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「
令
和
」
始
ま
る

新
元
号
と
な
っ
て
二
ヶ
月
、
令
和
は
急

速
に
国
民
生
活
へ
と
浸
透
し
つ
つ
あ
る
や

う
で
ご
同
慶
の
至
り
で
あ
る
。
新
し
い
御

代
を
寿
ぐ
機
運
は
世
の
中
に
漲
っ
て
を
り
、

四
十
年
前
の
元
号
法
制
化
へ
の
根
強
い
抵

抗
や
、
さ
ら
に
は
学
生
時
代
の
キ
ャ
ン
パ

ス
に
「
天
皇
制
打
倒
」
の
立
て
看
板
が
林

立
し
て
ゐ
た
こ
と
な
ど
を
思
ふ
と
、
ま
さ

に
隔
世
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。

若
い
世
代
も
此
の
度
の
御
代
替
り
を
機

に
、
我
が
国
の
連
綿
た
る
歴
史
や
豊
か
な

精
神
文
化
に
誇
り
を
覚
え
て
ゐ
る
や
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
様
々
な
場
で
皇
室
の
話

題
を
特
に
構
へ
る
こ
と
な
く
語
れ
る
の
は

実
に
心
地
よ
い
。

 

即
位
礼
正
殿
の
儀

今
後
は
今
秋
の
御
大
典
、「
即
位
礼
正

殿
の
儀
」
と
「
大
嘗
祭
」
の
二
つ
が
盛
大

か
つ
滞
り
な
く
斎
行
さ
れ
る
こ
と
を
祈
る

ば
か
り
で
あ
る
。

ま
づ
、
皇
位
継
承
を
内
外
に
お
示
し

に
な
る
「
即
位
礼
」
に
つ
い
て
は
、
古
代

の
式
典
の
様
を
伝
へ
る
元
明
天
皇
の
御
製

（
和
銅
元
年
・
七
〇
八
）
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

ま
す
ら
を
の
鞆と

も

の
音お
と

す
な
り
物も
の

部の
ふ

の
大お
ほ

臣
ま
へ
つ
ぎ
み

  

楯
立
つ
ら
し
も

「
鞆
」
は
左
の
腕
に
巻
く
防
具
で
、
弓

の
弦
が
当
た
る
と
鋭
い
音
を
発
し
た
。
指

揮
を
執
る
大
臣
（
お
そ
ら
く
物
部
の
末
裔
、

石
上
麻
呂
左
大
臣
で
あ
ら
う
）
が
盾
を
整
へ

る
音
も
し
て
、
い
よ
い
よ
大
礼
の
始
ま
る

緊
張
感
が
高
ま
っ
て
く
る
お
歌
で
あ
る
。

奈
良
時
代
以
前
か
ら
脈
々
と
続
く
即
位

礼
が
中
断
の
危
機
に
瀕
し
た
御
代
も
あ
る
。

応
仁
の
乱
後
に
即
位
さ
れ
た
第
百
四
代
・

後
柏
原
天
皇
が
伊
勢
神
宮
へ
捧
げ
ら
れ
た

文
書
に
は
「
忝

か
た
じ
け
なく
も
眇べ
う

身し
ん

を
以
て
天
之
日

嗣
を
受
け
し
よ
り
以
降
、
既
に
十
有
九
年

を
早
く
送
れ
り
。
然
る
に
即
位
の
大
礼
今

に
至
る
ま
で
遂
行
さ
れ
ず
。
歳
月
空
し
く

移
り
て
宸し

ん

襟き
ん

無
聊
な
り
」
と
、
皇
位
を
継

が
天
の
岩
戸
か
ら
お
出
ま
し
に
な
っ
て
再

び
こ
の
世
に
陽
光
が
差
し
た
と
い
ふ
神
話

に
な
ぞ
ら
へ
、
春
を
迎
へ
た
喜
び
に
溢
れ

る
お
歌
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
大
嘗
祭
の
神
殿
に
「
迎
へ

た
ま
ふ
大
神
は
た
だ
一
座
（
天
照
大
神
）」

で
、「
祭
儀
の
中
心
を
為
す
も
の
は
神
と

君
と
、
同
時
に
御
食
事
を
な
さ
れ
る
…
行

事
」（
柳
田
国
男
『
海
上
の
道
』）
と
承
る
と
、

益
々
東
山
天
皇
の
御
製
に
は
大
嘗
祭
を
復

活
で
き
た
晴
れ
や
か
さ
が
込
め
ら
れ
て
ゐ

る
や
う
に
拝
さ
れ
る
。

　

皇
位
継
承
の
長
期
的
安
定
を

　
　

―
重
い
「
男
系
継
承
」
の
歴
史
―

か
う
し
て
令
和
ま
で
継
承
さ
れ
た
盛

儀
を
国
民
挙
っ
て
奉
祝
申
し
上
げ
た
い
が
、

残
る
懸
念
は
、
宮
中
祭
祀
と
共
に
堅
持
さ

れ
て
来
た
男
系
継
承
を
、
安
定
的
に
確
保

す
る
手
立
て
で
あ
ら
う
。
現
代
的
男
女
同

権
を
持
ち
出
し
て
女
系
天
皇
容
認
を
論
ふ

野
党
や
、
皮
相
的
な
感
覚
を
尋
ね
た
ア
ン

ケ
ー
ト
な
ど
に
惑
は
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

事
は
我
が
国
二
千
年
の
歴
史
を
貫
く

伝
統
に
関
っ
て
を
り
、
い
ま
生
き
て
ゐ
る

我
々
だ
け
の
判
断
で
は
大
局
を
誤
る
虞
れ

あ
り
と
い
ふ
謙
虚
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
も

し
“
多
数
決
”
で
皇
位
継
承
の
あ
り
方
を

問
ふ
の
な
ら
、
万
世
一
系
を
守
り
通
し
た

幾
多
の
先
人
を
も
採
決
に
加
へ
る
べ
き
で

あ
ら
う
。
伝
統
の
重
み
と
は
そ
れ
ほ
ど
の

力
を
持
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。

（（
株
）
寺
子
屋
モ
デ
ル
代
表
）

− 1 −

承
さ
れ
て
か
ら
二
十
年
が
過
ぎ
ん
と
す
る

の
に
即
位
礼
も
大
嘗
祭
も
行
ふ
こ
と
の
叶

は
ぬ
ご
無
念
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

朝
廷
財
政
の
困
窮
の
故
に
実
に
二
十
二

年
後
、
や
う
や
く
即
位
礼
を
挙
行
さ
れ
た

安
堵
を
、
皇
太
子
（
後
の
後
奈
良
天
皇
）
が

次
の
や
う
に
お
詠
み
に
な
っ
た
。

神
祇
（
大
永
元
年
・
一
五
二
一
）  

宮
柱
朽
ち
ぬ
ち
か
ひ
を
た
て
お
き
て
末

の
世
ま
で
の
跡
を
た
れ
け
む

「
宮
柱
を
朽
ち
さ
せ
ぬ
」
―
皇
統
を
絶

や
す
こ
と
な
く
正
し
く
伝
へ
る
、
即
ち
即

位
の
大
礼
を
必
ず
行
ふ
―
と
い
ふ
誓
ひ
を

果
た
さ
れ
、
将
来
へ
の
範
を
お
示
し
下

さ
っ
た
と
、
父
帝
を
称
へ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

大
嘗
祭

か
う
し
て
即
位
礼
は
何
と
か
実
現
し
た

が
、
続
く
「
大
嘗
祭
」
を
賄
ふ
資
金
は
と

て
も
整
は
ず
断
念
、
以
降
大
嘗
祭
の
中
断

は
長
き
に
亘
る
こ
と
と
な
る
。
江
戸
時
代

に
入
り
天
皇
方
は
徳
川
幕
府
の
専
横
を
は

ね
返
さ
う
と
忍
耐
強
く
闘
は
れ
、
遂
に
貞

亨
四
年
（
一
六
八
七
）、
東
山
天
皇
（
第
百

十
三
代
）
が
二
百
二
十
一
年
ぶ
り
に
大
嘗

祭
を
再
興
な
さ
っ
た
。

翌
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
の
新
年
、

東
山
天
皇
は
「
立
春
の
朝
」
と
題
し
て
次

の
御
製
を
詠
ま
れ
た
。

出
づ
る
日
の
光
の
ど
け
み
岩
戸
あ
け
し

神
代
お
ぼ
ゆ
る
春
も
き
に
け
り

元
旦
の
の
ど
か
な
朝
日
を
、
天
照
大
神

 「
令
和
の
御
大
典
」
を
前
に

　—

男
系
継
承
の
伝
統
を
踏
ま
へ
て
、皇
位
の
長
期
的
安
定
を—
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