
「
今
、
私
の
晴
雨
計
は
！ 

60 

」 

「
平
成
か
ら
令
和
に
思
う
こ
と
」 

 

新
た
な
元
号
〝
令
和
〟
が
ス
タ
ー

ト
し
て
一
か
月
半
が
経
っ
た
。
よ
う
や

く
少
し
な
じ
ん
で
き
た
。
ス
タ
ー
ト
し

た
五
月
初
に
は
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は

盛
ん
に
〝
平
成
〟
を
振
り
返
り
〝
令

和
〟
を
展
望
す
る
特
集
が
組
ま
れ
た
。

地
元
の
テ
レ
ビ
局
や
新
聞
か
ら
私
の

と
こ
ろ
に
も
取
材
が
あ
っ
た
。
考
え
て

み
れ
ば

30
年
の
う
ち

12
年
知
事
を
務

め
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
た
ら
私

な
り
に
平
成
を
総
括
す
る
べ
き
と
思

い
ま
と
め
て
み
た
ら
以
下
の
よ
う
に

な
っ
た
。 

①
米
ソ
対
立
と
い
う
冷
戦
構
造
は

崩
壊
し
た
が
、
テ
ロ
の
蔓
延
や
米
中
対

立
と
い
う
新
た
な
覇
権
争
い(

結
構
深

刻
で
長
引
き
そ
う)

が
生
じ
、
非
核
化

の
停
滞
も
含
め
世
界
平
和
の
確
立
に

は
程
遠
い
状
況
。 

②
世
界
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

Ｅ
Ｕ
な
ど
ブ
ロ
ッ
ク
化
が
進
展
し
た

が
、
そ
れ
以
上
に
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な
ど
に
よ

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
済
へ
の
転
換

が
進
み(

第
三
次
産
業
革
命)

、
ネ
ッ
ト

販
売
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
広
が
り

は
、
人
々
の
生
活
に
革
命
的
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
。 

③
国
内
的
に
は

55
年
政
治
体
制
は

完
全
に
崩
壊
、
小
選
挙
区
制
へ
の
移
行

に
よ
る
政
権
交
代
は
あ
っ
た
が
、
自
公

体
制
に
よ
る
政
権
奪
回
、
そ
の
後
の
保

守
化
と
野
党
の
分
裂
に
よ
り
、
権
力
の

集
中
が
進
ん
で
い
る
。 

④
戦
争
に
参
加
な
い
し
巻
き
込
ま

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
集
団
的
自

衛
権
の
解
釈
変
更
を
は
じ
め
「
九
条
の

あ
る
特
別
な
国
」
か
ら
普
通
の
国
へ
の

転
換
が
進
み
、
憲
法
改
正
の
動
き
が
初

め
て
具
体
化
し
て
い
る
。 

⑤
国
内
経
済
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
成

長
率
が
大
幅
に
鈍
化
、
デ
フ
レ
か
ら
の

脱
却
を
目
指
し
て
政
府
・
日
銀
一
体
で

超
金
融
緩
和
を
柱
と
す
る
「
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
」
政
策
が
執
ら
れ
て
い
る
が
、
六

年
目
に
し
て
未
達
成
。
株
価
の
回
復
や

失
業
率
な
ど
一
部
に
効
果
あ
り
と
の

指
摘
も
あ
る
が
、
反
面
財
政
赤
字
の
累

積
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
弊
害
、
人
口
減

少
と
東
京
一
極
集
中
、
地
方
経
済
の
衰

退
な
ど
副
作
用
が
見
ら
れ
て
い
る
。 

明
治
維
新
以
降
の
近
代
日
本
が
目

指
し
た
国
家
目
標
は
「
殖
産
興
業
」
に

よ
る
「
富
国
強
兵
」
。
そ
れ
に
よ
り
欧

米
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
か
ら

逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
当
時
と
し

て
は
正
し
い
選
択
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
や
が
て
列
強
の
仲
間
入
り
を
し

て
支
配
側
に
回
り
、
そ
の
目
標
の
達
成

の
た
め
太
平
洋
戦
争
ま
で
起
こ
し
た

の
は
、
ど
う
考
え
て
も
間
違
っ
て
い
た
。

日
清
・
日
露
の
二
つ
の
勝
利
が
軍
事
政

治
体
制
を
生
み
、
太
平
洋
戦
争
に
突
き

進
ん
だ
の
だ
が
、
な
ぜ
勝
ち
目
の
な
い

大
戦
を
し
か
け
た
か
と
疑
問
は
残
る
。 

敗
戦
後
は
「
経
済
大
国
」
を
目
指
す

こ
と
に
よ
り
「
富
国
」
路
線
を
継
続
し

た
。
目
標
の
か
な
り
は
高
度
成
長
を
経

て
達
成
さ
れ
た
が
、
平
成
に
入
っ
て
バ

ブ
ル
経
済
崩
壊
後
は
そ
れ
も
う
ま
く

ゆ
か
な
く
な
り
、
日
本
は
世
界
に
お
け

る
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
近
年
低
下
さ
せ
て

い
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
大
き
さ
で
は
米
中
に

次
ぐ
三
位
だ
が
、
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ



で
は

26
位
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

今
後
世
界
に
先
駆
け
て
高
齢
化
が
進

み
、
労
働
人
口
が
確
実
に
減
少
し
て
ゆ

く
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
一
層
拍
車
が
か

る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
〝
令
和
〟

の
時
代
は
、
平
成
と
同
じ
よ
う
に
「
経

済
大
国
に
よ
る
富
国
」
を
目
指
す
こ
と

は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
経

済
成
長
を
目
指
す
な
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、
困
難
だ
と
言
っ
て
い

る
の
だ
。
困
難
な
も
の
を
目
指
す
の
は

賢
い
国
家
の
選
択
だ
ろ
う
か
。 

経
済
成
長
は
「
働
く
人
の
数
、
投
資

さ
れ
た
資
金
の
量
、
そ
れ
に
労
働
の
生

産
性
」
で
決
ま
る
わ
け
だ
か
ら
、
常
に

技
術
革
新
を
中
心
に
生
産
性
の
向
上

は
追
求
す
る
べ
き
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
必
要
と
な
る
設
備
投
資
は
積
極
的

に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
働
く

人
の
数
が
着
実
に
減
少
し
て
ゆ
く
こ

れ
か
ら
の
時
代
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
い

成
長
は
望
め
な
い
だ
ろ
う
言
っ
て
い

る
の
だ
。 

〝
令
和
〟
の
名
付
け
親
で
あ
る
中
西

進
さ
ん
（
京
都
市
立
藝
術
大
学
名
誉
教

授
）
は
、
は
じ
め
は
そ
の
こ
と
を
肯
定

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
認
め
て

積
極
的
に
令
和
の
意
味
を
語
っ
て
お

ら
れ
る
。
「
平
和
で
あ
っ
た
平
成
の
次

の
時
代
は
そ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め

て
〝
麗
し
く
平
和
〟
な
時
代
で
あ
っ

て
欲
し
い
と
願
い
、
麗
し
い
を
意
味
す

る
〝
令
〟
を
入
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
〝B

e
a
u
t
i
f
u
l
 
 
H
a
r
m
o
n
y

〟
と

も
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
よ
く
わ
か
る
説

明
だ
。
大
戦
で
多
く
の
死
者
を
出
し
た

〝
昭
和
〟
へ
の
反
省
と
悔
恨
か
ら
始

ま
っ
た
戦
後
の
昭
和
、
そ
し
て
平
成
の

30
年
、
こ
の
後
も
そ
れ
を
引
き
継
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
平
成
よ
り
さ

ら
に
一
歩
進
ん
だ
平
和
の
希
求
と
し

て
〝
麗
し
く
〟
あ
る
べ
き
だ
と
い
う

の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
目

指
す
べ
き
国
と
し
て
中
西
さ
ん
は
「
明

治
の
前
半
ま
で
日
本
が
持
っ
て
い
た

賢
く
誇
り
を
持
っ
た
小
国
で
あ
ろ
う

と
し
た
考
え
を
忘
れ
、
大
国
だ
と
お
ご

り
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
、
も
う
一

度
小
国
主
義
の
議
論
を
す
べ
き
。
小
国

は
真
珠
の
よ
う
な
国
、
ど
こ
に
あ
っ
て

も
光
り
輝
く
国
で
す
。
平
和
憲
法
に
も

そ
う
し
た
輝
き
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ

て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
示
唆
だ
と
思
う
。

万
葉
集
に
由
来
す
る
初
の
国
産
元
号

と
い
う
こ
と
に
の
み
価
値
を
置
か
れ

始
め
た
こ
と
に
違
和
感
を
感
じ
て
、
中

西
さ
ん
は
表
に
出
て
解
説
を
始
め
ら

れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
で
も
現
在
の
政

府
等
に
は
真
珠
に
な
る
考
え
は
な
い

だ
ろ
う
。 

「
令
和
」
の
時
代
に
は
人
口
減
少
、

低
成
長
、
地
球
環
境
の
限
界
、
米
中
の

覇
権
争
い
な
ど
、
こ
の
時
代
を
規
制
す

る
種
々
の
条
件
が
既
に
見
込
ま
れ
て

い
る
が
、
一
番
大
き
な
要
素
は

AI
だ
。

AI
に
つ
い
て
は
、
現
在
様
々
な
影
響

が
予
想
さ
れ
「
第
四
次
産
業
革
命
」
を

齎
す
と
し
て
話
題
と
な
っ
て
き
て
い

る
。
と
く
に

20
～

30
年
後
に
は
現
在

の
職
業
の
半
分
が

AI
ロ
ボ
ッ
ト
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る(

タ
ク
シ
ー
の
無
人

化
な
ど)

、
二
〇
四
五
年
に
は
人
工
知

能
が
人
間
の
知
能
を
上
回
る
「
シ
ン
ギ

ュ
ラ 

リ
テ
イ
」
が
生
じ
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
な
ど
が
関
心
を
呼
ん
で
い

る
ほ
か
、

AI
ロ
ボ
ッ
ト
軍
に
よ
る
戦



争
に
つ
い
て
の
国
際
的
ル
ー
ル
作
り

な
ど
の
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は

AI
が
齎
す
医
学
的
進
歩
で

AI

診
断
、

AI
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
外
科
手

術
や
ナ
ノ
テ
ク
治
療
等
に
よ
り
寿
命

一
〇
〇
歳
時
代
を
さ
ら
に
伸
ば
す
と

み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
人
間
の
人
生

設
計
だ
け
で
な
く
、
資
本
主
義
を
枠
組

み
と
し
て
き
た
社
会
シ
ス
テ
ム
そ
の

も
の
に
も
影
響
す
る
だ
ろ
う
と
み
ら

れ
て
い
る
。
〝
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
〟
に
よ
る
第

三
次
産
業
革
命
を
遥
か
に
上
回
る
影

響
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、

AI
技
術
の
開
発
・
応
用
に

つ
い
て
は
、
営
利
目
的
の
企
業
ベ
ー
ス

で
は
な
く
人
類
共
通
の
技
術
と
し
て
、

開
発
、
利
用
に
つ
い
て
管
理
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
私
は
主
張
し
て
い
る
の

だ
が
現
状
残
念
な
が
ら
少
数
意
見
の

よ
う
だ
。 

社
会
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
大
き

く
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
令
和
は
平

成
以
上
に
激
動
の
時
代
に
な
る
だ
ろ

う
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
見
届
け
る
こ

と
は
私
は
出
来
な
い
。

AI
ロ
ボ
ッ
ト

に
よ
り
人
々
が
失
業
す
る
の
か
、
労
働

か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
、
両
極
端
の
議

論
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
時
代
日

本
は
ど
ん
な
国
を
目
指
す
べ
き
な
の

だ
ろ
う
。「
富
国
」
と
い
う
こ
と
が
「
豊

か
な
国
」
を
意
味
し
、
「
豊
か
さ
」
が

こ
れ
ま
で
は
経
済
的
な
豊
か
さ
を
意

味
し
て
い
た
か
ら
「
経
済
大
国
」
を
目

指
し
て
き
た
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
が
困

難
な
令
和
は
何
を
も
っ
て
豊
か
な
国

を
創
る
べ
き
な
の
か
。 

一
番
の
問
題
は
、

AI
時
代
の
本
当

の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
。
何

故
な
ら

AI
技
術
の
進
歩
が
齎
す
で
あ

ろ
う
生
産
性
の
向
上
の
大
き
さ
自
体

不
明
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
成
長

が
ど
う
変
わ
る
か
、
ロ
ボ
ッ
ト
企
業
が

生
み
出
す
利
益
か
ら
支
払
わ
れ
る
税

を
財
源
と
す
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ

ム
（
基
本
所
持

BI
）
の
レ
ベ
ル
も
不

透
明
、
さ
ら
に
は
カ
ナ
ダ
の
あ
る
都
市

で
の

BI
実
験
で
は
、
失
業(

労
働
か
ら

解
放)

し
た
人
た
ち
の
多
く
は
、

BI
所

得
に
満
足
せ
ず
人
間
で
な
く
て
は
出

来
な
い
分
野
で
の
起
業
を
企
て
よ
う

と
し
た
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る(

た
だ
、

そ
の
帰
趨
は
、
市
長
の
交
代
で

BI
が

打
ち
切
ら
れ
た
た
め
不
明)

。 

万
一
う
ま
く

AI
効
果
で
成
長
率
が

高
ま
る
と
し
て
も
、
も
う
一
つ
の
こ
の

時
代
の
困
難
な
課
題
、
「
地
球
環
境
上

の
制
限
」
か
ら
、
多
資
源
消
費
型
の
成

長
を
追
い
求
め
る
社
会
シ
ス
テ
ム
は

無
理
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
か
な
か
変
動

要
因
が
大
き
く
、
読
め
な
い
時
代
だ
。

AI
ロ
ボ
ッ
ト
を
支
配
し
た
少
数
の
人

と
失
業
し
た
人
々
の
間
に
は
今
以
上

の
大
き
な
格
差
が
生
じ
る
と
も
予
想

さ
れ
て
い
る
。
令
和
が
〝
冷
和
〟
に
な

る
危
険
性
が
そ
こ
に
あ
る
。
一
番
大
切

な
こ
と
は
「
お
互
い
が
助
け
合
う
豊
か

で
優
し
い
心
」
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
い

つ
の
時
代
で
も
そ
う
だ
っ
た
は
ず
だ
。 

こ
こ
か
ら
は
日
本
史
の
遊
び
だ
。
元

号
が
つ
い
た
出
来
事
を
思
い
つ
く
ま

ま
集
め
て
み
た
。
事
件
内
容
別
に
分
類

し
て
見
た
ら
、
「
乱
」
が
多
く
、
い
か

に
戦
い
が
多
か
っ
た
か
再
認
識
し
た
。

さ
あ
、
ど
の
く
ら
い
中
身
を
理
解
し
て

い
る
か
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 



乱(
役)

―
承
平
・
天
慶
の
乱 

保

元
・
平
治
の
乱 

承
久
の
乱 

文
永
・

弘
安
の
役 

応
仁
の
乱 

文
禄
・
慶
長

の
役 

慶
安
の
変 
天
保
の
乱 

改
革
―
大
化
改
新 

建
武
の
中
興 

正
徳
新
令 

享
保
・
寛
政
・
天
保
の
三

大
改
革 

文
久
の
改
革 

慶
応
の
大

政
奉
還 

明
治
維
新 

昭
和
維
新 

災
害
等
―
延
暦
・
貞
観
・
宝
永
の
富

士
の
大
噴
火 

天
明
の
浅
間
山
大
噴

火 
 

明
暦
の
大
火 

寛
永
・
享
保
・

天
明
・
天
保
の
四
大
大
飢
饉 

安
政
の

大
地
震 

文
化
等
―
天
平
文
化 

元
禄
文
化 

文
化
文
政(

化
政)

文
化 

慶
応
義
塾 

大
正
ロ
マ
ン 

昭
和
元
禄 

制
度
等
―
大
宝
律
令 

和
同
開
珎 

永
仁
の
徳
政
令 

安
政
の
五
か
国
条

約 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

そ
の
他
―
正
長
の
土
一
揆 

天
正

の
少
年
使
節 

安
政
の
大
獄 

（
令
和
元
年

6
月

7
日
） 

   


