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Ⅰ

各
ブ
ロ
ッ
ク
の
提

案
事
項
等
に
つ
い
て

１

北
海
道
・
東
北
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

各
ブ
ロ
ッ
ク
で
協
会
主
導

の
植
木
市
を
開
い
て
協
会
の

存
在
を
周
知
し
て
は
ど
う

か
。

●
植
木
市
等
を
開
催
し
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
く
こ
と
は
、
良
い
ア

イ
デ
ア
か
と
思
い
ま
す
が
、
地

域
に
よ
り
特
色
も
あ
り
、
ブ

ロ
ッ
ク
等
に
お
い
て
検
討
う

え
、
そ
の
う
え
で
協
会
が
協
賛

し
て
い
く
方
法
等
も
あ
る
と
考

え
ま
す
。

⑵

街
路
樹
が
伐
採
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
の
で
利
点
と
リ
ス

ク
診
断
ま
で
を
一
般
に
も
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
事
業
は

出
来
な
い
か
。

●
市
の
景
観
の
特
色
に
も
な
っ

て
い
る
街
路
樹
で
す
が
、
近
年

は
台
風
に
よ
る
倒
木
や
根
上
が

り
が
発
生
。
大
都
市
で
は
維
持

管
理
に
年
間
数
十
億
円
を
費
や

し
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
り
、

協
会
と
し
て
は
、
緑
化
通
信
等

で
有
識
者
の
意
見
等
を
掲
載
し

て
い
く
と
と
も
に
、
他
団
体
等

に
も
働
き
か
け
て
い
き
た
い
と

考
え
ま
す
。

⑶

各
社
園
を
結
ぶ
定
期
ト

ラ
ッ
ク
を
つ
く
れ
な
い
か
。

北
か
ら
南
、
周
遊
な
ど
ル
ー

ト
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ

る
。

●
共
同
で
植
木
を
運
ぶ
こ
と
に

関
し
て
は
、
協
会
と
し
て
運
営

し
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
の

で
、
各
自
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
で

実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

⑷

来
年
、
第
４０
回
全
国
都
市

緑
化
仙
台
フ
ェ
ア
が
開
催
さ

れ
る
。

仙
台
市
建
設
局
か
ら
日
本

植
木
協
会
支
部
宛
に
新
樹
種

部
会
で
扱
っ
て
い
る
推
奨
有

望
樹
種
等
を
ブ
ー
ス
に
て
ア

ピ
ー
ル
を
し
て
み
て
は
ど
う

か
。

●
今
後
、
協
会
と
し
て
も
新
樹

種
部
会
に
話
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

２

関
東
・
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
植
木

の
販
売
が
低
迷
し
燃
料
費
の

高
騰
や
肥
料
、
農
業
資
材
の

大
幅
な
値
上
が
り
な
ど
に
よ

り
、
植
木
生
産
の
継
続
が
困

難
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ

り
、
安
定
し
た
緑
の
供
給
を

図
る
た
め
に
補
助
金
や
助
成

金
を
も
っ
と
受
給
出
来
る
様

に
働
き
か
け
て
欲
し
い
。

●
今
年
３
月
に
造
園
関
係
６
団

体
の
会
議
が
あ
り
、
国
土
交
通

省
に
要
望
書
を
提
出
す
る
に
あ

た
っ
て
、
各
団
体
の
要
望
の
提

出
が
求
め
ら
れ
当
協
会
も
提
出

し
ま
し
た
。

⑵

コ
ロ
ナ
感
染
症
が
落
ち
着

い
て
も
諸
会
議
は
リ
モ
ー
ト

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
協

会
、
各
社
園
も
時
間
と
経
費

の
削
減
に
繋
が
る
。（
総
会

だ
け
全
員
集
合
）

●
リ
モ
ー
ト
を
利
用
し
た
会
議

も
定
着
し
て
き
て
お
り
、
今
後

も
継
続
し
て
行
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

⑶

建
設
物
価
調
査

会
、
経
済
調
査
会

へ
取
引
数
量
の
変

更
な
ど
の
要
望
及

び
樹
木
価
格
に
運

賃
別
途
必
要
と
明

記
し
て
も
ら
う
こ

と
は
で
き
る
か
。

●
供
給
可
能
量
調
査

委
員
会
は
両
調
査
会

の
対
応
窓
口
で
あ
る

と
の
認
識
の
も
と
、

両
調
査
会
と
意
見
交

換
会
を
開
催
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
意
見

交
換
会
で
植
木
生
産

流
通
業
界
の
厳
し
い

経
営
環
境
を
理
解
し

て
い
た
だ
く
努
力
を

続
け
て
ま
い
り
ま

す
。

⑷

緑
化
樹
木
の
需

要
の
低
迷
に
よ
り
、
生
産
性

を
確
保
す
る
に
は
、
農
地
整

備
が
急
務
だ
が
、
緑
化
樹
木

価
格
の
低
迷
や
処
分
経
費
の

高
騰
に
よ
り
、
樹
種
切
り
替

え
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
と

な
っ
て
い
る
。

病
害
虫
等
に
よ
る
罹
病
で

規
格
品
外
樹
木
や
枯
死
木
が

増
え
て
き
て
お
り
、
一
部
で

は
チ
ッ
プ
化
、
堆
肥
化
に
よ

る
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
処
分
が
で
き
る
場
所
や

人
員
が
限
ら
れ
て
き
て
お

り
、
果
樹
農
家
等
に
お
い

て
、
野
焼
き
に
よ
る
焼
却
処

分
が
認
め
ら
れ
て
い
る
等
、

樹
木
生
産
者
で
も
、
病
虫
害

感
染
防
止
と
し
て
、
届
け
出

や
延
焼
防
止
な
ど
の
処
置
を

取
る
等
の
十
分
な
監
視
下
で

の
野
焼
き
焼
却
規
制
の
緩
和

を
提
案
す
る
。

●
規
制
緩
和
の
ご
提
案
で
す

が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
、
施
行
令
に
お

い
て
例
外
規
定
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
法
律
等
の
規
制

緩
和
を
求
め
る
と
な
る
と
所
管

省
庁
で
あ
る
環
境
省
を
始
め
林

野
庁
や
厚
生
労
働
省
と
の
関
係

も
あ
り
難
し
い
と
考
え
ま
す
。

⑸

毎
年
、
供
給
量
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
調

査
表
は
使
い
づ
ら
く
あ
ま
り

活
用
し
て
い
な
い
。
現
在
は

ス
マ
ホ
が
主
流
な
の
で
こ
の

調
査
表
も
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
作
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。

●
供
給
可
能
量
調
査
委
員
会
で

は
２
年
前
よ
り
会
員
ペ
ー
ジ
に

ロ
グ
イ
ン
し
た
後
、
生
産
数
量

調
査
結
果
コ
ー
ナ
ー
の
在
庫
表

Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
、
検
索
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を

開
始
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

⑹

新
規
の
協
会
員
を
勧
誘
す

る
に
あ
た
り
、
現
会
員
の
退

会
を
引
き
留
め
る
理
由
も
見

つ
か
ら
な
い
。
交
流
が
深
ま

る
事
以
外
に
得
ら
れ
な
い
何

か
を
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。
国
の
補
助
金
や
、
入
札

時
に
会
員
か
ら
樹
木
を
購
入

し
な
い
と
い
け
な
い
免
許
の

よ
う
な
も
の
、
会
員
の
樹
木

が
売
れ
や
す
く
す
る
仕
組
み

を
作
れ
な
い
か
？

●
国
の
補
助
金
は
、
会
員
の
み

と
限
定
す
る
こ
と
、
ま
た
免
許

制
度
は
難
し
い
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
入
札
時
の
設
計
書
の

特
記
事
項
に
記
載
し
て
も
ら
う

等
働
き
か
け
を
し
て
い
く
こ
と

も
ひ
と
つ
の
手
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

⑺

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

も
っ
と
魅
力
的
に
更
新
し
て

欲
し
い
。
以
前
か
ら
掲
載
し

て
い
る
ミ
ス
グ
ラ
ン
プ
リ
も

そ
ろ
そ
ろ
外
し
て
も
い
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
芸
能

人
等
の
広
告
塔
的
な
役
割
を

果
た
し
、
恒
久
的
に
継
続
し

て
い
く
企
画
も
必
要
だ
と
思

う
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
一
般
の
方
へ
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
企
画
な
ど
を
考
え
閲
覧

数
を
増
や
す
努
力
も
あ
っ
て

よ
い
の
で
は
？

●
ミ
ス
日
本
み
ど
り
の
女
神
が

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
し
て

お
り
、
出
演
し
て
い
た
だ
く
こ

と
も
可
能
と
考
え
ま
す
が
、
経

費
等
の
関
係
も
あ
り
、
魅
力
的

な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
り
を
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

３

中
部
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

ズ
ー
ム
ア
カ
ウ
ン
ト
を
も

う
１
本
増
設
し
、
支
部
・
ブ

ロ
ッ
ク
等
の
会
合
に
利
用
し

や
す
く
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う

か
。

●
増
設
と
の
話
で
す
が
、
使
用

頻
度
等
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

⑵

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て
協
会

と
し
て
取
り
組
む
方
向
を
検

討
し
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
対

外
的
に
発
信
及
び
会
員
の
啓

蒙
を
行
っ
て
欲
し
い
。
各
会

員
が
取
り
組
む
べ
き
指
針
を

検
討
し
、
会
員
の
意
識
向
上

に
つ
な
げ
れ
ば
業
界
と
し
て

各
役
所
、
ゼ
ネ
コ
ン
等
に
Ｐ

Ｒ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

●
遅
ま
き
な
が
ら
当
協
会
と
し

て
も
取
り
組
み
方
向
を
検
討
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ま
す
。

４

関
西
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

輸
出
に
関
す
る
契
約
な
ど

の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
教
え
て

欲
し
い
。

⑵

輸
出
に
関
す
る
事
務
業
務

と
植
木
協
会
に
関
す
る
事
務

業
務
と
の
明
確
な
区
別
化
が

出
来
て
い
る
か
教
え
て
欲
し

い
。

●
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
同
一

事
務
所
内
に
事
務
所
を
置
い
て

お
り
ま
す
が
、
一
部
の
会
員
の

中
に
は
協
会
の
事
業
と
し
て
運

営
し
て
い
く
も
の
と
認
識
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
植
木
協

会
と
は
別
団
体
で
あ
り
、
基
本

的
に
事
務
職
員
の
方
に
協
議
会

の
事
務
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
始
め
と
し
、

電
話
回
線
等
に
つ
い
て
も
別
回

線
と
し
、
ま
た
、
４
月
１
日
よ

り
、
事
務
職
員
が
勤
務
し
て
お

り
ま
す
。

５

中
国
・
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

昨
年
の
連
絡
調
整
会
議
で

も
上
程
し
た
今
後
の
協
会
組

織
、
委
員
会
の
見
直
し
（
統

合
や
廃
止
）
に
つ
い
て
や
り

方
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
し

て
欲
し
い
。

●
理
事
会
等
に
お
い
て
、
委
員

会
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
議

論
を
行
い
、
今
年
度
は
廃
止
、

統
合
及
び
新
設
を
実
施
い
た
し

ま
し
た
。

⑵

事
務
局
の
立
地
メ
リ
ッ
ト

や
顧
問
の
先
生
を
活
用
し

て
、
農
林
水
産
省
や
国
土
交

通
省
以
外
に
も
緑
化
産
業
に

関
わ
り
の
あ
る
中
央
官
庁

（
環
境
省
な
ど
）
と
の
パ
イ

プ
づ
く
り
を
積
極
的
に
頻
繁

に
し
て
欲
し
い
。

●
現
在
、
当
協
会
が
関
係
す
る

省
庁
に
関
し
て
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
農
林
水
産
省

輸
出
・
国
際

局
、
農
産
局
園
芸
作
物
課
及

び
林
野
庁

②
国
土
交
通
省

都
市
局

公

園
緑
地
・
景
観
課

③
環
境
省

自
然
環
境
局

④
文
部
科
学
省

初
等
中
等
教

育
局
教
育
課
程
課

文
部
科

学
省
に
お
い
て
は
、
文
部
科

学
省
の
Ｈ
Ｐ
に
も
緑
育
キ
ッ

ト
に
つ
い
て
掲
載
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
す
。

⑶

夏
の
選
挙
ま
で
に
、
国
会

議
事
堂
の
全
都
道
府
県
の
木

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
、
植
木

の
生
産
、
流
通
を
行
っ
て
い

る
全
国
組
織
の
協
会
な
ら
協

力
で
き
る
と
協
会
顧
問
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
こ
と
を

し
て
欲
し
い
。

●
都
道
府
県
の
木
の
管
理
に
つ

い
て
は
、
参
議
院
が
所
管
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
国
有
財
産
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
管
理
に
つ

い
て
は
参
議
院
の
維
持
計
画
に

基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
と
考

え
、
難
し
い
と
考
え
ま
す
。

⑷

ブ
ロ
ッ
ク
活
動
が
２
年
間

休
止
し
て
お
り
、
対
面
で
の

活
動
が
再
開
し
に
く
い
。
ま

た
、
ブ
ロ
ッ
ク
等
で
研
修
会

や
勉
強
会
を
企
画
す
る
の
が

難
し
い
の
で
協
会
事
業
と
し

て
企
画
し
て
欲
し
い
。

●
本
年
１
月
に
予
定
し
て
お
り

ま
し
た
通
常
総
会
の
際
に
講
師

を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
国

土
交
通
省
都
市
局
公
園
緑
地
・

景
観
課
長
に
講
演
を
依
頼
す
る

こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、

検
討
し
て
行
き
た
い
と
考
え
ま

す
。

６

九
州
ブ
ロ
ッ
ク

⑴

各
部
会
を
自
立
化
さ
せ

連連連連連連連連連連連連連連連連連連
絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡
調調調調調調調調調調調調調調調調調調
整整整整整整整整整整整整整整整整整整
会会会会会会会会会会会会会会会会会会
議議議議議議議議議議議議議議議議議議
をををををををををををををををををを
５５５５５５５５５５５５５５５５５５
月月月月月月月月月月月月月月月月月月
２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６
日日日日日日日日日日日日日日日日日日
にににににににににににににににににに
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催催催催催催催催催催催催催催催催催催

今
年
度
の
連
絡
調
整
会
議
が
、
５
月
２６
日
㈭
１３
時
か
ら
協
会
会
議
室
及
び
リ
モ
ー
ト
に
よ
り
、
会
長
、
副
会
長
、
部
会
担
当
理
事
、

ブ
ロ
ッ
ク
長
及
び
専
門
部
会
（
含
青
年
部
会
長
）
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

佐
久
会
長
の
挨
拶
の
後
、
議
事
に
入
り
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
等
か
ら
活
動
報
告
が
あ
り
、
主
な
意
見
・
要
望
に
つ
き
ま
し
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
同
様
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
ま
と
め
ま
し
た
。
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て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
営
方
針

を
考
え
る
。

⑵

理
事
へ
は
、
交
通
費
だ
け

で
も
満
額
払
わ
な
い
と
時
間

を
さ
い
て
ま
で
理
事
会
へ
参

加
し
て
い
る
の
で
、
次
に
す

る
も
の
が
い
な
く
な
る
。

●
植
木
協
会
に
お
け
る
予
算
の

関
係
か
ら
、
今
年
度
、
理
事
会

等
の
旅
費
交
通
費
に
つ
き
ま
し

て
は
、
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。

⑶

広
く
一
般
の
会
員
を
募

り
、
年
会
費
５
千
円
位
で
お

値
段
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
よ
う
な
工
夫
を
し
た
ら
ど

う
か
。

●
広
く
会
員
を
募
集
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
有
効
な
手
段
と

考
え
ま
す
が
、
定
款
等
の
改
正

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
か

ら
、
今
後
、
議
論
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま

す
。

⑷

輸
出
・
入
事
業
は
再
考
す

べ
き
。

●
品
目
団
体
に
植
木
は
入
っ
て

い
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、
数

年
前
ま
で
中
国
向
け
イ
ヌ
マ
キ

の
輸
出
が
好
調
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
基
本
と
な
る
額
が
高
く

花
き
法
の
中
に
、
植
木
が
入
っ

て
お
り
、
そ
ち
ら
で
の
対
応
と

考
え
た
も
の
で
す
。

⑸

石
油
製
品
、
農
薬
、
肥
料

な
ど
生
産
コ
ス
ト
が
上
が
っ

て
い
る
の
で
、
安
く
て
お
得

な
資
材
を
研
究
し
て
ほ
し

い
。

●
賛
助
会
員
等
に
製
品
の
開
発

を
お
願
い
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

Ⅱ

各
部
会
等
の
提
案

事
項
等
に
つ
い
て

【
コ
ン
テ
ナ
部
会
】

１

部
会
で
は
、
昨
年
度
よ
り

（
一
社
）
緑
の
ま
ち
づ
く
り

支
援
機
構
と
事
業
者
向
け
の

植
木
情
報
と
植
物
販
売
が
出

来
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
立
ち

上
げ
に
向
け
た
協
議
を
続
け

て
い
ま
す
。
具
体
的
な
内
容

は
ま
だ
で
す
が
、
先
方
が
重

視
す
る
点
に
植
木
の
在
庫
情

報
、
入
手
可
能
な
販
路
を
知

り
た
い
と
希
望
し
て
い
ま

す
。

２

協
会
の
情
報
発
信
が
足
り

て
い
な
い
思
い
が
し
ま
す
。

今
後
、
万
博
、
花
博
の
大
き

な
イ
ベ
ン
ト
を
控
え
て
現
在

の
「
緑
化
通
信
」
だ
け
で
な

く
ウ
ェ
ブ
向
け
の
コ
ン
テ
ン

ツ
を
協
会
、
部
会
を
横
断
し

た
委
員
会
等
で
知
恵
を
し
ぼ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
庭
園
樹
部
会
】

１

名
木
認
定
に
つ
い
て

⑴

今
年
度
も
２
件
の
申
請
が

あ
り
、
部
会
総
会
の
際
に
認

定
委
員
会
を
開
催
し
た
い
で

す
。

⑵

認
定
制
度
も
、
数
十
年
を

過
ぎ
平
成
１２
年
に
追
跡
調
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
そ
の
後
調
査
を
行
っ
て

い
な
い
状
況
で
し
た
。

協
議
会
が
海
外
向
け
に
制

作
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に

特
別
庭
園
樹
木
を
掲
載
し
、

海
外
に
ア
ピ
ー
ル
を
し
て
は

ど
う
か
と
の
話
が
あ
り
、
積

極
的
に
参
加
し
て
い
く
こ
と

と
し
、
現
在
作
業
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

２

庭
園
樹
部
会
の
活
動
報
告

⑴

庭
園
樹
部
会
役
員
会

開
催
出
来
て
い
な
か
っ

た
、
役
員
会
を
リ
モ
ー
ト
に

よ
り
２
月
２８
日
に
開
催

⑵

技
術
研
修
会
の
開
催
予
定

（
時
期
未
定
）

昨
年
度
は
未
開
催
で
あ
っ

た
技
術
研
修
会
で
あ
る
が
、

今
年
度
に
つ
い
て
は
、
開
催

の
方
向
で
準
備
を
進
め
て
行

く
こ
と
と
し
た
。

⑶

庭
園
樹
部
会
の
総
会
に
向

け
準
備
を
進
め
て
い
る
が
、

時
期
に
つ
い
て
は
、
決
定
し

て
い
な
い
。
開
催
す
る
方
向

で
準
備
を
進
め
て
い
る
。

開
催
と
な
れ
ば
、
庭
園
見

学
会
は
、「
住
友
活
機
園
（
重

要
文
化
財
）」と
し
、
今
後
、

住
友
林
業
と
詳
細
に
つ
い
て

詰
め
て
い
く
。

●
協
会
員
の
減
少
の
件
だ
が
、

昨
年
、
協
会
入
会
と
同
時
に
庭

園
樹
部
会
に
も
加
入
し
て
い
た

だ
い
た
。
理
事
会
や
部
会
か
ら

誘
う
の
も
ひ
と
つ
の
手
か
も
し

れ
な
い
。

【
新
樹
種
部
会
】

１

み
ど
り
香
る
ま
ち
づ
く
り

は
、
昨
年
を
も
っ
て
終
了
い

た
し
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

２

来
年
度
の
総
会
を
２
月
１７

日
㈮
に
東
京
で
開
催
予
定

３０
周
年
と
な
る
の
で
、
会

長
及
び
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
長
の

来
賓
の
ご
出
席
お
願
い
し
ま

す
。

３

広
報
発
信
委
員
会
が
、
外

部
向
け
の
事
業
と
し
て
中
部

ブ
ロ
ッ
ク
の
協
力
を
得
な
が

ら
事
業
の
計
画
を
進
め
て
お

り
ま
す
。

４

ビ
ジ
ョ
ン
検
討
委
員
会

も
、
新
樹
種
の
施
工
事
例
を

３０
周
年
記
念
で
発
表
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

５

技
術
研
修
委
員
会
で
は
、

岩
手
方
面
に
行
き
研
修
を
す

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

６

推
奨
有
望
樹
種
選
抜
委
員

会
で
は
、
残
さ
れ
た
デ
ー
タ

を
カ
レ
ン
ダ
ー
委
員
会
と
も

協
力
し
な
が
ら
、
デ
ー
タ
整

理
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
仙
台
で
開
催
さ
れ
る
緑
化

フ
ェ
ア
の
関
係
で
す
が
、
役
員

会
で
話
を
し
、
前
向
き
に
話
を

進
め
て
行
き
た
い
。

【
青
年
部
会
】

⑴

要
望

①
青
年
部
員
減
少
の
た
め
、
４

ブ
ロ
ッ
ク
で
の
活
動
。
後
継

者
育
成
の
た
め
、
青
年
部
会

に
入
部
し
て
も
ら
う
よ
う
積

極
的
に
働
き
か
け
て
欲
し

い
。
今
後
は
女
性
会
員
や
会

社
の
若
手
の
従
業
員
さ
ん
等

も
入
会
し
て
頂
く
よ
う
働
き

か
け
て
頂
き
た
い
。

●
忙
し
い
中
「
み
ど
り
の
感
謝

祭
」
へ
の
協
力
等
、
青
年
部
の

皆
様
の
活
躍
に
敬
意
を
表
し
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
会
員

の
減
少
に
伴
い
青
年
部
の
会
員

も
減
少
し
て
い
る
状
況
に
つ
い

て
は
、
と
て
も
残
念
な
こ
と
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

②
青
年
部
会
員
が
減
少
し
て
も

活
動
出
来
る
よ
う
な
組
織
作

り
を
検
討
し
て
お
く
必
要
性

が
あ
る
と
考
え
、
支
部
長
合

同
会
議
に
て
会
員
状
況
等
を

話
し
合
い
、
検
討
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

③
今
回
、
通
常
総
会
の
浜
松
で

の
開
催
を
予
定
し
て
お
り
、

コ
ロ
ナ
対
策
を
考
え
た
総
会

を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
コ

ロ
ナ
禍
に
対
す
る
意
識
や
意

見
な
ど
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
て
、
総
会
、
講
演
会
に

対
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

成
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

●
親
会
の
総
会
に
つ
い
て
は
、

２
年
に
わ
た
っ
て
書
面
総
会
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
年
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、

開
催
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、

感
染
防
止
対
策
や
中
止
す
る
タ

イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
政
府

方
針
を
見
極
め
な
が
ら
決
定
し

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

⑵

青
年
部
会
は
１
３
５
名
。

準
会
員
制
度
を
利
用
し
て
１

名
正
会
員
と
な
り
、
女
性
会

員
も
２
名
と
増
え
、
会
員
増

員
に
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

⑶

活
動
報
告

①
今
年
度
の
総
会
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
総
会
・
記
念
事

業
を
開
催
致
し
ま
し
た
。
顧

問
の
有
村
先
生
及
び
藤
丸
先

生
か
ら
挨
拶
等
も
頂
き
、
オ

ン
ラ
イ
ン
総
会
を
無
事
に
終

え
ま
し
た
。
ま
た
、
記
念
事

業
も
、
東
京
農
業
大
学
農
生

命
科
学
研
究
所
特
命
教
授
、

末
松
広
行
氏
を
お
招
き
し
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
時
代
の
農
林
水
産

業
・
植
木
産
業
を
テ
ー
マ
に

オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
講
演
し
て

頂
き
ま
し
た
。

●
緑
育
で
も
青
年
部
の
力
が
多

大
な
る
力
と
な
っ
て
い
ま
す

し
、
研
修
に
お
い
て
も
緑
育

キ
ッ
ト
を
使
用
し
て
の
研
修
や

積
極
的
に
女
性
の
参
加
を
促
す

努
力
を
今
後
と
も
続
け
て
い
っ

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ

そ
の
他

１

来
園
度
の
通
常
総
会
の
開

催
予
定
地
に
つ
い
て
は
、
九

州
ブ
ロ
ッ
ク
で
行
い
た
い
。

九
州
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
、
了

承
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

２

各
部
会
の
垣
根
を
越
え

て
、
購
買
部
的
な
も
の
を
作

り
た
い
。

令
和
４
年
３
月
２３
日
㈬
１３
時

３０
分
か
ら
協
会
会
議
室
及
び
リ

モ
ー
ト
に
よ
り
第
３
回
理
事
会

を
開
催
し
た
。

１

通
常
総
会
の
結
果
に
つ
い

て通
常
総
会
の
結
果
に
つ
い
て

は
、
全
会
員
に
郵
送
に
て
報
告

済
み
で
、
ま
た
、
代
表
理
事
等

の
法
務
局
へ
の
届
出
に
つ
い
て

も
届
出
済
み
で
す
。

急
に
総
会
が
中
止
と
な
っ

た
。
例
え
ば
ブ
ロ
ッ
ク
長
を
集

め
て
総
代
制
の
よ
う
な
総
会
も

考
え
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

今
年
度
の
総
会
は
役
員
改
選

も
あ
り
、
開
催
に
向
け
て
準
備

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
ホ

テ
ル
の
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
期
限

も
あ
り
、
判
断
が
遅
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
な
お
、
キ
ャ

ン
セ
ル
料
が
か
か
ら
な
か
っ
た

経
緯
に
つ
い
て
は
、
ホ
テ
ル
側

が
期
限
を
切
っ
て
キ
ャ
ン
セ
ル

を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
キ
ャ
ン

セ
ル
料
が
発
生
し
な
か
っ
た
も

の
で
す
。

し
か
し
、
２
年
続
け
て
書
面

に
よ
る
総
会
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
会
員
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
落

ち
て
い
る
状
況
も
考
え
ら
れ
、

中
央
研
修
会
等
を
開
催
し
て
行

く
こ
と
も
話
し
合
わ
れ
て
お

り
、
現
執
行
部
の
中
で
、
決
め

て
行
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

来
年
度
の
開
催
地
は
東
北
ブ

ロ
ッ
ク
と
も
相
談
し
、
九
州
ブ

ロ
ッ
ク
で
開
催
す
る
予
定
で

す
。通

常
総
会
の
回
答
率
を
上
げ

る
た
め
に
、
支
部
長
か
ら
支
部

会
員
へ
の
連
絡
等
を
行
い
ま
し

た
が
不
十
分
で
し
た
。
ま
た
、

書
面
総
会
に
な
れ
て
い
な
い
会

員
が
多
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

協
会
の
運
営
に
係
る
原
資
が

少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
状
況

で
赤
字
に
な
ら
な
い
よ
う
活
動

に
係
る
経
費
等
に
つ
い
て
予
算

書
、
決
算
書
等
の
提
出
を
求

め
、
そ
の
提
出
を
さ
れ
た
も
の

を
誰
が
精
査
す
る
の
か
の
問
に

関
し
て
、
委
員
会
の
予
算
書

は
、
ど
の
委
員
会
が
い
く
ら
必

要
か
等
の
予
算
（
案
）
が
出
さ

れ
理
事
会
で
確
認
し
て
い
る

が
、
決
算
に
つ
い
て
は
、
確
認

で
き
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。

委
員
会
の
予
算
状
況
を
見
る

と
、
ほ
ぼ
旅
費
交
通
費
で
あ

り
、
旅
費
交
通
費
を
減
ら
す
こ

と
が
で
き
る
か
等
に
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

横
浜
国
際
園
芸
博
覧
会
委
員

会
と
海
外
事
業
委
員
会
に
つ
い

て
、
簡
単
に
説
明
し
て
欲
し

い
。横

浜
国
際
園
芸
博
覧
会
委
員

会
は
期
限
付
き
の
委
員
会
で
、

名
前
の
と
お
り
２
０
２
７
年
に

横
浜
市
で
開
催
さ
れ
る
、
横
浜

国
際
園
芸
博
覧
会
に
対
応
す
る

委
員
会
で
、
海
外
事
業
委
員
会

は
、
昨
年
出
さ
れ
ま
し
た
政
府

方
針
に
対
応
し
て
い
く
も
の

で
、
今
後
増
加
傾
向
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
補
助
金
等
に

対
応
し
て
い
く
委
員
会
と
な
り

ま
す
が
、
特
に
、
海
外
事
業
委

員
会
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
の

対
応
と
な
り
理
事
の
皆
さ
ん
に

委
員
と
し
て
参
画
し
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
今
後
、
委
員
会
編

成
等
の
変
更
も
あ
り
う
る
と
考

え
ま
す
。

２

写
真
等
転
載
許
可
申
請
に

つ
い
て

白
河
市
都
市
計
画
課
か
ら
造

園
建
設
業
協
会
を
通
じ
て
、
緑

化
樹
木
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
写
真
を
使
用
し
た

い
と
の
要
望
が
あ
り
、
今
回
は

公
共
利
用
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
利
用
を
認
め
る
こ
と
と
し

た
。な

お
、
今
後
、
写
真
の
映
像

や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
用
の
写
真

を
、
委
員
会
の
垣
根
を
越
え
て

植
木
協
会
で
管
理
し
て
、
数
年

後
に
は
、
対
外
的
に
画
像
の
販

売
等
を
行
っ
て
収
益
事
業
化
出

来
た
ら
良
い
と
考
え
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
。

３

理
事
会
に
係
る
予
算
に
つ

い
て

今
後
の
理
事
会
に
係
る
旅
費

に
つ
い
て
は
、
前
期
監
査
及
び

年
度
監
査
を
除
い
て
は
、
リ
モ

ー
ト
に
よ
る
も
の
と
し
、
自
費

と
は
な
り
ま
す
が
、
協
会
で
の

参
加
も
可
と
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

４

農
林
水
産
省
予
算
の
概
要

農
林
水
産
省
の
予
算
に
つ
い

て
は
、
当
協
会
に
直
接
関
連
す

る
事
業
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
全
国
花
き
輸
出
拡
大
協
議

会
（
以
下
。「
協
議
会
」
と
い

う
。）
を
通
じ
て
、
補
助
事
業

予
算
の
確
保
出
来
る
可
能
性
も

あ
り
、
今
後
、
補
助
事
業
参
加

者
募
集
に
対
し
て
は
注
意
を

払
っ
て
行
き
た
い
と
考
え
ま

す
。な

お
、
２
０
２
２
年
ア
ル
メ

ー
レ
国
際
園
芸
博
覧
会
が
開
催

さ
れ
、
出
店
希
望
者
は
、
事
業

協
賛
金
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て

は
、
定
額
の
補
助
金
と
な
っ
て

い
ま
す
。
植
木
協
会
の
会
員
に

ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

協
議
会
が
植
木
協
会
の
下
部

団
体
に
入
る
と
理
解
し
て
い
た

が
協
議
会
は
植
木
協
会
の
中
の

団
体
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
同

格
の
別
団
体
な
の
か
の
質
問
が

あ
り
、
事
務
局
か
ら
の
回
答
は

別
の
団
体
で
あ
り
、
協
議
会
は

今
年
度
、
一
般
法
人
化
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
専
務
の
勤
務
に
つ
い
て

は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
植

木
協
会
の
通
常
勤
務
時
間
は
植

木
協
会
の
仕
事
を
行
い
、
時
間

外
や
土
曜
日
や
日
曜
日
に
協
議

会
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
理
解

し
て
い
ま
す
が
、
今
後
、
宍
倉

協
議
会
長
と
佐
久
植
木
協
会
会

長
と
の
間
で
、
相
談
し
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

中
国
向
け
イ
ヌ
マ
キ
輸
出
関

係
は
、
農
林
水
産
省
の
委
託
で

行
う
予
定
を
し
て
い
た
も
の
で

あ
り
、
協
議
会
の
話
と
中
国
向

け
イ
ヌ
マ
キ
輸
出
の
話
が
同
時

期
に
き
た
も
の
で
す
が
、
中
国

向
け
イ
ヌ
マ
キ
の
輸
出
に
関
し

て
は
、
今
の
と
こ
ろ
相
談
が

あ
っ
た
で
終
わ
っ
て
お
り
イ
ヌ

マ
キ
に
関
し
て
の
話
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
改
め
て
、
農
林
水

産
省
と
話
し
合
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
２
つ
問
題
は
、
昨
年
か

ら
話
し
合
っ
て
き
て
お
り
、

今
、
問
題
に
な
る
の
か
。
詳
細

に
つ
い
て
理
事
全
員
で
決
め
る

の
で
は
な
く
、
三
役
で
決
め
て

理
事
に
は
報
告
す
る
こ
と
で
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。ま

た
、
今
後
の
両
団
体
の
関

係
に
つ
い
て
、
宍
倉
協
議
会
長

と
佐
久
植
木
協
会
会
長
と
の
間

で
協
議
し
書
面
に
て
報
告
す
る

こ
と
と
し
て
行
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

第
３
回
理
事
会
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緑
を
育
て
、
緑
を
守
る

大
信
産
業
㈱
緑
化
部

賛助会員紹介

連
絡
先　

０
８
４
８-

３
８-

１
１
９
３
（
担
当
村
上
）

シリーズ２

大
信
産
業
は
広
島
県
の
尾
道

市
に
本
社
が
あ
り
、
今
年
で
創

立
６８
年
を
迎
え
る
会
社
で
す
。

社
名
の
通
り
「
大
き
な
信
用
」

を
経
営
理
念
と
し
、
農
業
・
緑

化
を
大
き
な
柱
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。
私
の
所
属
す
る
緑

化
部
は
ゴ
ル
フ
場
・
企
業
・
官

庁
・
造
園
等
の
お
客
様
に
農

薬
・
肥
料
・
資
材
の
販
売
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
緑
地
帯
や
グ

ラ
ン
ド
の
整
備
、
維
持
管
理
な

ど
も
お
こ
な
っ
て
お
り
、
最
近

で
は
新
し
い
技
術
へ
の
取
り
組

み
と
し
て
、
農
業
用
ド
ロ
ー
ン

の
教
習
所
や
機
体
販
売
、
定
期

点
検
、
整
備
も
手
掛
け
て
い
ま

す
。本

社
の
あ
る
尾
道
市
は
山
陽

地
方
の
中
南
部
の
岡
山
県
と
広

島
県
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て

い
て
、「
坂
の
町
」「
文
学
の

町
」「
映
画
の
街
」
と
し
て
全

国
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

尾
道
市
に
は
、
日
本
さ
く
ら
名

所
１
０
０
選
の
一
つ
、
千
光
寺

公
園
と
い
う
有
名
な
公
園
が
あ

り
、
春
は
約
１
５
０
０
本
の
桜

が
咲
き
誇
り
、
そ
の
後
ツ
ツ
ジ

や
藤
が
咲
き
、
全
国
か
ら
多
く

の
観
光
客
が
お
と
ず
れ
、
地
元

市
民
の
憩
い
の
場
所
と
し
て
も

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
公
園
の

山
頂
に
は
今
年
の
３
月
２９
日
に

展
望
台
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
し
、
日
本
遺
産
で
あ
る
箱

庭
的
都
市
と
尾
道
水
道
を
望
む

景
色
を
堪
能
す
る
場
所
と
し

て
、
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
地
元
尾
道
市
の
地

域
に
密
着
し
た
活
動
と
し
て
、

創
立
５０
周
年
記
念
事
業
、
尾
道

駅
前
緑
地
帯
の
芝
生
の
整
備
と

自
動
か
ん
水
シ
ス
テ
ム
を
尾
道

市
に
寄
贈
、
創
立
６０
周
年
記
念

事
業
で
は
、「
千
光
寺
」
に
、

ハ
ー
ト
型
の
花
壇
と
緑
地
を
整

備
し
寄
贈
、
創
業
１
０
０
周
年

記
念
事
業
で
は
、
尾
道
市
役
所

因
島
総
合
支
所
の
前
庭
に
自
動

か
ん
水
シ
ス
テ
ム
と
芝
生
を
整

備
し
寄
贈
し
、
地
元
市
民
や
観

光
客
の
憩
い
の
場
所
の
提
供
を

行
い
、
多
く
の
お
客
様
の
ご
愛

顧
で
成
長
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。弊

社
と
日
本
植
木
協
会
と
の

つ
な
が
り
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば

平
成
１３
年
頃
に
な
り
ま
す
。
そ

の
当
時
の
コ
ン
テ
ナ
部
会
の
資

材
委
員
を
し
て
い
る
方
と
話
を

す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
時
に

話
さ
れ
た
の
が
雑
草
の
管
理
に

手
間
と
経
費
が
大
変
多
く
か

か
っ
て
し
ま
う
と
の
こ
と
で
し

た
。
丁
度
そ
の
こ
ろ
新
し
い
除

草
剤
の
試
験
を
検
討
し
て
い
た

の
で
、
ぜ
ひ
生
産
者
の
圃
場
で

試
験
を
し
て
頂
け
な
い
で
す
か

と
お
願
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
全

国
数
か
所
で
効
果
及
び
薬
害
の

試
験
を
し
て
頂
い
た
の
が
ス
タ

ー
ト
で
す
。
そ
の
後
研
修
会
や

総
会
で
の
展
示
に
は
毎
回
の
よ

う
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
多
く
の

会
員
の
方
と
の
つ
な
が
り
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
商
品
の
方
も

効
果
を
認
め
て
も
ら
う
よ
う
に

な
り
、
多
く
の
方
に
購
入
し
て

頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
全
国
の
会
員
の
方
と
の
繋
が

り
は
、
弊
社
に
と
っ
て
も
私
に

と
っ
て
も
大
き
な
財
産
に
な
っ

て
お
り
、
今
後
も
大
切
に
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

緑
化
部
は
「
仕
事
は
楽
し

く
」
が
モ
ッ
ト
ー
で
所
員
一
同

頑
張
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

辛
い
事
や
し
ん
ど
い
事
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
日
々
笑
顔

で
楽
し
く
頑
張
っ
て
い
れ
ば
必

ず
良
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

緑
化
の
仕
事
は
、
夏
場
は
暑

く
冬
場
は
寒
く
と
、
年
間
を
通

し
て
天
候
に
左
右
さ
れ
大
変
な

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の

大
変
な
仕
事
を
少
し
で
も
効
率

化
で
き
る
よ
う
に
と
２
年
前
か

ら
弊
社
の
法
面
の
芝
生
を
ロ

ボ
ッ
ト
芝
刈
り
機
（
ハ
ス
ク
バ

ー
タ
ー
）
で
刈
っ
て
い
ま
す
。

毎
日
刈
る
こ
と
に
よ
っ
て
刈
り

カ
ス
の
発
生
も
な
く
、
夏
場
の

暑
い
時
や
雨
の
日
も
頑
張
っ
て

く
れ
ま
す
の
で
、
所
員
は
大
変

助
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
刈
り

カ
ス
の
処
分
も
必
要
が
な
い
の

で
環
境
に
も
配
慮
が
で
き
て
い

ま
す
。
芝
生
を
ロ
ボ
ッ
ト
で

刈
っ
て
い
る
場
所
は
道
路
に
面

し
て
い
る
の
で
、
車
を
運
転
し

て
い
る
人
や
通
行
し
て
い
る
人

が
わ
ざ
わ
ざ
止
ま
っ
て
見
て
い

ま
す
。
所
員
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
注
目

さ
れ
日
々
活
躍
し
て
お
り
ま

す
。日

本
に
は
多
く
の
緑
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
緑
が
最
近
で
は

地
球
温
暖
化
や
外
来
植
物
な
ど

に
よ
り
衰
退
、
枯
れ
て
き
て
い

る
も
の
を
多
く
見
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。私
共
、緑
に
関
わ
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
会
社

を
挙
げ
て
少
し
で
も
多
く
の
緑

を
守
り
後
世
に
繋
げ
て
い
け
る

よ
う
微
力
な
が
ら
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
日
本
植
木
協
会
及
び
会
員
の

方
に
は
今
後
も
良
い
商
品
や
技

術
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
日
々
努
力
し
て
ま
い
り
ま

す
。

令和４年５月１４㈯～１５日㈰（１４日は前
日雨天により設営のみ）に東京都立木場
公園（江東区）にて「みどりとふれあう
フェスティバル２０２２」にワークショップ
「こけ玉作り」にて参加しました。

参加者 １４日：緑育出前授業実行委員会
委員長：西郷純一（西郷農園）、生駒 順（生
駒植木㈱）、黒田晴彦（㈲美好緑化）、辰巳広
之（㈱植広園）、半田茂富（㈲半田植物園）
１５日：青年部会東日本ブロック
下記の写真左から、滝島 聡（滝島園）、持
田瑛太郎（持田植木）、矢作大介（神根葡萄
園）、高橋慎一郎（関六園）、植島春樹（植島
植木㈲）、西郷委員長、半田委員

「中国マルチローター教習・整備センター」
２０１６年１月の開設から、約４５０名の方々が教習に訪れ農業用ドローンオペ
レーターに資格認定されました。

緑育出前実行委員会みどりとふれあうフェスティバル2022参加報告

「農業用ドローン」
２０１６年からの登録台数１４０台。農薬や肥料を空中
から散布して、効率的に農作業ができます。

実施目的 協会事業として協会のピーアール、緑育、緑の普及、植木の購買に繋げる、将来の植木業界の向上
目指すことを目的。

実施内容 緑化啓発事業の協会事業として緑育委員会が実施した。
・こけ玉作り参加費３００円。開始直後、長蛇の列となったため整理券を配布し３０分で８２枚配布し、実
際に８０人の方が参加してくれた。
・緑育体験キット４個販売。
・「３６５日の誕生日の木」は人気があり、協会 PRも行った。
・パンフ４種配布 緑育、みどりにはちからがあります、身近な植木、こけ玉の作り方
・苗木の種類 こけ玉の苗木：シマトネリコ、イロハモミジ、常緑ヤマボウシ、サツキ、
ミツバツツジ、アナベル
緑育体験キットの苗：オリーブ（マンザニロ）、ハナミズキ、ブルーベリー（サンシャインブルー）

改 善 点 開始早々、長蛇の列になってしまい慌てたので、次回からは事前に整理券を用意し、１日のMAXが
スタッフ５人で８０人の参加は忙しく厳しかったので、チラシ等に参加限定数を告知し、こけ玉を作成
することが目的ではないので（あくまでもおまけ）、余裕のある時間をとり、緑育（協会の説明、植
木の力の説明）をもっと行うようにしたい。

千光寺展望台

ハスクバーター
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シリーズ 社 紹介紹紹んん

久光農園
ルポ

No.12

（福岡県小郡市） 長男の泰輔さん

奥様の壽子さんにインタビュー
「寄植工房 壽」を始めたきっかけは？

壽子さん「大量生産をするために、沢山の種を撒き、
挿し木をするのですが、規格外の小さい苗や曲がった
苗は早めに選別して取り除きます。私は同じように成
長しているのに『こっちはいい！こっちはだめ！』と、
人が決めた勝手な基準で選別することに矛盾を感じて
ました。子育て真っ最中の私には『この子はかけっこ
が出来ないからだめな子、お勉強が苦手だからだめな
子』といってるように感じたのです。
たまたま、長男はスポーツが苦手な子で大丈夫か

な？って思ってたことと、私の足が少し不自由なため
一度受けた命には、何のために生まれてきたのかきっ
と意味があると思うのです。それを植物が教えてくれ
たのです」この話を聞いて私は感銘を受けしました。
その小さい植物“すごく魅力がある子”です。スタッ
フが大事に育てた苗ですし、時々小さい命を集めては
寄せ植えを作っていました。そのうち“あなた素敵ね”
と賛同してくる方が現れ、さらに縁もあって有田焼の
鉢に植えるようになりました。結婚前は、幼稚園の先
生をしていたのですが、植木屋の娘でしたので株分け
や挿し木で増やすことも少し慣れていましたし、自分
好みに作り上げる楽しさもあります。忙しい時ほどこ
の植物たちと携わっていたいのです」

苔玉作りもされていますよね？
壽子さん「この苔も生産畑では厄介者なんです。苔が
畑の栄養を取ってしまうので排除するのですが、『こ
の苔も何かに使えないかしら？』と思い、今では苔も
栽培しています。通常の苔玉は、苔を糸でぐるぐる巻
くのですが、それも抵抗があったので糸を巻かないや
り方で苔玉を作っています」と、壽子さんの優しさが
伝わる苔玉です。

あちこちでワークショップもされているよ
うですが。

壽子さん「４月末は埼玉の ISETAN 浦和店からもオ
ファーがあり、５月の熊本の鶴屋百貨店では何度もワ
ークショップをしています。そこで色々な人に出会え
ることが嬉しくて、失敗だらけの私ですが、少しでも
植物の知識を伝えられる幸せを感じています。少しで
も若い人に植物の良さや技術を伝承していかなくては
いけないと常に思っています」壽さんからのブログか
らも心温まる言葉があふれています。

壽子さんは楽しそうですね。
壽子さん「はい！とっても！私がこうして活動のため
に外出できるのもお嫁さんのお蔭です。うちは４世代
で暮らしているのでお嫁さんにはいつも助けてもらっ
て感謝です」。

泰輔さんにインタビュー
すでに生産の方は任されているようですね？

泰輔さん「今は生産と弟の管理会社や工房の管理もし
ています。当時はデザイン的な仕事をしたかったので
すが、縁あって卒業後７年間は、東京の造園会社にお
世話になりました。庭や公園の管理、剪定、植栽工事
等ととにかく体力勝負で、体力はもちろん精神的にも
鍛え直されました。今は、どんなにキツくても『あれ
だけ頑張れたのだから』と自信に繋がっています」。

そんなに変わられたのですか？
泰輔さん「７年後に戻って会う友達は私が誰だか分か
らなかったようです。以前は青白く線の細い体形だっ
たのですが、見ての通り体形も話し方も性格も変わっ
て昔の面影がなくなりました」。と笑って話してくれ
ました。大きな頑張りが泰輔さんを内面から変えたの
でしょう。

７年間の修業は長かったですね？
泰輔さん「学ぶことが多かったですし、社長を始めよ
くして頂いたので、ケジメを付けて帰ろうと思ったら
７年が経ってました。その社長から学んだ経営論が、
私の祖父の教えと同じでした。祖父が亡くなる３日前
に病室に呼ばれて長いこと話しました。経営のこと、
地域のこと、今後どうするべきか等。今はその遺言の
ような言葉を頭に置きながら行動しています」と話す
言葉は重みがありました。

休日の趣味などは？ブログのお子さんは
泰輔さんとそっくりですね？

泰輔さん「はい。妻と私の子供の時の顔がそっくりな
ので、息子もそっくりです（笑）。週末はよく子供と
工作したり、マイクラフトをレゴで再現したり、家の
機械類も修理したり部屋の改築もしました。手先が器
用でモノ作りが好きなのは父の影響でしょうね」。

嘉徳さんにインタビュー
最後に社長の嘉徳さんにお話を伺います。
どのような生産を？

嘉徳さん「うちは、もともと米や野菜農家でしたが、
父が植木と芝生を作り始めました。当時の小郡周辺で
は芝生の生産者は２０軒程ありましたが現在は３軒程で
す。需要に供給が追いつかず、生産を増やしたいので
すが、この辺の土地は高いので採算が合わないです
し、夏場は出荷で２、３日積み上げていると蒸れて芝
が傷んでしまうので冷蔵庫に保管しなければなりませ
ん。芝生の値段が上がって儲かれば、跡継ぎが出来て
生産社として生き残れるのでしょうが現実は厳しいで
す。
都会は緑が少ないから都市緑化や壁面緑化等が進ん
でますが、地方は自然の緑も残ってますので、緑化啓
発事業は少ない現状です」。

緑は大切なのに、緑化が進まないのは問題
ですね？

嘉徳さん「ここ筑後地区は植木の４大生産地の一つ
で、昔はハゼロウのロウを採るハゼの栽培が盛んでし
た。ハゼは接ぎ木をしないと実がならないので、接ぎ
木技術が発展して次第に果樹や緑化苗生産へと進展し
ました。社会情勢上、植木屋さんが減少するのは仕方
ないことですが、根本的な植木技術の伝承や職人さん
がいなくなることが一番問題だと思っています」。

緑の機能性研究所を設立してアロマを作ら
れたきっかけは？

嘉徳さん「この緑化樹生産の危機をどうにか脱出する
ために、違う形であっても樹木生産が継続できるやり
方を考えたのが樹木の機能性です。エンザイ緑販の福
島明裕さんと（一社）緑の機能性研究所を立ち上げ、
彼の蒸留器で植木から抽出した樹木のアロマ作りを一
緒に始めました。今は１２種類の樹木を使用しています
が、今後は筑後川流域を香りの街にしていきたいと
思っています」。

どんなオイルですか？
嘉徳さん「体に触れるものですから私たちが作った植
木の緑１００％オイル商品にこだわっています。アロマ
の香りは、癒しや健康を与えてくれる大切なものだと
再確認しました。アロマ関係の方は女性が多く、女性
のパワーやバイタリティに一番驚きました。『男性社
会の植木屋さんも頑張らいかんよ‼』と思います」。

植木屋さんも女性が増えてほしいですね。
嘉徳さん「植木業界に女性が７、８割居てもいいと思
います。私もですが、男性は植木を商品だと思ってし
まう傾向があります。妻が感じるように『植木を可愛
い、きれい』と思う感覚が大事で、まず植木を好きに
なるべきですね」。

植木屋さんの若者に言いたいことは？
嘉徳さん「若い人には広い視野を持つことが大切で
す。そのために土壌、木の病気、経済状況等の勉強を
して、植木屋さんという名称に恥じないよう栽培の技
術も勉強して欲しいです。そして若いパワーでああし
たいこうしたいと、他業種も含めて建設的な意見を出
して植木業界を引っ張って欲しいです。期待していま
す」と、最後に若い植木屋さんへの大切なお話を伺い
ました。
後日、商品の一部の精油・マスクスプレー、ハンド
ソープ等を送って頂き、協会で使用させて頂きまし
た。自然な樹木の香りがする素敵な品々でした。

福島明裕さん（エ
ンザイ緑販㈲）の
蒸留器で緑１００%
の精油をつくって
います。

アロマオイルの元にな
るギンバイカ

協会に送ってくれたア
ロマの商品。ふるさと
納税でも販売。協会会
議室に置いてあります
ので、皆さんもどうぞ
使用してみてくださ
い。素敵な香りです。

奥
様
の
久
光
壽
子

さ
ん

Ｉ
Ｓ
Ｅ
Ｔ

Ａ
Ｎ
浦
和
店
（
埼

玉
県
）
に
て

沢
山
の
芝
を
積
ん
で
納
品

久
光
庭
園
の

次
男
の
貴
裕
さ
ん

社長の久光嘉徳さん

今回は久光農園の社長嘉徳さん、奥様の壽子さん、長男の泰輔さんに
Zoomでインタビューして、壽子さんの「寄植工房 壽」が埼玉県の
ISETANに出店のために車で付き添った優しい次男の貴裕さんにもお会
いできました。家族それぞれが“緑に携わる仕事”をして、緑で繋がっ
ている素敵な久光さんファミリーをご紹介します。

百貨店にて展示

「寄植工房 壽」の園芸教室にて
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害
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京
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辺
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植
木
類
に
加
害
す
る
外
来
病
害
虫
・
東
京
周
辺
の
事
例
⑧

樹
木
医

小  

林　
　

明

特
集

花菖蒲
Iris ensata

花菖蒲の原種であるノハナショウブは、桜と共に日本の稲作農耕文化の最も大切な指標植物であった
と考えられます。
当園では、大きく分けて、江戸系・伊勢系・肥後系の３系統の花菖蒲を栽培しています。
さまざまな古典園芸植物がありますが、中国原産が多い中、日本の山野に自生しているアヤメ科の多
年草のノハナショウブを原種として改良され、独自に発展したものが花菖蒲と言われています。その改
良の歴史は５００年にも渡り、盛んであった時期は江戸時代とされております。その品種はなんと５，０００種
とも言われています。
アヤメは、丘に、カキツバタは、水辺で生育しますが、花菖蒲は、田んぼのあぜ道の様な水に浸るか、
浸らないかの程度の場所を非常に好みます。露地植えしますと、２～３年ごとに株分けをしないと花が
小さくなり、いずれは絶えてしまいます。とても手間のかかる植物ですが、日本の初夏を彩る、我が国
の原風景には欠かせない代表的な園芸植物です。

【
令
和
に
再
発
見
】

今
年
の
３
月
に
日
本
樹
木
医

会
東
京
都
支
部
の
研
修
に
参
加

し
、（
国
研
）森
林
総
合
研
究
所

の
講
師
か
ら
「
外
来
カ
ミ
キ
リ

虫
」
の
講
義
を
受
け
ま
し
た
。

そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
カ
ミ
キ
リ

虫
の
一
つ
が
ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ
ダ

ラ
カ
ミ
キ
リ
で
す
。
今
回
は
、

そ
の
講
義
内
容
と
環
境
省
の
資

料
に
基
づ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

国
内
で
は
２０
世
紀
初
頭
に
九

州
の
南
西
諸
島
で
確
認
と
い
う

記
録
が
あ
り
、
ほ
ぼ
１
世
紀
後

の
２
０
０
２
年
、
横
浜
市
内
の

街
路
樹
の
ア
キ
ニ
レ
で
発
生
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
横
浜
市
内

で
は
防
除
に
取
り
組
み
、

２
０
０
５
年
以
降
は
確
認
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
根
絶
し
た
と
思

わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

２
０
２
０
年
に
兵
庫
県
で
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
侵
入
経
路
は
特

定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
輸

入
樹
木
や
輸
入
品
に
使
わ
れ
る

木
製
の
梱
包
材
、
木
製
品
な
ど

に
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
関
東
地
方
で
は
茨
城

県
と
埼
玉
県
、
他

の
地
方
で
は
宮
城

県
や
福
島
県
、
富

山
県
、
愛
知
県
、

山
口
県
で
見
つ
か

り
、
広
範
な
地
域

に
生
息
を
拡
げ
て

い
ま
す
。

こ
の
カ
ミ
キ
リ
虫
は
、
国
際

自
然
保
護
連
合
（
I
U
C
N
）

に
よ
る
「
世
界
ワ
ー
ス
ト
外
来

種
１
０
０
」
の
一
種
で
す
。
こ

の
１
０
０
種
に
は
、
ク
マ
ネ
ズ

ミ
や
ウ
シ
ガ
エ
ル
、
コ
イ
、
マ

イ
マ
イ
ガ
な
ど
、
な
じ
み
の
あ

る
種
類
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

名
前
は
よ
く
見
か
け
る
在
来

種
の
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
に
、

見
か
け
上
の
特
徴
を
示
す
「
ツ

ヤ
ハ
ダ
」
が
付
い
た
も
の
で
、

形
態
が
よ
く
似
て
い
ま
す
（
写

真
１
）。

【
被
害
を
受
け
る
樹
種
と
被
害

の
特
徴
】

こ
れ
ま
で
、
ア
キ
ニ
レ
や
カ

ツ
ラ
、
シ
ラ
カ
ン
バ
、
ト
チ
ノ

キ
、
ヤ
ナ
ギ
類
な
ど
の
落
葉
広

葉
樹
の
成
木
で
、
街
路
樹
や
植

林
地
で
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す（
写
真
２
、
３
）。
今
後
、

主
に
落
葉
広
葉
樹
類
を
主
体

に
、
他
の
樹
種
へ
の
拡
が
り
が

懸
念
さ
れ
、
圃
場
で
育
成
し
て

い
る
苗
木
に
も
被
害
が
及
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
カ
ミ
キ
リ
虫
が
侵
入
し

た
こ
と
に
よ
る
被
害
の
特
徴

は
、
樹
冠
上
部
の
枝
か
ら
衰
弱

し
て
枯
枝
が
目
立
ち
始
め
る
と

い
う
こ
と
で
す
。ま
た
、成
虫
が

脱
出
す
る
と
き
の
孔
は
、
ほ
ぼ

円
形
で
径
１
㎝
内
外
、
複
数
が

散
在
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
分
類
と
生
態
】

ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ

リ
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
科
に
属

し
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
に

自
然
分
布
し
て
い
ま
す
。

成
虫
の
体
長
は
２０
〜
３５
㎜
で

ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
と
ほ
ぼ
同

じ
で
す
。
見
か
け
も
よ
く
似
て

い
ま
す
が
、
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ

リ
に
比
べ
る
と
、
名
前
に
あ
る

よ
う
に
翅
の
黒
が
つ
や
つ
や
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゴ
マ
ダ
ラ

カ
ミ
キ
リ
は
首
に
当
た
る
部
分

に
淡
い
白
色
の
星
の
よ
う
な
斑

点
が
２
つ
あ
る
の
に
対
し
、
黒

一
色
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら

に
、
肩
に
当
た
る
部
分
が
つ
る

つ
る
し
て
い
る
こ
と
も
区
別
点

で
す
。

成
虫
は
５
〜
１０
月
に
現
れ
、

雌
が
幹
に
穴
を
あ
け
て
産
卵

し
、
そ
の
後
、
幼
虫
が
材
に
食

害
を
与
え
ま
す
。
雌
は
複
数
の

雄
と
交
尾
し
、
そ
の
た
び
に
産

卵
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
防
除
】

ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
と
と
も

に
見
つ
け
た
ら
捕
殺
し
ま
し
ょ

う
。
特
徴
か
ら
ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ

ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
か
と
疑
わ
れ
た

ら
、
最
寄
り
の
防
除
所
や
農
業

セ
ン
タ
ー
な
ど
に
問
い
合
わ

せ
、
こ
の
カ
ミ
キ
リ
虫
と
判
断

さ
れ
た
ら
近
く
の
お
仲
間
に
も

知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

伐
倒
す
る
場
合
は
、
根
株
、

枝
葉
を
含
め
て
細
か
く
粉
砕
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
根
株
を

残
す
場
合
は
脱
出
を
防
ぐ
た
め

の
被
覆
を
行
い
ま
す
。

適
用
が
あ
る
農
薬
に
は
、
カ

ミ
キ
リ
類
と
し
て
使
用
で
き
る

Ｍ
Ｅ
Ｐ
剤
が
あ
り
ま
す
。
樹
冠

全
体
に
散
布
す
る
場
合
は
、
成

虫
の
発
生
初
期
と
中
期
、
後
期

の
そ
れ
ぞ
れ
に
行
い
ま
す
。
幹

の
孔
に
施
用
で
き
る
薬
品
に
は

「
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
」が
あ
り
ま
す
。

※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。

遠山烏

青海

夜の調

霓の色

全景

写真２：アキニレの脱出痕

安積の関

清少納言

明石潟

露空晴

神代の昔

日の丸二号

利根川

日本列島植木植物園 ナショナルプランツ コレクション※

問高橋 慶治 ㈲染谷植物園 ☎０４８‐６８４‐６５３０

山路の錦

殿上人

愛知の輝

写真１：ゴマダラカミキリ（左）とツヤハダ
ゴマダラカミキリ（右）いずれもオス 在来
種は首にうっすらした白星が２つあり、肩の
部分にぶつぶつがたくさんある。ツヤハダゴ
マダラカミキリはつやつやしている。

花車

鶴ヶ城

ステップルドリップル

写真３：カツラの産卵痕
写真はいずれも（国研）森林総合研
究所の砂村 栄力様の提供です。
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（一財）自然公園財団 専務理事 鳥 居 敏 男

連載「自然に想う」 ◆プロフィール
1961（昭和36）年生　1984年環境庁（当
時）入庁。上信越高原、瀬戸内海、釧路湿
原、知床などの国立公園の現場管理に携
わる。本省国立公園課長、自然環境計画課
長などを経て、自然環境局長を最後に2021
年退職。

㈱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

さて今回のテーマは野生生物にまつわるお話です。テレビでも野生生物を取り
挙げた番組は人気がありますね。それでは法律や行政は今日まで野生生物をどの
ように取り扱ってきたのでしょうか。

１．狩猟から始まった鳥獣行政
野生生物を対象とした法制度は、その生き物が人間にとってどのような関係性
を持つかという視点から構築されます。明治以前は仏教の影響もあり、庶民が頻
繁に野生鳥獣を食べる習慣はありませんでした。しかし明治期に入り西洋の食文
化が移入されると狩猟が盛んになります。鳥獣は食料としてだけでなく、皮革や
羽毛、医薬品などとしても有用です。そこで鳥獣の乱獲を抑制し、持続可能な形
で繁殖させることを目的として、明治２８（１８９５）年に「狩猟法」が制定され、狩
猟が出来る時期や保護を図る鳥獣が定められました。その後も数度にわたる法改
正を経て、昭和３８（１９６３）年に「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」が制定され、現
在の法制度の基礎が築かれました。
しかし日本産のカワウソのように乱獲や生息環境の悪化により姿を消してし
まった鳥獣もいます。その一方で、シカやイノシシなどは全国的に生息数が増加
し（図１参照）、農林業や生態系への被害が各地で深刻化しています。また近年
はクマが人里に現れて人身被害に至るケースも多発しています。狩猟者数の減
少、餌場や隠れ場となる耕作放棄地の増大、地球温暖化による少雪などがその要
因と言われています。
一口に「鳥獣」と言ってもその種類や地域によって、生息状況はまちまちであり、

保護が必要なのか、捕獲を進め数や密度を抑制していくのかなどきめ細かい対応
が必要です。しかし現場における鳥獣管理の担い手不足が大きな課題となってお
り、今後そのような対策にあたる人材の育成が急務となっています（図２参照）。

２．希少野生生物、外来生物への対応
著しく減少した鳥獣の保護は明治の頃から意識されていましたが、鳥獣以外の
動物や植物についても、人間の都合で種を絶滅させることへの倫理的罪悪感は普
遍的なものと言って良いでしょう。生き物に関する調査が進むにつれ、従来は身
近な生き物であったメダカやウナギまでもが絶滅の危機に瀕していることが分
かってきました。環境省が作成するレッドリストに掲載された絶滅の恐れのある
野生生物は、実に３,７００種あまりになっています。人間の社会経済活動が活発化
して野生生物の住処を奪ってきた結果がこの数字に表れていると言えます。その
一方で、ある特定の種が絶滅しても私たちにどのような影響があるのかが分かり
づらく、なかなか自分事として捉えきれないのも実情でしょう。生態系は様々な
生き物によって形づくられており、その中のひとつの種が欠けても大きな影響は
ないかもしれません。しかしそれが２種、３種と増えていったとき、想定外の反
応（例えばある害虫が大繁殖するなど）が生じて私たちの暮らしに甚大な影響を
及ぼす恐れがあります。そのような事態を避けるため、人為的な要因による種の
絶滅を極力避ける必要があるのです。
平成４（１９９２）年に「種の保存法」が制定され、絶滅の恐れのある野生動植物

の捕獲や採取、譲渡などが原則禁止となりました。また一部の種では保護増殖の
ための事業が行われ、トキやアホウドリなど生息数が回復に転じた種もありま
す。しかしまだ多くの種で絶滅の危機が増加しています。その原因の一つが外来
種です。本来そこにいなかった生物が他の地域から持ち込まれ、在来の生物を捕
食したり駆逐したりする種です。特に生態系や人の生命・身体、一次産業に悪影
響を及ぼすものとして「外来生物法」に基づき特定外来生物に指定されているも
のは、現在１５０種以上あります。桜などの樹木に被害を及ぼすクビアカツヤカミ
キリ（写真参照）は、読者のみなさんにも大きく関わる特定外来生物ですね。一
旦国内に入って生息域が拡大してしまうと根絶させるのは非常に困難で、いかに
水際で食い止めるかが鍵となっています。
絶滅の恐れのある生き物が数多くある一方で、増えすぎたり、外からやって来
て被害を及ぼす生き物もい
ます。さらに近年では、一
部の動物が様々な感染症を
媒介することへの懸念も高
まっています。このような
課題への対処としては、対
象となる生き物を種や個体
として捉えるだけでは不十
分で、その生き物が生息・
生育する生態系の健全性を
確保していくことが重要で
す。これはきっと植木の管
理にも共通することなので
はないでしょうか。

クビアカツヤカミキリ 右：雌、左：雄、１目盛は１㎜
環境省提供

環境省資料

図２ 都道府県における専門的知見を有する職員の配置状況

環境省資料

図１-①ニホンジカ（本州以南）の推定個体の推移

図１-②イノシシの推定個体の推移
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アスナロとヒメアスナロ特集　
緑化通信２０２０年４月号で、ボックスウッドの学名について投稿させていただ
きましたが、今回はヒメアスナロについて私見を述べさせていただきたいと思
います。
ヒメアスナロは「アスナロの矮性種で主幹が立ち上がらないので、樹林下の
植栽に適し、寄せ植えや生垣に適している」という解説が一般的です。協会が
編集協力した『緑化樹木ガイドブック』にも、アスナロの頁にヒメアスナロに
ついてそのような記述があります。
造園・緑化樹木の図鑑をいくつか調べてみましたが、記述に多少の幅がある
もののほとんど同様な記述になっています。その中で上原先生の『樹木大図説
（有明書房）』に気になる記述がありました。それは「アスナロの下枝を挿すと
この形（ヒメアスナロのこと）になるものが多い」という記述です。また、ア
スナロの記述でヒメアスナロを指しているわけではありませんが『植物の世界
（朝日新聞社）』には、「普通は高さ３０㍍の高木だが、耐陰性が高く、林床で下
垂した枝から発根して低木状に密生することがある」という、まさにヒメアス
ナロの特性を解説しているような記述もあります。
ついでに弊社のヒメアスナロの樹名札の記述はというと、「アスナロの変種

です。樹高は低く、幅広の葉が群生した姿が魅力です」となっています。
ではなぜこのアスナロとヒメアスナロについて私見を述べようと思ったかに
ついて説明したいと思います。その訳は、協会会員でおなじみの小田原植木さ
んの苗圃を見学させていただいた時のことです。小田原植木さんは日本列島植
木植物園の会員になっておられることから、弊社の樹名札をたくさん設置して
いただいていますが、伺ったのが１２月だったこともあり落葉樹がほとんど葉を
落としている中に、樹高６～７ｍの針葉樹特有の先のとがった細長い樹形の樹
木が目に入りました。近づいて樹名札を確認したところ『ヒメアスナロ』となっ
ているではありませんか。これまでの知識では『ヒメアスナロ』は、冒頭の部
分で記述したように「矮性種で主幹が立ち上がらないので、樹林下の植栽に適
し、寄せ植えや生垣に適している」というものでした。
その高木状のヒメアスナロの葉を確認したところ、ところどころに白い斑が
入っている（写真参照）ことから、『フイリヒメアスナロ』の名前で流通して
いる樹木のようです。この樹高６～７mの『フイリヒメアスナロ』は、どう見
ても多くの造園・緑化樹木図鑑に掲載されている「樹高は１m程度」というヒ
メアスナロの記述から逸脱していて、『フイリアスナロ』状態です。
ここで学名について見てみますと、アスナロの学名は『Thujopsis

dolabrata』です。ヒメアスナロの学名はというと、記載のある大部分の図鑑
では『Thujopsis dolabrata var. nana』となっています。アスナロ（Thujopsis
dolabrata）の小さい変種（var. nana）ということになるのでしょうが、この
樹木はどう見ても『小さい変種』というには無理があるような気がしました。
他の樹木に同じような事例が無いか見てみると、例えば、イチイとキャラボ
クの関係があります。イチイ『Taxus cuspidata』は高木で樹高１５～２０m程度
になります。キャラボク『Taxus cuspidata var. nana』はというと、低木で
高さ１～３m程度で主幹ははっきりせず、地面を這うことが多いとなっていま
す。イチイは幹立ちですが、キャラボクは日本海側の山地に自生が知られてお
り、年数がたっても幹立ちせず低木のままなのでイチイの変種扱いで、『小さ
い変種』となっていることにも納得します。
ほかには、サワラの品種にヒヨクヒバがありますが、黄金葉で芯が立って幹
立ちの高木状態のものをオウゴンヒヨクヒバ『Chamaecyparis pisifera
‘Filifera Aurea’』と呼びますが、グラウンド カバー プランツ（GCP）として多
く使われているサワラのフィリフェラ オーレアの学名は『Chamaecyparis
pisifera ‘Filifera Aurea’』でオウゴンヒヨクヒバと同じです。オウゴンヒヨクヒ
バの品種名をそのまま読んでカタカナ表記したものです。樹形に大きな違いが
ありますが、樹木としては同じものなのでフィリフェラ オーレアを刈り込ま
ずに伸びるに任せておくと、やがて芯が立って幹立ちとなりオウゴンヒヨクヒ
バになります。
これらのことを考えると、アスナロとヒメアスナロの関係は、オウゴンヒヨ
クヒバと GCP のフィリフェラ オーレアと同じ関係で、幼年期をヒメアスナロ
の低木状で過ごし、年数がたって芯が立ってくると幹立ちのアスナロになるの
ではないでしょうか。それであれば、植物としては同じものであることから、
ヒメアスナロの名前は止めて、アスナロとして一つにしてしまうのが正しいよ
うに思われます。
アスナロは生長が遅いことから、なかなか芯が立たず、低木状の期間が長い
ので、その状態のアスナロをヒメアスナロの名前で売りたいということであれ
ば、GCP の‘フィリフェラ オーレア’のように、変種ではなく品種扱いとし
て流通させることではいかがでしょうか。その場合の学名は『Thujopsis
dolabrata ‘Nana’』あるいは『Thujopsis dolabrata ‘Variegata’』となると思いま
すがいかがでしょうか。
皆さんのご意見をお待ちしています。

高木状となった小田原植木さんのフイリヒメアスナロ

イチイ

‘フィリフェラ オーレア’（低木状のオウゴンヒヨクヒバ）

株式会社 アスコット
若 林 芳 樹

フイリヒメアスナロと呼ばれている低木

フイリヒメアスナロと呼ばれている低木の葉

オウゴンヒヨクヒバ

アスナロ

若木のうちから幹立ちしているフイリヒメアスナロ

キャラボク
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素描挿話。
～すてきな花達に魅せられて

⑪ノアザミ
小岩井農牧㈱（岩手県）　

たる  さわ ただし

足 澤　匡

teatime

お知らせ

アザミにはトゲがある。植物がお好きな方なら、誰でも知っていますよね。
綺麗な花にはトゲがある。綺麗な花だと思い、手を差し伸べると痛い思いをす
るので、「欺く」→「あざむ」→「アザミ」という語源の一説もあります。ま
た、スコットランドでは、アザミのトゲが外敵から守った？という理由から、
スコットランドの国花となり、高貴な紋章としても使われているそうです。
日本にはアザミの仲間が１００種類以上あるそうですが、岩手県では、ノアザ
ミ、サワアザミ、ノハラアザミ、ナンブアザミ、キタカミアザミ、マツシマア
ザミ、モリアザミなどが見られ、さらに地域種、雑種があり・・・同定はとて
も難しいのです。その中で、「ノアザミ Cirsium japonicum」は、花の下側に

ある総苞（そうほう）がべた付く特徴を持っていますから、判別し易いのです。また、アザミはなんとなく夏の花の
ようなイメージがありますが、ノアザミは春から夏まで咲きますので、春に花茎をすーっと伸ばし、涼し気に風に揺
れて咲くアザミを見たら、総苞を触ってみて下さい。べたべた・・・。しかし、触ってはいけないアザミもあります。
最近、都内でも多く見られる「アメリカオニアザミ C. vulgare」です。名前とは異なり、欧州原産の一・二年草で、
牧草地の雑草として広がっていますが、総苞にもトゲがあり、除草するにも苦労します。
ちなみに、野菜の「ゴボウ」はアザミの仲間、ってある人に教わりましたが、アザミの仲間ではありません。同じ
キク科なので、花は似ていますが・・・。ただ、山菜の「ヤマゴボウ」とは、「モリアザミ C. dipsacolepis」の根を
指すそうです。
また、アザミのトゲは、葉の鋸歯の先がトゲ状に変異しています。ヒイラギやヒイラギナンテンも同様ですが、ボ
ケやザクロのトゲは枝が変異しました。カラタチやニセアカシアは托葉（たくよう）、ハリギリは幹の皮目（ひもく）、
バラやタラノキは皮目だけでは飽き足らず、葉の葉柄（ようへい）や葉軸（ようじく）にまで・・・。でも、なぜか
老木になるとトゲは無くなり、人間も歳を取ると丸くなる、みたいな・・・私は、いつまでもトゲを無くさないよう
にしたいと思っていますが・・・、面白いですね。興味は尽きませんね。だから、楽しいです。

ちょっと一息、ほっこり出来るような記事を募集しています。是非お送り下さい。

まずは西日本最高峰の石鎚山（天狗岳１９８２ｍ）です。
手前の熊笹が生茂った笹原は、瓶ヶ森といいます。この瓶ヶ森からの石鎚山
を背景とした景観は山脈随一といわれています。またここは石鎚などの山並み
を眺めながら登山できる人気スポットでもあります。私も妻と若かりし頃、登っ
た思い出があります。
石鎚山は古くは石土山と呼ばれていたともいわれ、今も多くの信者が登拝し
ています。４月ごろまで雪が残ります。この絵は夏です。

次に弊社事務所に近い瀬戸内海の来島海峡です。
エーゲ海よりも美しい多島海景の自然美と、世界初の三連つり橋である雄大
な来島海峡大橋の人工美とが織り成す絶景を描きました。
日本三大急潮のひとつ「来島海峡」は、潮流間近で体験するクルーズもあり
ます。また来島海峡大橋は、サイクリングの聖地と言われている他、歩いて渡
ることもできます。
ぜひ一度いらしてみてはいかがでしょうか。

「環境緑化樹木識別検定試験」実施のお知らせ
環境緑化樹木識別検定試験は、みどり豊かな環境形
成に重要な樹木１００種類の名前を正しく識別する検定
です。
１．日時・場所 令和４年７月９日㈯ １３：００～１５：００
東京都大田区南蒲田１‐２０‐２０ 大田区産業プラザ PIO

２．受験料 一般：８，０００円、学生：４，０００円
３．申込締切 令和４年６月３０日㈭
４．造園 CPDプログラム認定 申請中

令和４年度 都道府県別供給可能量調査 開始
全支部の提出に向けご協力をお願いします。
調査期間：令和４年７月１日㈮～７月３１日㈰

※６月下旬に入力用システム搭載の CDを支部長及び
各支部の IT 委員にお送りします。
※調査結果は官公庁及び造園関係団体に CD配布し、
協会ホームページでも公開し、材料調達時の参考にし
ていただいています。

令和４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。全社園様の提出に向けご協力をお願いしま
す。
調査期間：令和４年６月２５日㈯～７月２０日㈬

①協会ホームページの会員ページにログインし、ID
とパスワードを入力し、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データを入力。③入
力完了後アップロード送信。
別紙「入力マニュアル」を同封します。

生産数量調査代行入力について
生産数量調査について、エィコスに代行入力をお願

いすることも可能です。代行入力は有償で約７０円／
件、及び結果資料の送付料金等となります。希望され
る方は、下記にご連絡下さい。エィコス 大畠 寿裕
（Tel）０４５‐３０９‐００１８（Mail）sp_ohata@daiary.ocn.ne.jp
（作業方法）
入力シートをお送りしますと見積りが着き、了承い
ただいてから作業をし結果をお送りします。ご確認頂
いた結果を調査入力結果とします。

コンテナ部会 勉強会
「一次産業へのロボット導入事例にみる植木の未来」
ロボットビジネスのコンサルティングを手掛ける㈱
MOGITATe の北河博康氏をお招きし、ロボットによる
省力化の勉強会を開催します。勉強会は会場とWeb
のハイブリッド形式で行います。
１．日時・場所 令和４年７月２０日㈬ １５：００～１７：００

東京都港区赤坂２‐１４‐３２赤坂２・１４プラザビル
３階 赤坂サンスカイルーム
Web参加希望の方は別途ID・PWをお知らせします

２．定員 ３０名（先着順）
３．参加費 コンテナ部会員は無料、協会員他は１，０００円
４．申込締切 ７月１０日㈰

令和４年度 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、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います。
１．日時：令和４年８月２５日㈭～２７日㈯
２．内容：
①年目「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
②年目「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
③年目「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
各クラスとも事前・事後ビデオ講習あり。

３．講師：植生学の専門家の先生方で実施いたします。
４．開催場所：なかのビレジ

（群馬県利根郡川場村中野６２６）
５．受講料：協会員６０，０００円 協会員以外６５，０００円

（７月１５日までの早期お申込みの方は６３，０００円）
（受講料は税込価格、研修費・宿泊費等を含みます）

秋の視察研修会（浜北・静岡県）開催のご案内
日本列島植木植物園運営委員会
日時 ２０２２年９月２８日㈬～２９日㈭
場所 浜北・静岡県方面（視察圃場園は予定）

９／２８ ㈲伸松園ほか、浜名湖ガーデンパーク
（２００４浜名湖花博跡地）

９／２９ ㈱山佐の庭、若松園ほか
集合 ９／２８ 浜松駅 １３時集合
解散 ９／２９ 浜松駅 １４時解散
参加費 ４，０００円 保険料など
宿泊費 ８，６００円程度／一人
宿泊先 ホテルルートイン浜松駅東
締切り ２０２２年８月２５日㈭（最低１５名決行）
※詳細は視察ご案内（申込み書）
問合わせ：協会事務局 ☎０３‐３５８６‐７３６１

会員動向
メールアドレス変更
�㈱植広園（兵庫県）
()新 tr.farm.on@outlook.jp
�㈲福岡緑化情報センター（福岡県）
()新 keisukefj３mdfk@zd６.so-net.ne.jp
訃 報

�飯田とし様（飯田耕一氏のご母堂様）
㈱飯田（千葉県） 令和４年６月５日没 享年９２歳
�井上進様（井上致伸氏のご尊父様）
井上青華園（熊本県） 令和４年４月１４日没

シリーズ

岩手県宮古市区界峠にて

今回は地元の風光明媚な山と海を
描きました。

丹下 幸雄
㈱瀬戸内園芸センター（愛媛県）
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