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仙
台
の
街
路
樹

　

五
月
の
連
休
が
明
け
る
と
、
青
葉
通
や
定
禅
寺
通

は
緑
の
空
気
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
戦
後
に
街
路
樹
と

し
て
植
え
ら
れ
た
ケ
ヤ
キ
が
芽
生
え
る
五
月
は
、
仙

台
の
一
番
美
し
い
季
節
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
仙
台
の
市
街
地
に
街
路
樹
が
植
え

ら
れ
た
の
は
何
時
か
ら
で
し
ょ
う
か
？ 

明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
に
大
橋
と
仙
台
城
大
手
門
を
結
ぶ

道
の
両
側
に
松
・
杉
・
桜
の
若
木
数
百
本
が
植
え

ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
道
の
両

側
は
、
民
家
や
商
店
な
ど
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、

「
街
路
樹
」
と
い
う
の
に
は
少
々
抵
抗
を
感
じ
ま
す
。

　

正
真
正
銘
の
「
街
路
樹
」
と
な
る
と
、
明
治

二
十
四
年
に
南
町
通
に
桜
と
柳
が
植
え
ら
れ
た
と
い

う
の
が
最
初
の
よ
う
で
す
。
南
町
通
は
、
明
治
二
十

年
に
鉄
道
が
開
通
し
た
後
に
、
仙
台
駅
に
通
じ
る
道

と
し
て
拡
幅
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
通
り
に
沿
っ
て
商

店
や
会
社
、
劇
場
な
ど
が
次
々
と
設
立
さ
れ
、
仙
台

の
新
し
い
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。
柳

や
桜
の
街
路
樹
は
、
そ
れ
に
花
を
添
え
た
と
言
っ
て

も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

時
代
を
先
取
り

　

こ
の
南
町
通
の
街
路
樹
、
実
は
公
的
事
業
で
は
な

く
、
実
業
家
の
寄
付
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
主

は
、
大
町
の
呉
服
商・八
代
目
大お
お
う
ち内
源げ
ん
だ
え
も
ん

太
右
衛
門
で
す
。

　

八
代
目
源
太
右
衛
門
は
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）

年
、
宮
城
郡
原
町
に
生
ま
れ
、
大
町
で
古
着
を
商
う

大
内
屋
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
源
太

右
衛
門
が
二
二
歳
を
迎
え
た
時
、
戊
辰
戦
争
が
勃
発
。

大
内
屋
は
明
治
維
新
の
激
動
を
上
手
く
乗
り
切
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
経
営
が
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

品
物
の
仕
入
れ
資
金
に
も
事
欠
く
中
、
店
の
建
て

直
し
を
決
意
し
た
源
太
右
衛
門
は
、
自
ら
の
羽
織
を

売
っ
て
古
着
を
仕
入
れ
て
山
形
へ
行
商
に
行
き
、
売

却
益
で
古
着
を
買
い
山
形
で
行
商
す
る
こ
と
を
繰
り

返
し
ま
し
た
。
当
時
、
仙
台
で
は
生
活
に
困
っ
た
士

族
が
多
く
、
古
着
を
安
価
に
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。
こ
う
し
た
源
太
右
衛
門
の
手
腕
に
よ
っ

て
、
大
内
屋
は
立
ち
直
り
、
大
町
と
東
一
番
丁
の
角

に
呉
服
店
を
開
く
ほ
ど
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

源
太
右
衛
門
の
商
才
は
、
店
舗
を
拡
大
し
た
後
も
、

と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
し
い
織
り
方
の
商
品

を
生
み
出
し
、
レ
ー
ス
織
り
を
導
入
し
、
商
品
の
仕

入
れ
の
便
や
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
東

京
の
商
店
と
提
携
し
た
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る

な
ど
、
新
し
い
試
み
を
次
々
と
打
ち
出
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
偶
像
（
＝
人
形
）」
に
「
新
趣
向
」
の
服

を
着
せ
た
も
の
を
幾
つ
も
店
の
前
に
飾
っ
た
と
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
マ
ネ
キ
ン
に
最
新
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

を
着
せ
る
現
在
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
同
じ
手
法
で
し

た
。
ほ
か
に
も
布
の
端
切
れ
を
詰
め
た
「
楽ら

く
ぜ
ん善
袋
」

を
毎
週
土
曜
日
に
売
り
出
し
た
の
で
す
が
、
二
十
銭

（
現
在
の
二
千
〜
四
千
円
程
度
）
で
、
ま
と
も
に
買

え
ば
そ
の
数
十
倍
以
上
も
す
る
洋
服
一
着
が
作
れ
る

に
充
分
な
だ
け
の
布
が
入
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
仙

台
で
最
も
早
い
福
袋
の
事
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
源
太
右
衛
門
は
、
顧
客
の
ニ
ー
ズ
を

考
え
な
が
ら
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
導
入
す
る
こ
と

に
努
め
、
店
を
仙
台
有
数
の
商
店
に
し
た
の
で
し
た
。

今
も
息
づ
く
篤
志

　

こ
の
よ
う
に
事
業
で
は
斬
新
な
手
法
を
展
開
し
た

源
太
右
衛
門
で
し
た
が
、
自
身
は
質
素
倹
約
を
旨
と

し
、
信
仰
心
が
篤
く
、
数
々
の
慈
善
事
業
や
文
化
事

業
（
出
版
や
文
芸
活
動
、
寺
社
の
保
存
な
ど
）
に
私

財
を
惜
し
ま
ず
投
じ
た
人
物
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
楽
善
社
と
い
う
慈
善
組
織
の
中
心
的
存

在
と
な
り
、
同
社
が
主
催
す
る
若
者
向
け
の
無
料
の

夜
間
学
校
に
店
の
二
階
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ま
た

日
清
・
日
露
戦
争
の
際
に
は
出
征
者
の
留
守
家
族
の

生
活
支
援
や
戦
死
者
の
慰
霊
に
心
を
砕
き
ま
し
た
。

孤
児
や
寡
婦
な
ど
へ
の
支
援
に
も
力
を
注
ぎ
、
と
く

に
明
治
二
十
四
年
に
中
部
地
方
で
発
生
し
た
濃の
う
び尾
地

震
の
際
に
は
二
十
四
人
も
の
孤
児
を
引
き
取
っ
て
養

育
し
て
い
ま
す
。
南
町
通
の
街
路
樹
は
、
こ
の
孤
児

の
養
育
を
記
念
し
て
植
樹
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

原
町
に
は
大た
い
げ
ん源

横
丁
と
い
う
道
が
あ
り
ま
す
。
住

民
の
交
通
の
便
を
考
え
た
源
太
右
衛
門
が
作
っ
た
も

の
で
、
道
の
名
は
そ
の
功
績
を
讃
え
て
付
け
ら
れ
た

も
の
で
す
。
明
治
四
十
二
年
に
没
し
た
後
も
、
彼
の

篤
志
は
、
今
も
そ
の
道
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
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