
　
展
勝
地
開
園
１
０
０
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
は
、
１
０
０
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
展
勝
地
を
よ
り
深
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
１
回
目
は
、
展
勝
地
の
計
画
立
案
に
尽
力
い
た
だ
い
た
井
下
清
氏
の
作
品
を
ご
紹
介

し
、
整
備
当
初
に
携
わ
れ
た
人
々
の
思
い
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
次
回
は
７
月
25
日
に
発
行
し
ま
す
。
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井下　清
　1884年～1973年　造園家。東京市(現
在の東京都)の公園課長を務め、東京内
の公園緑地を多く手掛け、公園行政の基
礎を築いた。退職後、国土緑化推進委員
会常任委員、首都緑化推進委員会常任委
員長として緑化事業に専念したほか、母
校東京農業大学の教授、理事、常務理事
を務めた。公園では井之頭公園、太平山
公園(郡山市)、弘前城公園(弘前市)、日和
山公園(石巻市)、須磨離宮(神戸市)、墓苑
では多磨霊園などを手掛けた。

　
東
京
以
北
の
桜
の
名
所
を
数
え
上
げ
れ

ば
決
し
て
少
な
く
は
な
い
が
、
大
勢
の
人

が
あ
ま
り
興
味
を
持
た
な
い
の
は
桜
の
罪

で
は
な
く
て
、
単
に
東
北
と
い
う
こ
と
の

結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
謡
曲
に
あ
る
常ひ

た

ち陸
の
桜
川
。
飛※

１

花ひ
か
が
い鎧

袖し
ゅ
う

に
降
り
散
り
し
、
吹※

２

く
風
の｢

勿な

こ

そ来

の
関せ

き｣

。
老
彼
岸
桜
で
名
高
い
仙
台
の

榴つ
つ
じ
が
お
か

ヶ
岡
。
歴
史
上
、
陸
奥
の
武
人
の

雅み
や
び
ご
こ
ろ
心
を
伝
え
る
束た

ば

稲し
ね
や
ま山
の
桜
。
天
下
の

奇
観
と
さ
れ
る
盛
岡
の
石
割
桜
な
ど
、
数

え
上
げ
れ
ば
限
り
が
な
い
。

　
こ
れ
に
、
最
近
植
え
ら
れ
た
公
園
な
ど

の
桜
名
所
を
加
え
る
と
、
東
北
は
桜
の
国

と
し
て
十
分
に
誇
れ
る
の
で
あ
る
。

　
我
が
国
の
桜
の
分
布
上
か
ら
見
る
と
、

北
海
道
の
紅
山
桜
と
関
東
以
西
の
白
山
桜

と
が
奥
州
地
方
で
自
然
交
錯
す
べ
き
で

あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
当
然
東

北
に
お
い
て
我
が
国
最
大
最
美
の
桜
名
所

が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
東
北
本
線
で
仙
台
か
ら
北
八
〇
哩ま

い
る

、
盛

岡
の
手
前
三
〇
哩
の
と
こ
ろ
に
黒
沢
尻
と

い
う
小
さ
な
駅
が
あ
る
。
藤
原
四
代
の
旧

跡
で
あ
る
中
尊
寺
や
毛
越
寺
で
著
名
な
平

 

﹃
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州
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櫻
﹄
　
　 

　
　
井
　
下
　
　
清

泉
、
観
測
所
で
知
ら
れ
る
水
沢
、
古
代
の

鎮
守
府
が
あ
っ
た
胆
沢
城
趾
の
あ
る
金
ケ

崎
、
そ
の
次
が
黒
沢
尻
で
、
そ
の
次
は
温

泉
町
花
巻
で
あ
る
。

　
こ
の
名
所
旧
跡
と
温
泉
地
帯
に
前
後
を

さ
し
挟
ま
れ
て
い
る
黒
沢
尻
は
、
数
多
く

の
鉱
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
小
都
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
物
資
の
集
散
地
で
あ
り
、

風
光
明
媚
な
歓
楽
郷
で
あ
る
。
北
上
川
の

川
面
を
火
で
覆
う
よ
う
な
大
規
模
の
灯
篭

流
し
な
ど
が
あ
る
の
も
こ
こ
な
れ
ば
こ
そ

で
あ
る
。
こ
の
黒
沢
尻
の
東
に
、
立
花
山

の
展
望
の
き
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
桜
の
名
所
と
し
て
装
景
し
よ
う
と
す
る

計
画
が
こ
の
町
の
有
志
に
よ
っ
て
起
こ
さ

れ
、
今
や
第
一
期
の
工
事
に
着
手
し
て
い

る
。

　
立
花
山
一
帯
は
、
従
来
あ
ま
り
注
意
を

ひ
か
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
五※

３

串
い
つ
く
し
け
い
渓
の
奇
勝
や
、
松
島
の
壮
麗

と
比
較
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
し
か

し
、
磨
か
れ
て
い
な
い
、
洗
練
さ
れ
て
い

な
い
、
い
わ
ゆ
る
山
出
し
の
美
が
あ
っ

て
、
こ
れ
に
必
要
な
装
景
を
し
修
飾
し
た

な
ら
ば
、
十
分
に
天
下
の
名
勝
地
に
な
り

う
る
素
質
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
の
極
め

て
粗
野
な
、
ま
た
永
く
荒
ら
さ
れ
て
い
た

こ
の
地
を
名
勝
地
の
部
に
入
れ
る
こ
と

は
、
月
並
み
の
お
国
自
慢
と
し
て
聞
き
流

さ
れ
る
の
も
無
理
も
な
い
。

　
立
花
の
景
色
の
良
さ
は
そ
の
地
理
的
配

置
が
妙
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
風
景

の
骨
格
を
な
す
べ
き
山さ

ん
れ
い
け
い
こ
く

嶺
渓
谷
と
清
流
奇

岩
と
が
実
に
広
大
秀
麗
な
眺
望
を
有
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
部
分
的
に
見
る

時
、
あ
る
二
、
三
の
場
所
を
除
く
ほ
か
は

樹
木
は
乱
伐
さ
れ
て
、
低
い
雑
木
林
が
全

地
を
覆
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
昔
は
さ

ぞ
変
わ
る
こ
と
の
な
い
美
し
い
緑
の
老
松

や
柏
の
古
木
が
生
い
茂
り
、
切
り
立
っ
た

崖
に
は
紅む

ら
さ
き
つ
つ
じ

杜
鵑
が
点
在
し
、
山
頂
に
は
千

年
の
老
松
が
梢
を
鳴
ら
し
、
谷
あ
い
に
は

清
水
の
流
れ
る
音
が
響
き
わ
た
り
、
名
前

も
知
ら
な
い
山
草
は
岩
間
を
絶
妙
に
生
え

わ
た
り
、
老

お
い
か
づ
ら蔓
は
大
蛇
の
よ
う
に
谷
川
を

渡
り
、
サ
ル
オ
ガ
セ
は
密
林
の
枝
に
付
着

し
、
山
裾
に
生
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
草
は
そ

の
名
の
と
お
り
に
美
し
く
咲
き
誇
っ
た
で

あ
ろ
う
。
昔
、
口
内
の
領
主
が
、
仙
台
の

伊
達
藩
主
へ
国
見
山
を
越
え
て
参
勤
し
た

と
い
う
山
路
の
松
並
木
は
今
も
残
っ
て
い

※１　飛花鎧袖…出典不明。
※２　吹く風の｢勿来の関｣…千載和歌集所収・源義家朝臣・ふくかせを なこそのせきと おもへとも みちもせにちる やまさくらかな。
※３　五串渓の奇勝…いつくしけい・厳美渓のこと。



｢桜｣に掲載された挿絵

て
、
過
ぎ
し
日
の
高
雅
な
自
然
を
語
っ
て

い
る
。
古
城
跡
と
み
ら
れ
る
畳
山
の
眺
望

は
、
今
も
昔
も
奥
州
路
を
旅
す
る
人
々
の

眼
を
驚
か
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
、

少
し
の
時
間
を
と
っ
て
畳
山
に
上
が
っ
た

人
は
、
比
類
な
き
眺
望
に
嘆
賞
の
声
を
上

げ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て

も
現
在
で
は
こ
の
立
花
国
見
の
素
晴
ら
し

い
景
色
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
冒ぼ

う
と
く涜
し
た

自
然
を
心
か
ら
惜
し
む
思
い
の
表
れ
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
の
冒
涜
を
償
う
こ
と
に
繋

が
る
。
償
い
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
立
花
と

国
見
の
自
然
を
昔
に
戻
し
、
さ
ら
に
周
到

な
装
景
を
し
て
、
そ
の
天
真
の
美
を
広
く

紹
介
し
、
全
世
界
の
人
々
に
幸
福
を
分
け

る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
立
花
展
勝
会
の
こ
の
計
画
は
最
も
ふ
さ

わ
し
い
事
業
で
あ
っ
て
、
全
国
津
々
浦
々

に
国
土
の
美
を
尊
重
し
、
愛
護
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
理
論
を
奨
励
す
る
の
ろ
し
と

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
も
ろ
手

を
挙
げ
て
こ
れ
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
少
し
そ
の
土
地
と
目
的
と

事
業
に
つ
い
て
記
し
た
い
と
思
う
。

　
立
花
の
景
勝
地
は
、
黒
沢
尻
町
の
東
、

北
上
川
の
対
岸
に
あ
る
一
帯
の
連
な
る
丘

の
総
称
で
あ
っ
て
、
町
か
ら
そ
の
全
景
を

望
む
こ
と
が
で
き
、
町
か
ら
歩
い
て
も
数

十
分
の
道
の
り
で
あ
る
。
町
の
東
北
隅
に

珊
瑚
橋
が
架
か
り
、
橋
を
越
え
た
北
方
の

山
の
麓
に
立
花
の
村
落
が
あ
り
、
川
に

沿
っ
て
南
に
曲
が
る
と
、
幅
十
間
の
公
園

道
で
畳
山
の
下
に
至
る
。
畳
山
は
そ
の
根

を
北
上
川
に
よ
っ
て
洗
い
崩
さ
れ
た
岩
山

で
、
高
さ
は
水
面
か
ら
十
丈
に
も
及
び
、

山
頂
に
は
数
百
年
の
老
松
が
生
い
茂
り
、

頂
上
は
平
地
と
な
っ
て
い
て
数
百
人
の
登

頂
も
可
能
で
あ
る
。
山
の
下
に
芭
蕉
の

｢

梅
が
香
に
ぬ
っ
と
日
の
出
る
山
路
か
な｣

の
句
碑
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
丘
か
ら
西

を
望
む
と
、
和
賀
川
は
真
っ
す
ぐ
に
足
元

に
流
れ
、
北
上
川
に
合
流
す
る
。
丘
を

下
っ
て
さ
ら
に
川
沿
い
に
南
下
す
る
と
男

山
が
あ
り
、
国
見
山
脈
の
西
端
に
あ
た

る
。
山
の
下
は
稲
瀬
の
渡
し
が
あ
り
、
西

行
の｢

み
ち
の
く
の
門
岡
山
の
ほ
と
と
ぎ

す
稲
瀬
の
渡
し
か
け
て
鳴
く
ら
ん｣

の
句

で
有
名
で
あ
る
。
畳
山
か
ら
東
に
山
脈
の

野
を
分
け
入
る
と
国
見
山
渓
が
あ
り
、
往

時
の
国く

に

み

や

ま

だ

い

が

ら

ん

見
山
大
伽
藍
は
こ
の
辺
り
だ
ろ
う

か
。
西
方
を
仰
げ
ば
国
見
山
神
社
が
山
頂

に
鎮
座
す
る
の
が
見
え
る
。
沢
か
ら
羊
腸

の
よ
う
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
山
道
を
上
る

と
、
国
見
の
山
頂
に
達
す
る
。
山
は
そ
れ

ほ
ど
高
く
は
な
い
が
、
西
南
に
は
北
上
川

流
域
の
平
野
が
眼
下
に
開
か
れ
、
東
に
は

陸
羽
の
山
々
が
重
積
し
て
お
り
、
対
照
の

妙
を
極
め
て
い
る
。
西
に
は
遠
く
羽
越
の

山
脈
が
霞
の
よ
う
に
連
な
り
、
北
上
・
和

賀
の
両
河
と
と
も
に
こ
の
風
景
の
核
心
を

成
し
て
い
る
。
珊
瑚
橋
た
も
と
か
ら
国
見

山
頂
に
至
る
周
遊
は
、
わ
ず
か
三
里
に
も

満
た
ず
、
畳
山
か
ら
国
見
渓
の
辺
り
ま
で

の
往
復
と
な
る
と
、
そ
の
行
程
は
一
里
に

も
満
た
な
い
。
長
く
て
半
日
、
短
く
て
も

二
、
三
時
間
の
、
ぶ
ら
つ
き
程
度
の
行
程

で
あ
る
か
ら
、
名
勝
地
と
し
て
将
来
を
託

す
に
は
第
一
の
場
所
で
あ
る
。

　
今
回
の
立
花
展
勝
会
の
計
画
は
、
こ
の

地
の
最
大
欠
点
で
あ
る
乱
伐
さ
れ
た
ま
ま

手
付
か
ず
の
木
や
草
に
つ
い
て
、
初
め
に

山
々
の
常
緑
樹
の
保
護
育
成
を
第
一
優
先

と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
植
栽
す
る
の
は
、

我
が
国
土
と
我
が
民
族
史
上
外
し
て
は
な

ら
な
い
桜
で
あ
る
。
我
が
国
で
桜
の
名
勝

は
多
い
が
、
ど
れ
も
大
規
模
の
も
の
は
単

純
で
あ
り
、
私
た
ち
が
誇
る
べ
き
桜
の
各

種
各
様
の
美
を
こ
と
ご
と
く
集
め
て
い
る

と
こ
ろ
は
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
。
し
か

し
、
立
花
展
勝
地
計
画
に
お
い
て
は
、
珊

瑚
橋
を
渡
っ
た
立
花
村
落
に
は
桜
の
品
種

の
う
ち
で
も
人
為
的
品
種
、
す
な
わ
ち
荒

川
の
八
重
桜
を
植
え
、
奈
良
時
代
以
来
永

き
に
わ
た
っ
て
育
成
さ
れ
て
き
た
桜
の
花

を
集
め
、
川
に
沿
っ
て
新
設
す
る
公
園
道

に
は
、
東
京
染
井
村
に
て
造
ら
れ
た
と
さ

れ
る
染
井
吉
野
桜
を
植
え
、
東
京
の
隅
田

川
堤
や
江
戸
川
の
桜
に
匹
敵
す
る
と
こ
ろ

と
す
る
。
畳
山
か
ら
国
見
に
至
る
山
々
に

は
桜
の
天
然
的
変
種
を
網
羅
し
、
吉
野
の

一
目
千
本
と
比
べ
て
み
せ
る
。
ま
た
、
遊

覧
路
沿
い
に
は
香

か
お
り
ざ
く
ら
桜
、
ま
た
は
、
特
に
変

化
の
多
い
奇
品
を
配
植

し
、
武
蔵
小
金
井(

桜)

を
移
植
す
る
。
園
内
各

所
に
は
、
歴
史
上
の
桜

に
ち
な
ん
だ
出
来
事
が

書
か
れ
た
標
石
を
立

て
、
立
花
村
に
は｢

桜

舘｣

を
建
設
し
、
桜
研

究
者
の
参
考
と
な
る
資

料
を
陳
列
す
る
。
こ
れ

ら
の
事
業
は
、
黒
沢
尻

町
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
岩
手
県
と
し
て
、

い
や
我
が
日
本
国
と
し
て
最
も
意
義
の
あ

る
国
家
的
景
勝
地
と
し
て
世
界
に
誇
れ
る

も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
黒
沢
尻
町
は
、
現
在
は
た
だ
東
北
の
小

さ
な
村
で
は
あ
る
が
、
立
花
展
勝
地
区
を

対
象
と
し
た
こ
の
計
画
は
、
実
に
国
家
的

な
計
画
で
あ
っ
て
、
総
理
大
臣
原
敬
が
深

く
こ
の
計
画
を
称
賛
し
、
自
ら
多
額
の
賛

助
金
を
支
出
し
た
の
を
始
め
と
し
て
、
官

民
の
名
士
達
が
援
助
を
惜
し
ま
な
い
の

は
、
実
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
終
わ
り
に
あ
た
り
、
わ
れ
ら
は
、
こ
の

事
業
が
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
今
と
い
わ

ず
末
永
く
継
承
し
、
完
成
さ
れ
る
よ
う
に

切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

【
出
典
】
河
本
寿
之｢

桜｣

大
正
版
第
一
巻

(

第
一
～
四
号)

、
桜
の
会
編
纂
、
有
明
書

房
発
行
、
昭
和
55
年
３
月

【
意
訳
】
北
上
さ
く
ら
の
会

男
山
下
北
上
川
の
清
流

畳
山
及
男
山
の
遠
望

国
見
山
渓
舊
口
内
街
道


