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サ
ク
ラ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
名
前
が
つ
い
て

い
て
、
い
っ
た
い
何
種
類
あ
る
の
か
よ
く

聞
か
れ
ま
す
。
実
は
日
本
の
基
本
野
生
種
は
、

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
オ
オ
シ

マ
ザ
ク
ラ
、
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
、

チ
ョ
ウ
ジ
ザ
ク
ラ
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
、
ミ
ネ
ザ

ク
ラ
、
ミ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
９
種
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
と
は
種
よ
り
下
の
ラ
ン
ク
の
亜
種
・

変
種
や
雑
種
性
の
種
で
す
。
他
に
外
国
産
で

我
が
国
に
植
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
カ
ン

ヒ
ザ
ク
ラ
、
カ
ラ
ミ
ザ
ク
ラ
、
セ
イ
ヨ
ウ
ミ

ザ
ク
ラ
（
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
な
る
サ
ク
ラ
）
が

あ
り
ま
す
。

　

栽
培
品
種
（
以
下
、品
種
）は
野
生
の
サ
ク

ラ
か
ら
選
ば
れ
た
り
、交
配
さ
れ
た
り
し
て

で
き
て
き
た
品
種
で
４
０
０
種
類
あ
る
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
染そ
め

井い

吉よ
し

野の

」を
は
じ

め
、「
普ふ

賢げ
ん

象ぞ
う

」「
墨す
み

染ぞ
め

」「
鴛お
し

鴦ど
り

桜ざ
く
ら」な
ど
風
雅

な
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。国
立
研
究
開
発

法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
多
摩
森
林
科
学
園

（
東
京
都
八
王
子
市
）に
は
、約
５
０
０
系
統

１
４
０
０
本
の
サ
ク
ラ
が
全
国
か
ら
集
め
ら

れ
て
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
中
に
は
「
違
う
名
前
だ
け
ど
ど

こ
が
違
う
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
そ
っ
く
り
」

だ
っ
た
り
、「
同
じ
名
前
だ
け
ど
ど
う
見
て

も
違
う
ぞ
」、
と
い
う
サ
ク
ラ
の
品
種
も
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
役
に
立
つ
の
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
を

使
っ
た
鑑
定
で
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
環
境
の
影
響

（
植
え
る
場
所
や
毎
年
の
寒
暖
な
ど
）
を
受

け
な
い
の
で
、
接
ぎ
木
や
さ
し
木
で
増
え
て

い
っ
た
も
の
が
別
の
場
所
に
植
え
ら
れ
て
も

同
じ
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
刑

事
ド
ラ
マ
で
髪
の
毛
一
本
か
ら
犯
人
を
見
つ

け
る
の
と
同
じ
原
理
で
す
。
ま
た
、
親
子
関

係
な
ど
も
分
か
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
野
生

種
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、「
染
井
吉
野
」は
ど
の
個
体
も

同
じ
遺
伝
子
型
組
成
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

江
戸
後
期
か
ら
接
ぎ
木
で
ひ
ろ
く
維
持
さ
れ
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サ
ク
ラ
は
日
本
人
に
最
も
愛
さ
れ
る
木
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
し
ょ
う
。

神
代
の
頃
よ
り
サ
ク
ラ
は
日
本
の
文
化
や
精
神
を
支
え
る
も
の
で
し
た
。現
代
で

も
、１
０
０
円
玉
を
は
じ
め
、着
物
、ロ
ゴ
マ
ー
ク
な
ど
身
近
な
も
の
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、季
節
限
定
ス
イ
ー
ツ
と
し
て
、さ
く
ら
餡
の
た
い
焼
き
や

さ
く
ら
風
味
の
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
、そ
し
て
、さ
く
ら
味
の
ド
リ
ン
ク
も
あ
り
ま
す
。

サ
ク
ラ
の
花
か
ら
と
っ
た
は
ち
み
つ
も
ま
た
絶
品
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、サ
ク
ラ
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。サ
ク
ラ
の
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
た
ら
、サ
ク
ラ
の
こ
と
が
も
っ

と
好
き
に
な
る
で
し
ょ
う
。



　

サ
ク
ラ
の
品
種
は
美
し
い
花
の
形
態
に
目

を
奪
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
香
り
も
素
晴
ら
し

い
品
種
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ウ
メ
の
開
花
に
続
く
よ
う
に
咲

き
始
め
る
「
明
み
ょ
う
し
ょ
う
じ

正
寺
」
は
花
も
ピ
ン
ク
色
が

濃
く
、
ウ
メ
と
似
た
香
り
が
し
ま
す
。「
匂
」

と
い
う
字
が
品
種
名
に
使
わ
れ
て
い
る
サ
ク

ラ
は
、
命
名
当
時
か
ら
そ
の
香
り
が
認
知
さ

れ
、
そ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
上
じ
ょ
う

匂に
お
い」、「
駿す
る

河が

台だ
い

匂に
お
い」な
ど
の
香
り
を
香
料

会
社
の
パ
ヒ
ュ
ー
マ
ー（
調
香
師
）は
、ば
ら

の
よ
う
な
香
り
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
フ
ロ
ー
ラ

ル
な
香
り
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
花

の
色
は
白
く
、
決
し
て
華
や
か
で
は
あ
り
ま

て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。「
染
井
吉

野
」
も
少
な
い
な
が
ら
実
を
つ
け
ま
す
が
、

日
本
で
は
実
生
で
増
や
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
実
生
で
す
と
、

「
染
井
吉
野
」と
は
違
う
親
の
体
質
も
受
け
継

ぎ
ま
す
か
ら
、「
染
井
吉
野
」が
も
つ「
ど
の
木

も
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
一
斉
に
咲
い
て
散
っ

て
い
く
」と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
日
本
人
の
美

意
識
が
許
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
染
井
吉
野
」は
エ
ド
ヒ
ガ
ン
を
母
親
に
、
オ

オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
を
父
親
に
し
て
生
じ
た
子
供

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
ヤ
マ

ザ
ク
ラ
由
来
の
遺
伝
子
も
見
つ
か
る
こ
と
か

ら
、
祖
先
の
一
部
に
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
関
係
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ほ
か
に
も
、「
江え

戸ど

（
埼
玉
県
川
口
市
安

行
）」、「
白は
く

山ざ
ん

大お
お

手で

毬ま
り

（
京
都
植
物
園
）」

「
糸い
と

括く
く
り（
京
都
植
物
園
）」「
八や

重え

紅べ
に

虎と
ら

の
尾お

（
神
代
植
物
公
園
）」（
カ
ッ
コ
内
は
由
来
し

た
産
地
）
が
同
じ
遺
伝
子
型
を
も
ち
、
形

オオシマザクラ　伊豆半島・伊豆七島に分布。
葉の香りが良く、桜餅に使われる

「染井吉野」（全体）「染井吉野」

「明正寺」（全体）

「明正寺」

　

牧
野
富
太
郎
（
１
８
６
２
―
１
９
５
７
）

は
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
植

物
学
者
で
す
。
現
在
の
高
知
県
高
岡
郡
佐
川

町
に
生
ま
れ
、
帝
国
大
学
（
現 

東
京
大
学
）

や
東
京
帝
室
博
物
館
（
現 

東
京
国
立
博
物

館
）
な
ど
で
主
に
植
物
分
類
学
の
研
究
を
お

こ
な
い
ま
し
た
。
１
，
５
０
０
種
類
以
上
の

植
物
を
命
名
し
た
だ
け
で
は
な
く
、『
牧
野

日
本
植
物
図
鑑
』
な
ど
の
著
書
や
全
国
で
お

こ
な
っ
た
観
察
会
や
講
演
会
な
ど
を
通
し
、

せ
ん
が
、
と
て
も
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
香
り
が
す

る
の
は
「
薄う
す

毛げ

大お
お

島し
ま

」
で
す
。
香
り
の
主
要

成
分
は
リ
ナ
ロ
ー
ル
と
い
う
物
質
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
サ
ク
ラ
の

品
種
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か
を
先
ほ
ど

の
よ
う
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
か
ら
探
る
と
、
野
生

種
１
種
に
由
来
す
る
品
種
が
あ
る
一
方
で
、

異
な
る
野
生
種
が
交
雑
し
た
中
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
も
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
、
香
り
が
良
い
品
種
に
は
、
オ
オ
シ
マ

ザ
ク
ラ
が
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う

で
す
。
天
然
の
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
中
に
も
、

と
て
も
よ
い
香
り
が
す
る
個
体
が
見
つ
か
る

こ
と
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
あ
ま
り
香
り
に

つ
い
て
話
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
サ
ク
ラ
で

す
が
、
実
は
、
香
り
の
印
象
も
い
ろ
い
ろ
な

品
種
が
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
春
の
サ
ク

ラ
の
観
賞
は
目
で
愛
で
る
だ
け
で
な
く
、
香

り
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

態
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
種
異

名
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
品
種
は
、
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
と
カ
ス

ミ
ザ
ク
ラ
の
雑
種
に
由
来
し
て
い
ま
し
た
。
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そ
の
場
所
に
も
と
も
と
い
な
か
っ
た
生
き

物
は
外
来
種
と
呼
ば
れ
、
外
来
種
は
と
き

ど
き
元
か
ら
い
た
在
来
種
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与

東
京
の
江
北
村
の
荒
川
堤（
現 

足
立
区
）か

ら
サ
ク
ラ
の
標
本
を
東
京
帝
室
博
物
館
の
根

本
完
爾
と
一
緒
に
採
取
し
て
い
ま
す
。当
時

の
荒
川
堤
に
は
、江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
伝

統
的
な
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
品
種
が
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
さ
れ
て
い
ま
し
た
。小
泉
や
三
好
も
荒
川

堤
で
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、サ
ク
ラ
の
研
究
拠
点
だ
っ
た
の
で
す
。そ

の
後
、河
川
改
修
な
ど
の
影
響
で
荒
川
堤
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。

た
だ
し
、牧
野
ら
の
サ
ク
ラ
の
花
の
標
本
は
、

現
在
で
も
国
立
科
学
博
物
館
に
１
８
１
点
が

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。中
に
は
す
で
に
絶
え

て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
品
種
も
含
ま
れ

て
お
り
、た
い
へ
ん
貴
重
な
資
料
で
す
。

　

牧
野
は
さ
ら
に
サ
ク
ラ
の
植
物
画
を
ま
と

め
る
『
日
本
桜
花
図
譜
』
を
計
画
し
て
い
ま

し
た
。
１
９
２
０
年
代
に
「
染
井
吉
野
」
な

ど
３
点
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
関
東
大
震
災
な
ど
の
影
響
で
中
断
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
計
画
中
に
描
か
れ

た
原
画
16
点
が
東
京
国
立
博
物
館
に
保
存

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
牧
野
の
指
導
で
画
工
の
山
田
壽

雄
（
１
８
８
２
〜
１
９
４
１
）
が
描
い
た
も

の
で
す
。
当
時
の
植
物
画
と
し
て
は
き
わ
め

て
精
緻
に
描
か
れ
て
お
り
、
標
本
同
様
に
た

い
へ
ん
貴
重
な
資
料
で
す
。
こ
う
し
て
牧
野

が
見
た
サ
ク
ラ
は
、
現
代
に
伝
わ
る
遺
産
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

え
ま
す
。
左
頁
上
の
写
真
の
虫
は
ク
ビ
ア
カ

ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
と
言
う
外
来
種
で
、
も
と
も

と
は
中
国
や
そ
の
周
辺
に
い
ま
し
た
。
ク
ロ

ジ
ャ
コ
ウ
カ
ミ
キ
リ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
２
０
１
２
年
に
日
本
へ
の
侵
入
が

確
認
さ
れ
、
サ
ク
ラ
な
ど
の
バ
ラ
科
樹
木
を

加
害
し
て
、
大
変
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
関
東
、
東
海
、
関
西
、
四
国
の
と
び

と
び
の
場
所
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
と
て

も
大
き
く
て
、
体
の
長
さ
は
ひ
げ
を
ぬ
か
し

て
も
３
〜
４
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。

幼
虫
が
樹
の
皮
の
下
を
食
い
荒
ら
し
、
た
く

さ
ん
の
幼
虫
が
食
害
す
る
と
、
そ
の
樹
は
地

面
か
ら
水
や
栄
養
分
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
成
虫

は
６
月
初
め
か
ら
７
月
上
旬
ぐ
ら
い
に
現

れ
、
黒
い
体
に
赤
い
胸
が
遠
目
に
も
目
立
ち

ま
す
。
こ
の
成
虫
は
柑
橘
類
を
強
め
た
よ
う

な
ツ
ー
ン
と
す
る
匂
い
の
液
を
出
し
ま
す
。

　

中
国
で
は
モ
モ
類
の
果
樹
害
虫
と
し
て
知

ら
れ
て
い
て
、今
、日
本
で
は
サ
ク
ラ
、モ
モ
、

ウ
メ
な
ど
が
こ
の
虫
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
特
に
「
染
井
吉
野
」
の
被
害
本
数

が
多
く
、
地
域
の
サ
ク
ラ
を
守
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
と
、
被
害
発
生
地
で
は
自

治
体
と
市
民
が
心
を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。
樹

の
皮
に
割
れ
の
多
い
よ
う
な
古
木
が
特
に
好

ま
れ
て
い
ま
す
。
成
虫
が
産
卵
を
し
や
す
い

た
め
で
す
。
悲
し
い
こ
と
に
、
神
社
の
ご
神

木
と
な
っ
て
い
た
大
き
な
サ
ク
ラ
や
、
お
寺

で
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た
サ
ク
ラ
な
ど
が
昨

年
秋
、
こ
の
虫
の
被
害
に
あ
っ
て
伐
ら
れ
ま

多
く
の
人
へ
近
代
植
物
学
の
教
育
や
普
及
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、牧
野
は
「
日

本
の
植
物
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
で
も

多
く
の
人
に
慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

牧
野
が
名
付
け
た
植
物
の
中
に
は
も
ち
ろ

ん
サ
ク
ラ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
牧
野
に
縁

が
あ
る
サ
ク
ラ
と
し
て
は
「
稚わ
か

木き

の
桜
」
と

「
仙せ
ん

台だ
い

屋や

」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
牧
野
の
故
郷
で
あ
る
高
知
に
あ
っ
た

も
の
で
、
現
在
で
は
植
物
園
な
ど
で
広
く
栽

培
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
牧
野
に
し
て
は

命
名
し
た
サ
ク
ラ
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
実
は
、
牧
野
も
サ
ク
ラ
に
は
大
き
な
興

味
を
も
ち
、
分
類
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
大
学
の
小
泉
源
一
や

三
好
学
な
ど
の
研
究
が
先
に
発
表
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
牧
野
の
サ
ク
ラ
の
研
究
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

牧
野
は
、１
９
１
３
年
と
１
９
１
５
年
に

高知県立牧野植物園の「仙台屋」

牧野らが荒川堤
から採取した「牡
丹」の標本

（国立科学博物館 
所蔵）

牧野富太郎博士
（1937 年４月６日
真鶴にて）
写真提供：
練馬区立牧野記念
庭園記念館
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サ
ク
ラ
が
か
か
る
病
気
の
１
つ
に
て
ん
ぐ

巣
病
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
び
・
き
の
こ

の
仲
間
の
病
原
菌
が
感
染
す
る
こ
と
で
引
き

起
こ
さ
れ
る
病
気
で
す
。
こ
の
病
気
に
な
る

と
、
病
原
菌
が
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
操
り
、
細

い
ほ
う
き
状
の
枝
ば
か
り
に
な
り
、
花
は
付

け
ず
、
小
さ
な
葉
ば
か
り
と
な
り
ま
す
。
病

気
に
感
染
し
た
と
こ
ろ
は
緑
の
葉
が
周
り
と

比
べ
て
塊
状
に
茂
る
た
め
、
こ
れ
を
て
ん
ぐ

し
た
。
今
の
技
術
で
は
樹
を
生
か
し
た
ま
ま

中
の
虫
だ
け
を
退
治
す
る
こ
と
は
難
し
い
の

で
、
伐
っ
て
処
分
す
る
し
か
対
応
方
法
が
な

い
の
で
す
。

　

日
本
以
外
で
は
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど

へ
も
侵
入
し
て
い
て
、
イ
タ
リ
ア
中
西
部
で

は
深
刻
な
被
害
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
幼

虫
が
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
生
活
し

て
、
蛹
に
な
る
と
き
は
樹
の
内
側
深
く
に
潜

り
込
む
た
め
、
樹
が
運
ば
れ
る
の
と
一
緒
に

物
流
に
乗
っ
て
遠
く
ま
で
移
動
し
や
す
い
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
虫
の
日
本
へ
の
侵
入
が
確

認
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
５
年
、
こ
の
ま
ま
手

を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
被
害
が
ど
ん
ど
ん
広

が
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
森

林
総
合
研
究
所
と
し
て
も
こ
の
問
題
は
放
っ

て
お
け
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
駆
除
が
で
き

る
か
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
、
こ
れ
か
ら
更

に
力
を
入
れ
て
研
究
開
発
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

の
巣
に
見
立
て
ま
し
た
。
こ
の
病
気
の
治
療

に
は
、
患
部
を
切
り
落
と
し
て
焼
却
処
分
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
染
井
吉
野
」
で
は
、

親
種
は
こ
の
病
気
に
か
か
り
に
く
い
の
に
、

そ
の
子
の「
染
井
吉
野
」は
た
ま
た
ま
感
染
し

や
す
い
体
質
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、

被
害
を
受
け
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

被
害
を
受
け
や
す
い
系
統
の
サ
ク
ラ
ば
か
り

を
植
え
な
い
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

も
う
１
つ
の
病
気
は
サ
ク
ラ
類
幼
果
菌
核

病
で
、
て
ん
ぐ
巣
病
と
は
違
う
種
類
の
菌
の

感
染
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。
こ
の

菌
が
サ
ク
ラ
の
花
に
つ
く
と
、
若
い
果
実
上

で
感
染
を
広
げ
、
褐
変
さ
せ
て
未
熟
な
ま
ま

地
面
に
落
下
し
ま
す
。
こ
こ
で
子
の
う
胞
子

を
作
り
、
こ
れ
が
春
に
飛
散
し
て
サ
ク
ラ
の

若
葉
に
と
り
つ
き
感
染
し
て
、
葉
を
枯
ら
す

と
と
も
に
、
分
生
子
を
作
っ
て
ま
た
広
が
っ

て
い
き
ま
す
。
サ
ク
ラ
の
種
類
に
よ
っ
て
被

害
の
程
度
が
大
き
く
違
い
ま
す
。
カ
ン
ヒ
ザ

ク
ラ
・
カ
ラ
ミ
ザ
ク
ラ
・
マ
メ
ザ
ク
ラ
の
血

を
引
く
品
種
は
激
害
を
起
こ
し
や
す
い
の
で

要
注
意
で
す
。

　

さ
ら
に
興
味
の
あ
る
方
は
森
林
総
合
研

究
所
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
サ
ク
ラ
の
研
究
成
果

http://w
w

w
.ffpri.affrc.go.jp/pubs/

chukiseika/3rd-chuukiseika5.htm
l

を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

　

本
稿
は
森
林
総
合
研
究
所　

河
原
孝
行
・

吉
丸
博
志
・
松
本
麻
子
・
勝
木
俊
雄
・
加
賀
谷

悦
子
・
長
谷
川
絵
里
が
執
筆
し
ま
し
た
。

クビアカツヤカミキリの雄成虫食害されたサクラの材クビアカツヤカミキリが食害すると食べかす（フ
ラス）が発生。これを見つけたら要注意

てんぐ巣病（矢印部分）サクラ類幼果菌核病（褐変した幼果）サクラ類幼果菌核病（激害を受けた新葉）
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