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（１）

〈 ２０２４年１１月１日開催　図書室のつどい 参加者の感想 〉

若松 裕次郎

　

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
う
こ
と

ば
が
あ
り
ま
す
が
、
48
歳
と
な
っ
た
今
、

「
後
半
の
人
生
を
自
分
ら
し
く
生
き
る
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
考
え
る

こ
と
が
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
具
体
的
な
準
備
と
し
て
「
副

業
」
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

副
業
は
未
経
験
で
す
が
、
資
格
の
取
得
に

取
り
組
ん
で
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

「
図
書
室
の
つ
ど
い
」
は
以
前
、
「
ウ
ン

コ
の
教
室
」
と
い
う
回
に
参
加
し
、
目
か

ら
う
ろ
こ
の
連
続
で
、
大
変
面
白
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
何
か
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ

が
あ
れ
ば
参
加
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
今
回
、
「
副
業
お
じ
さ
ん
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
、
「
副
業
の
実
態
を

知
る
い
い
機
会
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」

「
自
分
も
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
き
っ

か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
期

待
で
、
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

講
演
の
中
で
、
何
人
も
の
「
副
業
お
じ

さ
ん
」
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
っ
た
背
景
や
理
由
が
あ
り
、
面
白

く
聴
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
特

に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
方
の
お
話
で
し
た
。
そ
の
方
は

も
と
も
と
教
師
に
な
る
夢
が
あ
り
、
副
業

と
し
て
、
障
が
い
を
抱
え
て
い
る
お
子
さ

ん
た
ち
の
学
習
支
援
を
し
て
い
ま
し
た
。

「
副
業
」
で
夢
を
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
も
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
話
の

中
で
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
頼
ま
れ
、
マ
ン

ガ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
い
て
あ
げ
た
と

こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
が
目
を
き
ら
き
ら
さ

せ
な
が
ら
す
ご
く
喜
ん
で
く
れ
て
、
そ
れ

が
そ
の
方
の
心
も
大
変
満
た
し
た
と
い
う

お
話
を
聞
き
、
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
も

と
て
も
素
敵
で
、
副
業
の
一
つ
の
理
想
形

だ
と
も
思
い
ま
し
た
。

　

普
段
は
、
ど
う
し
て
も
日
々
の
こ
と
で

忙
し
く
、
好
き
な
こ
と
や
や
り
た
か
っ
た

こ
と
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
大
き
な

企
業
で
働
い
て
い
た
り
す
る
と
、
直
接
感

謝
し
、
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
少
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
講
演
を
聴
き
、
改
め
て
今
後
の

生
き
方
、
働
き
方
を
考
え
る
際
に
、
何
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
の
か
を
考
え
る
ヒ

ン
ト
を
い
く
つ
も
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま

す
。

　

自
分
の
好
き
な
こ
と
、
や
り
た
か
っ
た

こ
と
、
自
分
が
心
地
よ
い
と
感
じ
る
生
き

方
、
な
ど
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め

に
大
切
に
し
た
い
も
の
を
し
っ
か
り
と

持
っ
て
、
「
副
業
」
や
後
半
の
人
生
に
向

き
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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こ
の
記
事
は
主
に
国
立
市
と
そ
の
周
辺

に
住
ま
わ
れ
て
い
る
方
が
読
ま
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、「
図
書
室
の
つ
ど
い
」
を

も
し
知
ら
な
い
、
参
加
し
た
こ
と
が
な
い

と
い
う
方
に
、
私
は
自
信
を
も
っ
て
参
加

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
自
身
の

興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
身
近
な

場
所
で
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
本
の
著
者
か

ら
直
接
お
話
を
聞
き
、
ま
た
対
話
が
で
き

る
場
が
あ
る
と
い
う
の
は
と
て
も
恵
ま
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
場
を

通
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
今
後
の
人
生

を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
素
敵
な
出
会
い

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
取

り
組
み
を
長
年
継
続
さ
れ
て
い
る
方
々
に

は
敬
意
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ
と

思
う
タ
イ
ト
ル
を
見
つ
け
た
ら
、
参
加
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と
素

敵
な
出
会
い
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
関
心
が
あ
り
そ
う
な
方
と
一
緒
に
参

加
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
後
の
お
話
も
で
き

て
、
楽
し
い
経
験
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
も
ま
た
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
の
回

に
は
、
参
加
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

  

 

（
朝
日
新
聞
出
版
）

若月澪子 著

『「副業おじさん」の実態』感想文

れ い



北
原 

久
嗣

馳
星
周 

著

『
少
年
と
犬
』
を
読
ん
で   

ブ

ッ

ク

ク

ラ

ブ

か

ら

頭
、
深
い
悲
し
み
と
大
変
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
登
場
人
物
の

前
に
、
ガ
リ
ガ
リ
に
痩
せ
た
姿
で
多
聞
は
現
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
多
聞
を
放
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
歩
み
寄
り
、

声
を
か
け
、
抱
き
上
げ
、
助
け
ま
す
。

　

多
聞
と
過
ご
す
生
活
が
始
ま
り
ま
す
が
、
登
場
人
物
を
取
り

巻
く
困
難
な
状
況
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
な

か
、
登
場
人
物
の
内
面
に
変
化
が
現
れ
ま
す
。
「
少
女
と
犬
」

で
は
、
事
故
で
両
親
と
右
脚
を
失
っ
た
瑠
衣
の
心
が
凍
り
つ
い

て
し
ま
う
よ
う
な
時
、
多
聞
が
瑠
衣
に
体
を
押
し
付
け
て
く
る

場
面
が
描
か
れ
ま
す
。
多
聞
の
体
温
と
と
も
に
鼓
動
を
感
じ
た

瑠
衣
は
、
多
聞
の
鼓
動
か
ら
「
大
丈
夫
、
大
丈
夫
、
瑠
衣
は
大

丈
夫
」
と
励
ま
さ
れ
ま
す
。

　

多
聞
は
言
葉
を
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
登
場
人
物
は

多
聞
に
話
さ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
娼
婦
と
犬
」
で
は
、
追

い
詰
め
ら
れ
震
え
る
美
羽
の
頬
を
多
聞
が
舐
め
る
場
面
が
描
か

れ
ま
す
。
多
聞
の
温
か
さ
が
震
え
を
止
め
る
。
多
聞
の
優
し
さ

が
胸
に
突
き
刺
さ
る
。
美
羽
は
多
聞
に
「
あ
ん
た
た
ち
の
魔
法
っ

て
、
人
を
笑
顔
に
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ね
。
そ
ば
に
い
る

だ
け
で
、
人
に
勇
気
と
愛
を
く
れ
る
ん
だ
」
と
語
り
か
け
ま
す
。

　

１
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
「
く
に
た
ち
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
」
の

課
題
図
書
は
、
第
１
６
３
回
直
木
賞
受
賞
作
、
馳
星
周
著
『
少

年
と
犬
』
（
文
春
文
庫
）
で
し
た
。

　

文
庫
版
『
少
年
と
犬
』
は
７
つ
の
短
篇
（
「
男
と
犬
」
「
泥
棒

と
犬
」「
夫
婦
と
犬
」「
少
女
と
犬
」「
娼
婦
と
犬
」「
老
人
と
犬
」

「
少
年
と
犬
」
）
で
構
成
さ
れ
る
連
作
短
篇
集
で
す
。
犬
と
出
会

い
、
と
も
に
過
ご
し
、
別
れ
を
告
げ
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な

の
で
す
が
、
そ
の
短
い
時
間
の
な
か
で
起
き
る
、
登
場
人
物
の

内
面
の
変
化
と
そ
の
変
化
を
促
す
犬
の
役
割
が
、
様
々
な
情
景

と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
犬
は
、
シ
ェ
パ
ー
ド
と
和
犬
の
雑
種
の
特
徴
を
も
ち
、

そ
の
漆
黒
の
瞳
は
言
葉
を
介
さ
ず
と
も
人
の
心
に
働
き
か
け
ま

す
。
そ
の
犬
の
名
前
は
多
く
を
聞
く
と
書
い
て
「
多
聞
」
、
生

ま
れ
た
時
の
顔
が
、
毘
沙
門
天
に
似
て
い
た
が
「
毘
沙
門
」
で

は
何
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
毘
沙
門
天
の
別
名
「
多
聞
天
」
か

ら
「
多
聞
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
「
少
年
と
犬
」
で
明

か
さ
れ
ま
す
。

　

多
聞
と
の
出
会
い
は
あ
る
日
突
然
訪
れ
ま
す
。
各
短
篇
の
冒

　

登
場
人
物
に
と
っ
て
多
聞
は
「
神
様
か
ら
の
贈
り
物
」
な
の

で
す
。
困
難
な
状
況
は
そ
の
ま
ま
で
も
、
そ
の
困
難
に
向
き
合

う
心
の
有
り
様
は
、
寄
り
添
う
多
聞
の
励
ま
し
に
よ
っ
て
回
復

し
力
を
得
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
多
聞
と
の
時
間
も
終
わ

り
を
告
げ
ま
す
。
多
聞
に
は
大
切
な
使
命
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
を
悟
っ
た
彼
ら
は
、
多
聞
を
送
り
出
し
ま
す
。
た
と

え
多
聞
と
の
別
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
ろ
う
と
も
、
多
聞
の

励
ま
し
は
彼
ら
の
心
の
内
に
あ
り
続
け
る
の
で
す
。

　

ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
後
半
の
講
師
解
説
で
は
、
大
野
亮
司
先
生
が
、

７
つ
の
短
篇
の
時
間
の
流
れ
と
そ
の
整
合
性
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
参
加
者
の
お
一
人
が
、『
少
年
と
犬
』

は
発
刊
当
時
「
少
女
と
犬
」
の
一
篇
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、

そ
の
一
篇
を
除
く
と
時
間
の
流
れ
は
整
合
す
る
と
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。
な
ぜ
そ
の
位
置
に
挿
入
さ
れ
た
の
か
も
含
め
様
々
な
読

み
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
文
庫
版
『
少
年
と
犬
』
の
７

つ
の
短
篇
、
私
は
目
次
の
順
番
に
読
む
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

（
文
春
文
庫
）

ひ
さ　

つ
ぐ

（２）図書室月報 2025 年 (令和 7 年 )３月

た
も
ん

る 

い

み 

わ

は
せ 
せ
い
し
ゅ
う



（３） 図書室月報 2025 年 (令和７年 )３月
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挑
戦
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム 

上
野
千
鶴
子
（
有
斐
閣
）
367
う

有
害
な
男
性
の
ふ
る
ま
い 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｍ
．
バ
ス
（
草
思
社
）
367
バ

政
治
分
野
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
推
進

 

富
士
谷
あ
つ
子
（
明
石
書
店
）
367
ふ

帰
る
家
が
な
い
少
年
院
の
少
年
た
ち 

中
村
す
え
こ
（
さ
く
ら
舎
）
368

「
コ
ー
ダ
」
の
ぼ
く
が
見
る
世
界 

五
十
嵐
大
（
紀
伊
國
屋
書
店
）
369

バ
ザ
ー
ル
カ
フ
ェ 

狭
間
明
日
実
（
学
芸
出
版
社
）
369

介
護
格
差 

結
城
康
博
（
岩
波
書
店
）
369

新
自
由
主
義
教
育
の
４
０
年 

児
美
川
孝
一
郎
（
青
土
社
）
372

食
べ
物
で
た
ど
る
世
界
史 

ト
ム
・
ス
タ
ン
デ
ー
ジ
（
楽
工
社
）
383

季
節
で
巡
る
日
本
の
祭
り 

久
保
田
裕
道
（
神
宮
館
）
386

〈
自
然
科
学
〉

優
生
保
護
法
の
時
代
を
生
き
る 

岡
田
靖
雄
（
六
花
出
版
）
498

〈
工
業
〉

核
安
全
性
の
限
界 

ス
コ
ッ
ト
・
セ
ー
ガ
ン
（
藤
原
書
店
）
539

〈
芸
術
〉

戦
争
映
画
を
解
読
せ
よ
！ 

永
田
喜
嗣
（
青
弓
社
）
778

〈
文
学
〉

「
ア
イ
ド
ル
の
国
」
の
性
暴
力 

増
補
版 

内
藤
千
珠
子
（
新
曜
社
）
910

迷
惑
な
終
活 

内
館
牧
子
（
講
談
社
）
91
う

雷
と
走
る 

千
早
茜
（
河
出
書
房
新
社
）
91
ち

が
っ
こ
う
は
じ
ご
く 

堀
静
香
（
百
万
年
書
房
）
91
ほ

パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街　

台
湾
日
本
語
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

 

山
口
守
（
皓
星
社
）
91
や

柚
木
沙
弥
郎
旅
の
手
帖 
柚
木
沙
弥
郎
（
平
凡
社
）
91
ゆ

二
階
の
い
い
人 
陳
思
宏
（
早
川
書
房
）
92
チ

料
理
か
ら
た
ど
る
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー 

 

カ
レ
ン
・
ピ
ア
ー
ス
（
原
書
房
）
930

戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
１
～
５ 

 

小
梅
け
い
と
（
Ｋ
Ａ
Ｄ
О
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）
98
こ

〈
総
記
〉

Ａ
Ｉ
は
「
月
が
綺
麗
で
す
ね
」
を
理
解
で
き
る
か
？

 

岡
本
裕
一
朗
（
Ｓ
Ｂ
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
）
007

〈
哲
学　

心
理
学　

宗
教
〉

戦
場
の
カ
ン
ト 

石
川
求
（
筑
摩
書
房
）
134

〈
歴
史
〉

講
義　

宗
教
の
「
戦
争
」
論 

鈴
木
董
（
山
川
出
版
社
）
209

平
安
時
代
の
男
の
日
記 

倉
本
一
宏
（
Ｋ
Ａ
Ｄ
О
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）
210

検
証　

学
徒
出
陣 
西
山
伸
（
吉
川
弘
文
館
）
210

朝
鮮
民
衆
の
社
会
史 

趙
景
達
（
岩
波
書
店
）
221

ウ
ィ
ー
ン
１
９
３
８
年
最
後
の
日
々

 

高
橋
義
彦
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
234

ウ
ク
ラ
イ
ナ
全
史 

上
・
下 

セ
ル
ヒ
ー
・
プ
ロ
ヒ
ー
（
明
石
書
店
）
238

雄
鶏
の
家　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
あ
る
家
族
の
回
想
録

 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ベ
リ
ム
（
白
水
社
）
289 

〈
社
会
科
学
〉 

新
版　

地
図
で
見
る
イ
ス
ラ
エ
ル
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ア
ン
セ
ル
（
原
書
房
）
302

ト
ラ
ン
プ
再
熱
狂
の
正
体 

辻
浩
平
（
新
潮
社
）
302

な
ぜ
ガ
ザ
な
の
か 

サ
ラ
・
ロ
イ
（
青
土
社
）
302

被
爆
者
か
ら
「
明
日
の
語
り
手
」
へ 

赤
旗
編
集
局
（
新
日
本
出
版
社
）
319

戦
争
で
は
な
く
平
和
の
準
備
を 

川
崎
哲
（
地
平
社
）
319

さ
す
が
に
日
本
は
、
戦
争
な
ん
て
し
な
い
で
す
よ
ね
!? 

 

西
谷
修
（
東
京
新
聞
）
319

レ
イ
デ
ィ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス 

ダ
リ
ア
・
リ
ス
ウ
ィ
ッ
ク
（
勁
草
書
房
）
327

「
社
会
」
の
底
に
は
何
が
あ
る
か 

菊
谷
和
宏
（
講
談
社
）
361

男
は
ク
ズ
と
言
っ
た
ら
性
差
別
に
な
る
の
か

 

ア
リ
ア
ン
・
シ
ャ
フ
ヴ
ィ
シ
（
柏
書
房
）
361

図
書
室
の
つ
ど
い

　

著
者
の
高
橋
さ
ん
は
愛
媛
県
で
生
ま
れ
育
ち
、
現
在
は
東

京
で
創
作
活
動
に
取
り
組
む
一
方
で
、
愛
媛
で
は
仲
間
た
ち

と
と
も
に
地
域
の
風
景
や
先
人
の
知
恵
、
種
を
受
け
継
ぐ
た

め
の
農
業
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
高
橋
さ
ん
は
、「
職
は
別

に
持
ち
、
自
給
自
足
＋
α
を
目
指
し
て
活
動
す
る
農
家
が
も

っ
と
い
て
も
い
い
は
ず
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

今
回
の
図
書
室
の
つ
ど
い
で
は
、
創
作
と
農
業
の
両
立
を

図
ろ
う
と
思
っ
た
経
緯
、
仲
間
と
と
も
に
農
業
に
取
り
組
む

と
き
の
悩
み
や
実
り
を
分
か
ち
合
う
喜
び
、
天
候
や
野
生
動

物
と
の
格
闘
、
二
拠
点
生
活
で
得
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
お
話

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
高
橋
さ
ん
の
お
話
を
通
し
て
新
し
い

農
の
か
た
ち
や
、
生
き
方
の
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
る
機
会

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　〈
高
橋
さ
ん
の
本
〉 

表
題
作
、『
そ
の
農
地
、
私
が
買
い
ま
す
』

(

ミ
シ
マ
社)

、『
ぐ
る
り
』、『
一
生
の
お
願
い
』（
筑
摩
書
房
）、

詩
画
集
『
今
夜
凶
暴
だ
か
ら 

わ
た
し
』(

ち
い
さ
い
ミ
シ

マ
社)

、
絵
本
『
あ
し
た
が 

き
ら
い
な 

う
さ
ぎ
』
（
マ
イ

ク
ロ
マ
ガ
ジ
ン
社
）
ほ
か

と　

き 

４
月
５
日
（
土
） 

昼
２
時
～
４
時

と
こ
ろ 

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

定　

員 

70
名
（
申
込
先
着
順
）

申
込
先 

３
月
12
日
（
水
） 

朝
９
時
～

電
話
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
申
込

      

公
民
館　

☎
０
４
２(

５
７
２)

５
１
４
１

　

  

お
話 

高
橋 

久
美
子
（
作
家
・
詩
人
・
作
詞
家
）

『
わ
た
し
の
農
継
ぎ
』



　　

「
梅
は
咲
い
た
か
桜
は
ま
だ
か
い
な
」
ー
春
が
近
づ
く
と

母
が
口
ず
さ
ん
で
い
た
小
唄
。
開
花
予
想
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な

り
、
各
地
で
心
待
ち
に
さ
れ
る
桜
は
昔
か
ら
人
々
を
魅
了
し

て
き
ま
し
た
。
平
安
時
代
、
在
原
業
平
も
「
世
の
中
に
た
え

て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
詠
み

ま
し
た
。
が
、
業
平
が
見
て
い
た
の
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
。
東
国

武
士
が
鎌
倉
で
見
た
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
。
苗
代
桜
、
種
蒔
桜

と
よ
ば
れ
農
作
業
の
目
安
と
し
て
１
０
０
年
、
２
０
０
年
、

田
畑
の
傍
ら
に
あ
っ
た
一
本
桜
。
や
が
て
千
年
桜
へ
齢
を
重

ね
巨
樹
と
な
っ
た
エ
ド
ヒ
ガ
ン
も
。

　

し
か
し
、
今
、
多
く
の
人
が
思
い
浮
か
べ
る
「
桜
」
は
染

井
吉
野
で
し
ょ
う
。
染
井
吉
野
が
生
ま
れ
た
の
は
江
戸
時
代

末
。
エ
ド
ヒ
ガ
ン

×

オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
雑
種
で
接
木
な

ど
ク
ロ
ー
ン
増
殖
を
行
う
の
で
大
量
生
産
で
き
、
一
斉
に
華

や
か
に
咲
き
揃
う
姿
が
好
ま
れ
、
１
９
５
０
年
前
後
に
全
国

に
広
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
桜
に
ま
つ
わ
る
あ
れ
こ
れ
を
『
桜
の
科
学
』
の
著

者
、
樹
木
学
・
植
物
分
類
学
・
森
林
生
態
学
の
専
門
家
が
文

化
的
な
面
か
ら
も
考
察
し
ま
す
。
例
え
ば
、
桜
切
る
馬
鹿
、

染
井
吉
野
短
命
説
に
対
し
、
専
門
家
の
視
点
か
ら
適
切
な
管

理
の
必
要
性
を
訴
え
ま
す
。
青
森
・
弘
前
公
園
の
染
井
吉
野

の
よ
う
に
１
３
０
年
越
え
も
目
指
せ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
温

暖
化
に
つ
い
て
、
冬
の
低
温
刺
激
が
不
足
す
る
と
鹿
児
島
の

よ
う
に
開
花
が
遅
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
花
が
咲
く
タ

イ
ミ
ン
グ
が
揃
わ
な
い
（
満
開
に
な
ら
な
い
）
こ
と
も
起
こ

り
得
る
と
い
う
気
懸
り
な
話
も
。
各
地
の
開
花
宣
言
に
用
い

ら
れ
る
染
井
吉
野
が
全
て
同
じ
ク
ロ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
比
較
調
査
し
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
２
０
１
８
年
、
お
よ
そ
１
０
０
年
ぶ
り
の
野

生
種
の
桜
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
？
紀
伊
半
島
南
部
に
自
生
し
て
い
た
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
。

こ
の
本
の
著
者
が
発
見
者
で
す
。
科
学
者
ら
し
く
「
個
人

的
な
主
観
」
と
し
つ
つ
も
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
魅
力
を
述
べ
、

染
井
吉
野
が
育
ち
に
く
い
温
暖
な
地
域
の
美
し
い
桜
へ
の
期

待
が
増
し
ま
す
。

　

一
方
で
１
０
０
年
ほ
ど
前
の
「
荒
川
堤
の
桜
」
の
話
も
興

味
深
い
。
園
芸
が
流
行
し
た
江
戸
時
代
の
栽
培
品
種
、
関
山

な
ど
今
も
人
気
の
八
重
咲
き
の
桜
も
含
め
保
存
・
管
理
・
記

録
し
た
も
の
で
、
現
在
、
国
立
遺
伝
学
研
究
所
や
多
摩
森
林

科
学
園
が
引
き
継
い
で
い
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
春
、
多
摩
森
林
科
学
園
サ
ク
ラ
保
存
林
で
お
好
み
の

桜
を
見
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
江
戸
時
代
の
栽
培
品
種
は
も

ち
ろ
ん
、
野
生
種
な
ど
１
５
０
０
本
以
上
あ
り
、
染
井
吉
野

の
よ
う
な
集
団
の
美
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
早
咲
き
、
遅
咲

き
、
種
類
も
多
様
な
桜
が
楽
し
め
る
と
思
い
ま
す
。

 

（
サ
イ
エ
ン
ス
・
ア
イ
新
書
）

　

こ
の
本
と
一
緒
に
読
ん
だ
の
は
、

『
さ
く
ら
』（
写
真
・
野
呂
希
一
、
解
説
・
浅
利
政
俊
）
青
葉
社

　

映
画
を
観
て
い
る
と
、
言
い
よ
う
も
な
く
印
象
的
な
お
酒
や
食

べ
物
に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
西
部
劇
で
登
場
す
る
ビ
ー
ル
、

楽
し
く
呑
み
交
わ
さ
れ
る
日
本
酒
、
差
し
出
さ
れ
る
真
っ
赤
な
り

ん
ご
…
…
。
深
く
考
え
て
み
る
と
何
か
を
表
し
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
ま
せ
ん
か
。

　

今
回
は
、
映
画
に
登
場
す
る
お
酒
と
食
べ
物
の
他
、
食
べ
物
の

中
で
も
古
く
か
ら
象
徴
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
り
ん
ご
の
表
象
に
つ

い
て
、
西
部
劇
や
小
津
安
二
郎
監
督
作
品
、
世
界
各
国
の
様
々
な

映
画
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
学
び
ま
す
。
お
話
は
、
個
人

冊
子
『
映
画
酒
場
』
や
雑
誌
『
映
画
横
丁
』
の
発
行
、
編
集
を
手

掛
け
、
様
々
な
媒
体
で
映
画
評
や
コ
ラ
ム
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
月

永
理
絵
さ
ん
で
す
。
数
々
の
作
品
に
潜
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
お
酒

と
食
を
通
し
て
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

　　〈
月
永
さ
ん
の
本
〉　
『
酔
わ
せ
る
映
画　

ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
朝
は
シ
ー

ド
ル
で
始
ま
る
』
（
春
陽
堂
書
店
）

お
話  
月
永 

理
絵 

（
映
画
ラ
イ
タ
ー
、
編
集
者
）

黒
川 

祐
子

〈
私
の
本
棚
か
ら　

第
６
回
〉

つ
き
な
が

と　

き 

３
月

２９
日
（
土
） 

昼
２
時
～
４
時

と
こ
ろ 

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

定　

員 

70
名
（
申
込
先
着
順
）

申
込
先 

３
月
７
日
（
金
） 

朝
９
時
～

 

電
話
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
申
込

  

公
民
館　

☎
０
４
２(

５
７
２)

５
１
４
１

図
書
室
の
つ
ど
い

勝
木
俊
雄 

著

 

『
桜
の
科
学
』

『
酔
わ
せ
る
映
画
』　

   

～
お
酒
と
食
か
ら
映
画
を
読
み
解
く
～

（４）図書室月報 2025 年 (令和 7 年 )３月

係から

黒
川
さ
ん
の
「
私
の
本
棚
」
は
今
回
が

最
終
回
で
す
。
毎
回
そ
の
月
に
合
わ
せ

て
選
ん
だ
本
を
丁
寧
に
紹
介
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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