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玉
川
上
水
の
両
側
に
連
な
る
桜
並
木
は

小
金
井
桜
と
呼
ば
れ
、
江
戸
期
か
ら
明
治

期
に
か
け
て
人
々
が
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

花
見
に
訪
れ
る
ほ
ど
の
名
所
と
し
て
名
を

は
せ
て
い
ま
し
た
。

　

大
正
13
（
1
9
2
4

）
年
に
武
蔵
野
市
の

境
橋
か
ら
小
平
市
の
小
川
水
衛
所
跡
の
範

囲
は
「
名
勝　

小
金
井
（
サ
ク
ラ
）
」
と
し

て
国
の
名
勝
指
定
を
受
け
、
現
在
は
東
京

都
水
道
局
の
「
史
跡
玉
川
上
水
整
備
活
用

計
画
」で
も
保
存
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

広
大
な
公
園
な
ど
の
桜
と
比
べ
る
と
一

見
地
味
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
そ
の
偉
大
さ

が
わ
か
る
は
ず
で
す
。

八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
、

武
蔵
野
新
田
開
発
と
と
も
に
植
樹

　

小
金
井
桜
が
植
え
ら
れ
た
の
は
、
今
か

ら
約
2

8

0

年
前
の
元
文
2
（
1

7

3

7

）

年
。
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
、
今
の
多
摩

地
域
で
大
規
模
な
武
蔵
野
新
田
の
開
発
が

進
め
ら
れ
た
際
、
押
立
村
（
府
中
市
）
の
名

主
・
川
崎
平
右
衛
門
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ

た
こ
と
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
建
て
ら
れ

た
「
小
金
井
桜
樹
碑
」（
小
平
市
）
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
玉
川
上
水
の
堤
に
沿
っ
て

桜
が
植
え
ら
れ
た
の
は
、
土
手
の
保
護
や

水
の
浄
化
の
た
め
と
碑
に
は
記
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
新
田
の
に
ぎ
わ
い
の
た
め
と
す

る
文
献
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
和
（
現
在
の
奈

良
県
）
の
吉
野
山
や
常
陸
（
現
在
の
茨
城

県
）
の
桜
川
か
ら
取
り
寄
せ
た
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
の
苗
木
を
玉
川
上
水
の
堤
に
植
え
た
の

が
、
小
金
井
桜
の
歴
史
の
始
ま
り
で
し
た
。

広
重
も
繰
り
返
し
題
材
に

江
戸
の
人
々
を
魅
了
し
た
桜
並
木

　

小
金
井
桜
の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
植
樹
か
ら
お
よ
そ
50

年
が

た
っ
た
寛
政
年
間
（
1

7

9

0

年
代
）
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
五
日
市
街
道
を
通

じ
て
江
戸
と
人
や
物
の
行
き
来
が
盛
ん
に

な
っ
た
こ
と
で
、
人
々
の
口
伝
え
に
よ
っ

て
小
金
井
の
見
事
な
桜
の
様
子
が
江
戸
に

ま
で
届
き
は
じ
め
ま
す
。

　

文
化
元
（
1

8

0

4

）
年
に
は
、
江
戸
の

俳
人
・
露ろ

庵
あ

ん

有
ゆ

う

佐さ

が
内
藤
新
宿
か
ら
小
金

井
ま
で
の
道
の
り
と
周
辺
の
名
所
を
紹
介

し
た
『
玉

ぎ
ょ
く

花か

勝
し
ょ
う

覧
ら

ん

』
を
発
行
。
今
で
言
う

マ
ッ
プ
付
き
花
見
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う

な
こ
の
冊
子
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の

文
人
た
ち
に
よ
っ
て
小
金
井
桜
の
名
は
江

戸
中
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
花
見
の

時
期
に
は
多
く
の
人
々
が
小
金
井
桜
を
見

る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

ま
た
、
著
名
な
絵
師
た
ち
に
よ
り
浮
世

絵
な
ど
の
題
材
に
も
な
り
ま
し
た
。
な
か

で
も
、
浮
世
絵
師
・
歌
川
広
重
は
小
金
井

桜
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
何
度
も
描
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
気
に
入
り
の
題
材

だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。
す

で
に
こ
の
頃
、
上
野
や
飛
鳥
山
な
ど
も
桜

の
名
所
で
し
た
が
、
そ
れ
ら
と
は
趣
を
異

に
す
る
玉
川
上
水
沿
い
の
小
金
井
桜
の
素

朴
な
美
し
さ
に
広
重
は
引
か
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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玉
川
上
水
に
沿
う
よ
う
に
、

お
よ
そ
6

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

わ
た
っ
て
続
く
小
金
井
桜
。

江
戸
時
代
か
ら
花
見
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
、

広
重
の
浮
世
絵
の
題
材
に
も
な
っ
た
桜
は
、

2

8

0

年
も
の
間
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
を

ひ
っ
そ
り
と
見
守
り
続
け
て
き
ま
し
た
。

小
金
井
桜

武

蔵

野
に

ま
つ
わ

る

歴

史

を

楽
し

み

な

が

ら

学
ぶ
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花
見
客
の
起
点
と
な
り

に
ぎ
わ
い
を
見
せ
た
境
停
車
場

　

江
戸
の
人
々
を
魅
了
し
た
小
金
井
桜

は
、
明
治
に
入
る
と
今
度
は
鉄
道
の
開
通

に
よ
っ
て
一
層
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

明
治
22
（
1

8

8

9

）
年
4

月
11

日
に

開
業
し
た
甲
武
鉄
道
の
当
初
の
営
業
区
間

は
新
宿
〜
立
川
間
の
27

・
2

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
。
そ
の
途
中
の
駅
と
し
て
境
停
車
場

（
現
在
の
武
蔵
境
駅
）も
同
じ
日
に
開
業
し

ま
し
た
。

　

旧
境
村
の
住
人
た
ち
が
率
先
し
て
駅
を

誘
致
し
、
土
地
を
提
供
す
る
こ
と
で
境
停

車
場
が
実
現
し
た
の
で
す
。
お
り
し
も
開

業
は
桜
の
季
節
。
境
停
車
場
は
小
金
井
桜

を
見
物
す
る
人
々
の
玄
関
口
と
し
て
機
能

し
、
開
業
早
々
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
た
と
い
い
ま
す
。
境
停
車
場
と
小
金
井

桜
は
い
わ
ば
セ
ッ
ト
と
し
て
広
く
知
れ
わ

た
り
、
停
車
場
前
の
茶
店
な
ど
の
店
舗
は

桜
の
時
期
だ
け
商
売
を
す
れ
ば
1

年
間
暮

ら
せ
る
と
い
う
ほ
ど
大
盛
況
だ
っ
た
そ
う

で
す
。

小
金
井
保
桜
会
の
結
成
が

国
の
名
勝
指
定
を
後
押
し

　

明
治
末
期
に
な
り
、
植
物
学
者
・
理
学

博
士
の
三
好
学
に
よ
っ
て
、
小
金
井
桜
の

品
種
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
天
然
記

念
物
保
存
事
業
が
活
発
化
し
ま
す
。
帝
国

大
学
（
現
在
の
東
京
大
学
）
を
卒
業
後
、
ド

イ
ツ
で
植
物
生
理
学
を
学
び
、「
桜
博
士
」

の
異
名
を
も
つ
三
好
博
士
の
研
究
の
結

果
、
小
金
井
桜
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
並
木
は
、

「
天
然
変
種
の
一
大
集
積
地
」で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、
小
金
井
桜
が

咲
く
地
域
４
村
（
小
金
井
・
武
蔵
野
・
小

平
・
保
谷
）
の
住
民
が
「
小
金
井
保
桜
会
」

を
結
成
。
東
京
市
の
保
護
事
業
を
支
援
し

た
こ
と
に
よ
り
、
大
正
13
（
1

9

2

4

）
年

12

月
9

日
、
小
金
井
桜
は
「
小
金
井
（
サ
ク

ラ
）
」と
し
て
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
小
金
井
桜
は
全

国
的
に
も
知
名
度
を
上
げ
る
こ
と
に
な

り
、
桜
の
咲
く
季
節
に
は
、
そ
れ
ま
で
に

も
増
し
て
大
変
な
に
ぎ
わ
い
と
な
っ
た
の

で
す
。

危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
小
金
井
桜

復
活
に
立
ち
上
が
る

　

昭
和
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
小
金

井
桜
に
危
機
が
訪
れ
ま
す
。
度
重
な
る
戦

争
が
原
因
で
す
。
戦
時
体
制
下
と
も
な
る

と
、
人
々
は
花
見
を
す
る
余
裕
も
自
由
も

無
く
な
り
下
火
と
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
戦
後
ま
も
な
く
小
金
井
桜
ま

つ
り
が
復
活
し
ま
し
た
が
、
本
当
の
危
機

は
こ
こ
か
ら
で
し
た
。

　

五
日
市
街
道
の
拡
張
に
よ
っ
て
車
の
交

通
量
が
増
加
し
、
排
気
ガ
ス
の
影
響
を
ま

と
も
に
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
周
辺
の
樹
木
の
成
長
に
よ
っ
て
小
金

井
桜
の
成
長
環
境
は
徐
々
に
悪
化
し
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
2

8

0

年
も
の
間
、
地
域
の

移
り
変
わ
り
を
見
守
り
つ
づ
け
て
き
た
小

金
井
桜
を
こ
の
ま
ま
絶
や
し
て
は
い
け
な

い
と
、
小
金
井
市
で
は
名
勝
小
金
井
（
サ

ク
ラ
）
を
復
活
さ
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

立
ち
上
げ
、
市
民
団
体
な
ど
が
保
存
・
復

活
に
向
け
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　

武
蔵
野
市
で
も
平
成
28

年
度
に
東
京
都

教
育
委
員
会
・
東
京
都
水
道
局
と
連
携

し
、
名
勝
小
金
井
（
サ
ク
ラ
）
の
指
定
区
間

に
お
い
て
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
補
植
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
文
化
財
保
護
や

生
物
多
様
性
の
観
点
を
は
じ
め
、
行
政
と

地
域
住
民
が
お
互
い
に
理
解
を
深
め
な
が

ら
、
歴
史
あ
る
小
金
井
桜
を
守
っ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
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※
指
定
当
初
は
漢
字
。
昭
和
25
（
1

9

5

0

）
年
制
定

の
文
化
財
保
護
法
で
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
。
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