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月
号

桜
の
花
が
咲
い
た
と
思
っ
た
ら
、
あ
い
に
く
の
雨
に
な
り
、
せ
っ
か
く
の
桜
が
散
っ
て

し
ま
う
の
が
心
配
で
す
。
テ
レ
ビ
で
も
三
年
ぶ
り
の
花
見
の
様
子
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、

や
っ
と
人
の
い
る
と
こ
ろ
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
気
を
配
り
つ
つ
、
楽
し
め

る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

あ
る
日
ネ
ッ
ト
で
、
お
寺
関
係
の
記
事
を
見
て
い
る
と
、

「
こ
れ
か
ら
宗
教
や
お
寺
は
廃
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
か
」

と
質
問
さ
れ
て
い
る
方
が
あ
り
ま
し
た
。
確
か
に
〝
お
寺
は
年
寄
り
が
行
く
も
の
”
と
い

う
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
方
で
、
亡
く
な
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
は
身
近
な
存
在
と

し
て
お
ら
れ
た
訳
で
す
か
ら
、
家
族
の
中
で
の
つ
な
が
り
は
き
ち
ん
と
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、

法
事
に
伺
っ
た
時
に
、
子
ど
も
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
が
一
緒
に
お
参
り
を
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
く
ら

い
の
子
が
い
る
と
、
多
少
騒
が
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
も
構
い
ま
せ
ん
。
お
坊
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
こ
と

は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
経
を
唱
え
た
り
、
数
珠
を
持
っ
て
手
を
合
わ
せ
た
り
、
線
香
を
立
て
焼
香
を

す
る
こ
と
な
ど
、
仏
様
と
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
で
、
仏
教
や
お
寺
に
触
れ
て
も
ら
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
人
の
方
に
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
も
仏
様
と
一
緒
の
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
え
る
こ
と
は
本
当
に

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

先
日
、
四
十
九
日
の
お
参
り
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
に
、
お
仏
壇
の
開
眼
も
一
緒
に
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
施
主

様
の
方
か
ら
、
「
こ
の
家
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
仏
さ
ん
で
、
お
参
り
の
こ
と
も
お
仏
壇
の
お
供
え
の
こ
と
な
ど
も
何

も
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
昔
の
村
社
会
で
あ
れ
ば
、
地
域
や
家
族
の
中
の
お
年
寄
り
が
い
ろ
い
ろ
教
え

て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
関
係
が
薄
く
な
っ
て
き
た
今
、
私
た
ち
僧
侶
が
お
参
り
を
さ
せ

て
も
ら
う
中
で
、
少
し
ず
つ
覚
え
て
行
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

こ
の
法
事
の
時
の
失
敗
談
で
す
。

新
し
く
お
仏
壇
を
用
意
し
て
も
ら
っ
て
、
仏
壇
屋
さ
ん
か
ら
「
仏
壇
が
入
り
、
お
め
で
た
い
こ
と
で
す
か
ら
赤
い
ロ

ー
ソ
ク
を
灯
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
施
主
様
の
方
で
は
準
備
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
す
が
、
私
が
部
屋

に
入
っ
て
す
ぐ
に
「
四
十
九
日
の
お
参
り
の
時
は
、
白
い
ロ
ー
ソ
ク
が
い
い
で
す
よ
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
施

主
様
の
方
か
ら
、
話
を
伺
い
私
の
方
の
間
違
い
を
お
詫
び
し
た
の
で
す
が
、
時
々
、
こ
の
よ
う
な
失
礼
を
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
嫌
な
思
い
を
さ
せ
て
申
し
訳
な
い
こ
と
で
し
た
。

「
大
般
若
会
」

願
王
寺
で
は
、
四
月
十
五
日
に
『
大
般
若
会
』
を
執
り
行
い
ま
す
。
そ
の
時
に
使
わ
れ
る

「
大
般
若
経
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
典
の
中
で
も
最
大
規
模
、
字
数
は
約
五
百
万
字
、
全
部
で

六
百
巻
に
な
り
ま
す
。
願
王
寺
で
も
本
堂
新
築
の
時
に
大
般
若
の
箱
を
置
く
場
所
を
設
置
し

て
い
た
だ
き
、
五
十
巻×

十
二
箱

合
計
六
百
巻
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
山
な
ど
で
は

た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
が
お
ら
れ
る
の
で
、
一
回
の
法
要
で
全
巻
を
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
願
王

寺
で
は
来
て
い
た
だ
い
た
お
坊
さ
ん
に
、
五
十
巻
の
箱
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
二
年
～
三
年
を
か
け
て
全
巻
を
読
ん
で

い
ま
す
。

ま
た
、
短
い
時
間
の
中
で
全
部
を
読
み
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
扇
の
よ
う
に
経
本
を
右
か
ら
左
、
左
か
ら
右

に
開
い
て
読
ん
だ
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
れ
を
『
転
読
』
と
い
い
ま
す
。
こ
の
転
読
の
際
に
出
る
風
に
当
た
る
と
、
一
年

間
は
無
病
息
災
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
奈
良
時
代
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
国
家
安
泰
を
祈
っ
た
よ
う
で
す
。
今
は
大
き
く
は
世
界
の
平

和
、
そ
し
て
檀
家
・
信
徒
の
皆
様
の
家
内
安
全
・
子
孫
長
久
・
身
体
堅
固
・
五
穀
豊
穣
な
ど
、
ご
祈
祷
し
て
い
ま
す
。


