
編
集
後
記

平
成
２
９
年
６
月
２
５
日
発
行
「
第
３
９
期
・
園
芸
学
科

通
信
第
９
号
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
月
は
、
有
名
な
お
寺
（
清
岸
寺
と
清
凉
寺
）
で
校
外
学

習
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
庭
園
の
剪
定
や
樹
木
の
管

理
、
ま
た
、
心
静
か
に
「
坐
禅
と
写
経
」
の
体
験
を
行
う
こ

と
が
で
き
、
そ
の
体
験
を
掲
載
し
ま
し
た
。
滋
賀
県
の
文
化

財
で
あ
る
「
富
田
の
人
形
浄
瑠
璃
」
地
元
に
居
な
が
ら
初
め

て
鑑
賞
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
初
め
て
体
験
す
る
社

寺
に
行
き
、
新
し
い
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
有

意
義
な
日
々
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
佳
）

滋賀県レイカディア大学・米原校
園芸学科情報委員会 発行

６
月
に
入
り
、
梅
雨
入
り
宣
言
が
出
た
こ
の

時
期
、
後
期
選
択
講
座
と
し
て
校
外
学
習
が
実

施
さ
れ
受
講
し
ま
し
た
。

今
回
の
講
座
は
、
米
原
市
米
原
に
あ
る
「
吸

湖
山
青
岸
寺
」
に
お
い
て
郷
土
の
庭
園
鑑
賞
と

管
理
実
習
を
学
び
ま
し
た
。

先
月
受
講
し
た
校
外
学
習
（
現
地
見
学
研

修
）
「
多
賀
大
社
・
胡
宮
神
社
・
西
明
寺
」
で

は
、
北
村
正
隆
講
師
と
共
に
現
地
を
訪
れ
、
庭

園
の
管
理
状
況
や
樹
木
の
剪
定
状
況
な
ど
を
鑑

賞
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
建
物
や
庭
園
の
年

代
や
、
何
時
ご
ろ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

に
建
て
ら
れ
作
庭
さ
れ
た
の
か
な
ど
の
説
明
を

聞
き
、
こ
の
建
物
や
庭
園
が
、
い
か
な
る
歴
史

を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
を
学
び
ま
し
た
。

今
月
は
、
庭
園
鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
管
理
実

習
を
兼
ね
て
の
受
講
で
し
た
。

郎
助
の
謚
（
お
く
り
名
）
「
青
岸
宗
天
」
を
以

て
青
岸
寺
と
し
た
。
庭
園
に
つ
い
て
は
、
永
宝

6
年
（
一
六
七
八
）
楽
々
園
の
作
者
・
香
取
氏

に
よ
り
完
成
し
た
。
庭
園
の
見
ど
こ
ろ
に
つ
い

て
は
、
①
石
組
み
が
多
い

②
水
を
現
す
の
に

苔
が
用
い
ら
れ
て
い
る

③
園
内
に
回
遊
式
の

園
路
が
巡
っ
て
い
る

④
和
洋
折
衷
の
寄
せ
灯

篭

⑤
降
り
井
戸
形
式
の
つ
く
ば
い

等
が
鑑

賞
さ
れ
る
』
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る
青
岸
寺
の
庭
園
の
管

理
に
携
わ
れ
る
こ
と
に
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
作

業
に
従
事
し
ま
し
た
。
点
呼
の
後
、
北
村
講
師

か
ら
庭
園
管
理
や
剪
定
実
習
に
つ
い
て
の
説
明

や
注
意
事
項
を
受
け
、
受
講
生
を
四
班
に
分
け

た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
行
き
剪
定
等
の

実
習
を
行
い
ま
し
た

六
月
二
十
日
の
選
択
講
座
は
、
「
お
い
し
い

果
樹
の
育
て
方
・
病
虫
害
駆
除
と
対
策
の
ポ
イ

ン
ト
」
と
題
し
て
文
化
産
業
交
流
会
館
、
第
２

会
議
室
で
受
講
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
松
原
治
夫
氏
の
講
義
で
、
果
樹
栽

培
の
基
本
で
あ
る
、
お
い
し
い
果
樹
を
育
て
る

に
は
、
病
中
害
に
対
す
る
対
策
を
ど
う
す
れ
ば

良
い
か
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
ま
し
た
。

前
回
の
講
義
は
、
果
樹
の
苗
選
び
や
植
え
付

け
、
施
肥
、
潅
水
な
ど
管
理
の
仕
方
を
学
び
ま

し
た
が
。
今
回
は
、
果
樹
が
成
長
し
果
実
を
実

ら
せ
る
た
め
に
は
生
育
途
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
障

害
が
発
生
し
ま
す
。
病
気
や
害
虫
の
発
生
を
抑

え
る
こ
と
も
重
要
な
作
業
の
一
つ
で
す
。

こ
の
講
座
内
容
は
、
事
前
に
購
入
し
た
テ
キ

ス
ト
「
プ
ロ
が
教
え
る
、
お
い
し
い
果
樹
の
育

て
方
」
を
使
用
し
て
病
虫
害
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

と
は
何
か
を
学
び
ま
し
た
。

ま
ず
、
害
虫
に
つ
い
て
で
し
た
。
害
虫
は
、

主
に
「
葉
を
害
す
る
虫
」
「
幹
や
枝
を
害
す
る

虫
」
そ
し
て
「
果
実
を
害
す
る
虫
」
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
害
虫
は
見
れ
ば
比
較
的
わ
か
り
や
す

い
の
で
発
見
し
た
ら
確
実
に
取
り
除
く
こ
と
が

基
本
で
す
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
個
々
の

害
虫
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

①
ア
ブ
ラ
ム
シ
・
・
・
ほ
と
ん
ど
の
果
樹
に

取
り
つ
き
、
葉
や
枝
に
大
量
に
発
生
し
て

樹
液
を
吸
い
成
長
を
止
め
る
。
病
気
の
媒

介
を
す
る
の
で
、
ブ
ラ
シ
で
こ
す
り
取
る

か
、
被
害
部
分
を
取
り
除
く
。

②
イ
ラ
ガ
類
・
・
・
梅
、
柿
、
ブ
ル
ー
ベ
リ

ー
等
、
葉
裏
に
潜
み
葉
を
食
害
す
る
。
幼

虫
に
は
毒
が
あ
る
の
で
枝
ご
と
取
り
除
く

こ
と
や
冬
場
に
白
っ
ぽ
い
楕
円
の
球
体
に

縞
模
様
の
繭
を
作
る
の
で
つ
ぶ
す
こ
と
で

駆
除
す
る

③
ケ
ム
シ
、
ア
オ
ム
シ
類
・
・
・
多
く
の
果

樹
に
取
り
つ
き
、
葉
を
食
害
す
る
。
柑
橘

類
に
つ
く
ア
ゲ
ハ
類
、
リ
ン
ゴ
な
ど
に
は

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
な
ど
、
見
つ
け
た

ら
取
り
除
く
が
毒
を
持
っ
て
い
る
も
の
も

あ
り
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
、
果
樹
の
病
気
の
主
な
原
因
に
つ
い

て
は
、
「
カ
ビ
」
「
細
菌
」
「
ウ
イ
ル
ス
」

の
3
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
高
温
多
湿
の
日
本
で

は
、
カ
ビ
が
原
因
の
病
気
が
最
も
多
く
。
細

菌
は
、
土
中
や
空
気
中
か
ら
感
染
し
て
樹
を

弱
ら
せ
る
の
で
発
生
し
た
部
分
を
取
り
除
き

他
へ
の
感
染
を
防
ぐ
。
し
か
し
、
ウ
イ
ル
ス

が
原
因
だ
と
樹
を
処
分
す
る
し
か
な
い
の
で
、

媒
介
す
る
ア
ブ
ラ
ム
シ
な
ど
の
害
虫
を
駆
除

す
る
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
病
名
に
は
、
赤

星
病
・
う
ど
ん
こ
病
・
す
す
病
・
炭
疽
病
・

べ
ト
病
・
萎
縮
病
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
症
状
の
説
明
や
対
策
を
聞
き
、
そ
の
後
は

正
し
い
農
薬
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
そ
の
散

布
の
時
期
や
方
法
、
農
薬
を
減
ら
す
育
て
方

を
受
講
し
ま
し
た
。

校
外
学
習
（
庭
園
鑑
賞
と
管
理
実
習
）

■

吸
湖
山
青
岸
寺
（
米
原
市
米
原
）
■

講
師

北
村

正
隆

氏

校
外
学
習
・
必
修
講
座

■

人
形
浄
瑠
璃
・
冨
田
人
形
を
鑑
賞

■

滋
賀
県
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
大
学
米
原
・
草
津
校
生

平
成
２
８
年
度
・
後
期
必
修
講
座
（
１
・
２
年

全
学
科
対
象
）
で
あ
り
学
習
領
域
『
郷
土
理
解
』

学
習
分
野
『
自
然
・
歴
史
・
文
化
・
芸
術
』
の
一

環
と
し
て
校
外
学
習
に
参
加
、
受
講
し
ま
し
た
。

６
月
１
１
日
（
日
）
午
後
、
滋
賀
県
レ
イ
カ
デ

ィ
ア
大
学
に
在
学
す
る
、
草
津
校
２
４
３
名
、
米

原
校
８
８
名
は
、
長
浜
市
文
化
芸
術
会
館
に
集
合

し
、
滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
「
人
形
浄
瑠

璃
・
富
田
人
形
」
の
鑑
賞
を
行
い
ま
し
た
。

公
演
に
先
だ
ち
、
富
田
人
形
浄
瑠
璃
の
歴
史
に

つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容
に
よ

る
と
『
長
浜
市
冨
田
に
浄
瑠
璃
の
人
形
が
伝
わ
っ

た
の
は
天
保
６
年
（
１
８
３
５
年
）
の
こ
と
で
、

富
田
の
地
に
興
行
に
来
た
阿
波
の
人
形
芝
居
の
一

座
が
大
雪
に
見
舞
わ
れ
、
興
行
が
成
り
立
た
な
か

っ
た
た
め
に
、

旅
費
の
代
わ
り
と
し
て
宿
に
人
形

を
置
い
て
帰
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
村
の
芝
居
好

き
の
人
々
が
集
ま
り
、
そ
の
人
形
を
使
っ
て
浄
瑠

璃
の
稽
古
を
始
め
た
の
が
「
冨
田
人
形
浄
瑠
璃
」

の
起
源
と
さ
れ
て
お
り
、
以
来
、
冨
田
の
人
々
は

こ
の
人
形
を
受
け
継
ぎ
、
地
元
の
お
寺
な
ど
で
人

形
浄
瑠
璃
を
披
露
し
て
き
た
』
と
の
こ
と
。

剪
定
実
習
は
、
庭
園
内
の
い
ろ
い
ろ
な
樹
木

を
対
象
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
灌
木
か
ら
背
の
高

い
樹
木
と
み
ん
な
が
協
力
し
て
名
園
の
管
理
に

汗
を
流
し
ま
し
た
。
こ
の
日
は
テ
レ
ビ
局
か
ら

カ
メ
ラ
マ
ン
が
来
て
、
剪
定
実
習
や
清
掃
作
業

等
、
授
業
の
様
子
を
撮
影
し
て
い
ま
し
た
。

午
後
に
な
り
、
選
定
作
業
も
一
段
落
、
後
片

付
け
を
終
え
、
美
し
く
な
っ
た
青
岸
寺
庭
園
を

後
に
し
ま
し
た
。

こ
の
日
の
演
目
は
「
壷
坂
観
音
霊
験
記
、
沢
市

内
よ
り
山
の
段
」
を
鑑
賞
し
ま
し
た
が
、
郷
土
で

守
り
続
け
ら
れ
て
い
る
歴
史
の
重
み
や
人
形
を
操

る
３
人
の
息
の
合
っ
た
細
や
か
な
動
き
に
感
動
し

ま
し
た
。

校
外
学
習
・
必
修
講
座

■

祥
壽
山
清
凉
寺
で
坐
禅
と
写
経
体
験

■

講
師

青
龍
寺
（
大
津
）
住
職

桂
川

道
雄
氏

米
原
校
必
修
講
座
の
一
環
と
し
て
、
井
伊
家
菩

提
寺
で
あ
る
祥
壽
山
清
凉
寺
に
お
い
て
、
法
話
を

聞
き
、
坐
禅
を
組
み
、
写
経
の
体
験
を
通
し
て
自

己
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
す
る
た
め

に
校
外
学
習
を
受
講
し
ま
し
た
。

６
月
２
２
日
（
木
）
園
芸
学
科
を
含
む
３
９
期

生
一
同
は
、
彦
根
駅
か
ら
徒
歩
２
０
分
の
所
に
あ

る
清
凉
寺
に
集
合
し
ま
し
た
。

曹
洞
宗
の
禅
寺
で
あ
る
祥
壽
山
清
凉
寺
は
、
寺

の
案
内
・
由
緒
に
よ
る
と
『
慶
長
七
年
（
一
六
〇

二
）
初
代
藩
主
井
伊
直
政
公
が
亡
く
な
る
と
、
こ

の
地
を
墓
所
と
し
た
。
そ
の
戒
名
「
祥
壽
院
殿
清

涼
泰
安
大
居
士
』
に
よ
り
、
祥
壽
山
と
号
し
清
凉

寺
と
称
し
て
以
来
、
井
伊
家
代
々
の
菩
提
寺
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る
お
寺
の
本
堂
や
参

禅
道
場
に
於
い
て
受
講
を
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
桂
川
道
雄
住
職
に
よ
る
「
こ
れ
か
ら
体

験
す
る
坐
禅
に
つ
い
て
」
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。

調
身
（
背
筋
を
伸
ば
す
）
、
調
息
（
息
を
整
え

る
）
、
調
心
（
心
を
整
え
る
）
が
大
切
と
の
こ
と

で
、
頭
の
先
か
ら
お
尻
ま
で
を
一
直
線
に
し
、
眼

は
半
眼
に
し
て
坐
し
、
自
分
と
も
う
一
人
の
自
分

と
向
き
合
う
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

物
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
コ
ッ
プ
内
に
半
分
の

水
が
あ
る
、
そ
れ
を
見
て
「
ま
だ
半
分
と
と
ら
え

る
か
、
も
う
半
分
と
と
ら
え
る
か
」
自
分
は
ど
う

と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
問
わ
れ
て
い
る
気
が

し
ま
し
た
。

６
月
８
日
、
時
折
小
雨
が
降
る
こ
の
日
、
園

芸
学
科
一
同
は
、
研
修
場
所
で
あ
る
米
原
市
米

原
に
あ
る
吸
湖
山
青
岸
寺
に
集
合
し
ま
し
た
。

曹
洞
宗
（
禅
宗
）
の
お
寺
で
あ
る
「
吸
湖
山

青
岸
寺
」
は
、
寺
の
案
内
「
青
岸
寺
及
び
庭
園

の
概
説
」
に
よ
る
と
、
『
南
北
朝
年
間
（
一
三

五
六
～
一
三
六
一
）
当
時
、
近
江
守
護
職
で
あ

っ
た
佐
々
木
京
極
道
誉
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

米
泉
寺
が
あ
っ
た
が
兵
火
に
よ
り
焼
失
、
本
尊

聖
観
音
像
の
み
が
難
を
逃
れ
た
。
そ
の
後
、
江

戸
時
代
、
彦
根
大
雲
寺
三
世
、
要
津
守
三
（
ヨ

ウ
シ
ン
シ
ュ
サ
ン
）
和
尚
が
観
音
像
を
拝
し
て

心
を
痛
め
、
伊
藤
五
郎
助
の
尽
力
も
あ
り
殿
堂

伽
藍
は
建
立
さ
れ
た
。
青
岸
寺
の
寺
名
は
、
五

青岸寺境内で北村講師から説明を受ける

剪定作業の様子をテレビ局が撮影

各班が庭木を課題に剪定作業

■
選
択
講
座
「
お
い
し
い
果
樹
の
育
て
方
」
■

～
病
虫
害
駆
除
・
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
～

講
師

松
原

治
夫

氏

イラガの繭と幼虫

こ
の
日
は
、
午
前
中
に
法
話
と
坐
禅
を
体
験
し

食
事
の
後
、
再
び
本
堂
に
戻
っ
て
心
を
静
か
に
し

て
写
経
を
体
験
「
般
若
心
経
」
の
一
字
一
字
を
丁

寧
に
心
を
込
め
て
写
経
し
ま
し
た
。
出
来
上
が
っ

た
般
若
心
経
の
写
本
は
、
お
寺
に
納
め
て
体
験
を

終
了
し
ま
し
た
。


