
こ
の
日
は
、
田
上

知
講
師
に
よ
る
「
樹
木

の
名
前
を
覚
え
よ
う
、
樹
木
の
観
察
（
ウ
オ
ッ

チ
ン
グ
）
」
を
テ
ー
マ
に
受
講
し
ま
し
た
。

午
前
中
は
樹
木
の
名
前
を
覚
え
る
と
い
う
樹

木
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
が
、
午
後
か
ら
は
課

外
学
習
と
し
て
、
現
地
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

校
外
学
習
を
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
。
米
原

市
夫
馬
の
「
県
立
き
ゃ
ん
せ
の
森
」
。
米
原
市

西
山
の
「
ケ
ヤ
キ
と
八
幡
神
社
の
杉
並
木
」
、

米
原
市
醒
ヶ
井
の
「
了
徳
寺
の
御
葉
附
銀
杏
」

を
訪
ね
ま
し
た
。

最
初
の
研
修
地
は
、
米
原
市
夫
馬
の
「
滋
賀

県
立
き
ゃ
ん
せ
の
森
」
で
す
。
こ
こ
は
、
コ
ナ

ラ
・
ク
ヌ
ギ
・
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
や

ス
ギ
・
ヒ
ノ

キ
の
針
葉
樹

が
あ
り
、
樹

木
観
察
に
最

適
な
場
所
と

の
こ
と
で
多

種
多
様
の
樹

木
の
中
を
散

策
し
な
が
ら

学
び
ま
し
た
。

編
集
後
記

平
成
２
８
年
１
１
月
２
５
日
発
行
「
第
３
９
期
・
園
芸

学
科
通
信
第
２
号
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

創
刊
号
の
編
集
後
記
で
記
載
し
た
通
り
、
今
月
号
も
選

択
講
座
を
中
心
に
掲
載
し
ま
し
た
。
園
芸
学
科
の
メ
イ
ン

講
座
で
あ
る
樹
木
、
果
樹
の
基
本
を
机
上
勉
強
で
は
な
く

北
近
江
に
あ
る
実
際
の
巨
木
の
場
所
に
行
っ
て
目
に
す
る

こ
と
で
樹
勢
を
見
る
こ
と
で
、
長
年
同
一
場
所
で
生
育
す

る
た
め
の
条
件
と
は
何
か
、
土
壌
、
肥
料
、
整
枝
、
剪
定

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
き
ま
し
た
。

樹
木
や
果
樹
の
実
物
を
直
接
見
た
こ
と
で
、
今
後
の
園

芸
学
科
は
よ
り
深
い
知
識
や
実
技
に
役
立
っ
た
と
思
い
ま

す
。
「
園
芸
学
科
通
信
」
を
よ
り
充
実
し
た
内
容
の
誌
面

に
す
る
た
め
に
投
稿
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（

佳
）

■

第
3
９
期
・
園
芸
学
科
入
学
生

の
歓
迎
会
が
開
催
さ
れ
る

■

～
第
３
８
期
・
園
芸
学
科
親
睦
委
員
が
主
催
～

滋
賀
県
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
大
学
米
原
校
の
第
３

９
期
生
と
し
て
入
学
し
て
１
か
月
が
経
っ
た
こ

の
時
期
、
園
芸
学
科
２
回
生
で
あ
る
第
３
８
期

生
親
睦
委
員
主
催
の
歓
迎
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。平

成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日
（
木
）
十
六

時
、
彦
根
市
の
あ
る
「
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
彦
根
」

の
宴
会
場
は
、
初
対
面
の
人
が
多
い
と
思
わ
れ

る
の
に
、
第
３
８
期
の
２
回
生
と
第
３
９
期
の

新
入
生
と
の
壁
が
ま
る
で
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
ほ
ど
和
気
あ
い
あ
い
で
、
大
い
に

盛
り
上
げ
っ
て
い
ま
し
た
。

例
年
、
２
回
生
が
新
入
生
を
歓
迎
す
る
意
味

で
親
睦
委
員
が
計
画
し
実
行
し
て
い
ま
す
。

歓
迎
会
の
案
内
文
に
は
「
第
３
９
期
園
芸
学

科
の
皆
様
に
は
、
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
２
年
間
は
、
今
ま
で
の
人

生
で
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
幅
広
い
必

須
講
座
と
少
し
踏
み
込
ん
だ
選
択
講
座
の
学
習

で
楽
し
い
シ
ニ
ア
の
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
機
会
に
新
し
い
仲
間
を

た
く
さ
ん
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
レ
イ
カ
デ
ィ
ア

大
学
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
と
こ
ろ

で
す
。
お
お
い
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
（
一

部
引
用
）
」
と
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
日
は
、
午
前
中
に
必
須
講
座
「
古
民
家

を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
と
題
し
て
、
滋
賀

県
立
大
学
教
授
・
濱
崎
一
志
氏
の
講
義
が
あ
り
、

午
後
は
ク
ラ
ス
活
動
を
学
科
長
の
進
行
で
進
め

ま
し
た
。
送
迎
バ
ス
の
来
る
頃
に
は
、
こ
こ
ろ

は
す
で
に
歓
迎
会
に
。
講
義
を
終
え
た
一
同
は

２
台
の
バ
ス
に
分
か
れ
て
車
中
の
人
と
な
り
ま

し
た
。

次
に
訪
ね
た
場
所
は
、
巨
大
な
ケ
ヤ
キ
と
杉

並
木
が
あ
る
米
原
市
西
山
。
新
幹
線
の
ガ
ー
ド

下
に
車
を
置
き
、
道
な
り
に
歩
き
な
が
ら
街
角

の
民
家
の
軒
先
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
花
を
見
て

い
る
と
巨
大
な
ケ
ヤ
キ
に
遭
遇
し
た
。

こ
の
場
所
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
、
八
幡
神
社
の

鳥
居
の
前
へ
、
こ
こ
か
ら
見
上
が
る
と
神
社
へ

と
続
く
石
段
の
両
側
に
、
見
事
な
杉
の
大
木
が

林
立
し
て
い
る
。
案
内
板
に
は
「
豊
臣
秀
吉
が

長
浜
城
主
で
あ
っ
た
時
か
ら
、
こ
の
神
社
を
崇

敬
、
大
阪
に
城
を
構
え
て
か
ら
安
産
の
祈
願
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
願
い
が
叶
っ
て
秀
頼
が
生
ま

れ
た
。
そ
の
お
礼
と
し
て
薩
摩
国
よ
り
ス
ギ
の

苗
木
を
取
り
寄
せ
て
植
え
た
の
が
、
こ
の
杉
並

木
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
掲
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
を
分
類
す
る
に
は
、
ほ
と

ん
ど
が
葉
を
中
心
に
分
類
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
。
例
え
ば
、
ア
オ
イ
科
、
カ
エ
デ
科
、
ブ
ナ

科
、
ツ
ツ
ジ
科
、
ク
ス
ノ
キ
科
、
マ
ツ
科
な
ど
。

葉
の
形
を
図
鑑
で
見
る
と
、
分
類
と
し
て
、

広
葉
樹
と
針
葉
樹
、
単
葉
と
複
葉
、
互
生
と
対

生
な
ど
に
分
け
ら
れ
、
花
の
分
類
と
し
て
は
、

両
性
花
、
単
性
花
、
雌
雄
異
株
、
雌
雄
同
株
な

ど
花
の
付
き
方
に
よ
っ
て
も
分
け
ら
れ
る
こ
と

を
受
講
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
椿
の
種
を
使
っ

た
ク
ラ
フ
ト
作
り
を
体
験
。
椿
の
種
は
９
月
ご

ろ
に
実
が
は
じ
け
る
の
で
、
そ
の
種
を
使
っ
た

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
作
り
を
行
い
ま
し
た
。

◆

選
択
講
座
を
受
講
す
る

◆

果
樹
栽
培
の
適
地
と
種
類
と
年
間
管
理

講
師

松
原

治
夫

氏

十
一
月
二
十
二
日
、
選
択
講
座
「
果
樹
栽
培

の
適
地
と
種
類
と
年
間
管
理
」
の
受
講
を
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
に
よ
る
基
本
を
学
ん
だ
。

人
の
食
生
活
に
楽
し
み
や
潤
い
を
与
え
る
食

物
に
果
物
が
果
た
す
役
割
。
果
実
の
利
用
方
法

と
果
樹
栽
培
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
や
果
実
の

種
類
と
特
徴
、
栽
培
す
る
に
は
ど
ん
な
土
地
が

適
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
果
実
が
持
っ
て
い
る

ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
、
炭
水
化
物
、
脂
質
、

タ
ン
パ
ク
質
の
五
大
栄
養
素
を
は
じ
め
豊
富
な

食
品
成
分
が
含
ま
れ
て
人
と
の
関
わ
り
の
重
要

性
を
学
ん
だ
。

果
樹
栽
培
の
適
地
に
つ
い
て
は
、
気
温
・
降

水
量
な
ど
気
象
に
関
す
る
も
の
。
果
実
は
長
期

間
に
同
一
場
所
で
生
育
す
る
た
め
、
根
が
深
く

入
り
樹
体
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
た
め
保
水
と

排
水
が
良
好
な
土
質
と
傾
斜
地
で
な
く
平
坦
な

土
地
の
地
形
条
件
が
望
ま
し
い
こ
と
。
り
ん
ご

や
カ
キ
な
ど
多
く
の
果
実
は
、
昆
虫
や
人
工
に

よ
る
受
粉
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
病
虫
害
の

温
床
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
び
わ
・
イ
チ
ジ
ク
・
サ
ク

ラ
ン
ボ
」
な
ど
、
一
般
的
な
果
実
を
例
に
、
栽

培
に
適
し
た
土
地
を
耕
す
深
さ
や
、
そ
こ
に
入

れ
る
肥
料
や
牛
ふ
ん
、
鶏
ふ
ん
、
腐
葉
土
な
ど

有
機
質
を
利
用
し
た
土
つ
く
り
等
、
果
実
ご
と

に
行
う
作
業
の
重
要
性
を
認
識
し
ま
し
た
。

最
後
に
果
樹
栽
培
に
関
し
て
必
要
な
用
語
に

つ
い
て
、
用
語
集
を
も
と
に
説
明
を
受
け
ま
し

た
。
剪
定
の
意
味
の
時
に
は
、
イ
チ
ジ
ク
な
ど

果
樹
の
イ
ラ
ス
ト
を
描
き
な
が
ら
の
説
明
に
、

実
際
に
行
っ
て
い
る
場
面
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ

ン
す
る
こ
と
が
出
き
、
剪
定
の
理
解
を
早
め
る

こ
と
が
出
き
ま
し
た
。

「
果
実
が
人
と
の
生
活
に
関
わ
っ
た
歴
史
、
果

実
が
成
長
す
る
た
め
の
条
件
、
果
実
と
野
菜
の

違
い
、
良
い
土
と
は
、
肥
料
の
役
割
」
な
ど
、

ま
た
、
果
実
が
成
長
す
る
に
あ
た
り
弊
害
と

な
る
病
害
虫
や
無
茶
な
剪
定
に
よ
り
樹
勢
が
衰

え
た
り
、
枝
枯
れ
や
木
材
腐
朽
（
く
さ
れ
）
の

原
因
と
な
る
こ
と
な
ど
。
こ
れ
か
ら
果
実
栽
培

を
す
る
う
え
で
の
年
間
管
理
の
基
本
を
受
講
し

ま
し
た
。

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

歓
迎
式
の
会
場
と
な
っ
た
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
彦

根
で
の
歓
迎
会
は
、
十
六
時
に
司
会
で
あ
る
第

３
８
期
親
睦
委
員
の
開
会
の
辞
で
始
ま
り
ま
し

た
。
第
３
８
期
北
村
学
科
長
の
挨
拶
が
あ
り
、

藤
原
副
学
科
長
の
乾
杯
の
挨
拶
で
親
睦
会
は
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

参
加
者
全
員
わ
き
あ
い
あ
い
の
な
か
、
２
回

生
に
よ
る
余
興
が
始
ま
り
ま
し
た
。
「
手
品
」

や
「
何
が
出
る
か
？
」
ま
た
、
「
替
え
歌
」
な

ど
宴
会
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

終
盤
に
は
校
歌
「
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
賛
歌
」
を

全
員
で
合
唱
し
、
第
３
９
期
生
を
代
表
し
、
水

原
学
科
長
の
挨
拶
で
閉
会
し
ま
し
た
。

◆

選
択
講
座
を
受
講
す
る

◆

・
樹
木
の
名
前
を
覚
え
よ
う

・
樹
木
の
観
察
（
ウ
オ
ッ
チ
イ
ン
グ
）

講
師

樹
木
医

田
上

知

氏

今
月
最
初
の
選
択
講
座
を
、
十
一
月
八
日
に

米
原
公
民
館
、
２
階
2
Ａ
Ｂ
研
修
室
で
受
講
し

ま
し
た
。

こ
の
日
の
講
座
は
、
講
師
に
樹
木
医
で
あ
る

田
上

知
氏
を
迎
え
「
樹
木
の
名
前
を
覚
え
よ

う
、
樹
木
の
観
察
（
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
）
」
を
テ

ー
マ
に
受
講
し
ま
し
た
。
今
回
の
講
義
内
容
の

特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
、
午
後
か
ら
現
地
に
行
っ

て
実
際
の
樹
木
を
見
て
樹
木
の
名
前
を
覚
え
る

こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
午
前
中
の
講
義

は
、
「
樹
木
の
名
前
を
覚
え
よ
う
」
と
い
う
内

容
で
し
た
。

あ
ら
か
じ
め
講
義
の
場
に
樹
木
の
葉
や
実
を

用
意
し
て
お
き
、
木
や
葉
の
特
徴
を
見
た
り
確

認
し
、
樹
木
図
鑑
と
見
比
べ
て
「
樹
木
の
名
前

を
覚
え
る
」
と
い
う
内
容
で
し
た
。
こ
の
時
に

樹
木
の
名
前
を
覚
え
る
と
い
っ
て
も
、
多
種
多

様
な
品
種
が
あ
り
、
覚
え
る
に
は
難
し
い
こ
と

で
す
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
植
物
学
者
、
生
物

学
者
の
「
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
ネ
」
が
樹

木
の
分
類
方
法
を
確
立
し
、
「
分
類
学
の
父
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
受
講
し
ま
し
た
。

選択講座・「樹木の名前を覚えよう」講義を受ける

第39期・園芸学科入学生の歓迎会

最
後
に
訪
れ
た
場
所
が
、
中
山
道
の
醒
ヶ
井

宿
の
お
寺
・
了
徳
寺
。
境
内
に
は
、
ひ
と
き
わ

高
く
そ
び
え
る
オ
ハ
ツ
キ
イ
チ
ョ
ウ
が
あ
り
ま

す
。
オ
ハ
ツ
キ
イ
チ
ョ
ウ
は
、
他
の
イ
チ
ョ
ウ

に
比
べ
て
葉
柄
が
や
や
細
長
く
、
葉
の
縁
に
種

子
を
付
け
る
の
が
特
徴
で
、
花
が
枝
や
葉
の
一

部
だ
と
い
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
オ
ハ

ツ
キ
イ
チ
ョ
ウ
は
、
通
常
の
銀
杏
に
は
見
ら
れ

な
い
珍
し
い
も
の
で
、
昭
和
4
年
に
国
の
天
然

記
念
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。

了徳寺：オハツキイチョウ 西山・八幡神社の杉並木 米原市西山集落の大ケヤキ

米原市夫馬・きゃんせの森


