
森の中世イングランドと植物

　

私
は
公
益
大
の
開
学
時
か

ら
縁
あ
っ
て
鶴
岡
市
に
住

み
、
退
職
後
の
現
在
も
学
部

と
大
学
院
、
そ
れ
に
酒
田
看

護
専
門
学
校
で
非
常
勤
講
師

と
し
て
教
壇
に
立
っ
て
い

る
。
専
門
は
イ
ギ
リ
ス
中
世

史
で
、
連
合
王
国
イ
ギ
リ
ス

の
一
角
を
構
成
す
る
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
中
世
史
を
「
森
」

と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
て
き

た
。
森
は
食
料
や
木
材
の
重

要
な
供
給
源
で
あ
り
、
王
に

と
っ
て
は
鹿
狩
り
と
い
う
最

大
の
娯
楽
の
場
で
も
あ
っ

た
。「
大
憲
章
」（
マ
グ
ナ
・

カ
ル
タ
）
で
知
ら
れ
る
ジ
ョ

ン
王
も
鹿
狩
り
を
好
ん
だ
。

実
は
こ
の
有
名
な
歴
史
文
書

も
森
と
お
お
い
に
関
係
し
て

い
る
。「
大
憲
章
」
は
「
小

憲
章
」
と
も
い
え
る
森
の
文

書
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
含
め
、

長
年
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
け
る
森
と
人
間
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
調
べ
て
き

た
が
、
振
り
返
っ
て
み
れ

ば
、
深
遠
な
研
究
の
森
に
足

を
踏
み
入
れ
る
前
に
、
入
口

の
あ
た
り
で
う
ろ
う
ろ
し
て

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
強

い
。
そ
れ
で
も
、
樺
山
紘
一

編
「
世
界
史
の
鏡
」
シ
リ
ー

ズ
に
小
書
を
加
え
て
い
た
だ

い
た
こ
と
は
身
に
余
る
光
栄

で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
樺

山
紘
一
の
恩
師
・
堀
米
庸
三

は
河
北
町
谷
地
が
生
ん
だ
ド

イ
ツ
中
世
史
の
大
家
で
、
帝

大
時
代
、
私
の
恩
師
・
小
室

榮
一
の
学
友
で
あ
っ
た
。

　

一
昨
年
、
あ
る
事
典
の
企

画
で
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「
森
」
に
関
す
る
項
目
執
筆

の
依
頼
が
あ
っ
た
。
そ
の
中

に
「
炭
焼
き
」
に
つ
い
て
も

入
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望

が
あ
っ
た
の
で
、
何
冊
か
の

文
献
に
あ
た
っ
て
み
た
が
、

そ
の
う
ち
の
一
冊
が
テ
オ
プ

ラ
ス
ト
ス
の
『
植
物
誌
』
で

あ
っ
た
。
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス

は
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
弟
子
で
、「
植
物
学
の
祖
」

と
称
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。

本
書
を
読
み
返
し
な
が
ら
、

そ
の
博
識
ぶ
り
に
あ
ら
た
め

て
舌
を
巻
い
た
。と
同
時
に
、

祖
父
と
い
っ
し
ょ
に
山
に
入

り
、
か
た
わ
ら
で
炭
焼
を
手

伝
っ
た
子
供
の
頃
の
記
憶
が

よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
私
の

森
へ
の
関
心
は
、
生
ま
れ

育
っ
た
宮
城
県
北
東
部
の
純

農
村
地
帯
で
育
ま
れ
た
。

テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス
は
哲
学

者
に
し
て
植
物
学
者
で
も

あ
っ
た
が
、
哲
学
と
植
物
と

い
う
一
見
無
関
係
に
思
え
る

両
者
も
意
外
な
と
こ
ろ
で
結

び
つ
い
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
経
験

論
を
論
じ
る
際
に
パ
イ
ナ
ッ

プ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
て

い
る
。
よ
り
に
よ
っ
て
、
一

体
な
ぜ
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
な
の

か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
に

は
、
ロ
ッ
ク
の
時
代
、
熱
帯

産
の
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
が
き
わ

め
て
希
少
で
、
イ
ギ
リ
ス
国

内
で
は
自
家
栽
培
が
か
な
わ

な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ

う
し
た
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
は
垂

涎
の
的
で
、
ど
ん
な
に
言
葉

を
尽
く
し
て
説
明
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
、
実
際
に
食
べ
て
み

な
け
れ
ば
そ
の
本
当
の
味
は

わ
か
ら
な
い
し
、
パ
イ
ナ
ッ

プ
ル
の
実
体
も
つ
か
め
な
い

と
ロ
ッ
ク
は
い
う
。
自
説
に

説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
と
い
う
希
少

で
甘
美
な
異
国
の
植
物
を

も
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が

ミ
ソ
で
あ
る
。

異
国
の
植
物
と
い
え
ば
、

羽
黒
の
松
ケ
岡
開
墾
記
念
館

を
訪
れ
、
前
庭
に
咲
く
ダ
リ

ア
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
い
つ

の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
か
。
ダ

リ
ア
の
原
産
地
は
メ
キ
シ
コ

や
中
米
で
、
ス
ペ
イ
ン
に
持

ち
込
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
地
に
広
ま
っ
た
。

日
本
へ
の
渡
来
は
江
戸
末
期

で
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時

代
に
か
け
て
普
及
し
、
大
正

初
期
に
は
ダ
リ
ア
熱
も
高

ま
っ
た
。
黒
田
清
輝
の
名
品

《
ダ
リ
ア
》
は
そ
う
し
た
当

時
の
ダ
リ
ア
・
ブ
ー
ム
の
な

か
で
生
ま
れ
た
。

　

バ
ラ
と
い
う
と
西
洋
の
花

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う

が
、
実
際
に
は
北
半
球
の
広

い
範
囲
に
分
布
し
、
日
本
に

も
十
指
に
余
る
野
生
バ
ラ
が

自
生
す
る
。
こ
う
し
た
日
本

の
バ
ラ
は
、
中
国
原
産
の
バ

ラ
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

渡
り
、
モ
ダ
ン
ロ
ー
ズ
の
誕

生
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
で

あ
る
。歴
史
の
な
か
の
植
物
。

私
が
関
心
を
よ
せ
て
い
る
も

う
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
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