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大
き
な
樹
木
に
は
人
間
の
寿
命
を
は

る
か
に
超
え
た
長
い
年
月
に
わ
た
り
、そ

の
地
に
根
を
張
っ
て
立
ち
続
け
て
き
た
も

の
も
少
な
く
な
い
。そ
う
し
た
樹
木
を
日

本
人
は
古
来
、畏
敬
の
念
を
も
っ
て
大
切

に
し
て
き
た
。出
雲
大
社
の
本
殿
の
中
心

を
支
え
る
巨
大
な
心し

ん
の
み
は
し
ら

御
柱
や
、諏
訪
大

社
で
七
年
に
一
度
行
わ
れ
る
御お

ん
ば
し
ら柱

祭
な

ど
、民
族
宗
教
や
神
事
と
巨
木
の
か
か
わ

り
も
深
い
。

　

樹
木
は
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
で
あ

り
な
が
ら
も
、祈
り
の
対
象
で
も
あ
っ

た
。「
樹
」を
伐
り
出
し
、大
地
か
ら
切
り

離
さ
れ
た「
木
」に
彫
ら
れ
た
仏
像
や
神

像
の
多
く
は
全
国
各
地
の
寺
社
仏
閣
な

ど
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。彫
刻
作
品
と
し

宿
儺
が
古
代
信
仰
の
祈
り
の
場
所
と
し

て
開
山
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。約
一
二
〇

〇
年
前
に
真
如
法
親
王（
弘
法
大
師
の

十
大
弟
子
の
一
人
）が
仏
教
寺
院
と
し

て
建
立
し
た
古
刹
で
あ
り
、高
野
山
真
言

宗
に
属
す
る
密
教
寺
院
で
山
岳
仏
教
の

修
行
の
古
風
を
今
に
伝
え
る
。最
近
で
は

「
円
空
仏
の
寺
」と
し
て
も
広
く
知
ら
れ

る
。

　

海
抜
約
九
〇
〇
㍍
の
山
中
に
広
が
る

寺
の
境
内
に
は
、大
慈
門
の
近
く
に「
円

空
仏
寺
宝
館
」が
あ
る
。館
内
に
は
両
面

宿
儺
坐
像
を
は
じ
め
と
し
た
六
四
体
の

円
空
仏
と
寺
宝
の
一
部
を
展
示
し
て
い

る
。本
堂
や
庫
裏
な
ど
が
あ
る
境
内
中
心

地
を
囲
む
よ
う
に
、山
中
に
整
備
さ
れ
た

八
八
カ
所
の
遍
路
道（
一
周
約
三
㌔
㍍
）

に
は
、樹
齢
一
二
〇
〇
年
を
超
え
る
五
本

杉（
国
指
定
天
然
記
念
物
）な
ど
信
仰
の

場
所
が
点
在
し
、山
全
体
が
信
仰
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
。

　

円
空
仏
の
ほ
か
、江
戸
時
代
中
期
に
活

躍
し
た
絵
師
・
三
熊
思
孝（
花か

て
ん顛
）に
よ

る「
桜
の
襖
絵
」も
千
光
寺
を
代
表
す
る

寺
宝
の
一
つ
だ
。両
面
宿
儺
坐
像
と
同
じ

く
県
指
定
有
形
文
化
財
で
あ
り
、こ
れ
ま

で
に
何
度
か
修
復
が
施
さ
れ
て
き
た
。豪

て
の
技
法
も
多
彩
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の

樹
木
の
特
性
を
的
確
に
捉
え
て
振
る
わ

れ
た
槌つ

ち

や
鑿の

み

は
時
に
緻
密
に
、時
に
大
胆

に
自
由
自
在
に
扱
わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
前
期
に
日
本
各
地
を
修
行

し
、木
肌
と
鑿
痕
を
生
か
し
た
神
仏
像
を

数
多
く
残
し
た
円
空
。日
本
を
代
表
す
る

仏
師
の
一
人
で
あ
り
、木
の
生
命
力
を
感

じ
さ
せ
、素
朴
で
優
し
い
円
空
の
仏（
円

空
仏
）は
地
域
の
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
、

今
も
多
く
の
人
の
心
を
惹
き
付
け
る
。今

年
二
～
三
月
に
東
京
都
中
央
区
の
三
井

記
念
美
術
館
で
開
か
れ
た
特
別
展「
魂

を
込
め
た　

円
空
仏
―
飛
騨
・
千
光
寺

を
中
心
に
し
て
―
」も
話
題
を
集
め
た
。

　

荒
々
し
く
も
温
か
み
の
あ
る
木
彫
像

雪
地
帯
で
寒
暖
差
の
大
き
い
山
寺
に
あ

る
た
め
、色
落
ち
や
顔
料
の
剥
落
、紙
の

劣
化
が
激
し
く
、さ
ら
に
建
物（
庫
裏
）

の
劣
化
も
加
わ
り
、襖
の
建
具
や
回
廊
の

傷
み
が
年
々
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、千
光
寺

で
は
襖
絵
の
補
修
を
行
っ
て
劣
化
を
止

め
た
後
、温
度
変
化
の
影
響
が
少
な
い

寺
宝
館
へ
移
す
と
と
も
に
、当
時
の
色
彩

を
再
現
し
た
複
製
を
制
作
す
る
こ
と
に

し
た
。傷
み
が
激
し
い
庫
裏
の
修
繕
や
寺

宝
館
の
改
修
を
含
め
た
事
業
費
の
一
部

を
賄
う
た
め
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ（
第
一
目
標
金
額
五
〇
〇
万
円
）を
実

施
。一
月
下
旬
か
ら
の
二
カ
月
間
で
目
標

金
額
を
達
成
し
、直
接
の
支
援
申
し
出
や

展
示
会
場
で
の
募
金
な
ど
を
あ
わ
せ
て

七
九
〇
万
円
を
超
え
る
支
援
が
集
ま
っ

た
。

　

飛
騨
の
国　

袈
裟
の
お
山
の　

絶
え

ず
し
て　

き
て
み
ん
人
は　

万
代
ま
で

に
―
。円
空
が
詠
ん
だ
和
歌
に
は
、「
飛

騨
国
袈
裟
山
の
千
光
寺
に
行
っ
て
み
よ

う
と
い
う
人
は
時
代
を
経
て
も
絶
え
る

こ
と
が
な
い
」と
の
思
い
が
込
も
る
。千

光
寺
の
歴
史
と
文
化
財
を
未
来
へ
つ
な

ぐ
思
い
は
、今
も
絶
え
る
こ
と
な
く
脈
々

は
、眺
め
て
い
る
と
自
然
と
心
が
穏
や
か

に
な
る
。特
別
展
で
は
人
気
マ
ン
ガ
で
認

知
度
が
高
ま
っ
た「
両
面
宿す

く
な儺

坐
像
」が

見
ど
こ
ろ
の
一
つ
。そ
の
姿
は
憤
怒
の
な

か
に
も
慈
悲
が
に
じ
み
出
て
お
り
、円
空

仏
の
真
骨
頂
を
示
す
。

　

山
林
修
行
僧
の
円
空
は
庶
民
救
済
を

目
的
に
愛
知
、岐
阜
を
中
心
に
関
東
、北

陸
か
ら
北
海
道
ま
で
を
巡
り
、一
二
万
体

の
仏
像
を
刻
も
う
と
誓
願
を
立
て
た
。三

十
歳
頃
か
ら
彫
り
始
め
た
と
い
う
円
空

仏
は
当
初
、古
典
的
な
造
り
で
丁
寧
に
彫

ら
れ
て
い
た
が
、次
第
に
簡
素
な
仏
像
へ

と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

現
存
す
る
円
空
仏
の
数
は
約
五
、〇
〇

〇
体
と
も
言
わ
れ
る
。円
空
は
材
と
な
る

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

万
博
建
築
で
３
Ｒ
積
極
発
信

　
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会（
大
阪
・
関

西
万
博
）が
四
月
十
三
日
に
開
幕
し
た
。

万
博
会
場
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、「
多
様

で
あ
り
な
が
ら
、ひ
と
つ
」と
い
う
会
場

デ
ザ
イ
ン
の
理
念
を
表
し
た「
大
屋
根
リ

ン
グ
」が
目
玉
の
一
つ
。建
設
に
当
た
っ

て
は
関
係
者
ら
が
知
恵
を
絞
り
、日
本
の

伝
統
的
な
技
法
に
先
端
技
術
を
取
り
入

れ
た
工
法
を
採
用
。一
周
約
二
㌔
㍍
、建

築
面
積
約
六
万
平
方
㍍
、高
さ
最
大
二

〇
㍍
、幅
三
〇
㍍
の
規
模
を
誇
り
、世
界

最
大
の
木
造
建
築
物
に
認
定
さ
れ
た
。

　

大
屋
根
リ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、今
回

の
パ
ビ
リ
オ
ン
建
築
で
は
自
然
素
材
が

多
用
さ
れ
、こ
れ
ま
で
以
上
に
ぬ
く
も
り

が
感
じ
ら
れ
る
の
も
大
き
な
特
徴
だ
。

建
築
物
の
多
く
が　

Ｒ
ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ（
リ

デ
ュ
ー
ス
）、Ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｅ（
リ
ユ
ー
ス
）、

Ｒ
ｅ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｅ（
リ
サ
イ
ク
ル
）と
い
っ

た「
３
Ｒ
」を
強
く
意
識
し
た
造
り
と

な
っ
て
お
り
、万
博
開
催
後
に
は
施
設
の

一
部
が
世
界
各
地
で
使
わ
れ
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

樹
木
に
神
仏
を
観
想
し
、「
樹
神
」の
姿

を
求
め
て
彫
刻
し
た
。樹
木
を
削
る
こ
と

自
体
に
仏
教
儀
礼
の
意
味
を
持
た
せ
、削

り
跡
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。訪
れ
た

土
地
の
山
林
の
木
を
素
材
に
用
い
、あ
ま

り
手
数
を
掛
け
な
い
作
風
は
、た
く
さ
ん

彫
る
こ
と
で
多
く
の
人
た
ち
を
救
お
う

と
し
た
円
空
の
願
い
の
表
れ
で
も
あ
ろ

う
。

円
空
仏
の
寺
で
ク
ラ
フ
ァ
ン

　

岐
阜
県
高
山
市
に
あ
る
袈
裟
山
の
山

中
に
位
置
す
る
千
光
寺
は
、約
一
六
〇

〇
年
前
の
仁
徳
天
皇
時
代
に
、乗
鞍
山

麓
に
住
ん
で
い
た
飛
騨
の
豪
族
・
両
面

　

会
場
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
務

め
る
建
築
家
の
藤
本
壮
介
氏
は
、大
屋
根

リ
ン
グ
を
機
に
木
造
建
築
の
採
用
が
一

段
と
広
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
。持
続
可

能
な
社
会
を
構
築
し
て
い
く
う
え
で
、森

林
が
担
う
役
割
の
大
き
さ
を
強
調
。木
は

生
育
段
階
で
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、伐

採
後
は
建
材
な
ど
に
活
用
で
き
、さ
ら
に

植
樹
し
育
て
る
と
い
っ
た
自
然
循
環
は

環
境
に
優
し
く
、循
環
型
社
会
の
創
出
に

は
欠
か
せ
な
い
資
源
と
位
置
付
け
る
。

　

世
界
最
古
の
木
造
建
築
物
の
五
重
塔

が
あ
る
法
隆
寺
も
、コ
ロ
ナ
禍
で
施
設

の
修
繕
や
管
理
に
か
か
る
費
用
を
工
面

す
る
の
が
難
し
く
な
っ
た
際
、ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
実
施
し
て
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
。二
〇
二
二
年
六
月
に
始
め

た
支
援
募
集
の
初
日
に
目
標
総
額
の
二
、

〇
〇
〇
万
円
を
達
成
し
、募
集
期
間
の

約
一
カ
月
半
で
当
初
目
標
の
七
倍
を
超

え
る
支
援
が
集
ま
っ
た
。

　

木
造
の
文
化
財
な
ど
を
未
来
へ
つ
な

ぐ
の
は
、い
つ
の
世
で
も
今
を
生
き
る
人

た
ち
の
大
き
な
責
務
だ
ろ
う
。脱
炭
素
化

社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
も「
木
造
」を

巡
る
取
組
み
は
一
段
と
重
要
と
な
ろ
う
。
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