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の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
街
路
樹
文
化
は
古

く
か
ら
あ
る
の
で
す
か
？

近
代
以
前
の
街
路
樹
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

と
、
コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
に
も
並
木
が
あ
り
、

古
代
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。

│
│
道
の
両
側
に
木
を
植
え
る
と
い
う
文

化
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？

あ
り
ま
し
た
。
日
本
も
中
国
の
影
響
で

平
城
京
に
は
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
か

の
ぼ
れ
ば
五
千
年
前
の
縄
文
時
代
か
ら
、

木
を
植
え
て
栽
培
を
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

栗
な
ど
、
食
べ
ら
れ
る
実
が
つ
く
樹
木
を

選
ん
で
植
え
て
い
ま
す
か
ら
、
植
樹
の
技

術
は
古
く
か
ら
あ
る
。
平
城
京
の
こ
ろ
に

は
並
木
道
を
作
る
よ
う
に
、
相
当
な
技
術

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
中
国
の
都
市
を
模

倣
し
て
、
国
家
の
威
信
を
か
け
て
植
樹
さ

れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
江
戸
時
代
く
ら
い
ま
で
は
、
普

そ
の
街
路
樹
は
残
念
な
が
ら
さ
び
し
い
限

り
で
す
ね
。

津
田
は
非
常
に
多
才
な
人
で
、
農
産
物

の
栽
培
、
販
売
を
手
掛
け
る
一
方
、
学
農

社
を
創
設
し
て
、
出
版
業
に
も
着
手
し
ま

す
。
ま
た
、
農
業
資
材
を
輸
入
し
た
り
、

農
業
教
育
の
実
践
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
彼
は
、
新
島
襄
（
同
志
社
大
学
創
立
者
）、

中
村
正
直
（
帝
大
教
授
）
と
と
も
に
キ
リ

ス
ト
教
界
の
三
傑
と
呼
ば
れ
、
エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ
ュ
な
人
物
で
し
た
が
、
街
路
樹
は
な

か
な
か
展
開
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

横
浜
の
居
留
地
な
ど
で
も
、
松
や
桜
な

ど
が
街
路
樹
的
に
植
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

写
真
で
当
時
の
様
子
を
見
る
と
、
店
先
や

庭
先
に
と
り
あ
え
ず
植
え
た
と
い
う
感
じ

で
す
ね
。
列
と
し
て
道
路
上
に
植
え
た
と

い
う
よ
り
は
、
結
果
的
に
並
ん
で
い
る
か

ら
街
路
樹
に
見
え
た
と
い
う
印
象
で
す
。

当
時
、
来
日
し
た
欧
米
人
か
ら
す
れ
ば
、

松
や
桜
は
異
国
情
緒
が
あ
り
、
喜
ば
れ
た

し
て
活
躍
し
た
福ふ

く
羽ば

逸は
や

人と

（
一
八
五
六
〜
一

九
二
一
）。
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
、

千
葉
県
知
事
が
、
当
時
世
界
で
三
校
し
か

な
か
っ
た
園
芸
専
門
の
教
育
機
関
で
あ
る

千
葉
県
立
園
芸
専
門
学
校
を
開
校
さ
せ
、

同
校
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
文
部

省
に
移
管
さ
れ
、
国
立
に
な
り
ま
し
た
が
、

こ
の
園
芸
学
部
が
で
き
る
背
景
に
は
、
福

羽
逸
人
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
彼
は
新
宿
御
苑
で
イ
チ
ゴ
を
栽
培

し
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。

│
│
『
擁
道
樹
論
』
は
、
ア
メ
リ
カ
視
察

の
結
果
か
ら
、
街
路
樹
の
必
要
性
を
説
い

た
も
の
な
の
で
す
か
？

そ
う
で
す
。
欧
米
の
街
路
樹
を
知
っ
て
、

近
代
都
市
に
は
街
路
樹
が
必
要
な
の
だ
と

説
い
て
い
ま
す
。
帰
国
後
、
津
田
は
日
本

で
初
め
て
街
路
樹
を
手
が
け
ま
す
。
東

京
・
丸
の
内
の
皇
居
近
辺
で
、
ニ
セ
ア
カ

シ
ア
を
植
え
ま
し
た
。
現
在
は
槐

エ
ン
ジ
ュが

植
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、

の
街
路
樹
論
で
す
。
津
田
は
農
学
者
・
キ

リ
ス
ト
教
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
、
津

田
塾
大
学
創
立
者
・
津
田
梅
子
の
父
で
す
。

津
田
は
佐
倉
藩
の
藩
士
だ
っ
た
の
で
す

が
、
幕
末
の
佐
倉
藩
主
で
老
中
だ
っ
た
堀

田
正
睦
は
非
常
に
開
明
的
な
人
物
で
、
何

人
も
の
藩
士
を
ア
メ
リ
カ
に
送
っ
て
勉
強

さ
せ
た
。
津
田
仙
も
そ
の
一
人
で
す
。
そ

の
津
田
仙
の
元
で
学
び
、
の
ち
に
新
宿
御

苑
を
つ
く
っ
た
の
が
造
園
家
・
園
芸
家
と

堤
に
も
並
木
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
街

路
樹
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。

日
本
で
街
路
樹
と
い
う
言
葉
が
登
場
す

る
の
は
古
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治

時
代
は
擁よ

う

道ど
う

樹じ
ゅ
や
、
行こ

う
路ろ

樹じ
ゅ
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
に
、
津
田

仙せ
ん

（
一
八
三
七
〜
一
九
〇
八
）
が
、
近
代
街

路
樹
の
必
要
性
を
説
い
た
『
擁
道
樹
論
』

を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
最
初

街
路
樹
の
歴
史
を
知
る

│
│
日
本
の
街
路
樹
の
歴
史
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

い
わ
ゆ
る
「
近
代
街
路
樹
」
が
誕
生
し

た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
も

そ
も
街
路
樹
は
、
都
市
の
中
の
道
路
沿
い

に
あ
る
並
木
を
言
い
ま
す
。
英
語
で
は
ス

ト
リ
ー
ト
ツ
リ
ー
。
公
園
の
中
や
、
川
の
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い
ま
、全
国
各
地
で
街
路
樹
が
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？

街
路
樹
へ
の
理
解
不
足
、そ
し
て
行
政
の
機
能
の
低
下
…
…
。

い
ま
一
度
、街
路
樹
の
整
備
を
！
　
藤
井
英
二
郎
さ
ん
に
聞
い
た
。

街
路
樹
で
わ
か
る
日
本
の
課
題

街
路
樹
は
救
世
主
で
あ
る


