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新
町
上
　
　
中
村
　
拓
利

桜
城
址
に
芝
桜
を

　

地
区
の
有
志
の
皆
さ
ん
方
と
桜
城

址
整
備
を
始
め
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど

四
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　

桜
城
址
は
通
称
「
城
山
」
と
呼
ば

れ
、
二
区
住
民
の
ち
ょ
っ
と
し
た
シ

ン
ボ
ル
で
す
。
カ
ラ
マ
ツ
伐
採
、
ア

レ
チ
ウ
リ
・
笹
竹
な
ど
の
処
理
、
歩

道
整
備
な
ど
を
進
め
、
今
で
は
山
頂

花
壇
の
四
季
折
々
の
花
が
、
地
域
の

人
や
観
光
客
な
ど
訪
れ
る
人
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

南
斜
面
へ
の
芝
桜
の
植
え
込
み

　

さ
て
、
桜
城
は
も
と
も
と
山
城
で

す
か
ら
、外
敵
か
ら
守
る
た
め
、何
段

か
の
堀
割
と
切
岸
が
主
閣
（
山
頂
）

を
取
り
囲
む
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

山
頂
に
は
、
史
跡
保
護
な
ど
勘
案
し

な
が
ら
花
畑
づ
く
り
と
並
行
し
て
、

南
側
斜
面
（
秋
宮
辺
り
か
ら
正
面
に

見
え
る
位
置
）
に
芝
桜
を
植
え
て
み

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

先
ず
は
、
一
段
目
の
斜
面
（
二
メ

ー
ト
ル
幅
、
十
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
）

に
、
町
内
の
方
か
ら
提
供
さ
れ
た
株

も
含
め
て
、
五
百
株
ほ
ど
の
芝
桜
の

植
栽
で
す
。
急
斜
面
の
こ
と
も
あ
り
、

笹
竹
の
根
や
雑
草
の
除
去
な
ど
、
慣

れ
な
い
作
業
は
結
構
大
変
で
し
た
が
、

翌
年
の
開
花
を
期
待
し
な
が
ら
の
楽

し
い
作
業
で
も
あ
り
ま
し
た
。
春
先

の
二
月
末
に
は
芝
桜
は
ふ
っ
く
ら
し

た
丸
み
に
成
長
し
、
す
で
に
幾
つ
か

の
株
に
は
、
小
さ
な
花
が
咲
き
始
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
き
っ
と
、
す
ば

ら
し
い
花
が
咲
く
ぞ
！
皆
の
期
待
は

大
き
く
膨
ら
み
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
・
・
・

　

そ
れ
か
ら
二
週
間
後
の
定
例
作
業

日
の
驚
き
。「
え
！
何
だ
、こ
れ
！
」

我
々
の
期
待
は
、
見
る
も
無
残
に
粉

砕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
数
を

増
し
て
い
た
花
々
は
全
て
食
わ
れ
、

辺
り
一
面
踏
み
荒
ら
さ
れ
た
上
、
根

こ
そ
ぎ
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
株
は
散
乱

し
、
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に
カ
ラ
カ
ラ

に
乾
燥
し
枯
れ
き
っ
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
鹿
の
仕
業
で
す
。
よ

ほ
ど
お
腹
が
す
い
て
い
た
の
か
、
芝

桜
ま
で
食
す
る
と
は
！
園
芸
屋
さ
ん

も
曰
く
、「
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。」

落
胆
し
な
が
ら
も
「
仕
方
な
い
！
ま

た
新
し
い
株
を
植
え
直
そ
う
」
と
決

め
ま
し
た
。
「
ダ
メ
モ
ト
じ
ゃ
な
い

か
」
と
い
う
気
持
ち
も
手
伝
い
、
あ

ち
こ
ち
に
散
乱
し
て
い
た
枯
れ
株
を

拾
い
集
め
、
植
え
直
し
、
そ
し
て
再

度
の
鹿
侵
入
防
止
の
た
め
の
簡
易
防

獣
網
を
設
置
し
、
ト
ボ
ト
ボ
家
路
に

つ
い
た
次
第
で
す
。

　

び
っ
く
り
！

　

そ
れ
か
ら
十
日
後
の
こ
と
、
び
っ

く
り
で
す
。
ほ
ん
の
僅
か
に
生
き
残

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
葉
が
蘇
生
し
、

枯
れ
葉
の
中
に
緑
が
広
が
り
、
中
に

は
幾
つ
か
の
ピ
ン
ク
の
花
さ
え
付
け

て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
芝
桜

の
生
き
る
強
靱
さ
を
目
の
当
た
り
に

し
た
時
の
驚
き
と
感
動
を
今
で
も
覚

え
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
芝
桜

の
花
言
葉
は
「
忍
耐
」
だ
そ
う
で
す
。

以
来
三
年
、何
回
か
の「
鹿
の
侵
入
・

防
獣
網
の
修
理
」
を
繰
り
返
し
な
が

ら
も
、
勝
負
を
制
し
、
最
初
に
植
栽

し
た
芝
桜
は
す
っ
か
り
根
を
張
り
、

一
段
目
の
斜
面
を
覆
い
尽
く
す
ま
で

に
成
長
し
て
く
れ
ま
し
た
。　

　

一
昨
年
か
ら
は
、
二
段
三
段
と
植

栽
面
積
も
順
次
増
や
し
て
き
て
お
り

ま
す
。
た
ぶ
ん
、
今
年
の
春
に
は
秋

宮
あ
た
り
か
ら
、
皆
さ
ん
に
「
ピ
ン
ク

の
じ
ゅ
う
た
ん
」
を
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
か
も
、
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

地
域
の
安
ら
ぎ
の
場
所
に

　

国
内
で
は
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

芝
桜
公
園
が
大
人
気
の
よ
う
で
す
。

「
ど
の
丘
も
芝
桜
な
り
寂
光
土
」

（
群
馬
県
の
芝
桜
公
園
の
句
）
に
は

比
べ
よ
う
も
な
い
超
ミ
ニ
で
す
が
、

そ
れ
で
も
地
域
の
人
た
ち
に
「
ち
ょ

っ
と
し
た
や
す
ら
ぎ
」
を
感
じ
て
も

ら
え
ば
嬉
し
い
で
す
。

芝桜で覆われた南斜面

萩
倉
西
組
　
　
今
井
　
憲
彦

萩
倉
ロ
マ
ン
の
ま
ち
づ
く
り

　

地
区
の
は
じ
ま
り

　

萩
倉
と
い
う
地
区
は
、
江
戸
時
代

後
期
、
東
俣
川
に
沿
っ
た
渓
谷
の
大

自
然
の
ふ
と
こ
ろ
の
中
に
、
生
活
の

営
み
を
始
め
た
。そ
し
て
先
住
の
人
々

が
お
鍬
様
と
い
っ
て
、
開
拓
の
神
様

を
祭
っ
た
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
一

年
）
に
新
し
く
本
殿
と
拝
殿
の
板
宮

（
今
の
米
守
神
社
）
が
造
立
さ
れ
た
。

そ
の
時
に
お
鍬
様
は
奥
の
院
と
し
て

郷
林
に
安
置
さ
れ
た
。
そ
の
年
が
正

徳
二
年（
一
七
一
二
年
）、
今
か
ら
三

百
年
前
で
今
年
は
節
目
の
年
と
な
る
。

　

製
糸
業
で
栄
え
た
萩
倉

　

さ
て
、
こ
の
地
区
で
製
糸
業
が
栄

え
た
の
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七

八
年
）
で
あ
る
。
こ
の
地
は
製
糸
業

の
経
営
上
、
最
も
重
要
な
条
件
が
揃

っ
て
い
た
。
広
大
な
砥
沢
共
有
林
と

東
俣
官
林
を
控
え
て
燃
料
の
確
保
が

容
易
で
あ
っ
た
こ
と
、
動
力
源
で
あ

る
水
車
で
回
転
す
る
豊
富
な
水
利
が

あ
っ
た
こ
と
。
中
央
線
が
全
通
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
信
越
線
で
大
屋

ま
で
送
ら
れ
た
原
料
繭
は
、
荷
馬
車

で
和
田
峠
を
越
え
諏
訪
ま
で
運
ば
れ

て
い
た
が
、
こ
の
地
は
途
中
に
あ
っ

た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

明
治
三
十
三
年
に
は
、
下
諏
訪
で
最

も
早
く
電
気
、
電
話
が
通
じ
た
。
全

盛
期
に
は
七
工
場
、
七
八
〇
人
の
工

女
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時

は
大
変
賑
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
明
治
三
十
八
年
、
中
央
線
が

岡
谷
ま
で
開
通
し
た
と
き
、
三
十
三

余
年
続
い
た
萩
倉
製
糸
は
幕
を
閉
じ

た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

足
跡
を
残
し
た
い

　

そ
こ
で
萩
倉
郷
友
会
は
、
平
成
四

年
御
柱
祭
を
機
に
「
萩
倉
ロ
マ
ン
の

ま
ち
づ
く
り
整
備
事
業
」
に
着
手
し

ま
し
た
。
何
ら
か
の
形
で
そ
の
足
跡

を
残
し
て
い
か
な
い
と
、
こ
の
歴
史

は
継
承
で
き
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
こ
で
「
萩
倉
郷
土
誌
」「
下
諏

訪
町
誌
」
を
ひ
も
と
き
、
学
習
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
工

場
跡
地
に
石
碑
の
建
立
、
萩
倉
製
糸

覚
書
帳
、
大
絵
看
板
、
水
車
小
屋
・

水
車
小
屋
跡
の
看
板
、
繭
倉
跡
の
看

板
な
ど
を
、
当
時
連
日
深
夜
に
至
る

ま
で
作
業
を
重
ね
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　　

平
成
二
十
三
年
の
二
月
、
北
小
学

校
の
四
年
生
が
、
当
時
の
萩
倉
製
糸

覚
書
帳
を
参
考
に
し
て
学
習
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
北
小
の
子
ど
も
た

ち
と
、
こ
の
事
業
を
率
先
し
て
や
っ

て
こ
ら
れ
た
会
員
の
説
明
を
聞
き
な

が
ら
、
萩
倉
の
地
を
見
学
し
ま
し
た
。

そ
の
時
、
当
時
の
事
業
で
製
作
し
た

看
板
が
古
く
な
っ
て
い
た
の
に
気
づ

き
、
新
し
く
し
た
い
と
思
い
、
今
回

の
「
萩
倉
ロ
マ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
パ

ー
ト
Ⅱ
」
を
着
手
し
た
訳
で
す
。
今

回
は
前
回
の
資
料
が
あ
っ
た
の
で
ス

ム
ー
ズ
に
進
み
、
水
車
小
屋
の
柿
葺

き
風
の
屋
根
の
張
り
替
え
も
で
き
ま

し
た
。

　

こ
の
事
業
が
、
郷
土
の
歴
史
を
子

か
ら
孫
に
伝
え
る
一
助
と
な
り
、
郷

土
愛
醸
成
の
緒
と
な
る
こ
と
を
願
い
、

今
後
も
活
動
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

新しくなった繭倉跡の看板

水車小屋

じ
ょ
う
し

ひ
ろ
と
し

さ
さ
だ
け

か
ん
あ
ん

く
わ

か  

え
い

よ
ね
が
み

そ
ろ

ま
ゆ

こ
け
ら
ぶ

し
ょ

に
ぎ

き
ょ
う
じ
ん

し 

わ
ざ

お
お

い
わ

わ
ず

そ 

せ
い

じ
ゃ
く
こ
う
ど

ふ
く


