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桜
の
開
花
宣
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

町
会
員
の
皆
様
に
は
、
お
変
わ
り
な
く
ご

健
勝
の
こ
と
と
お
察
し
い
た
し
ま
す
。

　

今
年
の
飛
木
稲
荷
神
社
の
祭
礼
は
、
四

年
振
り
の
「
例
大
祭
」
と
な
り
ま
す
。「
祭

礼
日
程
」
は
、
九
月
六
日
（
木
）
か
ら
九

日
（
日
）
の
予
定
と
な
り
ま
す
。
九
月
六

日
（
木
）
神
酒
所
建
設
に
始
ま
り
、
鳳
輦

渡
御
、
各
町
会
の
連
合
神
輿
に
て
神
社
へ

総
出
に
な
り
ま
す
。
大
人
神
輿
の
担
ぎ
手

が
不
足
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
知
り
合

い
の
方
等
、
一
人
で
も
多
く
の
担
ぎ
手
が

必
要
で
す
。
ご
参
加
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

多
数
の
祭
礼
行
事
で
す
の
で
皆
様
方
の

協
力
が
必
要
で
す
。
我
々
が
住
ん
で
い
る

氏
神
様
の
地
元
町
会
の
大
祭
で
す
の
で
、

無
事
に
楽
し
い
祭
礼
に
す
る
こ
と
が
目
的

で
す
。
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
尽
力
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
祭
礼
用
の
袢
纏
に
つ
い
て
、
町

会
で
袢
纏
製
作
委
員
会
を
設
置
い
た
し
、

検
討
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
新
規
に
袢
纏

の
デ
ザ
イ
ン
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
申

し
込
み
受
付
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で

多
数
の
お
申
し
込
み
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

今
秋
の
防
火
防
災
訓
練
は
、
本
町
会
主

催
で
隣
町
会
で
あ
る
押
上
一
丁
目
町
会
と

の
「
合
同
訓
練
」
と
な
り
ま
す
。
会
場
は
、

当
町
会
内
で
、
基
本
的
な
訓
練
が
中
心
に

【

会

長

の

ご

挨

拶

】

押
上
一
丁
目
仲
町
会

町
会
長

大
橋
由
明

大橋町会長題字

沖
山
　
三
枝
子

【

婦

人

会

】
【

防

火

防

災

部

】

齊
藤
　
愛

　

三
月
一
日
か
ら
七
日
迄
、
全
国
春
の
火

災
予
防
週
間
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
防
火
防

災
部
で
は
、
三
月
二
日
金
曜
日
に
町
内
会

を
巡
回
・
広
報
に
回
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
大
橋
会
長
ご
夫
妻
・
峯
岸

副
会
長
ご
夫
妻
と
自
分
で
す
。
火
災
予
防

週
間
は
、
春
と
秋
に
年
２
回
あ
り
ま
す
。

当
町
会
か
ら
は
火
事
を
出
さ
な
い
よ
う
に

皆
さ
ん
で
意
識
を
高
め
防
火
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

な
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
加
の
ほ
ど
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

町
会
内
に
は
、
新
し
く
会
員
に
な
ら
れ

た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
出
来
る
だ

け
多
く
の
方
が
町
会
行
事
に
参
加
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
町
会
内
の
皆
様
に
は
大
変

お
世
話
に
な
り
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
年
度
は
、
役
員
は
改
選
な
し
で
頑

張
る
予
定
で
す
の
で
、
前
向
き
に
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

三
寒
四
温
を
繰
り
返
す
内
に
ア
ッ
と
い

う
間
に
桜
花
の
開
花
と
な
り
ま
し
た
。
婦

人
会
か
ら
二
名
が
、
本
所
交
通
安
全
協
会

女
性
部
の
部
員
と
し
て
、
月
に
一
度
黄
色

の
タ
ス
キ
を
掛
け
、「
交
通
安
全
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
車
に
気

を
付
け
て
下
さ
い
ね
。」
と
一
声
か
け
て

テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
を
配
布
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
は
交
通
安
全
標
語
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、

「
横
断
は　

慌
て
ず　

焦
ら
ず　

無
理
を

せ
ず
。」
今
度
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

是
非
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。

　

活
動
場
所
は
、
主
に
錦
糸
町
北
口
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺
で
す
。
又
、
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
の
ソ
ラ
ミ
坂
、
ハ
ナ
ミ
坂
も
数
回
有

り
ま
し
た
。
季
節
を
通
じ
て
活
動
し
て
い

ま
す
の
で
、
夏
は
汗
を
拭
き
な
が
ら
、
冬

は
手
袋
、
マ
フ
ラ
ー
、
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
、
時
に
は
ホ
ッ
カ
イ
ロ
と
暖
か
く
し
て

行
っ
て
い
ま
し
た
。
月
に
一
度
で
は
あ
り

【

子

供

会

】

小
杉
　
誠
一

　

三
月
十
日
（
土
）、
焼
肉
す
み
屋
に
て
、

子
供
会
の
歓
送
迎
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
す
で
に
小
学
校
の
登
校
班

な
ど
で
互
い
に
顔
見
知
り
で
し
た
が
、
ふ

だ
ん
は
あ
ま
り
話
を
す
る
機
会
も
な
い
の

で
、
交
流
を
深
め
る
と
て
も
良
い
機
会
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
大

好
き
な
焼
肉
を
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
こ

と
が
で
き
て
、
み
ん
な
と
て
も
満
足
そ
う

な
表
情
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

歓
送
迎
会
の
終
盤
に
は
、
子
ど
も
た
ち

が
一
人
ず
つ
、
進
級
生
・
卒
業
生
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
抱
負
を
語
っ
て
く
れ
ま
し

た
。「
今
年
は
算
数
を
頑
張
る
」、「
今
年

は
下
級
生
に
や
さ
し
く
す
る
」、「
中
学
に

入
っ
た
ら
部
活
を
頑
張
る
」
な
ど
と
い
き

い
き
と
語
る
姿
を
見
て
、
た
い
へ
ん
頼
も

し
く
思
い
ま
し
た
。

ま
す
が
街
頭
に
立
つ
為
、
体
調
万
全
に
し

て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、
秋
に

は
、
飛
木
神
社
の
大
祭
が
あ
り
ま
す
。
婦

人
会
で
も
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
が
、
必

要
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
会
員
数
も
少
な

い
為
、
一
人
で
も
多
く
の
方
の
参
加
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す　

　

今
年
は
、
残
念
な
が
ら
、
押
仲
し
ら
と

り
子
供
会
へ
の
新
入
生
は
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
卒
業
生
が
一
名
で
、
こ
れ
か
ら
は
、

計
五
名
四
世
帯
と
い
う
小
規
模
子
供
会

で
、
仲
良
く
助
け
合
い
な
が
ら
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

町
内
会
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
今
後
も
引
き
続
き
子
ど
も
た
ち
を
温

か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
に
存

じ
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

【
祭
半
纏
の
お
知
ら
せ
】

　

今
年
の
「
飛
木
稲
荷
神
社
の
大
祭
」
に

向
け
て
「
半
纏
を
新
調
」
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
会
員
の

皆
様
に
ご
購
入
の
ご
案
内
を
致
し
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

　

半
纏
に
は
身
丈
（
長
さ
）
が
３
種
類
あ

り
ま
す
の
で
、
身
丈
を
選
択
し
て
下
さ
い
。

●
身
丈
１
０
０ (

身
長
１
７
０
㎝
程
度
）

●
身
丈
９
０ （
身
長
１
６
５
㎝
程
度
）

●
身
丈
８
０ （
身
長
１
６
０
㎝
程
度
）

サイズの詳細
身丈 100
身巾 68～ 74
袖巾 33
袖付 30
袖口 28
衿巾 6
単位 : cm

　

隅
田
川
の
桜
も
前
年
よ
り
早
く
開
花
し

ま
し
た
。
天
気
に
恵
ま
れ
て
多
く
の
人
達

が
満
開
の
桜
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
き

れ
い
に
開
花
し
た
桜
並
木
を
浅
草
側
か
ら

写
真
撮
影
し
ま
し
た
。
皆
様
方
も
桜
の
花

見
を
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。　

隅田公園の満開の桜 (３月２４日午後 )
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【
押
上
界
隈
の
歴
史
あ
れ
こ
れ
】

横
井
　
正
男

十
五　

消
え
た
「
開
か
ず
の
踏
切
」　

　

今
年
は
祭
礼
の
袢
纏
を
新
調
す
る
そ
う
で
、
役
員

会
で
も
意
欲
的
な
声
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ

な
ら
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
町
会
会
館
の
今
後
も
、

早
い
時
期
に
良
い
答
え
を
示
し
て
貰
え
る
だ
ろ
う
。

会
館
設
立
に
尽
力
し
た
人
達
の
多
く
が
鬼
籍
に
入
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
歴
代
町
会
長
も
当
時
の
苦
労
や
高

い
志
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
。
必
ず
力
強
い
応
援
を

し
て
く
れ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
だ
。
い
よ

い
よ
町
会
も
新
し
い
一
歩
を
歩
み
出
し
た
。

　

皆
さ
ん
、
桜
橋
通
り
の
東
武
鉄
道
踏
切

を
よ
く
「
二
号
踏
切
」
と
言
っ
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
で
は
「
一
号
踏
切
」
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

実
は
今
は
無
く

な
り
ま
し
た
が
、
昔
あ
っ
た
の
で
す
。

　

通
称
二
号
踏
切
、
正
式
に
は
「
東
武
鉄

道
伊
勢
崎
線
二
号
踏
切
（
※
１
）」
と
旧

業
平
橋
駅
（
現
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
駅
）

の
中
間
に
踏
切
が
あ
り
ま
し
た
。
左
の
写

真
は
昭
和
二
十
九
年
頃
の
そ
の
踏
切
の
様

子
で
す
。
こ
の
踏
切
を
当
時
は
「
東
武
鉄

道
伊
勢
崎
線
一
号
踏
切
」
と
称
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
こ
の
踏
切
に
隣
接
し
て
、
二

号
踏
切
側
に
歩
行
者
用
の
跨
線
橋
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
跨
線
橋
の
上
か
ら

撮
影
し
た
写
真
で
す （
松
本
弘
氏
撮
影
）。

次
号
に
続
く

　

当
時
活
躍
し
て
い
た
三
輪
自
動
車
や

た
く
さ
ん
の
自
転
車
が
写
っ
て
い
ま
す
。

写
真
の
手
前
方
向
が
二
号
踏
切
、
奥
が

業
平
橋
駅
方
向
で
す
。
踏
切
の
右
方
向

は
曳
舟
川
通
り
（
※
２
）
の
「
女
性
セ

　

こ
の
「
一
号
踏
切
」
に
は
業
平
橋
駅

へ
の
貨
物
の
引
き
込
み
線
が
あ
り
ま
し

た
。
貨
車
の
入
れ
替
え
時
に
は
踏
切
上

に
貨
車
が
留
ま
り
「
開
か
ず
の
踏
切
」

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
跨

線
橋
が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
「
一
号
踏
切
」
は
東
武
鉄
道
が
曳
舟
駅

〜
業
平
橋
駅
（
当
初
の
駅
名
は
小
梅
駅
、

そ
の
後
に
吾
妻
橋
駅
、
浅
草
駅
、
現
在

は
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
駅
）
間
を
完
成

さ
せ
た
明
治
三
十
五
年
に
設
け
ら
れ
た

俳
句
（
寄
稿
）

前
回
に
続
い
て
『
俳
句
』
を
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。

❀　

菜
の
花
の
黄
の
美
し
き
水
面
か
な

運
河
の
水
面
に
映
る
黄
色
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
。

❀　

利
休
忌
や
茶
杓
の
先
の
う
す
み
ど
り

お
茶
会
時
の
茶
杓
の
先
の
う
す
み
ど
り
が
印
象
的

だ
っ
た
。

❀　

春
一
番
筑
波
の
全
容
黙
し
立
つ

関
東
平
野
の
真
ん
中
に
凛
と
し
て
立
つ
姿
を
見
て

❀　

バ
ケ
ツ
よ
り
大
海
原
へ
発
つ
稚
鮎

小
学
生
が
孵
化
し
た
稚
鮎
を
川
へ
放
流
し
て
い
る
テ

レ
ビ
を
見
て

ン
タ
ー
交
差
点
」
に
出
ま
す
。
左
方
向

は
、
現
在
は
「
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
タ
ウ
ン
・

ソ
ラ
マ
チ
」
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当

時
は
こ
の
先
の
北
十
間
川
に
架
か
っ
て

い
た
「
押
上
橋 （
今
は
撤
去
さ
れ
て
あ
り

ま
せ
ん
）」
に
通
じ
、
現
み
ず
ほ
銀
行
と

マ
ル
ホ
ン
パ
チ
ン
コ
店
と
の
間
の
細
い

道
を
経
て
浅
草
通
り
に
出
ま
す
。
京
成

電
鉄
押
上
線
の
開
通
後
、
押
上
橋
に
隣

接
し
て
完
成
し
た
の
が
京
成
橋
で
す
。

　

左
の
地
図
は
昭
和
十
二
年
の
地
図
か

ら
「
一
号
踏
切
」
を
中
心
に
抜
粋
し
ま

し
た
。
一
号
踏
切
と
隣
接
し
て
跨
線
橋

（
大
○
印
の
中
）
が
、
ま
た
京
成
橋
に
隣

接
し
て
押
上
橋
（
小
〇
印
） 

が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
一
号
踏
切
」
が
消
え
た
の
は
、

東
武
鉄
道
の
記
録
に
よ
る
と
、
京
成
電

鉄
押
上
線
と
都
営
地
下
鉄
一
号
線
（
浅

草
線
）
の
相
互
乗
り
入
れ
の
た
め
の
押

上
駅
地
下
移
設
工
事
に
伴
う
、
昭
和

三
十
六
年
十
月
二
十
四
日
の
廃
止
で
し

た
。
こ
こ
に
地
域
生
活
の
便
に
貢
献
し

て
き
た
踏
切
は
、
六
十
年
余
の
幕
を
降

ろ
し
ま
し
た
。
押
上
地
下
駅
は
東
武
鉄

道
業
平
橋
駅
構
内
の
貨
物
線
が
あ
っ
た

下
に
あ
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
「
一
号
踏
切
」
の
道
路
は
江
戸

時
代
か
ら
あ
り
、
こ
の
地
域
で
は
最
も

古
い
道
の
一
つ
で
し
た
。
女
性
セ
ン
タ
ー

交
差
点
と
一
号
踏
切
の
間
の
道
は
屈
曲

し
て
お
り
、
こ
の
辺
り
に
江
戸
時
代
に

有
名
で
あ
っ
た
「
七
本
松
」
が
あ
り
ま

し
た
。
明
治
後
期
か
ら
大
正
時
代
の
い

つ
頃
か
は
判
明
し
ま
せ
ん
が
、
七
本
松

は
無
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
曳
舟

川
通
り
が
ま
だ
川
で
あ
っ
た
頃
に
は
、

女
性
セ
ン
タ
ー
交
差
点
の
位
置
に
松
の

名
残
の
「
七し
ち
ほ
ん
ま
つ
ば
し

本
松
橋
」
が
架
か
っ
て
い

ま
し
た
。

　

桜
橋
通
り
の
二
号
踏
切
も
、
計
画
で

は
六
年
後
の
二
〇
二
四
年
に
は
東
武
鉄

道
の
高
架
が
完
成
し
踏
切
が
な
く
な
り

ま
す
。
渋
滞
も
な
く
な
り
便
利
に
な
り

ま
す
が
、い
ず
れ
「
昔
、こ
こ
は
踏
切
だ
っ

た
の
だ
よ
」
と
言
う
時
代
が
や
っ
て
き

ま
す
。

　

※
１
．「
押
仲
第
七
十
一
号
」
で
も
紹

介
し
ま
し
た
が
、
関
東
大
震
災
後
の
復

興
事
業
の
区
画
整
理
で
昭
和
初
期
に
完

成
し
た
「
桜
橋
通
り
」
と
共
に
「
東
武

伊
勢
崎
線
二
号
踏
切
」
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

※
２
．
曳
舟
川
に
つ
い
て
は
次
号
以

降
で
紹
介
し
ま
す
。

　

参
考
資
料　

東
武
鉄
道
百
年
史
、
東

武
鉄
道
高
橋
健
一
営
業
支
社
長
談
、
京

成
電
鉄
五
十
五
年
史

【

押

上

の

景

観

の

変

化

】

　

東
武
線
の
と
う
き
ょ
う
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

駅
（
東
京
都
墨
田
区
）
を
東
へ
百
五
十
ｍ

ほ
ど
移
設
す
る
工
事
を
含
む
高
架
化
事
業

が
、
二
〇
二
四
年
度
の
完
成
を
目
指
し
て

正
式
に
始
ま
り
ま
す
。

　

東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
の
と
う
き
ょ
う
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
駅
付
近
約
九
百
メ
ー
ト
ル
に

お
い
て
鉄
道
を
高
架
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
箇
所
の
踏
切
を
除
却
し
、
都
市
内
交
通

の
円
滑
化
を
図
る
と
と
も
に
、
分
断
さ
れ

た
市
街
地
の
一
体
化
に
よ
っ
て
ま
ち
の
活

性
化
を
図
る
そ
う
で
す
。

　

墨
田
区
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
工
事
後

の
桜
橋
通
り
の
景
観
の
変
化　

　

工
事
区
域
の
マ
ッ
プ
を
示
し
ま
す
。
お

お
よ
そ
の
工
事
区
域
は
現
在
の
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
駅
か
ら
飛
木
稲
荷
神
社
が
あ
る

踏
切
の
間
を
高
架
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

電
車
が
停
止
し
て
い
る
操
車
場
も
高
架

さ
れ
ま
す
。
高
架
下
は
北
口
と
南
口
は
自

由
に
往
来
で
き
る
よ
う
に
な
る
予
定
で
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
墨
田
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

墨田区のお知らせNo.1885から引用

墨田区のお知らせNo.1885から引用

業平橋


