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緩
や
か
な
弧
を
え
が
き
、
ト
ラ
の
し
っ
ぽ
を
連

想
さ
せ
る
虎
尾
桜
の
枝
先
。
季
節
で
表
情
を
変
え

な
が
ら
も
常
に
幽
玄
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　
「
こ
の
桜
は
、
何
と
し
て
も
守
ら
ん
と
い
か
ん

の
で
す
」。
小
林
さ
ん
、
井
上
さ
ん
、
熊
谷
さ
ん

の
三
人
は
、
当
時
、
全
国
唯
一
の
財
政
再
建
団

体
の
町
に
訴
え
ま
す
。
し
か
し
倒
産
し
た
自
治

体
に
桜
の
治
療
代
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

刻
の
猶
予
も
な
い
状
況
に
、
三
人
は
居
て
も
立

っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
す
ぐ
さ
ま
平
成
二
年
五
月

「
虎
尾
桜
を
心
配
す
る
世
話
人
会
」
を
立
ち
上
げ

ま
す
。
小
林
省
吾
さ
ん
が
事
務
局
に
な
り
、
井

上
孝
生
さ
ん
を
会
長
、熊
谷
信
孝
さ
ん（
現
会
長
）

を
副
会
長
と
し
た
有
志
九
人
で
の
ス
タ
ー
ト
で

し
た
。
会
員
が
資
金
を
出
し
合
い
、
す
べ
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
の
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
幹
に
び
っ
し
り
と
生
え
た
シ
ダ
や
雑

木
を
取
り
除
き
、
下
草
を
刈
り
ま
し
た
。
日
照

と
風
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
、
所
有
者
の
了
承

を
得
て
周
り
の
杉
を
伐
採
。
会
員
た
ち
は
で
き

る
限
り
の
努
力
を
続
け
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
翌
年
の
平
成
三
年
、
虎
尾
桜
に
予

期
せ
ぬ
事
態
が
訪
れ
ま
す
。
九
月
に
上
陸
し
た

台
風
十
七
号
と
十
九
号
。
大
型
台
風
の
度
重
な

　
「
地
元
近
く
で
腕
利
き
の
樹
木
医
が
い
る
」。

そ
ん
な
う
わ
さ
を
聞
い
た
事
務
局
の
小
林
さ
ん

は
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
連
絡
を
取
り
ま
し
た
。

宇う

さ

み

佐
美
暘よ

う
い
ち一
さ
ん
（
北
九
州
市
）、
国
の
天
然
記

念
物
も
手
が
け
る
評
判
の
樹
木
医
で
し
た
。
平

成
十
一
年
、
会
員
の
総
意
で
宇
佐
美
さ
ん
に
虎

尾
桜
の
診
断
を
依
頼
し
ま
す
。
宇
佐
美
さ
ん
は

木
に
登
っ
て
隅
々
ま
で
診
断
、
そ
こ
で
枝
に
つ
い

た
大
き
な
傷
を
発
見
し
ま
し
た
。
か
つ
て
周
囲

に
あ
っ
た
杉
と
こ
す
れ
て
つ
い
た
傷
で
す
。
木

が
枯
れ
て
い
く
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　
「
診
断
書
に
は

『
倒
れ
る
危
険
性

が
あ
る
』
と
書

き
ま
し
た
。
枝
に

は
キ
ツ
ツ
キ
が
つ

つ
い
た
跡
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
中
が

幹
を
裂
く
台
風
の
猛
威

　上野の古
こ

刹
さつ

・興国寺に「墨
すみ

染
ぞめ

の桜」
がある。九州に落ちのび、ここで再
起を図った足利尊氏は、つぼみのつ
いた桜の枝を切り、逆さに地中に挿
して「今

こ

宵
よい

一
いち

夜
や

に咲かば咲け 咲か
ずば咲くな 世も墨染の桜かな」と
今後の戦運を占った。桜は一夜にし
て咲き、その勢いで尊氏は京に上り
室町幕府を開いた… という伝説が
残されている。興国寺文書には、こ
の桜にまつわる細

ほそ

川
かわ

幽
ゆう

斎
さい

、小
お

笠
がさ

原
わら

忠
ただ

真
ざね

の詠
えい

歌
か

もある。歴代藩主が拝
した「墨染の桜」は、境内にある彼
岸桜と同じく、当初はエドヒガンで
あったと推察されており、今は世代
交代を経て、若木が植えられている。

腐
っ
て
虫
が
い
る
と
い
う
証
拠
。
一
見
大
丈
夫
そ

う
に
見
え
て
も
内
部
で
は
腐
食
が
進
ん
で
い
ま

し
た
」
と
宇
佐
美
さ
ん
は
説
明
し
ま
す
。
そ
ん

な
中
、
宇
佐
美
さ
ん
は
先
の
方
が
枯
れ
た
大
枝

の
生
き
残
っ
た
部
分
か
ら
、
新
し
い
枝
が
生
え

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
診
断
の
中
で
見

い
だ
し
た
一
つ
の
光
明
で
し
た
。

　
「
ど
こ
か
が
枯
れ
て
く
る
と
、
そ
の
部
分
を

補
お
う
と
し
て
芽
が
出
て
く
る
…
。
虎
尾
桜
に

ま
だ
強
い
生
命
力
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

や
れ
ば
助
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
た
ね
」。

　

樹
木
医
・
宇
佐
美
暘
一
さ
ん
、
桜
守
の
力
強

い
助
っ
人
が
動
き
出
し
た
瞬
間
で
し
た
。

腕
利
き
樹
木
医
が
見
た
光
明

↑幹にある大きなコブは傷口から
菌が入った「ガン腫

しゅ

病」によるもの。
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↑平成５年の台風７号の影響で裂けた幹の根元。

大
樹
が
生
命
の
力
を
蓄
え
、
渾こ

ん
し
ん身
の
力
で
開
花
し
ま
す
。

六
百
年
も
絶
え
間
な
く
営
ま
れ
て
き
た
自
然
の
美
し
さ
。

守
り
救
う
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

る
直
撃
は
、
一
本
の
大
枝
を
ふ
る
い
落
と
し
ま

し
た
。
そ
の
つ
め
あ
と
が
癒
え
な
い
ま
ま
迎
え

た
平
成
五
年
、
ま
た
も
や
大
型
の
台
風
が
容
赦

な
く
虎
尾
桜
を
襲
い
ま
す
。
台
風
七
号
に
よ
る

強
風
は
巨
木
が
よ
じ
れ
る
ほ
ど
の
威
力
で
し
た
。

つ
い
に
根
元
に
大
き
な
ひ
び
が
入
り
ま
す
。
支

柱
を
取
り
付
け
て
い
た
た
め
、
木
が
倒
れ
る
こ

と
は
免
れ
ま
し
た
が
、
致
命
傷
と
も
言
え
る
幹

の
亀
裂
は
、
と
て
も
深
刻
な
も
の
で
し
た
。

　
「
も
う
一
度
台
風
が
来
た
ら
倒
れ
て
し
ま
う
」。

　

絶
体
絶
命
の
危
機
に
直
面
し
た
会
員
は
、
専

門
家
と
相
談
し
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
巨
体
を
引

き
上
げ
ま
す
。
幹
が
揺
れ
な
い
よ
う
に
固
定
し
、

腐
っ
た
部
分
に
ウ
レ
タ
ン
を
詰
め
、
腐
食
の
進

行
を
防
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
、
会
員
ら
の
身
を

粉
に
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
復
の
兆

し
は
期
待
す
る
ほ
ど
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
打

つ
手
の
な
い
ま
ま
、
月
日
だ
け
が
流
れ
て
い
き

ま
す
。「
も
う
こ
の
ま
ま
ダ
メ
か
も
し
れ
な
い
」。

だ
れ
も
が
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
転
機
が
訪
れ
た
の
は
そ
ん
な
と
き
で
し
た
。

   宇佐美 暘一さん
樹木医。築上町の「本庄の大楠」
など国の天然記念物の治療も手
がけている。（北九州市八幡西区）

↑初期の周辺整備。会員総出で下草を刈り、
その後、虎尾桜を覆っていた杉を伐採した。

↓平成３年の台風 17号で落ちた虎尾桜の大枝、104の年輪があった。 →


