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寒
桜
。
丸
亀
市
の
南
部
、

水
橋
池
か
ら
花
だ
よ
り
、

し
き
り
で
あ
る
。
満
開
、

見
頃
は
２
月
下
旬
ご
ろ
ま

で
と
か
。
カ
メ
ラ
を
構
え

る
人
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
。
レ

ン
ズ
の
先
に
は
メ
ジ
ロ
が

蜜
を
つ
い
ば
む
。
春
は
も

う
そ
こ
に
き
て
い
る
▼
Ｊ

Ｒ
駅
前
で
の
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
、
人
の
流
れ
は
そ
う

多
く
は
な
い
が
、
こ
の
と
こ
ろ
拍
手
が

く
る
。
学
生
風
の
若
者
が
立
て
看
を
も
っ

て
並
ん
で
く
れ
た
り
、
近
づ
い
て
拍
手

を
く
れ
た
り
と
。
マ
イ
ク
も
つ
手
に
も

つ
い
力
が
入
る
。
春
風
楽
し
▼
政
冶
と

お
カ
ネ
。
自
民
党
が
大
揺
れ
で
あ
る
。

「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
が
す
っ
ぱ
抜
い
た

こ
と
か
ら
検
察
が
動
き
出
し
た
。
自
民

党
派
閥
裏
金
事
件
、
首
相
だ
ん
ま
り
。

派
閥
の
解
散
で
一
件
落
着
と
は
参
り
ま

せ
ん
よ
。
何
事
も
お
カ
ネ
で
解
決
、
そ

の
お
カ
ネ
の
出
所
が
パ
ー
券
と
い
う
名

の
企
業
献
金
と
し
た
ら
「
な
に
を
か
言

わ
ん
や
」
だ
▼
こ
こ
は
関
わ
り
の
あ
る

派
閥
幹
部
、
議
員
さ
ん
も
国
会
で
証
人

席
に
立
っ
て
い
た
だ
い
て
洗
い
ざ
ら
い

い
明
ら
か
に
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
ね

▼
群
馬
・
前
橋
市
長
選
挙
で
日
本
共
産

党
が
自
主
支
援
し
た
小
川
晶
市
長
が
誕

生
、
京
都
市
長
選
で
は
「
民
主
市
政
の

会
」
推
薦
の
福
山
和
夫
氏
は
１
６
万
票

を
得
て
オ
ー
ル
与
党
候
補
に
肉
薄
す
る
。

吹
き
出
し
た
風
は
止
ま
ら
な
い
▼
こ
こ

は
国
民
目
線
の
わ
か
り
や
す
い
政
治
に

「
変
え
る
」
を
合
い
言
葉
に
政
治
に
春

風
を
思
い
っ
き
り
吹
か
せ
ま
し
ょ
う
よ
。

香
川
革
新
懇
と
９
条
の
会
香

川
は
２
日
、
高
松
市
藤
塚
町

で
「
高
松
港
を
軍
港
利
用
さ

せ
な
い
た
め
の
学
習
会
」
が

開
か
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
も
含

め
て
62
名
が
参
加
。
か
し
昭

二
日
本
共
産
党
香
川
県
議
と

十
河
浩
二
９
条
の
会
か
が
わ

事
務
局
長
が
講
師
と
し
て
招

か
れ
ま
し
た
。

十
河
氏
は
安
倍
政
権
下
で

安
保
法
制
、
岸
田
政
権
下
で

安
保
関
連
三
文
書
の
閣
議

決
定
が
、
日
本
を
憲
法
と

は
相
い
れ
な
い
戦
争
国
家

に
作
り
変
え
て
い
る
こ
と

を
指
摘
。
「
市
民
と
野
党

の
共
闘
の
力
で
こ
の
情
勢

へ
の
反
撃
を
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
述
べ
ま
し
た
。

か
し
氏
は

県
議
会
で
高

松
港
軍
事
利
用
反
対
の
意

見
書
が
否
決
さ
れ
た
経
緯

や
香
川
で
の
実
例
を
示
し
、

「
国
管
理
の
高
松
空
港
も

軍
事
利
用
さ
れ
る
の
で
は

と
、
懸
念
の
声
も
あ
る
。

自
治
体
の
自
衛
隊
へ
の
名
簿

提
出
の
協
力
は
、
戦
前
の
赤

紙
配
り
、
徴
兵
制
に
つ
な
が

る
恐
れ
も
あ
る
。
個
人
情
報

保
護
の
た
め
に
反
対
し
て
い

く
」
と
述
べ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
10
年
程

で
、
自
公
政
権
が
戦
争
の
準

備
す
る
急
激
な
変
化
に
と
て

も
驚
い
た
」
と
の
声
が
出
ま

し
た
。

平
和
憲
法
を
生
か
す
か
が

わ
県
民
の
会
は
８
日
、
県
内

８
ヵ
所
の
駅
頭
で
、
ハ
ン
ド

マ
イ
ク
で
訴
え
な
が
ら
「
第

９
条
は
平
和
の
約
束
」
と
書

い
た
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
り
、

ア
ピ
ー
ル
行
動
を
行
い
ま
し

た
。Ｊ

Ｒ
高
松
駅
前
で
は
、
石

田
ま
ゆ
衆
院
香
川
二
区
候
補

は
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
よ
る
ガ
ザ

地
区
攻
撃
が
激

化
す
る
中
、
ヨ

ル
ダ
ン
の
ア
メ

リ
カ
軍
の
拠
点

で
の
無
人
機
攻

撃
の
報
復
で
イ

ラ
ク
と
シ
リ
ア

で
親
イ
ラ
ン
武

装
戦
力
へ
の
攻

撃
を
始
め
る
な

ど
、
紛
争
や
戦

争
な
ど
暴
力
の

連
鎖
が
絶
え
な

い
こ
と
を
強
調
。

「
国
連
憲
章
を

守
れ
、
国
際
法

を
遵
守
し
ろ
、
今
す
ぐ
停
戦

を
、
の
声
を
大
き
く
し
、
日

本
は
憲
法
９
条
を
持
つ
国
と

し
て
戦
争
行
為
を
許
さ
な
い

立
場
を
堅
持
す
べ
き
だ
」
と

述
べ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
に
、
成
合
美
範

社
民
党
県
連
合
副
幹
事
長
、

小
野
賢
治
平
和
労
組
事
務
局

長
、
十
河
浩
二
憲
法
会
議
、

「
み
ど
り
・
香
川
」
の
太
田

安
由
美
高
松
市
議
、
中
西
俊

介
立
憲
民
主
党
高
松
市
議
、

大
熊
正
樹
平
和
憲
法
を
生
か

す
香
川
県
民
の
会
事
務
局
長

が
リ
レ
ー
ト
ー
ク
を
行
い
ま

し
た
。

高
松
港
を
軍
港
利
用
さ

せ
な
い
た
め
の
学
習
会

香
川
革
新
懇
と
９
条
の
会
香
川

駅頭から平和を訴え
平和憲法生かすかがわ県民の会

【
３
面
か
ら
】

香
川

県
で
は
私
立
高
校
の
学

費
は
年
間
約
５
０
万
円

と
な
り
、
入
学
金
も
合

わ
せ
る
と
６
０
万
円
を

こ
え
ま
す
。
ま
た
、
昨

今
の
物
価
高
や
将
来
の
進
学

（
大
学
や
専
門
学
校
の
学
費

は
上
昇
一
途
）
に
向
け
て
１

年
生
の
段
階
か
ら
ア
ル
バ
イ

ト
の
申
請
が
多
く
な
っ
て
い

る
こ
と
や
、
授
業
料
の
２
～

３
か
月
間
滞
納
者
は
ク
ラ
ス

に
よ
っ
て
複
数
存
在
し
、
な

か
に
は
４
月
か
ら
未
納
状
態

と
い
う
生
徒
も
い
ま
す
。

現
在
国
か
ら
の
就
学
支
援

金
は
、
世
帯
年
収
５
９
０
万

円
未
満
だ
と
年
39
万
６
千
円

（
一
月
３
万
３
千
円
）
あ
り

県
内
私
学
平
均
で
月
１
万
円

程
度
の
家
庭
負
担
と
な
り
ま

す
が
、
同
じ
く
５
９
０
万
円

以
上
９
１
０
万
円
未
満
の
世

帯
で
は
、
国
か
ら
は
年
11
万

８
千
円
（
一
月
９
千
９
０
０

円
）
の
み
の
支
援
し
か
な
く

家
計
負
担
は
県
内
私
学
平
均

で
年
40
万
１
４
０
０
円
（
一

月
３
万
３
４
５
０
円
）
に
も

な
り
ま
す
。

教
職
員
か
ら
は
、
そ
う
し

た
「
５
９
０
万
円
の
壁
」
を

解
消
し
、
県
独
自
の
補
助
制

度
を
拡
充
す
る
こ
と
、
ま
た
、

エ
ア
コ
ン
な
ど
空
調
費
は
今

年
度
か
ら
公
立
高
校
で
は
全

額
公
費
負
担
と

な
っ
て
お
り
、

私
学
に
対
し
て

も
支
援
を
し
て

ほ
し
い
と
の
要

望
を
し
ま
し
た
。

ま
た
保
護
者
か
ら
は
、

「
子
ど
も
が
中
学
校
か
ら
私

学
を
選
択
し
通
っ
て
い
る
。

向
学
心
に
燃
え
た
生
徒
も
た

く
さ
ん
お
り
、
そ
ん
な
子
ど

も
た
ち
へ
の
援
助
を
し
っ
か

り
お
願
い
し
た
い
」
、
「
自

営
業
を
し
て
い
る
が
、
コ
ロ

ナ
の
休
業
補
償
は
し
て
い
た

だ
い
て
助
か
っ
た
が
、
子
ど

も
が
実
際
に
私
学
を
受
験
し

通
う
な
か
で
確
実
な
学
費
の

援
助
を
し
て
ほ
し
い
」
「
子

ど
も
が
将
来
的
に
激
減
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
ん
な
な
か
で
も
将
来
の
香

川
を
担
う
中
高
生
へ
の
就
学

援
助
を
拡
充
し
て
ほ
し
い
」

な
ど
の
訴
え
が
あ
り
ま
し
た
。

池
田
知
事
か
ら
は
、
「
以

前
に
比
べ
て
私
学
の
多
様
性

を
活
か
し
た
教
育
が
展
開
さ

れ
て
お
り
、
し
っ
か
り
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
き
た
い
。
世
帯
年

収
５
９
０
万
円
以
上
の
家
庭

に
対
し
て
は
拡
充
の
方
向
で

検
討
し
て
い
き
た
い
。
エ
ア

コ
ン
な
ど
の
空
調
費
援
助
に

つ
い
て
も
、
今
後
前
向
き
に

方
針
を
決
め
て
い
き
た
い
と

の
返
答
が
あ
り
ま
し
た
。
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金
達
寿
は
朝
鮮
・
慶
尚
南
道
の
生

ま
れ
で
、
十
歳
の
と
き
渡
日
し
た
。

ど
ん
底
の
貧
困
の
中
で
、
日
大
専
門

部
芸
術
科
を
卒
業
し
、
新
聞
記
者
に

な
っ
た
。
１
９
４
６
年
４
月
、
文
学

仲
間
と
『
民
主
朝
鮮
』
を
創
刊
し
、

在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
文
学
活
動
を
開

始
す
る
。
こ
の
雑
誌
に
金
達
寿
は
、

「
後
裔
の
街
」
を
連
載
し
文
壇
か
ら

注
目
さ
れ
た
。

同
年
十
月
、
徳
永
直
ら
の
す
す
め

で
新
日
本
文
学
会
に
入
会
し
、
常
任

中
央
委
員
に
な
る
。
金
達
寿
は
在
日

朝
鮮
人
作
家
の
代
表
格
と
見
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
53
年
と

58
年
に
芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
。

金
達
寿
は
、
戦
後
ま
も
な
く
結
成

さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
連
盟
（
朝
連
）

の
神
奈
川
県
本
部
常
任
で
あ
っ
た
。

当
時
、
朝
連
の
活
動
家
の
多
く
が
共

産
党
員
で
、
金
達
寿
も
１
９
４
９
年

に
入
党
し
た
。

１
９
６
９
年
、
古
代
日
本
に
お
け

る
朝
鮮
文
化
に
関
心
を
強
め
て
い
た

金
達
寿
は
、
季
刊
雑
誌
『
日
本
の
な

か
の
朝
鮮
文
化
』
を
創
刊
す
る
。
歴

史
学
者
の
上
田
正
昭
（
京
大
）
や
考

古
学
者
の
森
浩
一
（
同
志
社
大
）
、

司
馬
遼
太
郎
も
協
力
し
て
く
れ
た
。

金
達
寿
は
古
代
朝
鮮
文
化
遺
跡
を

掘
り
起
こ
す
た
め
全
国
各
地
を
訪
ね

歩
き
、
そ
の
成
果
は
、
『
日
本
の
中

の
朝
鮮
文
化
』
全
十
二
巻
（
講
談
社
）

と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
第
九

巻
は
四
国
編
で
、
讃
岐
の
紀
行
文
が

含
ま
れ
て
い
る
。

金
達
寿
が
調
査
の
た
め
来
県
し
た

の
は
１
９
８
５
年
で
あ
る
。
屋
島
の

朝
鮮
式
山
城
跡
な
ど
を
訪
ね
て
い
る

が
、
国
分
寺
町
柏
原
に
あ
る
新
羅
神

社
に
も
足
を
運
ん
で
い
る
。
鳥
居
も

狛
犬
も
な
い
と
て

も
小
さ
な
神
社
で
、

天
台
宗
鷲
峰
寺
の

本
殿
の
す
ぐ
横
に

ひ
っ
そ
り
と
あ
る
。

新
羅
と
は
言
う
ま

で
も
な
く
朝
鮮
に

あ
っ
た
古
代
国
家

（
前
五
七
年
～
九

三
五
年
）
で
あ
る
。

県
内
に
は
善
通
寺

市
金
蔵
寺
町
の
新
羅
神
社
、
同
市
木

徳
町
の
新
羅
神
社
、
高
瀬
町
に
も
新

羅
神
社
が
あ
る
。
新
羅
系
渡
来
人
秦

氏
の
氏
神
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
る
。

平
安
時
代
初
期
の
明
法
家
（
法
律
学

者
）
十
一
人
の
う
ち
八
人
ま
で
が
讃

岐
出
身
で
あ
っ
た
。
当
時
、
法
律
な

ど
高
度
な
専
門
知
識
に
た
ず
さ
わ
る

官
吏
は
渡
来
人
で
占
め
ら
れ
て
い
た

が
、
讃
岐
の
秦
氏
が
多
く
登
用
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
金
達
寿
が
来
県
し
た
の
は
二

度
目
で
、
初
め
て
来
県
し
た
と
き
は
、

次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。
高
松

市
内
の
あ
る
高
校
で
、
世
界
史
の
時

間
に
朝
鮮
に
関
す
る
意
識
調
査
を
し

た
と
こ
ろ
、
高
校
生
た
ち
が
差
別
意

識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
三
年
生
約
二
百
人
の
回
答

の
な
ん
と
九
割
以
上
が
、
偏
見
と
蔑

視
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
驚
い
た
高
松
一
高
の
浄

土
卓
也
教
諭
ら
は
、
「
日
本
と
朝
鮮

を
つ
な
ぐ
会
」
を
つ
く
り
、
『
絆
』

と
い
う
機
関
誌
を
発
行
し

た
。
「
四
国
の
中
の
朝
鮮

文
化
」
と
い
う
講
演
会
も

開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
講
師
と
し
て
金
達
寿

が
招
か
れ
た
の
で
あ
る
。

金
達
寿
は
「
１
９
８
０
年

か
８
１
年
の
こ
と
」
で
あ
っ

た
と
第
九
巻
（
２
３
８
頁
）

の
中
で
述
べ
て
い
る
。

讃
岐
の
文
学
碑
め
ぐ
り

⑬

讃
岐
の
古
代
朝
鮮
遺
跡
を
踏
査
し
た

金
達
寿
（
キ
ム
・
タ
ル
ス

１
９
２
０
～
９
７
）

文･

写
真

深
沢

雨
根

新
羅
神
社
（
国
分
寺
町
）


