
今
年
で
最
後
と
な
っ
た
も
み
じ
の

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
有
名
な
曽
木
公
園
。

そ
の
す
ぐ
近
く
に「
君
が
塔
」と
呼
ば

れ
る
巨
大
な
石
造
物
（
五ご

輪り
ん

塔と
う

）
が

あ
る
の
を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
君
が
塔
は
曽
木
温
泉
の
湯
屋

の
遊
女「
お
君
」
の
供
養
塔
と
し
て

中
世
の
頃
に
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
近
年
の
調
査
で
次
の
事

が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
造
立
時

期
は
、
奈
良
県
西さ
い

大だ
い

寺
（
律り

っ
し
ゅ
う
 
宗
）
に

あ
る
叡え

い

尊そ
ん

塔と
う

と
呼
ば
れ
る
大
型
五
輪

塔
（
高
さ
約
３・
５
ｍ
）
と
同
じ
形

態
や
規
格
性
を
持
っ
て
い
る
た
め
、

室
町
時
代
（
14
世
紀
後
半
）
と
考
え

ら
れ
、
律
宗
寺
院
の
石
工
集
団
が
関

与
し
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
一
部
の

部
材
が
消
失
し
て
い
ま
す
が
、
復
元

し
た
高
さ
は
約
２
ｍ
を
測
り
、
市
内

で
は
最
大
規
模
で
す
。
律
宗
寺
院
は

各
地
で
布
教
を
し
な
が
ら
様
々
な
社

会
事
業
を
実
施
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
中
で
も
貧
し
い
人
々

や
病
人
な
ど
に
浴
室
を
開
放
し
て
入

浴
を
施
す
「
施せ

浴よ
く

」
や
、
イ
ン
フ
ラ

整
備
（
建
物
、
道
路
な
ど
）
を
行
っ

て
い
ま
す
。
君
が
塔
周
辺
に
は
「
湯

屋
」
と
い
う
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
律
宗
寺
院
の
集
団
が
温

泉
施
設
を
建
設
し
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
建
設
事
業
の
完
成
あ
る
い
は
律

宗
の
布
教
を
示
す
た
め
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
と
し
て
五
輪
塔
が
築
か
れ
た
と

推
察
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
裏
付
け

る
よ
う
に
、
曽
木
温
泉
周
辺
か
ら
は
、

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
（
14
〜
17

世
紀
）
の
陶
器
が
多
数
採
集
さ
れ
て

い
る
た
め
、
こ
の
辺
り
に
建
物
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地

の
東
西
に
は
古
い
街
道
の
中ち
ゅ
う
ま
 
馬

街
道
も
通
っ
て
い
る
た
め
、
お

そ
ら
く
旅
人
た
ち
の
疲
れ
を
癒

す
場
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

現
在
で
も
国
道
３
６
３
号
線
の

北
側
に
中
馬
街
道
が
残
っ
て
い

ま
す
。
街
道
散
策
を
し
な
が
ら

「
君
が
塔
」
を
見
学
し
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

巨
大
石
造
物
か
ら
判
明
！
曽
木
温
泉
の
ル
ー
ツ

第
36
回

君が塔 君が塔周辺地図

別
の
石
造
物

君　
が　
塔

君が塔
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