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「
み
ど
り
の
月
間
」
に
実
施

さ
れ
る
各
種
緑
化
行
事
の
締
め

く
く
り
と
し
て
、
健
全
な
青
少

年
の
育
成
や
地
球
温
暖
化
防

止
、
生
物
多
様
性
に
資
す
る
緑

化
運
動
の
推
進
を
目
的
と
し

て
、
5
月
12
日
（
土
）
に
秋
篠

宮
同
妃
両
殿
下
を
お
迎
え
し
て

「
第
２８
回
森
と
花
の
祭
典
―
み

ど
り
の
感
謝
祭
」
が
「
感
じ
よ

う

み
ど
り
の
恵
み
と

木
の

ぬ
く
も
り
」
を
大
会
テ
ー
マ
と

し
て
東
京
・
イ
イ
ノ
ホ
ー
ル
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

「
み
ど
り
の
感
謝
祭
」
は
農

林
水
産
省
・
林
野
庁
、東
京
都
、

（
公
社
）国
土
緑
化
推
進
機
構
、

（
一
財
）日
本
緑
化
セ
ン
タ
ー
、

（
一
財
）
日
本
森
林
林
業
振
興

会
、
東
京
緑
化
推
進
委
員
会
が

主
催
し
、
本
協
会
を
含
む
多
く

の
団
体
の
協
賛
を
も
っ
て
開
催

さ
れ
て
お
り
、
協
会
か
ら
は
秋

山
冨
士
雄
副
会
長
が
出
席
し

た
。式

典
は
、
八
王
子
森
林
パ
ト

ロ
ー
ル
隊
よ
る
開
会
宣
言
で
始

ま
り
、
主
催
者
を
代
表
し
て
齋

藤
健
農
林
水
産
大
臣
の
挨
拶
に

続
き
名
誉
総
裁
の
秋
篠
宮
殿
下

が
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
た
。

次
に
「
み
ど
り
の
文
化
賞
」

の
顕
彰
が
行
わ
れ
、
佐
藤
清
太

郎
氏
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
森
の
よ
う

ち
え
ん
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連

盟
が
受
賞
さ
れ
た
。
今
回
の
文

化
賞
は
、
「
森
が
育
む
幼
児
の

力
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、

両
者
と
も「
森
の
保
育
園
」「
森

の
幼
稚
園
」
の
実
践
を
通
じ

て
、
子
供
た
ち
を
森
の
自
然
の

中
で
過
ご
さ
せ
、
心
と
体
の
発

達
を
促
し
、
自
立
能
力
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
優
れ

た
子
ど
も
を
育
て
る
活
動
を
し

て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
今
回

の
受
賞
と
な
っ
た
。
こ
の
あ

と
、
苗
木
と
花
の
特
別
贈
呈
と

し
て
、
平
成
３１
年
全
国
植
樹
祭

開
催
地
（
愛
知
県
）、
平
成
３０

年
度
全
国
育
樹
祭
開
催
地
（
東

京
都
）、
花
い
っ
ぱ
い
運
動
の

代
表
の
富
山
県
南
砺
市
に
苗
木

と
花
が
贈
呈
さ
れ
た
。
ま
た
、

東
日
本
大
震
災
復
興
緑
化
用
苗

木
が
岩
手
県
有
住
森
林
愛
護
少

年
団
ほ
か
２
少
年
団
に
贈
呈
さ

れ
た
。

そ
の
後
、
山
火
事
予
防
ポ
ス

タ
ー
用
原
画
入
賞
の
4
作
品
の

表
彰
が
行
わ
れ
、
杉
並
区
立
桃

井
第
四
小
学
校
合
唱
団
に
よ
る

森
と
緑
へ
の
賛
歌
が
披
露
さ
れ

た
後
、
愛
知
県
の
み
ど
り
の
少

年
団
に
よ
る
「
誓
い
の
こ
と

ば
」、
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

東
京
連
盟
、
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト

東
京
都
連
盟
に
よ
る
閉
会
宣
言

で
式
典
の
幕
を
閉
じ
た
。

ま
た
、
１２
日
、
１３
日
の
両
日

「
み
ど
り
と
ふ
れ
あ
う
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
が
日
比
谷
公
園
内

に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
関
連
団

体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
一
般
企
業
か
ら

多
く
の
出
展
が
あ
り
多
く
の
参

加
者
で
賑
わ
っ
た
。

５
月
１７
日
（
木
）
１３
時
か
ら

協
会
・
会
議
室
に
於
い
て
連
絡

調
整
会
議
を
開
催
し
た
。
出
席

者
は
正
・
副
会
長
、
専
務
理

事
、
部
会
担
当
理
事
、
ブ
ロ
ッ

ク
長
、専
門
部
会
長（
含
青
年
部

会
長
）及
び
事
務
局
等
２２
名
。

会
議
は
宍
倉
会
長
挨
拶
の

後
、
阪
上
副
会
長
が
議
長
を
務

め
議
事
を
進
行
し
た
。

会
議
で
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
、

部
会
か
ら
活
動
報
告
が
あ
り
、

意
見
・
要
望
に
対
し
て
は
次
の

と
お
り
。

1
�
ブ
ロ
ッ
ク
の
意
見
、
要
望

北
海
道
・
東
北
ブ
ロ
ッ
ク

地
方
で
は
、
日
本
植
木
協
会

と
い
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。
協
会
を
Ｐ

Ｒ
す
る
方
策
と
し
て
カ
レ
ン
ダ

ー
を
全
国
の
県
・
市
町
村
・
造

園
協
会
等
に
、
そ
の
県
の
会
員

名
簿
を
添
付
し
て
送
っ
た
ら
ど

う
か
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
こ

の
要
望
に
対
し
て
、
協
会
の
名

前
を
知
っ
て
頂
く
た
め
に
は
カ

レ
ン
ダ
ー
の
活
用
も
一
つ
の
方

策
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
カ

レ
ン
ダ
ー
を
全
国
的
に
配
布
す

る
と
な
る
と
多
額
の
出
費
が
伴

う
こ
と
に
な
り
、
難
し
い
も
の

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
協
会
の
知
名
度
が
高

ま
り
、
協
会
や
会
員
に
事
業
の

発
注
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
検
討
し
て

み
た
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
配
布
は
会
員

の
在
籍
す
る
市
町
村
と
す
れ
ば

部
数
を
絞
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
ま
た
、
名
簿
の

配
布
に
つ
い
て
は
個
人
情
報
の

問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
行
う
べ

き
で
は
な
い
。
カ
レ
ン
ダ
ー
に

協
会
Ｈ
Ｐ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
付

与
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

関
東
・
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク

①
ゴ
ミ
（
切
枝
、
葉
）
の
処
理

の
仕
方
に
つ
い
て
。
②
海
外
輸

出
の
状
況
に
つ
い
て
教
え
て
ほ

し
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
こ

の
要
望
に
対
し
て
、
圃
場
の
切

枝
、
葉
の
処
理
に
つ
い
て
は
野

焼
き
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て

い
る
。
農
産
物
の
残
渣
に
つ
い

て
は
野
焼
き
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
野
焼
き
す
る
た
め

の
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
条
例

等
に
定
め
が
あ
る
こ
と
か
ら
市

町
村
等
に
相
談
い
た
だ
き
た

い
。
花
き
の
輸
出
に
つ
い
て

は
、
年
々
増
加
し
て
お
り
政
府

が
目
標
と
し
て
い
る
１
５
０
億

円
に
近
付
い
て
お
り
、
そ
の
内

訳
に
つ
い
て
は
、
切
花
が
頭
打

ち
傾
向
と
な
っ
て
い
る
が
、
植

木
・
盆
栽
等
が
大
き
く
伸
び
て

お
り
輸
出
額
の
９
割
を
占
め
て

い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と

を
説
明
し
た
。

中
部
ブ
ロ
ッ
ク

①
事
務
局
に
行
政
機
関
や
個
人

か
ら
寄
せ
ら
れ
る
案
件
を
、
Ｈ

Ｐ
な
ど
を
活
用
し
て
ど
の
よ
う

な
も
の
が
き
た
の
か
教
え
て
ほ

し
い
。
②
役
員
改
選
期
に
、
前

も
っ
て
ブ
ロ
ッ
ク
選
出
の
委
員

会
担
当
者
等
を
内
定
さ
せ
た
い

の
で
、
委
嘱
前
に
必
要
な
人
員

数
を
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。
③
事

務
局
の
業
務
軽
減
の
た
め
に
、

専
門
部
会
の
見
直
し
を
行
っ
て

は
ど
う
か
。
（
部
会
か
ら
事
務

経
費
を
い
た
だ
く
と
か
、
部
会

専
任
の
者
を
雇
用
し
て
も
ら
う

と
か
。）
④
日
本
野
鳥
の
会
の

法
人
会
員
に
な
っ
た
ら
ど
う
か

と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
こ
の
要

望
に
対
し
て
、
行
政
機
関
か
ら

の
文
書
や
個
人
か
ら
の
情
報
等

に
つ
い
て
は
、
周
知
す
べ
き
も

の
か
を
事
務
局
に
お
い
て
判
断

し
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い
く
。
ブ

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
役
員
や
委
員

会
担
当
者
選
出
に
支
障
を
き
た

さ
な
い
よ
う
、
迅
速
な
情
報
提

供
を
行
い
た
い
。
部
会
の
運
営

に
つ
い
て
は
各
部
会
の
自
主
性

に
お
任
せ
し
て
お
り
、
見
直
し

な
ど
は
検
討
し
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
協
会
と
部
会
の

位
置
づ
け
を
考
え
る
に
、
今

後
、
事
務
処
理
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
部
会
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
、
あ
る
い
は
部
会
の
事

務
処
理
に
つ
い
て
一
定
の
取
決

め
を
行
う
な
ど
の
見
直
し
を
検

討
し
て
い
く
時
期
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
日
本
野
鳥
の
会
の
入
会
に

つ
い
て
は
、会
費（
年
１０
万
円
）

の
負
担
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
理
事
会
に
お
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
。

関
西
ブ
ロ
ッ
ク

①
現
在
、
協
会
が
行
っ
て
い
る

事
業
に
つ
い
て
見
直
し
が
必
要

と
思
わ
れ
る
。
会
員
の
減
少
が

止
ま
ら
な
い
昨
今
、
真
剣
に
事

業
の
見
直
し
、
身
の
丈
に
あ
っ

た
事
業
内
容
に
し
て
い
く
こ
と

が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
、

今
行
っ
て
い
る
事
業
が
す
べ
て

必
要
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

会
費
の
値
上
げ
等
を
会
員
に
問

い
か
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

と
考
え
て
い
る
。
②
今
あ
る
委

員
会
の
必
要
性
を
会
員
に
解
り

や
す
く
示
す
必
要
性
が
あ
る
。

委
員
会
の
目
的
意
義
、
着
地
点

の
明
確
化
な
ど
が
解
り
に
く

く
、
会
員
に
理
解
し
て
も
ら
う

の
に
苦
労
す
る
と
考
え
る
。
③

青
年
部
以
外
の
専
門
部
会
の
在

り
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
出

て
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。
部
会
と
協
会
の
位
置
づ
け

な
ど
を
考
え
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

こ
の
要
望
に
対
し
て
、
委
員
会

の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
昨
年

度
も
課
題
と
し
て
上
が
り
、
検

討
の
結
果
と
し
て
経
費
の
削
減

は
図
れ
た
が
、
委
員
会
の
統
廃

合
等
に
つ
い
て
は
着
手
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
引
き
続

き
、
委
員
会
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
検
討
し
て
い
く
が
、
会
費

の
増
額
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
の
活
動

状
況
に
つ
い
て
は
、
緑
化
通

信
、
Ｈ
Ｐ
等
を
活
用
し
て
周
知

が
図
れ
る
よ
う
検
討
す
る
。
専

門
部
会
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
回
答

と
同
様
の
答
え
と
し
た
。

中
国
・
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

①
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
、
詳

し
い
情
報
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ

し
い
。
②
環
境
省
の
事
業
の
中

で
協
会
員
に
関
係
す
る
内
容
が

な
い
か
精
査
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
③
林
野
庁
が

コ
ン
テ
ナ
苗
木
（
林
業
）
の
生

産
に
交
付
金
を
決
定
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
植
木
協
会
員
に
も

そ
の
恩
恵
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
働
き
か
け
て
ほ
し
い
と
の
要

望
が
あ
っ
た
。

こ
の
要
望
に
対
し
て
、
森
林

環
境
税
は
、
平
成
３６
年
度
か
ら

課
税
さ
れ
る
が
、
執
行
は
、
平

成
３１
年
度
よ
り
財
源
を
譲
与
税

特
別
会
計
か
ら
借
入
れ
し
て
、

市
町
村
、
都
道
府
県
に
譲
与
が

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
環
境
省
に
お
け
る
情
報
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
関
連
あ
る

部
署
を
精
査
し
て
情
報
収
集
に

努
め
て
い
く
。
林
野
庁
の
コ
ン

テ
ナ
苗
木
生
産
に
係
る
助
成
に

つ
い
て
は
市
町
村
に
問
合
せ
を

し
て
ほ
し
い
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。

九
州
ブ
ロ
ッ
ク

①
会
員
減
少
に
つ
い
て
の
対
策

と
し
て
、
会
員
が
協
会
に
入
っ

て
い
る
メ
リ
ッ
ト
を
つ
く
っ
て

ほ
し
い
。
②
経
費
節
減
の
た

め
、
事
業
、
委
員
会
の
縮
小
や

本
部
の
移
転
を
検
討
し
た
ら
ど

う
か
。
ま
た
、
次
期
世
代
を
担

う
青
年
部
に
は
活
動
費
の
増
額

を
お
願
い
し
た
い
。
③
年
会
費

だ
け
に
頼
ら
ず
、
外
部
か
ら
の

収
入
を
得
て
は
ど
う
か
。
④
建

設
物
価
を
上
げ
る
た
め
、
委
員

会
や
勉
強
会
な
ど
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
。
⑤
緑
育
に
関
し
て
、

他
の
ブ
ロ
ッ
ク
・
支
部
と
の
連

絡
や
情
報
の
共
有
を
お
願
い
し

た
い
。
⑥
総
会
を
隔
年
開
催
に

し
て
は
ど
う
か
。
ま
た
、
ア
ク

セ
ス
の
良
い
場
所
で
の
開
催
を

お
願
い
し
た
い
。
⑦
ト
ラ
ッ
ク

運
搬
で
の
長
尺
樹
木
の
許
可
申

請
を
運
送
業
界
と
連
携
し
て
ス

ム
ー
ズ
に
で
き
な
い
か
と
の
要

望
が
あ
っ
た
。
こ
の
要
望
に
対

し
て
、
会
員
の
減
少
は
切
実
な

問
題
で
あ
り
、
会
員
の
メ
リ
ッ

ト
と
な
る
よ
う
な
情
報
収
集
に

努
め
、
提
供
し
て
い
き
た
い
。

経
費
節
減
の
た
め
、
協
会
員
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く

必
要
が
あ
る
。
本
部
の
移
転
に

つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
考
え

て
は
い
な
い
。
ま
た
、
青
年
部

は
次
期
世
代
を
担
う
後
継
者
と

し
て
大
き
な
存
在
で
あ
り
、
青

年
部
を
強
化
す
る
た
め
の
方
策

を
講
じ
て
い
き
た
い
。
会
費
の

み
で
の
協
会
運
営
に
は
限
り
が

あ
り
、
今
後
、
行
政
機
関
等
に

働
き
か
け
を
行
い
、
補
助
金
や

委
託
費
等
の
収
益
事
業
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
緑
育

に
つ
い
て
は
、
情
報
共
有
の
た

め
速
や
か
な
情
報
提
供
を
図
っ

5
月
26
日
（
土
）
に
滋
賀

県
長
浜
市
の
県
立
長
浜
ド
ー

ム
に
お
い
て
、
皇
太
子
殿
下

同
妃
殿
下
を
お
迎
え
し
て
、

第
29
回
「
み
ど
り
の
愛
護
」

の
つ
ど
い
が
開
催
さ
れ
た
。

式
典
で
は
、
緑
化
活
動
に
取

り
組
む
団
体
の
表
彰
な
ど
が

行
わ
れ
た
。
皇
太
子
殿
下
か

ら
「
豊
か
な
緑
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
環
境
問
題
を
改
善
す
る

と
と
も
に
、
災
害
防
止
に
も

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
緑
豊
か
な
環
境
づ
く
り

が
発
展
す
る
こ
と
を
願
い
ま

す
」
と
の
お
言
葉
が
あ
っ

た
。
協
会
か
ら
は
、
宍
倉
孝

行
会
長
が
出
席
し
た
。

第
二
十
八
回
森
と
花
の
祭
典
│

「
み
ど
り
の
感
謝
祭
」式
典

第
二
十
八
回
森
と
花
の
祭
典
│

「
み
ど
り
の
感
謝
祭
」式
典

秋篠宮同妃両殿下をお迎えして開催

第
29
回
「
み
ど
り
の
愛
護
」
の
つ
ど
い

秋
篠
宮
同
妃
両
殿
下
を
お
迎
え
し
て
開
催

秋
篠
宮
同
妃
両
殿
下
を
お
迎
え
し
て
開
催

総
務
・
企
画
委
員
会

連
絡
調
整
会
議
を
開
催

平成31年度
通常総会開催の
ご 案 内

１．開催日
平成31年1月29日（火）

２．会 場
ヒルトンホテル名古屋

愛知県名古屋市
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植木よもやも話 ❶植
連載

木谷 亨

吉田智子

て
い
き
た
い
。
総
会
は
会
員
の

情
報
交
換
を
図
る
唯
一
の
場
と

考
え
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
隔

年
開
催
は
考
え
て
い
な
い
。
長

尺
樹
木
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、

高
速
道
路
の
許
可
に
時
間
が
か

か
る
こ
と
か
ら
、
運
送
業
界
と

検
討
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
返

事
待
ち
と
な
っ
て
い
る
と
の
回

答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
九
州
ブ

ロ
ッ
ク
で
は
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
シ
ニ

ア
会
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
報
告
も
あ
っ
た
。

2
�
部
会
の
要
望
・
意
見

コ
ン
テ
ナ
部
会

部
会
運
営
の
た
め
に
は
、
事

務
局
員
の
配
置
が
必
要
と
な
っ

て
く
る
こ
と
か
ら
配
慮
願
い
た

い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

事
務
局
員
の
減
少
に
よ
り
、

部
会
・
委
員
会
の
運
営
に
支
障

を
き
た
し
て
い
た
が
、
５
月
よ

り
職
員
を
採
用
し
た
の
で
担
当

を
明
確
に
し
て
体
制
の
整
備
を

図
っ
て
い
く
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。

庭
園
樹
部
会

地
球
温
暖
化
防
止
や
美
し
い

景
観
環
境
を
つ
く
る
た
め
の
樹

木
の
大
切
さ
を
理
解
し
て
も
ら

う
た
め
、
関
連
団
体
と
連
携
し

て
、
国
（
国
交
省
等
）
・
地
方

公
共
団
体
等
に
要
望
・
陳
情
活

動
を
積
極
的
に
行
っ
て
欲
し
い

と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

国
等
へ
の
要
請
に
関
し
て

は
、
造
園
関
連
６
団
体
は
も
と

よ
り
、
協
会
単
独
で
の
要
請
も

重
要
と
考
え
て
お
り
、
計
画
性

を
も
っ
て
国
、
国
会
議
員
等
に

働
き
か
け
を
し
て
い
き
た
い
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。

新
樹
種
部
会

部
会
の
円
滑
な
業
務
運
営
を

図
る
た
め
に
担
当
職
員
を
配
置

し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ

た
。
コ
ン
テ
ナ
部
会
へ
の
回
答

と
同
様
の
答
え
と
な
っ
た
。
ま

た
、
新
た
に
３
種
類
の
ク
リ
ア

フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
た
。

青
年
部
会

①
青
年
部
は
会
員
減
少
に
伴
い

厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
部
会
維
持
の
た
め
引
き
続

き
温
情
あ
る
助
成
を
お
願
い
し

た
い
。
②
青
年
部
は
、
来
年
度

発
足
４０
周
年
記
念
総
会
に
あ
た

る
。
記
念
総
会
に
要
す
る
経
費

の
助
成
を
お
願
い
し
た
い
。
③

部
会
員
の
拡
充
の
た
め
に
、
協

会
員
の
後
継
者
は
青
年
部
に
入

る
よ
う
働
き
か
け
を
し
て
欲
し

い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
後
継

者
の
活
動
育
成
は
重
要
と
考
え

て
お
り
、
青
年
部
へ
の
助
成
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
配

慮
し
て
い
き
た
い
。ま
た
、発
足

４０
周
年
記
念
大
会
へ
の
助
成
に

つ
い
て
は
、
計
画
が
明
ら
か
に

な
っ
た
段
階
に
お
い
て
検
討
し

て
い
く
。
後
継
者
の
入
会
は
協

会
と
し
て
強
制
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、協
会
、ブ
ロ
ッ
ク
、

支
部
な
ど
に
会
員
が
集
う
機
会

を
利
用
し
て
働
き
か
け
を
し
て

い
く
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

3
�
平
成
31
年
度
通
常
総
会

（
愛
知
県
）
に
つ
い
て

黒
田
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
長
か

ら
、
平
成
31
年
度
通
常
総
会
を

1
月
29
日
（
火
）
に
名
古
屋
市

の
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
名
古
屋
を

会
場
と
し
て
準
備
を
進
め
て
い

る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
講
演
会
の
講
師
に
つ

い
て
は
、
5
名
の
候
補
者
か
ら

絞
り
込
み
を
し
て
い
る
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。

4
�
そ
の
他

事
務
局
か
ら
、
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
の
広
報
・
周
知
へ

の
協
力
要
請
が
あ
っ
た
。

うえき・植木とは、造園用語辞典（東京農業大学造園科学科編）によれば「庭
園・公園などのあらゆる植栽工事に用いるために、畑で整形、根づくりなどの
養生管理がなされている造園樹木の総称。あるいは庭園等に植えられている樹
木。」とされている。また、広辞苑によれば「庭園などに植えてある木。鉢植
えにした小さい木。盆栽。」と記されている。これらの説明から、どことなく
植木には、特定の樹種や形、用途は明確に定められていないようである。造園
大辞典（上原敬二編）によれば、「同じ樹木であっても、これを掘り上げて植
栽に使えるよう荷造りしてあっても同じ名称ではない。庭木、植木、苗木、山
木、並木等その用途によって名称は異なっている。例えば道路樹用の大きい苗

木は、誰も庭木とはいわない。
庭園用として植栽されるべき樹
木が植木商の植溜、仮植場、植
木市、縁日、売店などにある場
合これは商品であり、市場品と
して売買の対象になる。掘り上
げて荷造りしてあると否には関
係ない、大きさの大小、種類を
問わない商いの対象となれば植
木であり、庭園に植えられては
じめて庭木と呼ばれる。
現在ではこの意味からさらに
広く解釈され、庭木と植木の区

別のない場合もある。要するに植木は①持ち運び、移動が自由である。②売買
の対象になる。③植え付け、活着が容易である。明治２８年頃までは「うえき」
といえば盆栽をさしていた。従来は、代表的な庭木としてモチノキ、モッコク、

モクセイが上げられてい
るが、地方によって異な
っておりモッコク、モク
セイにカナメモチ、ヒイ
ラギが上げられているこ
ともある。また、西日本
ではクロガネモチをモチ
ノキと呼んでおり、東日
本では本来のモチノキを
モチノキとしている。
昔は宇恵木、うゑきと
いって樹木を代表したこ
ともある。または林帷（り
んい）を「うえき」とし
て、樹林の代表語とした
こともある。なおまた昔は庭に植えたものは木も草も区別なく植木と呼んでい
た。さらに古く古事記には、景行天皇の頃には「うえぐさ」とも呼んだことが
ある。この当時は草の名が植物名の代表であったことから草のなかに木が含ま
れていた。」とされている。
では、「植木」という言葉はいつ頃から使われていたのであろう。樹藝学叢
書（上原敬二著）には、「樹藝の対象となるものが造園樹木であり、昔は単に
植木といった。『万葉集』のなかにはこの言葉が多い。それは野生樹と区別し
て称したもの。」と記されている。万葉
集の卷三に「東の市のうゑき」、卷十四
には「うゑたけの・・・」、卷十九には
「わが宿のうゑき・・・」などその他に
も多くみられる。ときに前栽を宇恵木と
いったこともある。」と記されている。
前栽（ぜんさい）は、古名として用いら
れていた言葉であり、『作庭記』には「せ
んさい」とされている。作庭における様
式をしめす言葉ではなく、平安時代には
寝殿の周囲に植えられた草丈の低い小さ
な草を呼んでいた。庭前の植栽から誘導
されたものであると推察されている。の
ちに庭園一般の植栽に用いられている草
花を指すようになり「せんざい」と呼ば
れるようになったとされている。
植木は、その由来から樹木に限らず草
花を含む庭に植えられる植物全般を意味
しているように考えられる。

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
規
採
用
職
員の

紹
介

５
月
１
日
付
け
で
採
用
に
な

り
ま
し
た
木
谷
亨
（
き
た
に
と

お
る
）
で
す
。

協
会
事
務
局
の
業
務
を
全
う

す
る
と
と
も
に
会
員
の
皆
様
の

事
業
発
展
の
一
助
と
な
れ
る
よ

う
、
精
励
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

不
慣
れ
な
点
が
多
々
あ
り
ま

す
が
、
皆
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻

の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

６
月
１
日
付
け
で
採
用
に
な

り
ま
し
た
吉
田
智
子
（
よ
し
だ

と
も
こ
）
で
す
。

協
会
な
ら
び
に
会
員
の
皆
様

の
お
力
に
な
れ
ま
す
様
、
精
一

杯
努
力
し
、
職
務
に
励
む
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

濱野周泰プロフィール
東京農業大学農学部造園学科卒業、東京農業大学教授、同大学院農学研究科指導教授、

博士（生物環境調節学）、社会資本整備検討会道路技術委員会道路緑化技術部会長として
道路緑化技術基準の改訂。特定外来生物等分類群専門家グループ（植物）委員、第二次明
治神宮境内総合調査植物調査主査。鶴岡八幡宮大イチョウ倒伏の再生統括監修。国分寺市
農業委員、三鷹市・武蔵野市・江戸川区の文化財保護審議委員。著書は世界の巨樹と絶景
の森、イチョウの絵本、大人の園芸「庭木・花木・果樹」、葉っぱで覚える樹木、他。

植木として利用される個性豊かな（紅葉）
樹木

自然樹形に近いサルスベリと草花（ベコニア）が植えら
れた庭園

野生樹のアカマツと植栽されたカエデ類の調和した日本庭園

東京農業大学教授 濱 野 周 泰

公園木、庭木としても植えられるライラック
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皆
様
、
初
め
ま
し
て
、
い
つ

も
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
今
年
度
か
ら
、
（
一
社
）

日
本
植
木
協
会
青
年
部
会
に
加

入
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、

加
藤
時
生
（
カ
ト
ウ
ト
キ
オ
）

と
申
し
ま
す
。
私
は
、
三
重
県

の
鈴
鹿
市
で
卸
売
業
を
中
心
に

生
産
に
も
力
を
入
れ
て
行
っ
て

お
り
ま
す
。
以
前
は
電
気
関
係

の
会
社
で
仕
事
を
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
四
年
前
よ
り
現
在
の

仕
事
に
携
わ
ら
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。

弊
社
で
は
、
こ
こ
数
年
生
産

に
力
を
入
れ
て
や
っ
て
お
り
ま

す
。
ツ
ツ
ジ
類
の
他
に
も
、
ア

ジ
サ
イ
や
タ
マ
リ
ュ
ウ
な
ど
の

生
産
に
も
力
を
入
れ
て
や
っ
て

お
り
ま
す
。
現
在
、
取
り
扱
っ

て
い
る
ア
ジ
サ
イ
の
種
類
は
数

十
種
類
ほ
ど
で
す
が
、
お
客
様

よ
り
注
文
を
頂
い
た
中
で
初
め

て
聞
い
た
名
前
が
あ
っ
た
り

と
、
知
識
不
足
を
痛
感
し
て
お

り
ま
す
。し
か
し
、ど
う
い
っ
た

と
こ
ろ
に
需
要
が
あ
る
の
か
、

ど
う
や
っ
た
ら
ニ
ー
ズ
に
こ
た

え
ら
れ
る
の
か
を
考
え
な
が
ら

作
る
と
、
楽
し
さ
と
共
に
や
り

が
い
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

私
が
、
日
本
植
木
協
会
青
年

部
会
に
加
入
さ
せ
て
頂
い
た
き

っ
か
け
は
、
会
員
様
の
か
ら
の

勧
誘
で
し
た
。
初
め
て
こ
れ
ほ

ど
大
き
な
会
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
の
周
り

で
も
後
継
者
不
足
の
問
題
も
あ

り
、少
な
く
な
っ
て
い
る
中
で
、

人
数
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に

驚
く
ば
か
り
で
し
た
。
協
会
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

で
、
全
国
の
皆
さ
ん
と
の
話
を

さ
せ
て
頂
く
機
会
も
増
え
た
中

で
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
蓄
え
な

が
ら
、
試
行
錯
誤
し
、
豊
富
な

知
識
を
身
に
つ
け
て
い
け
た

ら
、と
思
い
ま
す
。で
す
の
で
、

こ
れ
か
ら
の
厳
し
い
時
代
の
中

を
と
も
に
助
け
合
い
、
切
磋
琢

磨
し
な
が
ら
明
る
い
業
界
に
し

て
い
け
る
よ
う
に
、
盛
り
上
げ

て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

長
く
な
り
ま
し
た
が
、
皆

様
、
御
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ

と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

講義・感想など
先生との打ち合わせの上、例年のように行いました。「樹木の生産に長い年月がかかること」、「どんなところに
使われているか」、「生産での苦労すること」などを織り交ぜた授業を行いました。緑育コンテンツ「うえきのちか
ら」を使用しました。授業記念品として苗木を人数分贈呈し、事例の蓄積と継続をします。
植木の届ける宝物（講義）、身近な植木（講義）、お正月の寄せ植え（体験）子供たちは真剣に話を聞いてくれた。
植木の大切さを認識してもらえたと思います。寄せ植え体験も楽しく出来ました。
「みどりのちから」と「この木なんの木」を組み合わせ講義を実施。１～６年生と範囲が広く、保護者も参加したの
で、講義が難しかった。子どたちが真剣に講義を聞いてくれたのが印象的だった。今後も子どもたちに緑の大切
さを伝えていきたい。
１．緑の役割・植木産地について（戦後復興の話しから砂漠地帯、緑との共生まで）、２．植物の生育・出荷・植栽ま
での道のり、３．植物の種類・性質（常緑 落葉 針葉 自形性 他形性 香り等を盛り込んで）、４．フィールドワ
ーク（木の高さを計る 植物の性質）、５．世界中の植物、６．木の名前を覚えよう（積み木使用）
日本一の植樹たち、世界一の樹木たち、植木の生理・生態、私達とのかかわり方や植木からの恩恵、校庭内の樹
木でのフィールドワーク（葉・枝・根の大切さなど）、協会「積み木」と「湯呑み」を使った植木の名前の説明など。
漢字積み木の関しては、すぐに完成してしまいました。木へんの漢字湯呑みに関しては、児童たちより、先生方や
大人の反応が上々であった。
３月より数回の打ち合わせの後、授業内容、人数、対象学年などを決定しました。「うえきのちから」を使用して
授業を３０分ほどした後、苔玉つくりを体験してもらい植物を育てる経験をしてもらうという内容です。植木屋さ
んの紹介から植木の大切さ、育てる喜びが伝わるような内容としています。協会に問い合わせ・授業依頼があり、
対応した案件です。
昨年に引き続き、東京オリ・パラおよび花きの普及イベントにて、来場者を対象として、こけ玉づくりワーク
ショップ、木へんの漢字パズルを開催。１７１名がこけ玉づくりに参加、植木と土と触れ合うイベントを通じて「緑
育」を広めることが出来ました。
「植物のはららきと人のくらし」水分蒸散量による周辺温度の違いの検証（乾いたタオル、ぬれたタイル、造花
の葉、サイパチェンスの葉）、使用器、放射温度計、単眼顕微鏡による針葉樹クロマツの気孔の確認、地球温暖化の
温暖と植物の働き、植物（樹木）のCO２の固定化他。
樹木の役割について。樹木の大切さについて。世界の色々な樹木について。植物の植え込み方法について。小学
生からも活発な意見があって深く緑に関することを学べる機会が提供できたのではないかと思います。感謝の
言葉も頂き、今後も活動を続け行きたいと思います。
昨年に引き続き、福岡県環境緑化懇話会による「大将陣公園 植栽ボランティア」が開催され、その中で、植栽
安全指導、植栽かつ王、及びこの木なんの木を行った。造園組合及び青年部会で各班に分かれ、ロウバイの植栽サ
ポート、安全指導及びこの木なんの木を行い、無事定刻通り終了とした。
愛知県植木センターにて、挿し木の授業を実施。３種類の樹木の挿し木。講師はグループに１人について、挿し木
の説明や手伝いをする。完成したものは、学校へ納める。
こけ玉６０（家族含め１２０名） 積み木２００名 この木なんの木１００名＝４２０名 それぞれ担当に分かて緑育を行
っ。また、協会のアピールも同時に行った。台風だったため、参加者が少なかったにもかかわらず、大変楽しんで
もらえた。緑育を浸透させるには継続が必要だと感じた。
緑の大切さを感じてもらい、植木屋の仕事を知ってもらうことを目的に行った今回の緑育出前授業。同校で行
うのは今年で７年目となる。（平成２０年より実施）座学では、実際の仕事風景等を写真で紹介するなど、普段見るこ
とのできない植木屋の仕事内容を伝えることができた。
実際の植木を目の前にして、根巻実演を行った。２種、２班で根巻のやり方、スピードが違うのも面白かった。剪
定では、剪定はさみから、大はさみ、のこぎりと、チェンソー、高枝ハサミまでいろいろな道具を使用して剪定実
演を行った。道具の違いを楽しんで見学してくれたようだ。また、用意したタラヨウの葉っぱを使い、葉っぱに文
字を書いてもらった。文字が浮き出てくるときに歓声があがるほどの盛り上がりを見せた。
植木市場にて、実際にセリ市を行っている時間帯に見学をしてもらった。出水市内には、２か所の植木市場があ
り、２のつく日と、７のつく日に競り市が開催されている。セリの掛け声を聞きながらの見学は、良い体験になった
のでは。市場内には、何百種類という植木が並んでいるので、樹木を見てもらうことだけでも面白かったようだ。

平成２１年度からの累計 １０３回／８，３６２名

講義・感想など
この木何の木 ４グループに分かれて６種類の木を学校内に歩きながら見つけ、その特性を学ぶ。最後には、そ
の班ごとに発表を行ってもらう。今年は例年より生徒数が多くてスタップ８名でぎりぎりでした。毎年恒例とな
っているので、これからも続けて行きたいです。
奈多海岸での植栽指導。小学生と一緒に抵抗性クロマツの植林を行う。その後、マツの植林をテーマに勉強会
を行った。防災のために海岸林を整備する必要性、植えるだけでなく後の管理が松原にとって大切であることを
児童に理解してもらえるよう努めました。海岸に植えた黒松を通じて植物に親しみ、緑の大切さを感じながら児
童たちが成長することを願います。
「みどりの大切さ」を「樹木の生産には長い年月がかかること」、「どんなところに使われてるか」、「生産での苦
労すること」などを織り交ぜた授業を実施。緑育コンテンツ「うえきのちから」を使用。授業の記念品として苗木
を人数分贈呈し、事例の蓄積と継続をします。
植木・緑・農業・土について質疑応答。植木屋の作業について説明。朝は寒かったのですが、日中は天気も
良く、楽しく行うことができました。田中常緑園様の圃場で、実際に緑や土に触れて緑の話や、掘り取り作業など
を身近に見たり、体験出来たことが、小学生との距離も縮まり、お互い楽しく緑育ができたと思います。
当日は午前中小雨の空模様となったため、テント内での「木へんの積み木パズル」や輪投げゲームで子ども達
に遊んでもらいました。ゲームに参加して頂いた親子連れに苗木を無料配布して、その樹木の説明や水やり等の
管理について、また庭木の相談などを受け付けました。午後からは、天気も回復し来場者も増えて準備した２８０本
の苗木と緑育のパンフレット２００部がイベント終了を待たずに品切れとなりました。

平成２１年度からの累計 １０８回／９，０１９名

参加児童数

９０名

１５名

２９名

２５名

４４名

３０名

３００名
保護者含む

４４名

５５名

９７名

７０名

４２０名
保護者含む

１２０名

１２０名

平成２９年度 １４回 １，４５９名

生徒数

４８名

１３名

６３名

３３名

５００名
保護者含む

平成３０年度 ５回６５７名

対象学年

３年生

１～４年生

１～６年生

５年生

６年生

３～６年生

青少年

６年生

６年生

３年生

４年生

青少年

３年生

３年生

対象学年

４年生

４年生

３年生

５年生

青少年

実施学校名・団体名

横浜市立
小雀小学校

Dream Station
学童

益田市立
東仙道小学校

小郡市立
立石小学校

古河市立上辺見小
学校

綾瀬市

臨海副都心
「花と緑」のイベ
ント実行委員会

仙台市立遠見塚小
学校

高森町立
高森中央小学校

飯塚市立
穂波東小学校

稲沢市立
千代田小学校
アンビネット
小郡市
地域連携協議会

出水市
西出水小学校

出水市
西出水小学校

実施学校・団体名

鈴鹿市立
西鈴小学校

杵築市立
豊洋小学校

横浜市立
小雀小学校

小郡市立
立石小学校

NPO法人
アイラブグリーン
大分（ALGO）

他スタッフ

１名

１名

２名

２名

２名

なし

２１名

なし

１１名

福岡支部
青年部

４名

青年部
福岡１９名

７名

６名

他スタッフ

８名

８名

１名

６名

２名

責任者

生駒 順

沖 俊直

櫻井 太
加藤 一巳

山﨑 敬明

古谷 孝行

生駒 順

加藤 一巳
生駒 順

田中 秀穂

石松 要一郎

田篭 功

岩田 悠揮

田篭 功

内田 義一

内田 義一

責任者

舘 信次

清瀧 陽平

生駒 順

古賀 光
田中 博和

二村 沢行
清瀧 陽平

実施ブロック・支部
関東甲信越ブ
ロック／神奈川
県支部
中部ブロック／
三重県支部
中国・四国ブロ
ック／島根県支
部

九州ブロック／
福岡県支部

関東甲信越ブ
ロック／茨城県
支部

関東甲信越ブ
ロック／神奈川
県支部

緑育委員会／青
年部会関東・
甲信越ブロック

北・東北ブロク／
宮城県支部

九州ブロック／
熊本県支部

九州ブロック／
福岡県支部

中部ブロック／
愛知県支部
九州ブロック、
青年部会
福岡県支部

九州ブロック／
鹿児島県支部

九州ブロック／
鹿児島県支部

実施ブロック・支部

中・四国ブロッ
ク／三重県支部

九州ブロック／
大分県支部

関東甲信越ブ
ロック／神奈川
県支部

九州ブロック／
福岡県支部

九州ブロック／
大分県支部

平成２９年度

２０１６／
１２／１６

２０１６／
１２／２８

２０１７／１／１７

２０１７／２／２３

２０１７／２／２７

２０１７／８／１１

２０１７／
８／２６－２７

２０１７／８／３１

２０１７／１０／２

２０１７／１０／３

２０１７／１０／４

２０１７／１０／２２

２０１７／１１／１

２０１７／１１／２２

平成３０年度

２０１７／１２／２６

２０１８／２／１３

２０１８／２／１３

２０１８／２／１４

２０１８／５／２６

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１

２

３

４

５

緑育出前授業実施紹介（Ｈ２９年度～現在）
緑育出前授業は、平成21年度から「緑育出前授業」として発足し、今年度で10年目を迎えました。現在まで１０８回開催し、これまで９，０００人以上の方に授業を体験していただき、延べ８８０人

の会員の方が「先生」として授業を実施しています。年々地域も広がり、全国的な各地で緑育出前授業を実施すると共に、指導方法等も工夫し質が高くなってきて、児童たちが興味をそそ
る授業内容になってきています。

青
年
部
会
だ
よ
り

今
は
試
行
錯
誤
で

加

藤

時

生

（
丸
久
植
物
園
㈲
・
三
重
県
）

圃場 タマリュウ圃場 アジサイ挿し木
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リレー連載 うえきのちから ～植木が届ける宝物～

私
が
植
木
生
産
に
携
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
２０
年
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
同
時
に
バ
ブ
ル
崩

壊
後
の
業
界
全
体
の
低
迷
や
住

宅
事
情
の
変
化
に
よ
り
、
根
本

か
ら
経
営
ス
タ
イ
ル
を
見
直
さ

ね
ば
な
ら
な
い
時
期
で
も
あ
り

ま
し
た
。
２０
年
前
に
は
普
及
し

始
め
た
ば
か
り
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
通
し
て
、
小
売
販
売
を

始
め
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
が
直

に
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
事

で
生
産
品
目
を
選
ぶ
基
準
が

徐
々
に
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

普
及
に
伴
い
、
次
か
ら
次
へ
と

新
し
い
樹
木
や
品
種
が
求
め
ら

れ
、
圃
場
は
一
変
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方

で
は
日
本
の
風
土
に
合
わ
な
い

も
の
や
管
理
が
難
し
い
も
の
な

ど
新
品
種
な
ら
で
は
の
生
産
の

難
し
さ
に
も
悩
ま
さ
れ
ま
し

た
。求
め
ら
れ
る
ま
ま
、我
々
、

生
産
者
が
取
り
扱
い
に
く
い
と

思
う
樹
木
を
お
客
様
に
提
供
す

る
事
に
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

私
が
暮
ら
す
街
に
は
戦
後
、

米
軍
が
接
収
し
た
立
川
基
地
跡

地
の
う
ち
１
８
０
ha
を
記
念
公

園
と
し
て
建
設
さ
れ
た
「
国
営

昭
和
記
念
公
園
」
が
あ
り
ま

す
。
当
初
は
、
広
大
な
面
積
に

ど
ん
な
公
園
が
で
き
る
の
か
大

変
、
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
開

設
か
ら
３５
年
経
っ
た
今
、
園
内

に
は
、
サ
ク
ラ
や
ケ
ヤ
キ
、
イ

チ
ョ
ウ
な
ど
の
巨
木
類
も
広
場

で
悠
々
と
枝
葉
を
広
げ
、
「
日

本
庭
園
」や「
こ
も
れ
び
の
里
」

で
は
四
季
折
々
を
多
く
の
樹
木

が
彩
り
、
日
本
古
来
の
風
景
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

連
日
、
多
く
の
来
園
者
が
こ

の
公
園
で
季
節
や
緑
を
楽
し
む

姿
や
ア
ン
ズ
、
ウ
メ
、
モ
モ
、

ボ
ケ
、
ク
ス
ノ
キ
、
コ
ナ
ラ
、

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
、
モ
ク
レ
ン
、
モ

ミ
ジ
、
カ
シ
等
、
園
内
に
溢
れ

る
在
来
種
を
見
て
い
る
と
こ
の

仕
事
に
就
い
た
ば
か
り
の
頃
、

一
生
懸
命
、
樹
種
を
学
ん
で
い

た
自
分
を
思
い
出
し
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
、あ
る
先
輩
に「
木

を
直
す
の
が
植
木
屋
だ
」
と
教

え
ら
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
大

切
な
の
は
珍
し
い
新
品
種
や
外

来
種
、
在
来
種
な
の
か
で
は
な

く
、
ど
ん
な
木
で
も
丁
寧
に
育

て
て
、
管
理
す
る
か
ら
綺
麗
に

な
り
、
庭
や
公
園
を
演
出
で
き

る
木
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
木
々
を
育
て
る
事
が

我
々
、
植
木
生
産
者
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
後
も
世
の
中
の
変
化
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
加
速
し
て
い

く
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
か
ら
は
新
し
い
事
ば
か
り

を
追
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、

庭
木
や
公
共
緑
化
本
来
の
役
割

や
価
値
を
見
出
し
、
目
的
に
合

っ
た
木
を
消
費
地
へ
提
供
で
き

る
よ
う
に
な
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

欧米の花市場などでは、木物、枝物と称される花材はほとんど売られていな
い。実際、海外で生花（せいか）、盛り花、投げ入れなどを生けようとすると、
知人の庭の植木を切らせて頂くかなど特別な苦労して花材を手にいれるしかな
い。最近、本邦でも茎のついた花のみしかおいていない店も多くなった。
幸い、京都ではお寺や生け花のお家元が多く、時期を問わず木物の花材のみ
ならず、近年は珍しい洋花をいち早く手にいれることができる。日本の生け花
と西洋のフラワーアレンジメントとの違いは、前者は宗教精神あるいは各流儀
に基づく花矩、理論や形があり、花の茎や木の幹の美しさとともに生け上がり
の過程の剪定をも楽しみとするが、後者は花から茎、葉などを取り払い、花の
みをオアシスと称する吸水スポンジに差し込むか、茎の存在など意に解さない
かのように花瓶に生け、美を表現する。
以前の緑化通信で庭師の哲学に「作庭四部 維持管理六部」とあったが、ま
さに息の長い、人生と重ねてしまうような所業である。一方、生け花はお花屋
さんと相談しながら、花材をわけて頂いたその時から、その木や花が枯れるま
での刹那的な花のいのちとの一期一会である。花の個性を大事にし、いっそう
に美しさを引き出し、できる限りいかに長く生かせることができるか。そこに
は茎の水切り、茎を酢につける、茎を焼くなど決して表には出ない先人の知恵
もある。生け花の撤収は、同時に花供養の時でもある。
今年、平成３０年３月には、前回揮毫の私どもの社中である庭師の山口鎌作さ

ん、入江久美子さんと藤野毅史さんの合同で東山花灯路現代いけばな展に出瓶
した。京都円山公園内で約３メートル四方の舞台上に、流石、庭師の山口さん
ならでは発想で素晴らしい枝ぶりの赤松を根巻きの状態で据えおいた。そこに
は庭師として千年の翠の松を切るには忍びないとするひとつの想いもあった。
松の前には切り花が置かれ、植木と生け花のコラボレーション、永遠と刹那の

共存を見事に演出した。数万人が訪れたというこの花灯路の観客のこころに間
違いなく作者たちの想いも伝わったものと感じ入った作品であった。
今回のこの作品をつうじて改めて植木と生け花の共存がこれからの大きなテ
ーマとなっていく予感がする。

茶花としての椿
１１月から４月までの炉の時期には、椿
のつぼみを茶室に生ける。特に炉開きの
１１月には、白の椿と照り葉（紅葉）の赤
で紅白と、ほぼ茶道では決められてい
る。京都市内でこの炉開きの頃に咲く白
椿は限られている。名刹である大徳寺、
妙心寺など、お寺に行けば椿が競って咲
いている。お寺に限らず、昔は隣家との
垣根が椿だったりしたそうである。
しかし、この椿、厄介でもある。椿の
花は、切花の主材とするには、咲く向き
が難しく、花が葉の下、裏に咲くことが
多く、また開花すると汚れが目立つよう
になる。それではと早めにつぼみの膨む
頃を狙っていると、鳥達もここぞとばか
りに啄むのである。早朝に額だけが残っ
た姿をみて愕然としたことが何度あった
ことか。開ききった椿など鳥は見向きも
しない。また、どういうわけか庭師が剪
定した椿は枝が短く、茶花としてとは生
けにくい。
太閤遺愛の胡蝶わびすけ椿などは、花
弁が一重の椿で美しく可憐である。寒
椿、獅子頭のような花弁が八重のものは
つぼみの時には茶室に沿うが、開花する
と薔薇のようになって扱うのが難しい。
長い炉の期間に、わびすけ、日光椿、
月光椿のような花弁が一重の椿が順に咲
いていくような庭があれば茶人としては
実に重宝するのだが、同時に鳥たちも喜
ぶのだろうか。

地
方
か
わ
ら
版

地
方
か
わ
ら
版

ソヨゴ 立性‘ハラシマ’

生け花との共存

２０１８年４月 平安神宮献花
主材 ぼたん桜 花器 桜樺細工

２０１８年５月 御室流全国挿花大会（仁和寺）
主材 唐松・器 竹

中嶋皐月プロフイール
京都市生まれ 京都女子大学家政学部食物学科卒業（栄養士）
御室流華道（仁和寺）華督 裏千家茶道 正教授（茶名 宗榮）
日本いけばな芸術協会特別会員 裏千家淡交会特別師範会員
平安神宮献花会理事 裏千家インターナショナル会員
いけばなインターナショナル会員
京都女流京華会会員、御室流門人会員

東
京
支
部

丁
寧
に
育
て
て
管
理
す
る梅田

富
夫

（
梅
田
園

東
京
都
）

イロハモミジ 立性
司シルエット

トキワマンサク
ホワイトプリマドンナ

中嶋 皐月

２０１８年３月東山花灯路現代いけばな展 主材 赤松

プンゲンストウヒ類の圃場

プンゲンストウヒ オメガ
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家紋と植物 ❶

１ 家紋とは
もともと苗字の目標として用い
られたものであり、概ね対称的（左
右相称、放射相称）形状を示すも
のが多く、その起源としては、鎌
倉時代の公家階級が衣服や車に付
けた文様、及び武士階級の旗印や
陣幕の文様から始まり、それが
代々世襲的に受け継がれて「家」
を表す紋章となっていったと言わ
れています。
なお、武士においては、苗字の
目標以外に敵味方の区別をつけ易
くするための目印という意味合い
も強かったと考えられます。
江戸時代以降は、主として大名
家の公務社交上の必要アイテムと
なり、その形状も単なる文字や幾
何学的なものから動植物、天文や
自然現象、果ては日常の生活道具
類までありとあらゆるものを取り
入れ、それらを更にデフォルメして、丸や四角で囲むことにより、一層多くの
ヴァリエーションを生み出して華美装飾的な姿になってきました。
それが明治以降、一般庶民にも普及し、各々の「家」の目印として家紋とい
うものが存在するようになったものです。これは王侯貴族以外には、余り紋章
というものが使われることの無かったヨーロッパとの大きな違いでしょう。
しかし、近年になって核家族化が進み「家」という感覚が薄れ、衣服や家具
調度品に家紋を入れるという風習がなくなってきたため、今日では家紋という
ものを目にするのは告別式の提灯ぐらいとなり、若年世代では自分の家の家紋

を知らない例を見受けられるよ
うになってきました。
とは言え、この世界でも稀な
あらゆる事象をデザイン化して
作り出されてきた「家紋」をも
う少し見直してもいいのではと
思います。
２ 植物紋
現在、日本の家紋は二万種類
をこえるというのが定説になっ
ており、その中でも植物由来の
ものが可成り存在しているよう
です。

しかし、その家紋全
てを調査することは到
底無理なので、家紋の
図鑑である「紋帖」を
主体にいくつかの参考
資料の中から植物紋を
ピックアップしてみま
した。
従って、当然まだ未
知の植物が存在するも
のと考えられますが、
一応、表－Ⅰの７４種類
を確認することができ
ました。
そのうちでもキク、
キリ、フジ、ササ、キ
キョウ、カシワ、ウメ、
カタバミ、ミョウガ、
ボタンなどが多用さ
れ、各々キクの１４０余
を筆頭に８０～１２０の図
案様式が創出されてい
ます。
またマツ、ツタ、ア
オイ、リンドウなども
よく見かける例です
が、ヨーロッパで王侯
貴族の紋章としてよく
使われているバラとユ
リは、今回調べた限り
では見つけることがで
きませんでした。
共に美しい花である
にも関わらず、普遍的
でないのは何か訳があ
るのでしょうか。
あと、コブシにモク
レン、ムクゲにフヨウ
といった目に付き易い
花木も見つかりません
でしたが、ご存知の方
はお知らせ願います。

アブラナ科
ナデシコ科
メギ科
マメ科
バショウ科
スイレン科
モクセイ科
ウリ科
ヒシ科
バラ科
マメ科
ブドウ科
キンポウゲ科
ヤドリギ科
マツ科
ミョウガ科
バラ科
シダ植物
バラ科
ウリ科
ラン科
リンドウ科
モクセイ科
シダ植物

ナナクサ（ナズナ）
ナデシコ
ナンテン
ハギ
バショウ
ハス
ヒイラギ
ヒサゴ（ヒョウタン）
ヒシ
ビワ
フジ
ブドウ
ボタン
ホヤ（ヤドリギ）
マツ
ミョウガ
モモ
モロムキ（ウラジロ）
ヤマブキ
ユウガオ
ラン（シュンラン？）
リンドウ
レンギョウ
ワラビ

クルミ科
スイレン科
キク科
バラ科
イネ科
ヤシ科
ナデシコ科
セリ科
ヒガンバナ科
スギ科
イネ科
スミレ科
アブラナ科
ミカン科
キク科
ブドウ科
ツバキ科
フトモモ科
ツバキ科
キンポウゲ科
シダ植物
ナス科
イヌマキ科
バラ科
ナス科

クルミ
コウホネ
ゴギョウ（ハハコグザ）
サクラ
ササ（含タケ）
シュロ
セキチク
セリ
スイセン
スギ
ススキ
スミレ
ダイコン
タチバナ
タンポポ
ツタ
ツバキ
チョウジ
チャノミ（チャノキ）
テッセン
デンジソウ
トウガラシ
ナギ
ナシ
ナス

ウマノスズクサ科
ミズアオイ科
クワ科
ヒルガオ科
イネ科
イネ科
タデ科
イチョウ科
イネ科
ウリ科
バラ科
オオバコ科
オモダカ科
カエデ科
アヤメ科
カキノキ科
クワ科
ブナ科
カタバミ科
アブラナ科
キキョウ科
ゴマノハグサ科
マメ科
アカネ科
ブナ科

アオイ（フタバアオイ）
アオイ（ミズアオイ）
アサノハ（アサ）
アサガオ
アシ
アワ
イタドリ
イチョウ
イネ
ウリ
ウメ
オオバコ
オモダカ
カエデ
カキツバタ
カキ
カジ（カジノキ）
カシワ
カタバミ
カブ
キキョウ
キリ
クズハナ（クズ）
クチナシ
クリ

表－Ⅰ 家紋に用いられた植物名

中 澤 幸三郎（㈱京都芳樹園緑販・京都府）

菊水紋（楠木正成一族ゆかりの寺院山門）亀岡市

花菱紋（一般民家）京都市

フタバアオイ（栽培品）亀岡市

ミツ柏紋（酒造会社ののれん） 京丹後市

松竹梅紋
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シリーズ

賛
助
会
員
紹
介

今
回
の
部
会
便
り
の
原
稿
を

依
頼
さ
れ
た
事
を
機
会
に
、
庭

園
樹
部
会
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
ま
し
た
の
で
紹
介
致
し
ま

す
。当

部
会
は
、
昭
和
六
十
年
七

月
に
発
足
致
し
ま
し
た
。
発
足

当
時
か
ら
活
発
に
活
動
し
、
翌

年
に
は
庭
園
樹
木
写
真
集
を
発

刊
し
ま
し
た
。
そ
の
後
平
成
十

六
年
に
第
４
集
ま
で
発
刊
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
名
木
認
定

事
業
も
併
せ
て
事
業
化
し
、
部

会
員
の
所
有
す
る
優
れ
た
庭
園

樹
を
協
会
内
外
に
情
報
発
信
し

現
在
は
協
会
事
業
と
し
て
継
続

し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
皆
さ
ん
は
「
庭
園
樹
」

と
い
う
用
語
に
ど
の
よ
う
な
樹

木
を
想
像
す
る
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
方
々
が
、
日
本
庭
園
に

植
栽
さ
れ
て
い
る
マ
ツ
類
を
代

表
と
す
る
長
い
歳
月
を
経
て
仕

立
て
ら
れ
た
造
形
樹
木
を
最
初

に
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
マ
ツ

類
・
マ
キ
類
・
ツ
バ
キ
類
・
シ

ロ
ス
ギ
な
ど
常
緑
樹
の
造
形
樹

木
に
限
ら
ず
、
モ
ミ
ジ
類
な
ど

の
落
葉
広
葉
樹
か
ら
ツ
ツ
ジ

類
・
ソ
テ
ツ
や
オ
リ

ー
ブ
ま
で「
庭
園
樹
」

と
認
識
し
て
い
ま

す
。
厳
格
な
規
定
は

有
り
ま
せ
ん
が
、
継

続
的
に
剪
定
管
理
が

行
わ
れ
、
樹
姿
・
樹

形
が
整
っ
て
い
る
こ

と
。
そ
し
て
、
そ
の

姿
の
ま
ま
移
植
が
可

能
な
こ
と
。
こ
の
二
つ
が
重
要

な
要
件
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

現
在
国
内
で
は
和
風
建
築
物

の
減
少
や
花
木
・
カ
ラ
ー
リ
ー

フ
・
山
採
り
自
然
木
等
へ
の
嗜

好
の
変
化
に
よ
り
造
形
樹
木
の

需
要
は
減
退
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
多
く
の
造
形
樹

木
は
取
引
が
活
発
な
国
外
向
け

に
販
売
さ
れ
、
植
木
圃
場
に
限

ら
ず
個
人
邸
の
古
い
庭
木
ま
で

運
ば
れ
て
い
ま
す
。
私
の
地
元

浜
松
市
浜
北
区
で
も
そ
の
傾
向

は
同
じ
で
、
管
理
を
放
置
さ
れ

た
木
も
仕
立
て
直
さ
れ
移
植
さ

れ
て
い
ま
す
。

庭
園
樹
の
生
産
に
は
通
常
の

樹
木
よ
り
年
数
を
要
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
単
価
も
や
や
高
価

で
有
り
ま
す
が
、
年
数
を
経
た

風
格
や
整
っ
た
樹
姿
は
維
持
で

き
ま
す
。
剪
定
枝
の
発
生
も
少

な
く
な
り
ま
す
。
生
育
の
早
い

高
木
の
街
路
樹
は
、
落
ち
葉
や

歩
道
の
持
ち
上
げ
な
ど
の
問
題

で
中
木
の
花
木
へ
と
植
え
替
え

ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
庭
園
樹

の
利
用
を
提
案
し
た
い
で
す
。

実
際
に
二
〇
年
以
上
経
過
し
て

も
ほ
と
ん
ど
大
き
さ
が
変
わ
ら

ず
、
歩
行
者
や
車
道
に
も

通
行
の
妨
げ
に
な
り
ま
せ

ん
。本

年
三
月
に
浜
松
市
の

後
押
し
も
有
り
、
セ
ン
ト

レ
ア
（
中
部
国
際
空
港
）

出
発
ロ
ビ
ー
で
植
木
生
産

者
会
の
事
業
と
し
て
２
週

間
庭
園
展
示
を
行
い
国
内

外
の
観
光
客
か
ら
も
好
評

で
し
た
。
庭
園
樹
を
含
め

植
木
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル

し
需
要
に
結
び
つ
け
る
の

は
簡
単
で
は
な
い
で
す

が
、
庭
園
樹
部
会
だ
け
で

な
く
協
会
員
全
体
で
取
り

組
む
必
要
性
を
改
め
て
認

識
し
ま
し
た
。

現
在
部
会
員
は
四
九
社

園
で
す
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
造
形
樹
木
だ
け
で
な

く
多
く
の
樹
種
が
庭
園
樹

と
な
り
得
ま
す
。
私
た
ち

が
生
産
す
る
樹
木
に
付
加

価
値
を
加
え
、
一
本
で
も

多
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

日本列島植木植物園
ナショナルプランツ コレクション※

※ナショナルプランツ コレクションとは、世界的に価値のある植物の種・品種等を属のレベルで集め、植物
の多様性の維持や希少種・絶滅危惧種の保護に役立てる事を目的としたコレクションです。

部
会
だ
よ
り
・
庭
園
樹
部
会

ナショナルプランツコレクション
鳥取県・㈲竹本園 山本牧子 問０８５８―８８―０２３３

http : //takemotoen.jp/

ガマズミ（Viburnum dilatatum）
英名：Linden arrowwood

ガマズミの仲間（ガマズミ属 Viburnum L.）は世界で１５０種以上あり、日本
には主に１２種が生育している。弊園では、日本の在来種１２種と外来種６種を保
有する（内、生産は在来種９種）。その中の一つ、属名にもなっているガマズ
ミは、丘陵地や山地に普通に生える落葉低木である。鋸歯を有する葉は倒卵形
で大きく、葉の両面や若い枝には毛が密生している。５～６月にまとまって咲
く白い花はとても見応えがあり、秋の赤く熟した実をたわわに実らせる姿もた
いへん美しい。薄紅色の染料にも使われ、ガマズミの「ズミ」は「染み」が転
訛したものと云われている。また、春を探す花という意味の「探春花」や、雪
より白い花を妬むとして「妬の花」という名も持つ。

ガマズミの花

参考文献
日本の野生植物 木本Ⅱ（１９８９）
佐竹義輔・原 寛・亘理俊次・富成忠夫 編
樹木大図説Ⅲ（１９６１）上原敬二 著

今
「
庭
園
樹
」
を
考
え
る

イヌマキ街路樹

庭
園
樹
部
会

副
部
会
長

小

畑

勝

裕

（
㈲
伸
松
園

静
岡
県
）

ガマズミの実

接ぎ木によるクロマツの仕立セントレア出発ロビーでの展示

ニシキギ樹齢約３０年
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学校紹介

〜
未
来
の
業
界
を
担
う
若
者
た
ち
〜

〜
未
来
の
業
界
を
担
う
若
者
た
ち
〜

三
重
県
立
久
居
農
林
高
等
学
校

鹿
児
島
県
は
、
常
緑
樹
の
生

産
地
と
し
て
中
、
高
木
を
中
心

と
し
て
生
産
し
て
い
ま
す
が
こ

こ
近
年
台
風
が
た
て
つ
づ
け
に

上
陸
し
ま
し
た
。
そ
の
度
毎
に

苦
労
を
し
て
い
る
状
況
で
、
台

風
が
こ
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
良

い
環
境
は
無
い
と
何
時
も
話
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
様
に
、
台
風
銀
座
に
当

た
る
鹿
児
島
の
生
産
者
は
台
風

に
備
え
て
の
枝
透
か
し
や
、
支

柱
、
ロ
ー
プ
そ
の
他
い
ろ
い
ろ

な
養
生
を
台
風
が
来
る
た
び
に

余
計
な
仕
事
が
増
え
て
い
き

中
、
高
木
が
ゆ
え
に
根
っ
こ
の

管
理
な
ど
非
常
に
手
を
入
れ
て

お
り
、
コ
ス
ト
を
か
け
て
生
産

し
て
い
ま
す
が
樹
木
単
価
は
昔

と
変
わ
ら
ず
、
資
材
人
件
費
等

だ
け
が
上
が
っ
て
経
営
が
厳
し

い
状
況
が
続
い
て
い
る
感
じ
が

致
し
ま
す
。

緑
化
樹
と
は
逆
に
庭
木
の
生

産
者
は
、
イ
ヌ
マ
キ
、
サ
ザ
ン

カ
等
を
外
国
に
輸
出
し
て
税
金

対
策
で
重
機
や
ト
ラ
ッ
ク
、
家

等
を
立
て
て
非
常
に
潤
っ
て
い

る
状
況
で
す
。
時
代
の
流
れ
と

言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
な

の
で
す
が
、
緑
化
樹
の
生
産
だ

け
で
は
車
を
買
え
る
お
金
が
出

て
こ
な
い
と
言
葉
を
こ
ぼ
す
話

が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
消
費
税

率
引
き
上
げ
も
見
え
て
い
て
物

価
上
昇
率
に
見
合
っ
た
単
価
を

考
え
る
時
な
の
か
な
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
一
つ
危
惧
し
て
い
る

の
が
後
継
者
不
足
の
問
題
で

す
。
鹿
児
島
を
例
え
に
す
る

と
、
２１
社
中
１１
社
し
か
後
継
者

が
い
な
い
状
況
で
、
１０
年
後
、

２０
年
後
の
経
営
者
の
高
齢
化
等

が
一
番
の
問
題
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

最
後
に
、
鹿
児
島
の
協
会
員

は
樹
木
が
好
き
な
集
ま
り
で

す
。
台
風
に
泣
か
さ
れ
て
も
、

泣
か
さ
れ
て
も
頑
張
る
業
者
で

す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
等
の

仕
事
な
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

は
じ
め
に

本
校
は
、
明
治
３７
年
に
創
立

さ
れ
た
県
立
農
林
学
校
と
大
正

１０
年
に
創
立
さ
れ
た
県
立
一
志

実
業
女
学
校
が
昭
和
２３
年
に
統

合
さ
れ
、
県
立
久
居
高
等
学
校

と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
３０
年
に

は
校
名
を
県
立
久
居
農
林
高
等

学
校
と
変
更
し
、
そ
の
後
、
時

代
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
学
科
の

改
編
や
統
廃
合
が
行
わ
れ
、
平

成
７
年
に
は
家
政
科
を
生
活
デ

ザ
イ
ン
科
に
、
平
成
９
年
に
は

農
業
科
、
園
芸
科
、
畜
産
科
、

林
業
科
、
農
業
土
木
科
、
農
業

機
械
科
を
生
物
生
産
科
、
生
物

資
源
科
、
環
境
情
報
科
、
環
境

土
木
科
に
改
編
し
ま
し
た
。
そ

れ
を
機
に
、
１
学
年
６
ク
ラ
ス

（
２
４
０
名
）
を
９
ク
ラ
ス
に

編
成
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。

特
徴
あ
る
取
組

本
校
は
、
将
来
地
域
を
担

い
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る

意
欲
を
持
っ
た
生
徒
を
育
成
す

る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
専
門
教
育

を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
と

地
域
と
の
交
流
を
指
導
の
柱
と

し
て
い
ま
す
。
以
下
に
具
体
的

な
取
組
の
一
部
を
紹
介
し
ま

す
。

環
境
保
全
コ
ー
ス
の
取
組

環
境
保
全
コ
ー
ス
の
「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
研
究
」
で
は
、
三
重

県
に
お
い
て
平
成
２５
年
に
４８
年

ぶ
り
に
見
つ
か
っ
た
絶
滅
危
惧

種
Ⅰ
Ａ
類
「
ア
ゼ
オ
ト
ギ
リ
」

に
関
す
る
研
究
を
２
年
間
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
福
井
県

立
大
学
生
物
資
源
学
部
、
三
重

大
学
、
福
井
県
立
坂
井
高
等
学

校
、
三
重
県
立
相
可
高
等
学

校
、
地
元
自
治
会
な
ど
多
数
の

団
体
が
関
わ
り
協
働
で
研
究
し

て
い
ま
す
。

平
成
２８
年
度
本
校
が
行
っ
た

主
な
研
究
内
容
と
し
て
は
、
以

下
の
３
点
で
す
。

①

繁
殖
技
術
の
確
立
に
向
け

て
培
養
土
の
研
究
を
行
っ
た

結
果
、
水
持
ち
が
良
く
細
か

い
粒
の
土
壌
で
多
く
の
芽
を

出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

②

自
生
地
付
近
へ
の
保
有
株

の
移
植
研
究
に
お
い
て
、
自

生
地
付
近
の
池
へ
移
植
を
行

い
、
観
察
を
行
っ
た
。

③

校
内
に
現
地
の
佐
奈
川
の

環
境
を
再
現
し
、
自
然
気
候

で
の
生
育
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

行
っ
た
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
平

成
２９
年
度
も
引
き
続
き
研
究
を

行
い
ま
し
た
。

特
に
以
下
の
よ
う
に
連
携
校

と
交
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

平
成
２９
年
８
月
１９
日
か
ら
２

日
間
、
連
携
先
の
福
井
県
立
大

学
と
福
井
県
立
境
高
等
学
校
を

訪
れ
、
現
在
の
研
究
進
捗
状
況

や
施
設
紹
介
、
情
報
交
換
を
行

う
と
と
も
に
、
福
井
県
内
自
生

地
の
確
認
を
行
っ
た
り
、
周
辺

地
域
の
自
然
環
境
（
地
形
・
水

利
用
な
ど
）
に
つ
い
て
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
で
さ

ら
に
深
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
研
究
の
成
果

を
平
成
２９
年
１０
月
２１
日
・
２２
日

に
秋
田
市
で
開
催
さ
れ
た
「
第

２７
回
全
国
産
業
教
育
フ
ェ
ア
秋

田
大
会
」
の
展
示
部
門
で
代
表

生
徒
２
名
が
発
表
し
た
り
、
平

成
２９
年
１０
月
２８
日
に
「
三
重
県

総
合
博
物
館
Ｍ
ｉ
ｅ
Ｍ
ｕ
」
に

お
い
て
、
本
研
究
の
展
示
・
発

表
を
行
い
、
多
く
の
一
般
来
場

者
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く

な
ど
、
成
果
を
上
げ
ま
し
た
。

今
後
も
、
研
究
を
後
輩
に
受
け

継
ぐ
と
と
も
に
、
他
の
絶
滅
危

惧
種
の
保
全
を
含
め
て
よ
り
一

層
研
究
を
深
め
て
い
き
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
発
表
の
機
会

を
利
用
し
、
そ
の
内
容
を
三
重

県
内
は
も
と
よ
り
全
国
に
発
信

し
て
い
き
ま
す
。

動
物
コ
ー
ス
の
取
組

動
物
コ
ー
ス
で
は
平
成
１７
年

度
か
ら
、
生
徒
か
ら
強
い
要
望

の
あ
っ
た
ダ
チ
ョ
ウ
の
飼
育
を

始
め
ま
し
た
。
当
時
高
校
で
ダ

チ
ョ
ウ
を
飼
育
し
て
い
る
学
校

は
全
国
で
も
無
か
っ
た
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。
最
初
は
有
精
卵

を
購
入
し
学
校
で
孵
化
さ
せ
た

も
の
を
育
て
る
こ
と
で
、
少
し

ず
つ
羽
数
を
増
や
し
て
い
き
ま

し
た
が
、
最
近
ま
で
何
度
も
試

み
て
い
た
自
家
繁
殖
（
本
校
の

ダ
チ
ョ
ウ
の
つ
が
い
か
ら
生
産

し
た
有
精
卵
を
孵
化
さ
せ
育
て

る
。）
に
昨
年
度
よ
う
や
く
成

功
さ
せ
、
現
在
も
順
調
に
育
っ

て
い
ま
す
。

本
年
度
は
、
地
域
の
業
者
と

協
働
し
、
校
内
で
ダ
チ
ョ
ウ
の

解
体
と
精
肉
加
工
、
新
し
い
食

肉
利
用
方
法
等
の
研
究
に
挑
戦

し
て
い
く
予
定
で
す
。
な
お
、

昨
年
度
末
、
名
古
屋
の
某
テ
レ

ビ
局
に
本
校
の
活
動
内
容
が
取

り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
と
め

本
校
で
は
、
各
コ
ー
ス
が
特

徴
的
な
取
組
を
進
め
る
と
共

に
、
さ
ら
に
発
展
的
な
取
組
を

模
索
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
農
業
学
科
と
家
庭

学
科
の
枠
を
超
え
た
総
合
的
な

取
組
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

ま
た
、
本
年
度
は
、
こ
の
地

域
の
特
産
果
実
で
あ
る
「
久
居

梨
」
の
Ｇ
Ａ
Ｐ
（
農
業
生
産
工

程
管
理
）
認
証
取
得
を
目
指
し

て
、
地
域
の
農
家
や
農
協
等
と

連
携
し
た
取
組
を
進
め
て
い
く

と
同
時
に
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
取
組
を

農
業
全
て
の
コ
ー
ス
に
広
げ
て

い
く
予
定
で
す
。

今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
取
組

を
通
し
て
、
よ
り
一
層
地
域
に

愛
さ
れ
必
要
と
さ
れ
る
学
校
づ

く
り
に
邁
進
し
、
地
域
の
リ
ー

ダ
ー
と
な
り
地
域
で
活
躍
で
き

る
人
材
を
育
成
し
て
い
き
ま

す
。

ダチョウ飼育の様子

地
方
か
わ
ら
版

地
方
か
わ
ら
版

福井県立大学との交流

鹿
児
島
県
支
部
近
況
報
告

有
村

健
二
郎

㈱
有
村
Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
・
鹿
児
島
県

（
旧：

㈲
有
村
植
樹
園
）

少
人
数
指
導
を
生
か
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た

農
業
教
育
の
実
践

本校の少人数教育体系

全国産業教育フェアで来場者に説明
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㈱瀬戸内園芸センター
愛媛県今治市旦甲 248-1　TEL 0898-48-0010（代）　FAX 0898-48-8187
http://www.setoen.com/　E-mail : setouchi@setoen.com緑は地

球を救
う

緑は地
球を救

う
コンテナ農場コンテナ農場

オリーブオリーブ カンツバキ赤花と白花カンツバキ赤花と白花

コンテナ農場（100万本生産） 主な生産物
クロマツ　コニファー類　ヤシ類
カシ類　クスノキ　タブノキ
モチノキ　ウバメガシ　オリーブ
カクレミノ　クロガネモチ
サンゴジュ　シマトネリコ
マテバシイ　ヤブツバキ　ヤマモモ
レッドロビン　オウゴンマサキ
カンツバキ（赤花と白花）   サザンカ
シャリンバイ　ツツジ類　トベラ
ハマヒサカキ　ヒサカキ　ミカン類
サクラ類　イロハモミジ    ハナモモなど

お知らせ
日本列島植木植物園運営委員会

秋の新潟視察研修会開催のご案内（会員のみ）
１．日 時 平成３０年９月２６日（水）～２７日（木）
２．場 所 新潟県燕三条市・新潟市・阿賀野市方面

９／２６ ㈱外山刃物工場視察・会員圃場視察
９／２７ 新潟県立植物園、梅長園、㈲香花園、花夢里にいつ他

３．集 合 ９／２６ JR 燕三条駅 １２時００分
４．解 散 ９／２７ JR 新潟駅、または新潟空港
５．参加費 ３，０００円（保険料、入場料等含む）
６．懇談会と宿泊費：１９，０００円／一人
７．宿泊先 ひさご荘（新潟県・月岡温泉）５人部屋
８．締 切 平成３０年９月１０日（月）（最少１５名決行）
９．問合せ 協会事務局 中村まで ☎０３－３５８６－７３６１
※別途申し込み用紙同封

平成３０年度 社園別生産数量調査 開始案内
協会事業である社園別生産数量調査を下記日程で実施しま

す。
全社園様の協力をお願いいたします。

調査期間：平成３０年６月２５日（月）～７月２０日（金）
①協会ホームページ・会員ページにログインし ID とパスワ
ード入力し社園別生産数量調査入力用システムをダウンロ
ードします。

②データ入力します。
③データ入力完了後アップロード送信します。
※詳細については、別紙「入力マニュアル」を同封しますの
でご確認願います。

生産数量調査代行入力について
生産数量調査について、エイコスに代行入力をお願いする

ことも可能です。代行入力は有償となっております。料金の
目安は６６円／件、および結果資料の送付料金等となります。
希望される方は、下記に電話又はメールをしていただけれ
ば、作業詳細書及び入力シートが送付されます。
エイコス 大畠 寿裕
（TEL）045－309－0018 （Mail）sp_ohata@diary.ocn.ne.jp
（作業方法）
①入力シートをお送りしますので記入して頂き、返送願
います。
②入力シートから見積書をお送りします。
③了承いただいてから作業に入り、入力結果をお送りし
ます。
④了承して頂いた結果を調査入力結果とします。

名木認定申請募集について
芸術性の高い名木の認定事業を、関東・甲信越ブロックを

対象として募集いたします。
自薦、他薦を問いませんので、一本でも多く申請いただき、

地域に埋もれた名品を発掘すると共に、地域振興の資とされ
ますよう、ご案内いたします。

記
１．募集地域 関東・甲信越ブロック
２．募集締切 平成３０年６月２９日（金）必着
３．提出資料 １）名木認定申請書

２）樹木の特徴を明確にした写真３～４枚
４．費 用 認定板費 ２３，０００円（１本に付）
５．提 出 先 〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂６－４－２２

三沖ビル３Ｆ 名木認定委員会
６．審 査 １）二次審査は複数委員による現物評価を実施

します。
２）申請本数の制限はありません。

平成３０年度 都道府県別供給可能量調査
開始案内

協会事業である、都道府県別供給可能量調査を下記日程で
実施します。
全支部の提出へ向けご協力お願いします。

調査期間：平成３０年７月１日（日）～７月３１日（火）
※６月下旬、入力用システム搭載の CDを支部長及び各支部
IT 委員にお送りいたします。
※調査結果は官公庁及び造園関係団体に CD配布、協会のホ
ームページで公開し、材料調達時の参考にしていただいてい
ます。

コンテナ部会 国内研修会のご案内
コンテナ部会では、恒例の国内研修会を下記日程で実施し

ます。今年は三重県津市・鈴鹿市の植木産地視察で、多くの
生産者を回ることができる日程となっています。
特色ある生産技術や外国人技能者の雇用等の情報交換に活

かせる内容となっており、ぜひご参加いただけますよう、ご
案内申し上げます。
開 催 平成３０年７月１１日（水）～１２日（木）
集合場所 JR 名古屋駅太閤通口・銀の時計台
視 察 先 三重県津市（（株）浅井農園、（株）正樹園）

三重県鈴鹿市（野呂新緑園、中島農園（株）、
（有）鵜飼農園、（株）イシイナーセリー）

宿泊場所 湯の山温泉・ホテル湯の本
解散場所 JR 名古屋駅
費 用 ①部会員・協会員関係２７，０００円／人

②上記以外 ３３，０００円／人
問 合 せ 協会事務局 木谷 ☎０３－３５８６－７３６１

新樹種部会
「撮影力アップ！植木売上アップ！講習会」（会員のみ）
プロカメラマンによる撮影技術の研修会を計画いたしまし

た。（コンパクトカメラを含む各種設定のできるカメラ対象）
部会員以外の方も大歓迎‼
数年前に同様の講習会を行いましたが「再度撮影技術を学

びたい！」と言う声にお応えして再度、研修を開催いたします。
開 催 日：平成３０年７月２４日（火） １０：００～１７：００頃

（雨天決行）
集 合：１０時 東京都中央区 晴海区民館
内 容：午前 撮影に関するポイント講習会（座学）の後、

実際現場にての撮影会（トリトンスクエア内）。
午後 撮影後の講習会

解 散：１７時 東京都中央区 晴海区民館
講 師：高柳俊泰 氏（プロカメラマン）
募集人員：２４名（先着順）最少催行人数：１５名
参 加 費：２，０００円（当日集金）
応募締切：７月１３日（金）

※先着順ですので、お早めにお申込みください。
問合せ先：協会事務局 佐藤まで

植生アドバイザー育成講座 受講生募集
講座は、全３コースで構成されており、１年目は「Ａ 植

生調査コース」、２年目は「Ｂ 植生景観調査コース」、３年
目は「Ｃ 植生復元・モニタリングコース」と、１年ごと段
階を踏んで受講していただくことで、植生学の基礎～植生調
査手法～データの分析と植栽計画の立案～植栽とモニタリン
グを体系的に修得できるカリキュラムが組まれています。本
講座は、その優れた内容が評価され、環境省と農水省共管の
「人材認定等事業」の育成事業として登録されております。
１．日 時：平成３０年８月２６日（日）～２９日（水）（３泊４日）
２．内 容：
「Ａ植生調査コース」：植生学の基礎、日本の植生、植生
調査方法、野外実習、データ整理と解析

「Ｂ植生景観調査コース」：植生景観の基礎、植生景観調
査方法、野外実習、データ整理と解析、景観区分図の作
成と修復計画

「Ｃ植生復元・モニタリングコース」：生態学的緑化方
法、植生景観計画に基づいた植栽計画、植生景観に基づ
く緑化工法事例

３．講 師：植生学の専門家の先生方で実施いたします。
４．受講料：５９，０００円（税込）（研修費・宿泊費等を含みます）

※早期割引：６月３０日までのお申し込みの方は
５７，０００円（税込）、協会員：５５，０００円

５．お問合先：協会事務局 佐藤 ☎０３－３５８６－７３６１まで

地域性植物適用研修会のご案内
地域性植物適用委員会では、下記により研修会を行います

のでご案内いたします。
日 時 平成３０年９月１３日（木） １３：００～１６：３０
場 所 全国燃料会館 ８階会議室

中央区銀座八丁目１２－１５

テーマ ① 安倍川大谷崩れ周辺の植生調査
② 石巻復興祈念公園事業について

会 費 無料
その他 申込等詳細については後日ご案内いたします。

※平成３０年４月１日より、東京三菱UFJ銀行の行名が、
三菱UFJ銀行に変更になりました。

会 員 動 向
社園名・代表者・メールアドレス変更
▷()新 ㈱有村 Green（鹿児島県）

有村健二郎 arimura.ever-green@po5.synapse.ne.jp
()旧 ㈲有村植樹園 有村親志

代表者変更
▷㈱峯樹木園（熊本県）
()新 峯 由知 ()旧 峯 隆吉

退会
▷㈲花国（神奈川県） 関澤 日出子

訃 報
鈴木隆志 様（協会員）
鈴木牧場（栃木県） 平成３０年４月没

川津他人 様（川津富夫氏のご尊父様）
川津園芸（福岡県） 平成３０年４月１８日没

杉浦京子 様（杉浦良二氏のご母堂様）
杉浦ナーセリー（埼玉県） 平成３０年５月３日没

熊山琴江 様（熊山直行氏のご母堂様）
熊山園（神奈川県） 平成３０年５月４日没

コンテナ部会
平成31年度通常総会のご案内
開催日 平成３１年１月３０日（水）
会 場 TKP名駅桜通口

カンファレンスセンター
愛知県名古屋市

青年部会
平成31年度通常総会のご案内
開催日 平成３１年２月５日（火）
会 場 ホテルメルパルク東京

東京都港区

青紫系（青～紫花）

黄花系（黄～橙花）

新樹種部会からのお知らせ
昨年企画した新樹種のクリアフ

ァイル３種類が完成しました。
今回は、新樹種の花色に焦点を

当て、「赤花系」「黄花系」「青花系」
の綺麗どころをそれぞれ集めて製
作しました。これで、初回の「トウ
カエデ‘花散里’」「カラーリーフ」
「アジサイ類」と合わせて、６種
類のラインナップとなりました。
ちなみに、クリアファイルに使

用している新樹種の解説は、クリ
アファイルのQRコードを読み取
るか、HPをご覧ください。
新樹種部会では、これからも新

樹種の普及のために、新樹種のク
リアファイルを企画し、製作するつ
もりですので、ご期待ください。

赤花系（赤～ピンク）


