
                        

５
月
１
日
、
元
号
が
「
平
成
」

か
ら
「
令
和
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
改
元
で
は
、
出
典
で
あ
る

万
葉
集
に
も
注
目
が
集
ま
り
、
本

屋
さ
ん
で
は
在
庫
が
な
く
な
る

な
ど
ブ
ー
ム
が
起
き
ま
し
た
。 

「
令
和
」
の
語
源
と
な
っ
た
の

は
、
万
葉
集
の
序
文
で
あ
る
「
初

春
の
令
月
に
し
て
、
気
叔
（
う
る

わ
）
く
風
和
（
や
わ
）
ら
ぐ
」
の

部
分
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
後
の

部
分
で
は
歌
会
の
主
催
で
あ
る

大
伴
旅
人(

お
お
と
も
の
た
び
ひ

と)

が
梅
の
木
を
前
に
『
さ
ぁ
短

歌
を
詠
も
う
で
は
な
い
か
』
と
宣

言
す
る
場
面
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

        

い
に
し
え
の
人
は
「
木
」
と
い

う
も
の
に
何
を
感
じ
、
照
ら
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
万
葉
集
を

の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
は
、
梅
の
歌
。
梅
を
モ
チ

ー
フ
に
し
た
歌
は
約
１
２
０
あ

り
、
萩
に
次
い
で
多
い
そ
う
で
す
。

令
和
の
語
源
と
な
っ
た
梅
花
の

歌
三
二
首
か
ら
。 

春
さ
れ
ば 

ま
づ
咲
く
や
ど
の 

梅
の
花 

独
り
見
つ
つ
や 

春

日
暮
ら
さ
む
（
山
上
憶
良
） 

春
が
来
れ
ば
ま
ず
は
梅
が
咲

く
、
梅
が
春
の
使
者
と
い
う
認
識

を
持
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
。
ま

た
、
平
安
時
代
よ
り
以
前
は
花
と

い
え
ば
梅
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ

だ
け
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。 

続
い
て
は
、
桜
の
歌
。
数
は
梅

と
比
べ
る
と
約
40
と
少
な
く
な

っ
て
い
ま
す
が
、
梅
同
様
古
く
か

ら
親
し
ま
れ
て
い
る
花
で
す
。 

あ
し
ひ
き
の 

山
桜
花 

日
並

べ
て 

か
く
咲
き
た
ら
ば 

い

と
恋
ひ
め
や
も
（
山
部
赤
人
） 

   

    

山
の
桜
が
咲
き
続
け
て
い
た

ら
桜
の
こ
と
を
恋
し
い
と
は
思

わ
な
い
だ
ろ
う
、
（
だ
か
ら
短
く

咲
く
の
が
恋
し
い
）
と
い
う
逆
説

的
な
歌
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
桜
は
そ
の
短
い

開
花
期
間
を
惜
し
む
歌
が
多
い

の
も
特
徴
で
す
。
北
海
道
だ
と
梅

と
桜
と
・
・
・
と
全
部
一
緒
に
咲

い
て
し
ま
う
の
で
、
な
か
な
か
実

感
が
わ
か
な
い
部
分
も
あ
り
ま

す
が
、
昔
の
人
は
花
ご
と
に
気
持

ち
を
変
え
な
が
ら
観
賞
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

最
後
は
、
北
海
道
を
代
表
す
る

針
葉
樹
で
あ
る
マ
ツ
。
残
念
な
が

ら
万
葉
集
で
詠
ま
れ
て
い
る
マ

ツ
は
北
海
道
で
よ
く
見
ら
れ
る

ト
ド
マ
ツ
・
ア
カ
エ
ゾ
マ
ツ
で
は

な
く
、
ア
カ
マ
ツ
・
ク
ロ
マ
ツ
を

指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
（
も
ち

ろ
ん
二
つ
の
マ
ツ
も
道
内
に
は

あ
り
ま
す
。
） 

マ
ツ
と
い
う
言
葉
に
は
木
の

「
松
」
と
人
を
「
待
つ
」
と
い
う

二
つ
の
意
味
を
か
け
て
詠
ん
だ

歌
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。 

      

そ
の
中
か
ら
一
首
。 

わ
が
屋
戸
の 

君
松
の
樹
に 

降
る
雪
の 

行
き
に
は
ゆ
か
じ

待
ち
に
は
待
つ
た
む 

（
作
者
不
詳
） 

庭
の
松
の
上
に
雪
が
降
っ
て

い
る
。
迎
え
に
は
行
か
ず
、
ひ
た

す
ら
来
る
の
を
待
つ
と
し
ま
し

ょ
う
、
と
い
う
恋
慕
っ
た
歌
で
す
。

こ
の
他
に
も
数
多
く
の
樹
種
が

万
葉
集
で
は
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。 

  

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
カ
メ
ラ

が
発
達
し
た
現
代
と
は
違
い
、
自

分
が
見
た
情
景
や
感
じ
た
想
い

を
映
像
に
残
す
方
法
が
な
い
時

代
。
短
歌
と
い
う
方
法
で
自
ら
の

想
い
を
残
そ
う
と
し
て
い
ま
し

た
。 初

め
て
現
場
の
仕
事
に
出
て
、

古
代
の
人
が
感
じ
た
よ
う
な
想

い
を
木
に
触
れ
る
中
で
共
有
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

第２話 

空知森林管理署 

北空知支署 

川上 貴 

同じ梅を見ていたのでしょうか 

桜には気持ちも重ね合わせます 

トドマツ 

アカマツ 


