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【
底
本
】 

名
称
：『
木
曽
風
光
調
査
概
要
』 

著
者
：
本
多
静
六
口
述 

刊
行
：
欠
年 

項
数
：
二
十
六
項 

所
蔵
：
東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
森
林
風
致
計
画
学
研
究
室 

備
考
：
底
本
の
刊
行
年
を
大
正
二
年
刊
行
雑
誌
『
太
陽
』
十
九
巻
六
号
お
よ
び
大
正
二
年
刊

行
図
書
『
長
野
県
の
林
業
』
を
基
に
想
定 

 【
作
業
方
針
】 

見
出
し
と
全
文
を
作
成
し
た
。
見
出
し
は
全
文
か
ら
抽
出
し
た
。
書
字
方
向
は
、
原
文
の
と
お

り
縦
書
き
と
し
た
。
一
行
あ
た
り
の
文
字
数
は
、
本
稿
の
様
式
に
適
合
さ
せ
改
変
し
た
。
字
体

は
、
現
代
の
常
用
漢
字
体
に
統
一
し
た
。
踊
り
字
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
に
組
み
直
し
た
。
現
代

的
な
読
み
易
さ
を
加
味
の
上
、
語
尾
を
簡
素
な
表
現
に
改
め
る
こ
と
、
長
文
に
句
読
点
を
付
加

す
る
こ
と
、
な
ど
修
正
を
施
し
た
。
明
ら
か
な
誤
植
は
正
当
な
表
現
に
訂
正
し
た
。
本
文
は
漢
字

と
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
た
が
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。
な
お
、
難
読
な
漢
字
に
は
、
角

括
弧
［ 

］
を
附
し
て
読
み
仮
名
を
示
し
た
。 

  

【
見
出
し
】 

総
論 其

一
避
暑
地 

其
二
遊
覧
地 

各
論 其

一
福
島
町 

（
一
）
小
丸
山 

（
二
）
関
山
公
園 

（
三
）
福
島
町
の
後
方
位
す
る
城
山 

（
四
）
福
島
町
の
市
街 

其
二
日
義
村
の
大
原 

其
三
徳
音
寺 

其
四
藪
原
附
近 

其
五
寝
覚
の
床 

其
六
蘇
挟
［
そ
き
ょ
う
］
一
帯 

其
七
第
一
回
遊
線
の
内
賤
母
［
し
ず
も
］
御
料
林
［
ご
り
ょ
う
り
ん
］ 

其
八
第
二
回
遊
線
中
常
盤
橋
に
至
る
王
瀧
道
路 

其
九
鞍
馬
［
あ
ん
ば
］
の
景 

其
十
氷
ヶ
瀨 

（
資
料
） 

本
多
静
六
口
述
『
木
曽
風
光
調
査
概
要
』（
大
正
二
年
前
後
）
の
現
代
語
訳 
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其
十
一
御
嶽
神
社 

其
十
二
田
立
の
瀧 

備
考 （

一
）
避
暑
地
、
遊
覧
地
、
回
遊
線 

（
二
）
乗
車 

（
三
）
表
示
、
案
内
、
名
物
産 

（
四
）
路
傍
の
も
み
ぢ
、
さ
く
ら 

 【
全
文
】 

総
論 抑

も
山
水
風
景
は
、
世
界
的
美
術
に
し
て
一
国
若
し
く
は
一
個
人
が
破
壊
し
若
し
く
は
占
領

す
る
を
許
さ
ず
蓋
［
け
だ
］
し
自
然
の
山
水
風
景
は
、
天
の
造
る
所
な
れ
ば
世
界
各
国
の
人
々
何

れ
も
之
を
楽
し
み
得
ざ
る
可
ら
ず
随
っ
て
天
然
山
水
風
景
を
有
す
る
国
家
若
し
く
は
人
民
は

益
々
其
美
点
を
発
揮
し
て
広
く
之
を
世
に
紹
介
開
放
し
其
保
存
維
持
を
謀
る
こ
と
を
義
務
あ
り

と
す
。 

彼
の
佛
国
巴
里
市
［
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
市
］
に
本
部
を
於
け
る
万
国
風
景
保
護
協
會
の
如
き
は

專
ら
天
然
の
山
水
風
景
の
保
存
に
努
め
世
界
各
国
を
し
て
広
く
山
水
風
景
の
維
持
保
存
に
努
め

つ
つ
あ
り
、
加
之
天
然
の
山
水
風
景
は
又
之
を
所
有
者
よ
り
観
る
時
は
実
に
天
興
の
大
資
本
に

し
て
巧
み
に
之
を
利
用
す
る
に
於
て
は
巨
大
の
生
産
し
山
村
水
郭
各
遊
園
的
設
備
を
な
し
盛
に

外
国
の
遊
覧
客
を
誘
致
し
此
等
旅
客
避
暑
客
の
為
に
大
に
収
入
を
増
加
し
今
日
に
於
て
は
欧
州

中
富
強
の
国
の
一
と
し
て
計
へ
ら
る
る
に
至
れ
り
。 

今
茲
［
こ
こ
］
に
長
野
県
が
木
曽
谷
に
於
け
る
風
光
調
査
を
企
て
た
る
は
一
面
に
於
て
世
界

的
人
道
の
義
務
を
果
す
も
の
な
る
と
同
時
に
此
木
曽
谷
又
は
県
の
経
済
上
否
寧
ろ
我
が
帝
国
経

済
上
の
状
態
に
鑑
み
真
に
機
宜
を
得
た
る
も
の
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
然
る
に
本
調
査
た
る
蘇
峽

二
十
余
里
の
間
に
亘
り
自
然
的
風
景
美
の
現
存
せ
る
個
所
と
然
ら
ざ
る
個
所
と
の
調
和
を
保
ち

之
を
学
理
に
鑑
み
て
千
百
年
の
後
迄
も
変
ら
ざ
る
方
針
を
定
め
ざ
る
可
ら
ず
と
同
時
に
一
方
に

は
又
現
時
に
於
け
る
一
般
の
嗜
好
と
経
済
状
態
と
に
徵
［
め
］
し
其
施
設
の
容
易
に
実
行
し
得

る
も
の
た
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
が
故
に
細
微
の
点
に
到
る
迄
周
到
の
注
意
を
拂
と
以
て
其
本
末
重

を
考
察
し
精
細
に
之
を
調
査
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
此
調
査
た
る
実
に
容
易
の
業
に
あ
ら
ず

未
熟
な
る
余
輩
の
如
き
到
底
其
任
に
堪
ふ
る
所
に
非
ら
ざ
る
も
我
国
に
は
未
だ
此
等
調
査
に
適

す
る
専
門
家
な
る
も
の
あ
る
こ
と
な
く
余
輩
誤
っ
て
本
調
査
の
任
に
当
り
た
る
以
上
は
努
め
て

虚
心
恒
懐
以
て
自
然
の
教
ふ
る
所
に
従
ひ
我
が
脳
裡
に
浮
び
た
る
要
領
を
述
べ
ん
と
欲
す
。 

先
づ
大
体
に
於
て
木
曽
の
本
谷
所
謂
木
曽
路
南
北
二
十
四
里
に
亘
る
沿
道
に
就
き
観
る
に
其

天
然
的
風
景
は
既
に
殆
ど
破
壊
し
尽
く
さ
れ
た
り
と
云
ふ
を
得
べ
し
俗
謡
に
「
心
細
い
よ
木
曽

路
の
旅
は
笠
に
木
の
葉
が
舞
ひ
か
か
る
」
な
る
語
の
風
流
を
偲
は
る
る
個
所
は
今
日
実
際
発
見

す
る
能
は
ず
多
く
は
桑
園
麦
圃
風
其
他
の
農
耕
地
と
変
し
て
樹
林
を
見
る
こ
と
な
く
只
僅
か
に

賤
母
御
料
林
中
の
沿
道
約
卅
町
許
り
の
間
の
み
僅
か
に
昔
時
に
於
け
る
木
曽
路
の
俤
を
留
む
る

も
の
あ
る
に
過
ぎ
ず
彼
の
佛
国
大
思
想
家
ル
ー
ソ
ー
が
「
自
然
の
手
に
よ
り
て
成
れ
る
も
の
は

総
べ
て
美
な
り
人
の
手
を
経
て
腐
敗
す
」
と
道
破
せ
る
現
象
は
遺
憾
な
く
木
曽
路
に
発
現
せ
ら

れ
た
る
な
り
但
し
今
日
尚
木
曽
の
本
谷
を
距
［
へ
だ
た
］
り
て
人
煙
稀
少
な
る
枝
谷
に
入
れ
ば

尚
木
曽
五
木
の
鬱
蒼
た
る
美
林
を
見
る
を
得
べ
き
も
先
年
汽
車
全
通
以
来
一
曾
迅
速
に
此
等
森

林
の
伐
採
利
用
せ
ら
る
傾
向
あ
る
が
故
に
今
日
尚
幸
に
残
存
せ
る
天
然
の
美
林
中
木
曽
風
景
上

に
必
要
な
る
部
分
は
将
来
に
於
て
も
永
久
に
破
壊
せ
ら
せ
さ
る
様
予
め
施
業
に
制
限
を
加
へ
更

に
一
般
木
曽
谷
に
於
け
る
風
景
美
を
景
美
を
回
復
維
持
す
る
方
法
を
広
く
世
界
に
紹
介
し
之
を

利
用
す
る
の
途
は
大
別
し
て
避
暑
地
及
び
遊
覧
地
の
二
種
に
区
分
し
得
べ
し
。 

其
一
避
暑
地 

避
暑
地
と
し
て
は
大
体
に
於
て
福
島
町
よ
り
木
曽
本
谷
の
上
流
鳥
居
峠
に
至
る
問
を
可
と
す

べ
く
殊
に
日
義
村
大
原
の
如
き
海
抜
三
千
尺
に
達
し
気
候
の
冷
涼
な
る
、
清
冽
玉
の
如
き
用
水

の
豊
富
自
由
な
る
、
人
煙
の
稀
少
な
る
、
広
大
な
る
平
原
に
し
て
眺
望
の
佳
絶
な
る
事
等
は
別

荘
地
と
し
て
好
適
の
地
な
り
例
令
避
暑
に
好
適
の
地
な
る
も
別
荘
地
の
附
近
に
農
家
の
多
き
時

は
牧
畜
施
肥
等
に
よ
り
諸
種
の
汚
物
を
散
乱
し
臭
気
を
送
り
殊
に
夏
季
は
蠅
多
く
し
て
来
遊
者

の
嫌
悪
す
る
所
と
な
る
を
以
て
避
け
ざ
る
可
か
ら
ず
。 

鳥
居
峠
附
近
も
気
候
上
別
荘
地
と
し
て
適
当
の
個
所
あ
り
と
雖
面
積
狭
少
に
過
ぎ
又
藪
原
の

上
段
は
面
積
広
大
な
る
も
一
帯
畑
地
な
る
を
以
て
別
荘
地
と
し
て
は
大
原
に
劣
る
尚
王
瀧
村
の

奥
氷
ヶ
瀬
附
近
一
帯
の
森
林
內
は
今
日
の
森
林
を
濫
伐
す
る
事
な
く
只
交
通
の
便
を
開
く
に
於

て
は
将
来
最
も
適
当
な
る
避
暑
地
別
荘
地
と
な
る
べ
し
。
帝
室
林
野
管
理
局
は
此
点
就
て
十
分

用
意
あ
ら
ん
こ
と
を
望
む
。 
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其
二
遊
覧
地 

遊
覧
地
と
し
て
は
木
本
道
な
る
賤
母
御
料
林
と
田
立
の
瀧
及
び
妻
籠
の
城
山
を
連
繋
せ
る
も

の
を
第
一
の
回
遊
線
と
な
す
べ
し
即
ち
田
立
瀧
よ
り
賤
母
御
料
林
の
国
道
を
経
て
城
山
に
攀

［
よ
］
ぢ
三
留
野
よ
り
鉄
道
便
に
依
る
は
最
も
適
当
に
し
て
且
最
も
容
易
に
設
備
し
得
べ
き
回

遊
線
と
な
す
。 

他
の
第
二
及
び
第
三
の
回
遊
線
は
来
る
四
十
七
年
度
よ
り
敷
設
せ
ら
る
べ
き
御
料
局
の
森
林

鉄
道
を
利
用
し
三
岳
村
よ
り
氷
ヶ
瀬
を
経
て
鯎
川
並
に
濁
川
温
泉
に
至
る
森
林
美
を
視
察
し
て

王
瀧
村
の
鞍
馬
及
三
岳
村
常
盤
橋
等
の
風
景
を
探
る
べ
き
一
線
と
王
瀧
村
よ
り
千
秋
街
道
に
出

て
阿
寺
若
し
く
は
小
川
の
森
林
鉄
道
に
結
び
付
く
る
回
遊
線
を
造
る
に
在
り
と
す
。
然
れ
ど
も

今
回
の
調
査
は
時
日
少
な
く
精
細
に
此
辺
を
調
査
す
る
能
は
ざ
り
し
は
遺
憾
な
り
乍
併
将
来
御

料
林
施
業
の
進
む
と
共
に
森
林
鉄
道
を
敷
設
せ
ら
る
べ
き
を
以
て
之
を
利
用
し
此
等
の
回
遊
線

を
設
置
せ
ら
る
る
は
信
し
て
疑
は
ざ
る
処
な
り
。 

各
論 其

一
福
島
町 

福
島
町
は
木
曽
本
谷
の
中
心
市
場
な
れ
ば
将
来
他
の
木
曽
谷
一
帯
の
風
景
利
用
の
進
歩
に
伴

ひ
自
然
に
発
達
す
べ
き
は
勿
論
な
る
も
更
に
自
ら
進
ん
で
幾
多
の
設
備
を
要
す
今
其
重
な
る
も

の
を
挙
ぐ
れ
ば
次
の
如
し
。 

（
一
）
小
丸
山 

小
丸
山
は
福
島
町
の
遊
園
地
、
眺
望
地
と
し
て
又
諸
学
校
生
徒
の
運
動
場
と
し
て
適
当
な
り

天
然
の
地
勢
三
個
の
丘
陵
起
伏
し
其
中
央
に
凹
坥
な
る
場
所
あ
る
を
以
て
周
園
の
丘
上
を
観
覧

場
と
な
し
中
央
部
を
少
し
く
地
均
ら
し
を
な
し
て
遊
戯
場
に
な
し
丘
上
に
は
山
櫻
、
も
み
ぢ
、

ほ
お
の
き
等
の
二
三
間
以
上
の
大
木
を
二
三
株
づ
つ
寄
せ
植
え
と
し
日
陰
を
作
る
を
可
と
す
。

而
し
て
運
動
場
内
及
ど
其
附
近
は
前
記
日
除
樹
の
外
は
一
回
雑
木
を
刈
り
拂
ひ
て
草
と
共
に
丁

寧
に
焼
き
拂
ひ
其
残
存
せ
る
樹
根
は
之
を
堀
り
取
り
て
地
面
を
平
均
し
雑
草
即
ち
茅
又
は
草
の

み
を
発
生
せ
し
め
其
雑
草
を
年
々
五
回
以
上
成
る
べ
く
屢
々
［
し
ば
し
ば
］
刈
取
る
に
於
て
は

遂
に
庭
芝
の
如
き
柔
軟
な
る
短
草
を
有
す
る
美
し
き
原
野
を
得
べ
し
。
又
現
在
茶
亭
の
附
近
は

諸
種
の
草
花
又
は
つ
つ
じ
類
を
植
込
む
時
は
一
層
美
観
を
添
ふ
る
を
得
べ
し
。
尚
運
動
場
に
供

せ
ざ
る
部
分
一
帯
も
雑
木
を
堀
取
り
て
雑
草
の
み
の
原
野
と
な
し
年
々
丁
寧
に
焼
き
拂
ひ
且

屢
々
之
を
刈
り
取
る
に
於
て
は
雄
大
な
る
原
野
の
風
景
美
を
発
揮
し
得
べ
し
。 

（
二
）
関
山
公
園 

関
山
公
園
は
現
在
の
方
針
の
如
く
櫻
樹
を
植
え
付
け
観
櫻
に
供
す
る
の
外
大
に
之
を
利
用
し

得
る
の
見
込
立
た
ず
。 

（
三
）
福
島
町
の
後
方
位
す
る
城
山 

福
島
町
の
後
方
位
す
る
城
山
は
幽
縫
な
る
美
林
に
し
て
既
に
安
全
な
る
林
道
を
有
し
最
も
宅

便
利
に
木
曽
の
美
林
を
示
し
得
る
の
森
林
な
れ
ど
も
現
在
の
状
態
に
て
は
幽
縫
に
且
、
余
り
に

地
味
過
ぎ
普
通
一
般
な
る
遊
覧
者
の
嗜
好
に
適
せ
ず
故
に
少
し
く
之
を
手
入
改
良
す
る
の
必
要

あ
り
。
即
ち
其
方
法
と
し
て
本
林
の
下
方
大
部
分
を
自
然
的
森
林
植
物
園
と
し
林
道
の
両
側
に

し
て
遊
歩
者
の
見
得
ら
る
る
樹
木
三
亜
鉛
板
に
ぺ
ん
き
を
塗
り
た
る
、
長
さ
五
寸
幅
三
寸
の
札

を
樹
幹
の
高
さ
五
尺
位
の
位
置
に
釘
付
け
と
し
、
且
札
に
は
樹
名
を
假
名
、
漢
字
、
及
び
羅
甸

［
ラ
テ
ン
］
名
の
三
体
書
き
且
共
著
し
き
大
木
に
、
樹
齢
、
樹
高
、
樹
太
等
を
附
記
し
置
く
時
蕾

に
学
生
生
徒
の
修
学
旅
行
地
と
な
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
一
般
の
遊
覧
者
に
も
大
に
智
識
を
与
え

自
ら
趣
味
を
持
た
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
此
等
樹
園
の
仕
事
、
木
曽
山
林
学
校
の
経
営
に
ゆ

だ
ね
る
よ
う
な
亦
妙
策
と
な
す
。 

何
本
林
内
に
、
今
日
既
に
多
數
の
樹
種
を
有
し
木
曽
に
於
け
る
主
要
な
る
種
類
を
盡
せ
る
が

如
き
も
更
に
上
部
樹
林
に
疎
開
せ
る
所
に
、
本
林
三
不
足
せ
る
樹
木
殊
三
木
曾
山
林
中
に
存
す

る
灌
木
［
か
ん
ぼ
く
］
雑
草
の
類
を
補
植
す
る
時
は
直
ち
に
数
百
種
を
具
備
せ
る
一
大
植
物
園

と
な
り
人
は
、
此
城
山
内
に
お
い
て
木
曽
山
林
の
全
植
物
を
観
得
る
の
便
を
生
じ
此
点
の
み
に

お
い
て
も
大
旅
客
を
吸
集
し
得
べ
し
。
抑
此
自
然
的
森
林
植
物
園
は
近
時
欧
米
に
盛
ん
に
行
は

る
る
所
に
し
て
自
然
・
森
林
内
を
逍
遙
［
し
ょ
う
よ
う
］
し
つ
つ
、
植
物
を
学
び
得
べ
き
も
の
に

し
て
却
方
箱
庭
的
植
物
園
に
優
る
の
効
用
あ
る
も
の
な
り
。
只
林
内
を
充
分
清
潔
に
さ
せ
る
時

は
却
方
不
快
の
念
を
起
す
も
の
な
る
を
以
て
能
く
林
内
殊
に
道
路
の
掃
除
を
怠
ら
ざ
る
様
に
注

意
す
る
可
か
ら
ず
。
彼
の
路
傍
に
弁
当
の
折
箱
紙
屑
等
の
放
擲
［
ほ
う
て
き
］
し
あ
る
が
如
き
は

殊
に
之
を
掃
除
し
一
所
に
集
め
て
焼
捨
て
る
方
法
を
探
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
但
し
道
路
外
の
林
下
、

時
々
雑
草
を
刈
佛
ふ
み
に
し
て
彼
の
落
葉
、
蘚
苔
又
、
可
隣
な
る
下
草
類
の
如
き
は
却
て
之
を

自
然
の
儘
に
存
置
す
る
可
と
す
る
道
路
面
の
如
き
も
秋
冬
の
間
、
落
葉
を
愛
し
て
屑
紙
其
他
の

枯
枝
等
の
み
ち
取
捨
つ
る
可
と
す
。 

尚
下
部
の
稍
本
狙
な
る
林
内
一
に
町
步
の
地
を
書
し
て
簡
単
な
る
柵
園
を
な
し
鹿
野
猪
又
、

猿
等
を
飼
ふ
を
こ
と
を
可
と
す
。
此
等
は
何
れ
も
愛
嬌
あ
る
動
物
に
し
て
小
児
婦
人
等
の
好
み

329 
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で
来
遊
す
る
も
の
な
り
是
亦
近
来
欧
米
に
流
行
す
る
自
然
的
物
園
の
一
種
な
り
と
す
。 

総
て
公
園
内
設
備
は
来
遊
ぶ
も
の
と
し
て
最
も
容
易
に
園
内
の
道
路
並
展
望
地
、
瀑
布
其
他

遊
覧
す
べ
き
場
所
の
位
置
の
距
離
を
明
か
ら
し
む
必
要
あ
る
が
故
に
園
の
入
口
又
、
裾
要
の
地

に
は
木
又
は
紙
に
略
園
を
書
き
て
之
を
掲
示
し
道
路
の
距
離
諸
設
備
の
位
置
等
凡
て
一
目
瞭
然

な
ら
し
む
る
を
要
す
。
又
風
景
縮
端
書
を
販
売
し
自
然
広
告
の
一
助
と
せ
ば
、
更
に
妙
な
る
べ

し
。 尚

茲
に
些
細
な
る
事
柄
な
れ
ど
も
城
山
山
林
の
下
部
散
見
す
る
事
は
甚
だ
し
く
悪
感
を
興
ふ

る
も
の
な
れ
ば
是
等
は
他
よ
り
見
え
ざ
る
様
あ
を
き
、
ま
さ
き
、
ひ
ば
、
い
ち
い
其
他
常
緑
樹
を

密
植
し
て
之
を
隠
蔽
す
る
様
な
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
又
公
園
内
に
は
、
要
所
に
便
所
を
設
く
る
必

要
あ
る
は
勿
論
な
れ
ど
も
直
ち
に
林
内
道
路
よ
り
見
え
ざ
る
様
其
周
囲
と
に
常
緑
樹
を
植
え
て

之
を
隱
藏
す
べ
し
。
但
し
其
隠
蔵
せ
る
中
に
便
所
の
あ
る
事
は
容
易
に
解
し
得
る
様
目
標
を
造

る
べ
し
。 

（
四
）
福
島
町
の
市
街 

福
島
町
の
市
街
木
曽
谷
の
中
心
な
れ
ば
漸
次
蘇
狹
の
他
の
部
発
達
に
隨
ひ
今
后
改
良
を
要
す

る
の
点
少
な
か
ら
ず
就
中
旅
館
の
如
き
は
其
第
一
に
し
て
旅
館
の
良
否
は
将
来
遊
覧
客
吸
収
上

最
大
主
因
と
な
る
を
以
て
大
改
革
を
加
へ
ざ
る
可
ら
ず
。
殊
二
便
所
、
磨
硝
子
等
を
用
ひ
て
内

部
を
明
る
く
し
又
清
潔
に
な
す
こ
と
又
便
所
の
は
内
よ
り
鍵
引
掛
く
る
設
備
を
な
す
こ
と
、
風

呂
場
及
び
洗
面
所
を
清
潔
に
な
す
こ
と
宿
料
其
他
の
費
用
を
各
等
分
ち
て
一
定
す
る
こ
と
等
は

最
も
急
務
な
か
り
と
す
。
尚
町
内
の
道
路
よ
り
見
ゆ
る
便
所
流
し
元
基
地
の
不
潔
物
は
一
切
従

来
よ
り
見
え
ざ
る
様
板
園
を
な
し
又
は
あ
を
き
、
ま
さ
き
、
い
ち
ぬ
等
の
常
緑
樹
を
植
込
み
町

内
又
は
町
外
散
策
保
養
の
遊
客
に
対
し
不
快
を
感
じ
さ
せ
な
い
様
努
ま
ざ
る
可
ら
ず
。
欧
州
に

て
は
、
大
低
市
街
の
美
化
に
関
す
る
市
街
美
化
委
員
な
る
も
の
あ
り
て
諸
種
の
外
観
装
飾
方
法

に
関
し
指
揮
干
渉
を
加
え
居
る
。
以
て
荷
も
市
街
の
秩
序
を
乱
し
、
又
美
観
を
損
す
る
が
如
き

建
築
及
着
色
物
等
の(

広
告
採
正
含
む)

は
直
ち
に
之
ら
改
造
せ
し
む
る
事
と
す
。
故
に
出
来
得

べ
く
ん
ば
町
内
の
衛
生
並
に
美
化
委
員
を
設
置
し
諸
種
の
装
飾
に
関
し
干
渉
を
試
む
る
を
可
と

す
。
彼
の
道
路
附
近
に
於
け
る
婦
人
の
用
便
、
肥
料
溜
等
、
甚
だ
し
く
来
遊
者
の
嫌
厭
を
買
ふ
所

な
れ
ば
可
成
注
意
し
て
是
等
を
改
良
せ
じ
む
べ
し
。 

要
す
る
に
避
暑
地
其
他
遊
覧
地
と
し
て
、
清
潔
と
懇
切
と
は
最
注
意
す
べ
き
点
な
り
と
す
。 

 

其
二
日
義
村
の
大
原 

日
義
村
の
大
原
は
思
う
に
「
太
古
駒
ヶ
岳
連
嶽
の
崩
壊
押
出
し
に
よ
り
一
帯
に
土
砂
の
流
出

せ
る
土
地
に
し
て
木
曽
川
沿
岸
中
比
類
な
き
大
平
原
な
り
と
す
。
位
置
は
海
抜
三
千
有
余
尺
に

し
て
面
積
又
三
吉
町
步
余
り
同
村
原
野
区
有
地
に
し
て
気
候
冷
涼
加
ふ
る
に
土
性
、
花
崗
岩
の

分
解
よ
り
な
る
を
似
て
土
砂
清
浄
水
質
清
冽
夏
季
は
雨
量
少
な
き
も
土
流
よ
り
原
野
の
中
央
高

所
を
通
し
て
奔
流
せ
る
深
水
は
無
敵
に
之
を
分
派
し
て
隨
意
に
利
用
し
日
常
の
用
水
は
勿
論
各

別
荘
の
他
沼
用
に
も
十
分
な
り
と
す
。
蓋
し
此
用
水
の
浦
冽
豊
富
自
由
な
る
点
は
到
底
彼
の
富

士
見
又
は
、
軽
井
沢
の
遠
く
及
ば
ざ
る
所
な
り
と
す
。
殊
に
土
地
使
用
料
の
如
き
も
現
在
極
め

て
低
廉(

現
在
の
借
地
料
一
反
步
［
い
っ
た
ん
ぶ
］
年
に
二
円
四
十
錢
乃
至
円
な
り
と
云
ふ)

な

れ
ば
今
よ
り
規
約
を
設
け
て
急
に
之
を
高
む
る
の
弊
を
防
ぐ
に
於
て
は
別
荘
地
と
し
て
好
望
の

個
所
た
る
を
疑
は
ず
。
而
し
て
将
来
施
設
の
方
針
と
し
て
は
先
づ
此
平
原
を
縦
に
貫
通
す
る
主

要
な
る
車
道
を
造
り
其
他
の
道
路
も
大
体
に
區
劃
［
く
か
く
］
予
定
し
置
き
以
て
別
荘
建
造
の

地
割
を
な
す
に
便
な
ら
し
む
べ
し
又
避
暑
客
誘
引
を
第
一
着
手
と
し
て
先
づ
地
方
の
有
力
家
又

は
村
に
於
て
所
謂
さ
ろ
い
と
し
て
数
個
の
貸
別
荘
を
造
る
も
一
法
な
り
。 

尚
避
暑
客
の
慰
籍
法
と
し
て
は
其
附
近
に
名
所
旧
跡
と
し
て
知
ら
れ
た
る
明
星
岩
、
手
習
天

神
、
義
仲
公
旗
揚
げ
八
幡
、
小
枝
の
松
、
巴
ヶ
淵
、
砂
ヶ
瀬
の
紅
葉
、
今
井
兼
平
の
墓
等
に
遊
覧

的
設
備(

即
ち
道
路
、
休
息
場
、
立
札
等)

を
な
し
自
由
に
探
勝
せ
し
む
る
事
甚
だ
必
要
な
り
と

す
。
只
此
大
原
に
於
て
一
の
欠
点
と
な
す
は
此
原
野
に
牛
馬
を
放
牧
す
る
が
為
め
蠅
類
の
多
き

事
な
り
と
す
故
に
此
地
を
将
来
避
暑
地
と
し
て
繁
昌
せ
し
む
る
に
は
、
放
牧
を
禁
ず
る
か
又
は

他
の
方
法
に
よ
り
此
蠅
を
減
ず
る
の
方
法
を
講
ぜ
ざ
る
可
ら
ず
蠅
は
も
と
蛆
よ
り
孵
化
す
る
も

の
な
れ
ば
蛆
の
生
活
所
と
な
る
牛
馬
糞
其
他
不
潔
地
、
停
滞
せ
る
濕
地
等
に
清
潔
法
を
施
す
に

於
て
は
遂
に
之
を
絶
滅
し
得
る
も
の
な
り
。 

其
三
德
音
寺 

德
音
寺
は
気
候
冷
涼
に
し
て
岩
間
よ
り
湧
出
す
る
泉
水
清
冽
に
し
て
他
に
類
例
少
な
き
好
堂

宇
な
れ
ば
暑
中
休
暇
中
避
暑
学
生
等
の
用
に
供
す
る
は
甚
だ
当
を
得
た
る
事
な
り
。
殊
に
夏
季

講
習
会
を
開
催
す
る
は
最
も
可
と
す
此
附
近
一
帯
気
候
清
涼
に
し
て
避
暑
に
適
す
る
個
所
な
れ

ば
寺
院
其
他
民
家
の
座
敷
等
を
清
潔
に
な
し
之
を
簡
易
に
貸
付
く
る
方
法
を
探
る
は
避
暑
客
を

誘
致
す
る
の
方
法
な
り
と
す
。 
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其
四
藪
原
附
近 

藪
原
駅
海
抜
三
千
三
戸
呎
［
フ
ィ
ー
ト
］
に
し
て
我
国
停
車
場
所
在
地
中
最
高
地
の
一
に
數

へ
ら
れ
尚
其
上
部
鳥
居
峠
の
如
き
は
海
抜
四
千
四
百
呎
の
高
燥
地
に
し
て
気
候
冷
涼
且
附
近
の

清
潔
な
る
は
別
荘
地
と
し
て
可
な
り
と
雖
、
諸
物
資
の
供
給
不
便
な
る
と
概
ね
嶮
咀
地
［
け
ん

そ
ち
］
に
し
て
土
地
狭
隘
に
過
ぐ
る
は
惜
む
べ
し
。
又
藪
原
村
上
部
一
帯
地
は
面
積
に
於
て
は

十
分
な
り
と
雖
、
己
に
開
墾
し
て
一
帯
に
畑
地
な
る
は
別
荘
地
と
し
て
欠
点
な
り
と
す
。
由
来

避
暑
地
は
其
別
荘
の
付
近
一
帯
の
原
野
な
る
か
又
は
美
林
な
る
を
要
し
肥
培
耕
耘
を
要
す
る
田

畑
の
間
に
て
は
十
分
の
発
達
を
な
し
難
き
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
天
然
の
気
候
は
甚
だ
冷
涼
な

る
に
よ
り
藪
原
の
上
部
よ
り
鳥
居
峠
附
近
が
多
少
の
別
荘
地
と
な
る
べ
き
見
込
無
き
に
非
ら
ず

故
に
之
が
準
備
と
し
て
両
側
に
適
当
な
る
並
木
を
植
え
て
散
歩
の
便
に
供
す
べ
し
。
其
樹
種
は

未
だ
確
定
し
難
ん
と
雖
、
成
る
可
く
多
少
の
利
益
を
収
め
得
る
柿
其
他
果
樹
類
を
選
む
べ
し
。

而
し
て
並
木
植
付
に
付
き
て
注
意
を
要
す
る
は
全
て
並
木
と
す
べ
き
樹
木
は
數
年
間
畑
地
に
於

て
二
間
内
外
の
高
さ
枝
下
七
尺
位
に
養
成
し
置
き
数
百
本
同
時
に
植
付
且
其
地
方
の
青
年
団
等

に
之
を
保
護
せ
し
む
る
を
可
と
す
。
然
る
時
は
割
合
に
盗
伐
等
の
憂
少
な
き
も
の
な
り
。 

其
五
寝
覚
の
床 

寝
覚
は
遊
覧
地
と
し
て
巳
に
有
名
の
個
所
な
る
も
保
護
の
方
法
宜
し
き
を
得
ば
尚
今
日
よ
り

一
層
の
美
観
を
発
揮
す
る
を
得
べ
し
由
来
該
所
は
岩
石
よ
り
成
り
た
る
為
、
其
固
有
の
形
状
を

破
壊
失
墜
せ
ら
れ
ざ
り
し
も
其
周
囲
の
樹
林
美
は
殆
ん
ど
己
に
破
壊
し
尽
く
さ
れ
た
り
と
云
ふ

を
得
べ
し
。
故
に
今
後
に
在
り
て
は
床
の
周
囲
附
近
一
帯
の
森
林
美
を
回
復
し
て
以
て
床
と
川

と
の
風
景
に
調
和
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
今
日
の
寺
院
の
對
岸
一
帯
の
地
域
は
扁
柏
、

花
柏
等
の
針
葉
樹
を
天
然
的
に
植
栽
し
且
民
家
又
は
畑
地
等
の
見
え
ざ
る
様
岸
上
の
上
部
を
直

ち
に
森
林
を
以
て
被
ひ
川
と
床
と
の
俗
了
を
防
が
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
尚
現
時
寺
院
の
境
内
は
頗

る
嬢
覚
の
展
望
に
適
す
る
も
崖
上
に
新
造
せ
る
手
摺
高
き
を
以
て
展
望
を
妨
ぐ
観
覧
者
に
不
快

を
感
ぜ
し
む
る
を
以
て
適
度
の
高
さ
に
切
り
下
ぐ
る
と
同
時
に
崖
壁
に
生
ず
る
雑
木
及
び
竹
の

枝
葉
は
其
切
口
の
見
え
ざ
る
様
巧
に
切
り
透
し
以
て
展
望
に
便
な
ら
し
む
べ
し
。 

寝
覚
の
床
よ
り
上
松
駅
に
至
る
道
路
も
亦
改
良
の
要
あ
り
。
即
ち
今
日
国
道
の
両
側
に
は
適

当
の
並
木
を
植
付
け
て
以
て
夏
季
を
涼
し
く
し
且
春
秋
の
風
致
を
増
さ
し
む
べ
し
尚
寝
覚
寺
の

門
前
よ
り
国
道
に
出
づ
る
道
も
余
り
に
狭
隘
且
不
整
な
れ
ば
之
を
二
間
以
上
の
道
幅
に
改
良
し

両
側
に
前
同
様
並
木
を
植
う
べ
し
。
道
幅
二
間
に
過
ぎ
ざ
る
場
合
に
は
並
木
は
道
外
の
畦
畔
又

は
畑
地
に
植
う
べ
し
尚
本
道
の
外
に
現
在
の
近
道
を
改
良
し
て
副
道
と
な
し
以
て
来
遊
者
を
し

て
往
復
同
一
線
に
依
ら
ず
常
に
新
た
な
る
道
を
通
行
せ
し
む
る
様
に
な
す
が
如
き
は
最
も
妙
な

り
若
し
夫
れ
道
幅
狭
く
し
て
並
木
植
栽
の
余
地
無
き
場
合
に
は
両
側
の
桑
樹
を
高
木
仕
立
に
な

し
又
柿
の
木
の
類
を
道
端
の
畑
に
植
え
し
む
る
も
可
な
り
。
要
は
只
暑
に
炎
暑
の
苦
を
忘
れ
し

む
る
為
に
適
当
の
庇
陰
樹
を
存
す
る
を
以
て
目
的
と
な
す
べ
き
な
り
。 

其
六
、
蘇
挟
一
帯 

所
謂
木
曽
路
の
本
道
は
已
に
述
べ
し
如
く
天
然
の
風
景
美
を
破
壊
し
尽
く
さ
れ
た
る
も
将
来

に
於
て
能
く
要
設
備
を
怠
ら
ざ
る
時
は
漸
く
木
曽
本
谷
に
於
け
る
天
然
の
風
景
回
復
す
る
を
得

ば
し
。
但
新
た
に
植
付
け
た
る
樹
木
が
生
長
し
て
風
景
美
を
添
ふ
る
に
至
る
迄
に
は
甚
だ
長
年

月
を
要
す
る
を
以
て
少
し
に
て
も
其
今
日
に
残
存
す
る
風
景
美
は
周
到
な
る
注
意
を
以
て
施
業

上
に
制
限
を
加
へ
之
が
保
存
に
努
む
る
と
共
に
更
に
之
を
補
足
す
る
道
を
講
じ
又
已
に
破
壊
せ

ら
れ
た
る
所
と
雖
其
風
景
美
を
回
復
す
る
価
値
あ
る
所
に
は
宜
敷
今
日
よ
り
之
が
回
復
の
道
を

講
じ
漸
を
以
て
此
蘇
峡
一
帯
に
於
け
る
天
然
風
景
美
の
回
復
改
良
を
施
さ
ざ
る
可
ら
ず
。 

尚
又
名
所
舊
跡
棧
［
か
け
は
し
］
寝
覚
の
床
及
び
卯
の
木
澤
の
御
料
林
其
他
一
般
の
来
遊
者

の
意
に
投
ず
る
個
所
の
如
き
は
汽
車
中
に
於
け
る
展
望
亦
極
め
て
必
要
な
れ
ぱ
各
停
車
場
に
は

必
ず
此
駅
よ
り
何
分
時
先
き
に
何
々
を
過
ぎ
何
分
時
に
し
て
左
方
に
何
々
の
舊
跡
あ
る
等
の
掲

示
を
な
し
置
き
以
て
車
中
の
旅
客
に
先
つ
注
意
を
喚
起
し
置
き
更
に
各
名
所
舊
跡
等
に
は
最
も

見
易
き
場
所
に
其
名
所
の
立
札
を
設
け
置
く
べ
し
。
停
車
場
の
立
札
は
近
く
詳
し
き
を
可
と
す

る
も
汽
車
の
疾
走
中
に
見
せ
し
む
る
立
札
は
線
路
よ
り
数
十
間
離
れ
て
大
き
く
簡
単
に
書
く
を

要
す
尚
絵
端
書
其
他
に
よ
り
て
名
所
舊
跡
の
位
置
図
を
作
り
広
く
販
買
せ
し
む
る
が
如
き
も
木

曽
路
の
風
景
美
を
紹
介
す
る
に
は
必
要
な
る
方
法
な
り
と
す
。 

其
七
第
一
回
遊
線
の
内
賤
母
御
料
林 

賤
母
御
料
林
は
木
曽
街
道
中
天
然
の
森
林
美
を
存
せ
る
唯
一
の
天
然
林
に
し
て
之
に
よ
り
今

尚
古
へ
の
木
曽
路
の
風
景
を
代
表
す
る
を
得
べ
き
も
の
な
り
。
故
に
此
森
林
は
厳
に
伐
探
を
禁

ず
る
の
方
法
を
講
じ
風
致
若
し
く
は
土
砂
扜
止
の
保
安
禁
伐
林
と
し
て
永
久
に
現
状
の
儘
保
存

せ
ざ
る
可
ら
す
。
特
に
右
森
林
の
大
部
分
た
る
岩
石
磊
々
く
る
傾
斜
に
し
て
一
度
之
を
裸
出
す

る
時
は
容
易
に
再
び
森
林
と
な
す
こ
と
難
く
一
方
に
は
八
街
路
に
対
し
岩
石
崩
壊
の
危
險
も
あ

れ
ば
是
非
共
其
街
道
の
両
側
街
道
よ
り
見
ゆ
る
所
は
之
を
禁
伐
林
と
な
さ
ざ
可
か
ら
ず
、
幸
に

御
料
局
に
於
て
も
今
日
は
之
を
保
存
す
る
の
方
針
な
る
由
な
る
も
何
時
如
何
な
る
支
配
者
の
出
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で
来
り
て
之
が
伐
採
を
企
つ
る
や
も
知
る
可
か
ら
ず
。
既
に
先
年
賤
母
御
料
林
の
一
部
を
伐
採

せ
し
痕
跡
さ
へ
あ
る
程
な
れ
ば
今
日
に
於
て
永
久
に
亘
る
安
全
な
る
方
法
を
講
ず
る
と
同
時
に

更
に
一
二
公
園
林
的
設
備
を
な
す
を
要
す
。 

林
内
の
国
道
中
風
景
の
観
る
べ
き
處
綠
陰
［
し
ょ
り
ょ
く
い
ん
］
の
掬
す
べ
き
邊
に
は
自
然

的
腰
掛
を
造
り
自
由
の
休
息
に
委
す
べ
し
。
尚
賤
母
御
料
林
中
の
国
道
と
木
曽
川
と
の
間
に
広

き
不
林
の
存
す
る
所
に
は
国
道
よ
り
分
派
せ
る
遊
歩
道
を
木
曽
川
に
沿
ふ
て
作
り
綠
蔭
中
よ
り

碧
潭
［
へ
き
た
ん
］
を
展
望
す
べ
く
各
所
に
岩
石
又
は
倒
木
の
根
株
等
に
よ
り
て
腰
掛
を
設
け

休
息
に
便
な
ら
し
む
可
し
。 

賤
母
御
料
林
内
の
国
道
は
木
曽
谷
中
の
回
遊
線
路
と
し
て
最
も
良
好
に
し
て
右
に
田
立
の
瀧

を
繋
ぎ
左
は
妻
籠
の
城
山
に
連
絡
す
る
主
要
遊
覽
地
な
る
に
よ
り
林
内
を
美
化
す
る
為
、
路
傍

の
各
所
に
二
三
株
づ
づ
塊
状
又
は
散
生
的
に
も
み
じ
又
は
や
ま
ざ
く
ら
の
類
を
植
え
其
林
冠
を

疎
開
し
た
る
個
所
に
も
亦
紅
葉
樹
或
は
花
木
を
補
植
し
以
て
春
秋
の
風
致
を
増
す
べ
し
。
由
来

賤
母
御
料
林
に
は
濶
葉
樹
の
紅
葉
す
べ
き
も
の
多
く
秋
季
の
紅
葉
は
極
め
て
有
名
な
り
と
雖
、

天
然
生
の
も
の
の
み
に
て
は
吾
人
遊
覧
に
便
な
る
所
に
し
て
其
不
足
せ
る
場
合
少
な
か
ら
ざ
れ

ば
道
路
よ
り
見
ゆ
る
綠
蔭
間
の
岩
上
に
も
み
ぢ
又
は
や
ま
ざ
く
ら
を
植
ぇ
又
は
路
邊
の
岩
石
上

に
つ
つ
じ
、
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ
の
類
を
補
植
し
其
他
針
葉
樹
の
み
に
て
余
り
に
黒
色
の
み
勝
ち

た
る
部
分
に
は
所
々
は
一
二
株
の
も
み
ぢ
、
や
ま
ざ
く
ら
の
類
を
混
植
し
て
以
て
其
風
景
を
活

躍
せ
し
む
べ
し
。
但
し
何
れ
の
場
合
に
も
此
等
花
木
の
補
植
に
は
恰
も
天
然
に
生
す
べ
き
位
置

を
選
び
且
天
然
生
の
如
き
状
態
に
栽
植
し
一
列
又
は
同
距
離
に
な
し
て
人
工
植
栽
な
る
感
を
起

さ
し
む
る
事
な
き
様
注
意
す
べ
し
。 

「
犬
歸
り
の
憸
［
い
ぬ
か
え
り
の
け
ん
］」
等
に
は
岩
石
又
は
樹
木
に
地
名
を
表
示
し
置
く
を

可
と
す
。 

妻
籠
の
城
山
は
第
一
回
遊
線
中
に
あ
り
て
展
望
甚
だ
な
れ
ば
道
路
を
改
良
し
路
傍
の
森
林
を

培
養
し
て
日
蔭
樹
を
な
さ
し
め
以
て
登
攀
者
涼
を
与
え
上
部
に
も
亦
飮
料
水
其
他
遊
園
的
設
備

を
な
す
べ
し
。
彼
の
小
鳥
を
捕
ふ
る
小
屋
の
如
き
は
一
の
名
物
と
し
て
存
置
し
来
遊
者
に
見
せ

し
む
る
を
良
と
す
。
尚
其
下
部
な
る
字
沼
田
の
果
樹
園
の
如
き
も
之
を
改
良
し
て
縦
観
せ
し
め

且
其
生
産
物
を
一
定
価
格
に
販
買
す
る
に
於
て
は
又
客
を
呼
ぶ
の
一
手
段
と
な
る
べ
し
尚
此
城

山
に
は
回
遊
者
は
一
方
よ
り
上
れ
ば
他
の
反
対
の
側
に
下
り
て
全
く
道
を
損
せ
ざ
る
様
道
路
を

造
る
こ
と
を
要
す
。 

其
八
第
二
回
遊
線
中
常
盤
橋
に
至
る
王
瀧
道
路 

第
二
回
遊
線
中
常
盤
橋
に
至
る
王
瀧
道
路
は
現
今
始
ん
ど
俗
了
し
終
り
路
上
汚
物
散
乱
岩
石

露
出
し
步
行
容
易
な
ら
ざ
れ
ば
御
嶽
登
山
者
の
為
又
は
木
曽
森
林
美
探
勝
者
の
偽
め
に
大
に
改

良
の
要
あ
り
尚
成
る
可
く
は
数
年
後
に
敷
設
さ
る
べ
き
帝
室
林
野
管
理
局
森
林
鉄
道
を
利
用
し

て
其
往
復
に
便
せ
し
め
ざ
る
可
ら
ず
。 

福
島
町
よ
り
約
二
里
の
無
趣
味
な
る
悪
道
を
過
ぎ
て
達
す
る
常
盤
橋
の
清
漂
橋
上
深
緑
を
翳

し
爽
快
を
感
ぜ
し
め
此
附
近
唯
一
の
名
勝
地
な
り
。
只
若
し
一
度
此
岸
上
の
森
林
を
破
壊
す
る

時
は
全
く
桔
骨
を
旱
天
に
曝
す
の
観
あ
る
を
以
て
此
森
林
は
永
久
的
保
存
の
法
講
ず
る
の
必
要

あ
り
。 

其
九
鞍
馬
の
景 

鞍
馬
の
景
は
常
盤
橋
と
同
じ
く
第
二
回
遊
線
上
に
あ
り
て
常
盤
橋
よ
り
上
流
武
里
西
町
二
位

し
其
風
景
は
木
曽
谷
第
一
と
称
す
べ
く
其
渓
流
屈
曲
敷
町
に
亘
る
両
岸
は
屹
立
数
百
尺
な
る
岩

上
に
深
緑
の
天
然
林
を
有
し
何
等
人
工
を
加
へ
ず
何
等
塵
埃
を
止
め
ず
全
く
俗
界
と
絶
て
る
天

然
美
を
現
は
す
若
し
夫
れ
扁
舟
［
へ
ん
し
ゅ
う
］
に
棹
［
た
く
］
し
て
碧
潭
に
望
ま
ん
か
鑿
［
さ

く
］
も
て
削
り
成
せ
る
が
如
き
高
さ
数
百
尺
の
岩
壁
は
藍
色
の
水
と
相
映
じ
て
秀
麗
比
す
べ
き

な
し
。
扁
舟
進
む
に
従
ひ
溪
流
の
四
周
全
く
断
崔
に
幇
［
ほ
う
］
ぜ
ら
れ
僅
か
に
上
天
の
一
方
の

み
断
崖
上
に
立
て
る
ひ
の
き
林
の
間
よ
り
見
得
る
に
過
ぎ
ず
加
ふ
る
に
溪
流
中
の
岩
石
は
或
は

寝
覚
の
床
に
似
て
俗
に
小
寝
覚
と
称
せ
ら
る
る
あ
り
。
或
は
奇
岩
怪
石
の
溪
流
を
遮
り
て
一
大

瀑
布
を
な
し
恰
も
日
光
龍
頭
の
瀧
に
似
た
る
あ
り
。
其
左
岸
数
百
尺
の
高
さ
な
る
岩
壁
の
罅
隙

［
か
げ
き
］
よ
り
直
下
す
る
絹
糸
を
垂
れ
た
る
如
き
瀧
や
岩
間
、
木
の
間
に
咲
乱
れ
た
る
つ
つ

じ
の
花
八
線
樹
の
影
と
共
に
青
潭
に
沈
み
て
鮎
魚
花
毛
氈
上
に
躍
る
の
風
情
あ
り
。
眞
に
是
れ

千
尋
の
渓
谷
中
に
在
り
て
神
仙
に
導
か
る
る
が
如
し
其
状
世
界
の
絶
景
と
称
せ
ら
る
る
彼
の
奥

太
利
の
え
と
も
ん
ど
ぐ
ら
う
に
似
て
之
に
勝
る
も
の
な
り
。
彼
の
え
と
も
ん
ど
ぐ
ら
う
に
は
婦

人
の
船
子
あ
り
て
客
を
誘
ひ
碧
淵
は
魚
猟
を
な
す
の
便
あ
り
遊
覧
者
を
し
て
舟
中
鮮
魚
を
調
理

せ
し
む
る
の
設
備
あ
り
。
鞍
馬
の
景
も
如
斯
［
か
く
の
ご
と
く
］
舟
筏
［
し
ゅ
う
ば
つ
］
の
設
備

を
自
由
な
ら
し
め
漁
猟
の
観
あ
ら
し
め
ば
何
ぞ
え
と
も
ん
ぐ
ら
う
に
讓
ら
ん
ゃ
宜
し
く
今
よ
り

漁
猟
組
合
を
設
け
て
漁
猟
を
制
限
し
両
岸
は
禁
伐
林
と
し
て
永
久
に
保
存
し
只
二
三
隻
の
小
船

を
置
き
其
船
に
乗
る
道
と
船
よ
り
降
り
て
登
る
道
と
完
全
に
な
す
の
み
に
し
て
一
切
新
道
開
繋

等
土
工
を
禁
じ
以
て
此
無
類
の
絶
景
を
損
傷
す
る
を
避
け
ざ
る
可
ら
ず
。
今
日
の
如
く
単
に
鞍
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馬
橋
下
よ
り
俯
観
す
る
の
み
に
て
は
此
天
景
の
眞
を
知
る
能
は
ず
須
ら
く
容
易
に
船
に
て
遊
覽

し
得
る
設
備
を
要
す
。 

其
十
氷
ヶ
瀨 

氷
ヶ
瀨
も
亦
第
二
回
遊
線
内
に
在
り
て
鞍
馬
に
亜
ぐ
る
絶
景
な
る
も
惜
い
哉
岸
上
の
森
林
を

伐
採
せ
る
偽
め
漸
や
く
俗
了
去
ら
ん
と
す
。
只
其
上
流
鯎
川
濁
川
に
は
今
日
尚
広
大
な
る
美
林

を
備
ふ
る
を
以
て
回
避
地
に
編
入
し
此
等
天
然
の
美
林
の
溢
伐
を
禁
ず
る
に
於
て
は
将
来
交
趣

機
関
の
発
達
に
供
ひ
避
暑
又
別
荘
地
若
く
は
遊
覧
地
と
し
て
自
然
に
静
か
な
る
森
林
美
を
探
る

の
地
い
と
な
る
べ
し
。
抑
も
欧
米
人
士
の
如
き
は
鬱
蒼
た
る
大
森
林
中
に
避
暑
し
朝
夕
林
内
を

散
策
す
る
を
好
む
も
の
多
け
れ
ば
将
来
森
林
鉄
道
の
敷
設
せ
ら
れ
て
尚
此
附
近
の
森
林
を
保
護

し
得
ば
必
ず
や
外
人
向
の
好
避
暑
地
と
な
る
べ
き
も
の
な
り
。 

其
十
一
御
嶽
神
社 

王
瀧
村
社
御
嶽
神
社
は
御
嶽
神
社
の
郷
宮
に
し
て
村
落
の
上
部
に
位
し
境
内
老
樹
鬱
蒼
と
し

来
遊
者
を
し
て
思
は
ず
森
厳
を
感
ぜ
し
め
俗
界
を
脱
出
せ
る
ふ
覚
え
し
む
而
し
て
此
神
社
は
維

持
の
方
法
確
立
せ
る
点
よ
り
見
る
も
一
層
格
を
高
め
境
外
瀧
氏
の
所
有
森
林
と
併
せ
風
致
保
安

林
と
し
て
保
存
す
る
の
必
要
を
認
む
。 

其
十
二
、
田
立
の
瀧 

田
立
の
滝
は
多
種
多
標
且
壮
大
な
る
瀑
布
を
同
一
地
域
内
に
観
得
る
と
且
瀧
の
附
近
の
自
然

的
の
美
林
な
る
と
に
於
て
蓋
し
比
類
少
き
瀑
布
と
称
す
べ
き
な
り
。
世
に
瀑
布
の
大
な
る
も
の

美
観
な
る
も
の
少
な
か
ら
ず
彼
の
日
光
の
如
き
は
瀑
布
を
以
て
有
名
な
り
と
雖
何
れ
も
各
所
に

散
在
し
少
な
く
と
も
六
七
里
を
步
行
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
数
種
瀧
を
見
る
事
能
は
ざ
る
な
り
。

然
る
に
田
立
の
瀧
は
僅
か
十
数
町
の
間
に
不
動
瀧
、
天
河
瀧(

一
名
百
間
瀧)

、
霧
ヶ
瀧
、
螺
旋
瀧

其
他
数
ヶ
の
瀑
布
を
集
め
其
多
く
は
数
十
間
の
大
瀑
布
に
し
て
各
異
な
る
美
観
を
呈
し
加
ふ
る

に
其
位
置
た
る
海
抜
三
千
三
百
尺
乃
至
三
千
八
百
九
十
尺
間
に
し
て
御
料
林
八
百
余
町
歩
の
木

曽
五
木
の
美
林
中
に
在
り
攀
［
は
ん
］
登
者
を
し
て
先
づ
其
森
林
の
美
に
打
た
れ
し
め
、
更
に
進

で
瀧
に
至
れ
ば
四
週
の
蓊
欝
［
お
う
う
つ
］
た
る
森
林
と
相
俟
ち
て
一
層
山
水
の
風
景
を
発
揮

せ
し
む
る
も
の
あ
り
。
其
数
個
の
瀑
布
を
賞
し
更
に
最
上
の
瀧
の
上
に
至
る
や
清
冽
な
る
岩
石

の
間
に
幾
多
の
小
寝
覚
床
、
小
龍
頭
の
瀧
、
小
合
満
ヶ
淵
を
存
し
て
之
を
徒
渉
す
る
の
快
云
ふ

可
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
故
に
如
斯
の
勝
景
の
地
は
努
め
て
設
備
を
完
全
に
し
世
界
の
探
勝
者

を
し
て
自
由
に
踏
破
せ
し
む
る
を
得
せ
し
め
以
て
広
く
紹
介
す
る
を
適
当
と
す
。
而
し
て
将
来

の
設
備
と
し
て
は
御
料
林
に
於
て
は
今
明
年
中
に
瀧
麓
ま
で
道
路
を
開
設
す
る
こ
と
と
な
り
居

る
を
以
て
民
間
に
於
て
も
俗
称
砂
塲
平
よ
り
里
道
橋
塲
に
至
る
迄
約
一
里
の
間
幅
二
三
間
の
車

道
と
な
し
其
道
路
の
両
側
に
は
三
四
間
置
き
に
日
陰
と
な
る
べ
き
闊
葉
樹
の
並
木
を
植
付
け
林

内
は
現
在
の
歩
道
を
瀧
の
上
部
ま
で
延
長
し
別
に
川
の
左
岸
に
小
径
を
造
り
帰
路
に
便
せ
し
め
、

途
中
或
は
飛
石
に
よ
り
或
は
倒
木
の
自
然
的
小
橋
を
架
し
置
く
を
可
と
す
。
尚
道
路
の
曲
点
大

木
の
根
元
等
の
庇
蔭
地
に
は
、
自
然
的
の
腰
掛
を
備
へ
又
飲
料
水
と
用
水
と
を
区
別
し
た
る
標

示
を
な
し
、
瀧
の
位
置
休
憩
所
、
便
所
、
料
理
店
、
ホ
テ
ル
等
も
各
所
に
標
示
す
る
を
可
と
す
。

元
来
遊
園
地
に
於
て
日
傘
を
用
ふ
る
如
き
は
矛
盾
の
骨
頂
に
し
て
欧
州
等
に
あ
り
て
は
路
傍
に

苹
果
［
り
ん
ご
］
其
他
の
果
樹
又
は
日
陰
樹
を
植
付
夏
季
日
傘
を
用
ふ
る
者
は
馬
鹿
者
と
云
は

れ
居
る
位
な
り
。
若
し
路
傍
に
並
木
植
栽
の
余
地
な
き
所
は
、
並
木
を
植
付
く
る
に
当
た
り
道

路
外
に
二
尺
乃
至
三
尺
位
の
半
円
形
の
土
地
を
造
り
て
比
処
に
植
付
果
実
の
収
入
に
よ
り
て
田

畑
の
作
物
の
減
收
を
補
ふ
こ
と
と
す
。 

尚
田
立
村
の
養
鯉
は
将
来
最
も
好
適
に
し
て
有
望
な
る
事
業
な
れ
ば
之
が
拡
張
を
計
り
遊
覧

者
に
対
し
鮮
魚
を
供
す
る
の
設
備
を
な
す
は
、
極
め
て
趣
味
多
き
事
業
と
す
然
る
に
世
間
往
々

弊
風
を
な
す
は
多
く
の
遊
覧
者
あ
る
に
至
れ
ば
、
不
当
の
利
益
を
貪
り
価
格
の
不
統
一
を
来
す

に
あ
り
。
如
斯
［
か
く
の
ご
と
し
］
は
最
も
注
意
を
要
す
べ
き
事
柄
に
し
て
土
地
の
繁
栄
を
計
ら

ん
と
せ
ば
、
必
ず
物
価
を
統
一
し
て
購
入
者
を
し
て
安
心
し
て
充
分
に
慰
む
る
こ
と
を
得
せ
し

む
る
に
あ
り
と
す
。 

備
考 （

一
）
避
暑
地
、
遊
覧
地
、
回
遊
線 

今
日
の
状
態
に
鑑
み
、
避
暑
地
と
し
て
は
日
義
村
大
原
を
最
も
好
適
地
と
思
考
す
る
も
此
短

時
日
の
調
査
に
於
て
は
到
底
正
鵠
を
得
た
る
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
頗
る
困
難
な
り
と
す
。
又

遊
覧
地
と
し
て
は
田
立
の
瀧
、
賤
母
御
料
林
、
城
山
の
舊
跡
を
連
結
し
た
る
回
遊
線
を
第
一
に

算
せ
ざ
る
可
ら
す
。 

（
二
）
乗
車 

回
遊
線
は
鉄
道
、
馬
車
、
人
力
車
等
連
結
の
切
符
を
発
行
し
歩
行
乗
車
等
自
由
に
選
択
せ
し

め
、
且
之
が
賃
銭
は
一
定
し
置
き
明
か
に
標
示
す
る
こ
と
最
も
必
要
な
り
と
す
。 

（
三
）
表
示
、
案
内
、
名
物
産 

遊
覧
地
は
全
て
宿
料
並
に
物
価
等
を
表
示
し
又
遊
覧
地
の
案
内
記
を
作
り
地
図
を
挿
入
し
て
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地
理
を
知
悉
せ
し
む
る
に
便
な
ら
し
め
、
尚
附
近
遊
覧
地
に
於
て
各
種
の
物
等
を
一
定
の
価
格

を
以
て
販
買
す
る
こ
と
等
は
木
曽
谷
発
展
の
一
助
と
な
る
べ
し
。 

（
四
）
路
傍
の
も
み
ぢ
、
さ
く
ら 

遊
覽
客
の
増
加
に
供
へ
路
傍
の
も
み
ぢ
、
さ
く
ら
等
を
折
る
も
の
増
加
す
べ
け
れ
ば
之
を
防

ぐ
の
法
を
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
日
光
よ
り
中
禅
寺
湯
本
に
至
る
一
帯
の
林
内
は
「
紅
葉
其
他

の
枝
一
を
探
る
も
の
は
警
察
犯
処
罰
令
に
よ
り
二
十
円
未
満
の
科
料
に
処
せ
ら
る
べ
し
日
光
警

察
署
」
な
る
立
札
を
立
て
二
三
の
犯
罪
者
を
徵
［
め
］
せ
し
以
来
今
日
殆
ど
全
く
探
る
者
な
き
に

至
れ
り
と
云
ふ
。(
終
り) 

 

【
後
記
】 

今
後
公
園
等
を
造
る
際
こ
の
よ
う
な
著
書
は
と
て
も
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。（
竹

内
） 現

在
の
木
曽
と
こ
の
時
代
の
木
曽
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
小
林
） 

現
代
は
デ
ー
タ
を
用
い
た
調
査
報
告
が
主
流
だ
が
、
こ
の
時
代
は
如
何
に
言
葉
で
伝
え
る
か

が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。（
加
藤
） 

本
稿
の
位
置
付
け
を
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の

計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
ま
し
た
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
横
関
） 
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