
桜
川
市
と
い
う
名
が
町
村
合
併
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た
時
、
よ
い

名
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
土
地
の
歴
史
や
文
化
を
無
視
す
る

よ
う
な
安
易
な
市
名
が
全
国
に
散
見
さ
れ
る
昨
今
で
す
が
、
桜

川
と
い
う
名
は
、
土
地
の
人
も
忘
れ
か
け
て
い
た
歴
史
や
文
化

に
想
い
を
巡
ら
せ
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

旧
岩
瀬
町
の
鏡
ヶ
池
を
水
源
と
す
る
桜
川
は
、
旧
大
和
村
、
真

壁
町
を
貫
き
霞
ケ
浦
に
注
ぎ
ま
す
。
能
を
大
成
し
た
世
阿
弥
の

謡
曲
「
櫻
川
」
は
、
こ
の
地
が
舞
台
で
す
。
古
来
、
西
の
吉
野
、

東
の
櫻
川
と
謳
わ
れ
た
山
桜
の
名
勝
（
国
指
定
名
勝
）
は
、
今

も
春
に
な
る
と
山
々
に
山
桜
が
点
在
し
、
山
桜
独
特
の
繊
細
か

つ
剛
毅
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

つ
ね
よ
り
も
春
べ
に
な
れ
ば
さ
く
ら
川
波
の
花
こ
そ
ま
な
く

よ
す
ら
め
　
紀
貫
之

も
の
狂
い
能
の
名
曲
と
い
わ
れ
る
「
櫻
川
」
は
、
子
を
探
し
続

け
て
日
向
か
ら
常
陸
ま
で
た
ど
り
着
い
た
母
の
狂
気
が
、
山
桜

の
下
、
桜
川
で
舞
う
美
し
く
も
か
な
し
い
物
語
で
す
。
常
陸
櫻

川
で
山
桜
と
共
に
再
会
す
る
子
の
名
は
、
櫻
児
（
さ
く
ら
こ
）

と
い
い
ま
し
た
。

「
男
体
山
、女
体
山
（
筑
波
山
）
の
間
に
発
す
る
神
奈
備
の
川
（
男

女
［
み
な
の
］
川
）
が
、
桜
川
に
入
る
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な

か
っ
た
私
に
は
、
そ
の
水
音
は
遠
い
夢
の
国
か
ら
ひ
び
い
て
来

る
よ
う
に
聞
こ
え
た
。・
・
桜
川
の
花
と
、
男
女
川
に
出
会
え

た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
無
上
の
喜
び
で
あ
っ
た
」（
白
洲
正

子『
行
雲
抄
』桜
川
匂
ひ
）。
水
戸
偕
楽
園
を
流
れ
る「
桜
川
」は
、

水
戸
義
公
（
光
圀
）
が
桜
川
の
山
桜
に
感
銘
を
受
け
苗
木
を
移

植
し
桜
川
と
命
名
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
今
の
皇
居
や

隅
田
川
等
々
、
江
戸
各
所
に
桜
川
の
山
桜
が
移
植
さ
れ
ま
し
た
。

能
は
能
面
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
個
性
が
あ
ら
わ
れ

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
近
代
思
想
を
代
表
す
る
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
民
族
精
神
こ
そ
が
真
の
個
性
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
生
き
る
個
人
と
い
う
自
我
が
、
長

い
歴
史
の
中
の
民
族
精
神
と
も
い
う
べ
き
能
面
を
付
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
葛
藤
（
あ
る
種
の
狂
気
と
も
云
え
る
も
の
）

の
中
に
生
ま
れ
る
何
も
の
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
す
。「
秘

す
れ
ば
花
な
り
」
と
言
っ
た
世
阿
弥
は
、
真
の
個
性
と
は
何
か

を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

常
陸
に
は
、
日
本
の
民
族
精
神
を
明
ら
め
る
歴
史
の
数
々
が
編

ま
れ
て
い
ま
す
。『
万
葉
集
』
に
最
も
多
く
詠
ま
れ
た
山
で
あ

る
筑
波
山
麓
の
小
田
城
で
は
、
北
畠
親
房
に
よ
っ
て
『
神
皇
正

統
記
』
が
著
さ
れ
、そ
れ
は
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』
に
繋
が
り
、

幕
末
維
新
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
幕
末
志
士
達
や

戦
前
日
本
の
国
民
的
英
雄
と
い
え
ば
楠
木
正
成
で
す
が
、
楠
公

の
顕
彰
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
光
圀
公
で
し
た
（
公

は
国
学
の
濫
觴
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
）。
世
阿
弥
の
祖

母
は
楠
公
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
能
に

お
け
る
民
族
精
神
の
厚
み
と
、
常
陸
桜
川
と
い
う
土
地
の
奥
行

を
一
層
感
じ
ま
す
。（
次
頁
へ
続
く
）
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（
前
頁
よ
り
続
く
）

藤
森
武
さ
ん
は
現
在
、「
藤
森
武
写
真
展 

み
ち
の
く
の
仏
像
」

が
東
北
五
県
巡
回
中
で
、
日
本
の
神
と
し
て
の
仏
像
へ
の
ま
な

ざ
し
が
あ
り
、
い
わ
ば
仏
像
と
い
う
面
の
奥
に
日
本
の
民
族
精

神
を
見
、
師
で
あ
る
土
門
拳
さ
ん
と
は
一
線
を
画
し
た
仕
事
を

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
女
性
で
は
じ
め
て
能
舞
台
に
立
っ
た
白
洲

正
子
さ
ん
と
も
、
数
多
く
の
仕
事
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ギ
ャ

ル
リ
さ
わ
ら
び
の
展
示
に
共
感
し
て
い
た
だ
い
た
藤
森
さ
ん

に
よ
っ
て
、
櫻
井
陽
司
さ
ん
の
作
品
「
眠
れ
る
母
と
子
」
は

六
十
七
年
ぶ
り
に
私
共
の
目
に
触
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

「
伝
統
と
は
水
溜
り
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
深
い
井
戸
の
よ
う

な
も
の
で
、
過
去
の
深
く
掘
り
下
げ
た
芸
術
と
現
在
の
深
く
掘

り
下
げ
た
芸
術
が
地
下
水
で
つ
な
が
る 

こ
の
つ
な
が
り
が
伝

統
で
あ
る
」。
そ
う
語
る
櫻
井
陽
司
さ
ん
の
デ
ッ
サ
ン
と
の
出

会
い
が
、
銀
座
で
の
ギ
ャ
ル
リ
さ
わ
ら
び
開
廊
の
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。
櫻
井
さ
ん
の
「
深
い
井
戸
」
の
実
践
は
、
日
本

人
の
油
絵
の
確
立
と
し
て
現
代
に
遺
さ
れ
、
そ
れ
は
時
を
経
て

な
お
、
し
な
や
か
な
生
命
力
を
放
っ
て
い
ま
す
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
足
下
を
見
つ
め
る
こ
と

で
人
は
立
ち
今
を
生
き
、「
個
性
」
は
「
花
」
開
く
で
し
ょ
う
。

戦
後
日
本
は
、
国
内
外
の
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
も
相
俟
っ
て
、

日
本
の
民
族
精
神
と
い
う
も
の
を
見
失
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
他
に
類
の
無
い
長
い
歴
史
の
受
け
継
ぎ
あ
る
日

本
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
上
古
か
ら
の
山
桜
の
里
桜
川
に
あ
っ
て
、

こ
の
展
覧
会
が
現
代
と
い
う
時
代
の
「
花
」
に
触
れ
る
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

「
秘
す
れ
ば
花
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
「
秘
展
」
は
、

十
三
年
前
に
銀
座
に
て
第
一
回
展
が
あ
り
、
今
回
は
四
回
目
と

な
り
ま
す
。
桜
川
市
・
真
壁
伝
承
館
は
、
平
成
二
十
四
年
、
建

築
と
し
て
は
日
本
最
高
の
賞
で
あ
る
日
本
建
築
学
会
賞
を
受
賞

し
、
歴
史
と
現
代
が
融
け
合
っ
た
「
伝
承
」
の
名
に
相
応
し
い

魅
力
あ
る
建
築
で
す
。
蔵
の
街
と
し
て
知
ら
れ
る
真
壁
は
、
国

の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

真
壁
の
雛
祭
り
は
、
土
地
の
歴
史
や
文
化
が
現
代
に
咲
か
せ
た

「
花
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
祭
と
共
に
こ
の
展
覧

会
が
開
催
出
来
る
こ
と
を
有
難
く
思
い
ま
す
。

（
田
中
壽
幸
）
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