ
る
私
は
チ
カ
ン
行
為
を

お
こ
な
っ
た
男
性
に
同
情
し

て
し
ま
い
ま
す
。 

全
く
無
防
備
な
服
装
で
ど
こ

に
触
ら
れ
て
も
よ
い
姿
。
彼

女
自
身
が
「
ど
う
ぞ
…
」
と

言
っ
て
い
る
様
に
思
え
ま
す
。

色
気
が
嫌
気
に
感
じ
ま
す
。 

 

下
世
話
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
本
当
の
色
気
は
全

部
さ
ら
け
出
す
の
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
チ
ラ
リ
ズ
ム
？

（
造
語
か
な
）
な
の
で
す
ね
。 

 

「
茶
摘
み
」
の
歌
の
歌
詞

に
「
茜
た
す
き
に
菅
の
笠
」 

と
て
も
趣
の
あ
る
色
気
で
す
。 

絣
（
か
す
り
）
の
着
物
の
裾

を
端
折
っ
て
赤
い
腰
巻
茜
色

の
タ
ス
キ
を
着
物
に
か
け
て

そ
こ
か
ら
見
え
る
白
い
腕
。

と
て
も
慎
ま
し
や
か
な
色
気
。 

今
の
若
い
女
性
の
夏
服
姿
は

気
持
ち
悪
い
！
！ 

 

Ｎ
＋
Ｙ 

 

紫

蘇

ジ

ュ

ー

ス 

 

赤
紫
蘇
三
百
ｇ
の
葉
は
き

れ
い
に
洗
う
。 

 

沸
騰
し
た
湯
千
八
百
ｃ
ｃ

の
中
に
紫
蘇
を
入
れ
て
２
～

３
分
煮
る
。
紫
蘇
は
鍋
か
ら

取
り
出
し
て
汁
は
一
度
漉
す
。 

 

汁
に
砂
糖
三
百
ｇ
を
加
え

て
煮
と
か
し
、
ク
エ
ン
酸
小

匙
三
杯
を
加
え
る
。
灰
汁
を

取
っ
て
出
来
上
が
り
。 

 

冷
め
た
ら
瓶
に
移
し
て
冷

蔵
庫
で
保
存
。 

 

薄
め
て
飲
め
ば
美
し
い
色

の
ジ
ュ
ー
ス
が
出
来
上
が
り
。 

焼
酎
を
シ
ソ
ジ
ュ
ー
ス
で
割

れ
ば
、
と
て
も
き
れ
い
で
す
。 

夏
ば
て
に
い
い
飲
み
物
で
す
。 

私
は
ゼ
ラ
チ
ン
で
固
め
て
ゼ

リ
ー
を
作
り
ま
す
。 

Ｍ
＋
Ｋ 

 
 
 

後 

記 
 

皆
様
お
元
気
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

も
う
我
慢
の
限
界
か
と
思

わ
れ
た
連
日
の
猛
暑
も
、
や

っ
と
何
処
か
へ･･･

？
と
。 

一
雨
毎
に
生
き
返
っ
た
心

地
が
し
て
い
ま
す
。
Ｓ
・
Ｎ 

会 
員 
だ 

よ 

り 

 

味 

Ｗ 

Ａ 

Ｙ 

   

ノウゼンカズラ 
  （凌 霄 花） 
中国原産。古くから薬として使われてい

た。  

日本には平安時代の９世紀頃渡来。 

オレンジ色の派手な花。蔓がどんどん延

びていき、いろいろからみつく。 

 開花時期は６月２５日頃から９月１５日

頃まで。 

 江戸時代の貝原益軒が、「花上の露 目

に入れば 目暗くなる」と記述し、いかに

も有毒の花というイメージがついたが、そ

れは誤解で実際には毒はない。 

 凌霄花はとても寿命の長い木で、豊臣秀

吉が朝鮮半島から持ち帰ったという木が、

金沢市に樹齢４００年以上で残っているら

しい。 漢名の凌霄花の「凌」は“しのぐ”。

「霄」は“そら”の意味。蔓が木にまとい

つき天空を凌ぐほど高く登ることからこの

名前がついた。         Ｔ．Ｎ 

 

四季彩 


