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毎
年
、桜
の
季
節
が
近
づ
く
と
、

「
い
つ
頃
が
満
開
で
す
か
？
」
と

尋
ね
る
電
話
の
応
対
で
寺
務
所
職

員
の
多
く
が
悩
ん
で
し
ま
い
ま

す
。
毎
日
観
察
し
て
い
て
も
、
満

開
に
な
る
日
が
分
か
る
の
は
、
２

〜
３
日
前
だ
か
ら
で
す
。
来
週
に

は
満
開
に
な
る
の
で
は
、
と
思
っ

て
い
て
も
、
天
候
次
第
で
大
き
く

遅
れ
る
時
も
あ
れ
ば
、
あ
っ
と
い

う
間
に
満
開
に
な
る
年
も
あ
り
ま

す
。
豊
臣
秀
吉
が
楽
し
ん
だ
桜
を

に
お
参
り
で
き
ず
不
満
を
持
た
れ

る
の
で
は
、
と
心
配
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど

の
巡
礼
者
も
桜
を
見
て
笑
顔
と
な

り
、
嬉
し
そ
う
に
写
真
を
撮
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
笑
顔
を
も
た
ら

す
桜
、
こ
れ
か
ら
も
、
で
き
る
だ

け
正
し
い
「
満
開
」
を
案
内
し
て

参
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

樹
し
た
か
ら
、
醍
醐
寺
は
桜
の
名

所
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
人
が

多
く
い
ま
す
。
確
か
に
、
秀
吉
は

「
醍
醐
の
花
見
」
の
直
前
に
七
百

本
前
後
の
桜
を
京
都
だ
け
で
な

く
、
滋
賀
、
大
阪
、
奈
良
か
ら
醍

醐
寺
に
運
ば
せ
て
植
樹
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
、

醍
醐
寺
の
桜
の
美
し
さ
は
世
間
に

知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
秀
吉
も

「
醍
醐
の
花
見
」
の
前
年
、
徳
川

家
康
を
伴
っ
て
、
醍
醐
寺
の
桜
を

愛
で
て
い
ま
す
。
当
時
の
醍
醐
寺

座
主
・
義
演
准
后
の
日
記
を
読
む

と
慶
長
二
年
三
月
八
日
の
条
に

「
太
閤
御
所
俄
當
寺
花
御
覧
御
成
」

と
あ
り
、
家
康
と
一
緒
に
食
事
を

し
た
事
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
秀

吉
が
醍
醐
で
花
見
を
行
っ
た
理
由

と
し
て
様
々
な
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
単
に
醍
醐
寺
の
桜
が

古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

大
き
な
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

　

桜
が
満
開
の
時
、
境
内
は
普
段

と
は
異
な
り
大
混
雑
し
ま
す
。
西

国
巡
礼
に
来
ら
れ
た
方
は
、
静
か

見
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
十
分
に

分
か
り
ま
す
の
で
、
一
応
の
日
時

を
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す

が
、
ど
う
し
て
も
「
天
候
次
第
で

変
わ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
こ
と
は

ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
」
と
付
け

加
え
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

　

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
秀

吉
が
行
っ
た
「
醍
醐
の
花
見
」
は

有
名
で
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
花

見
の
時
、
秀
吉
が
多
数
の
桜
を
植
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