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新
し
い
元
号
が
平
成
31
年
４
月
１
日
「
令
和
」
に
決

ま
っ
た
。
皇
位
継
承
以
前
の
元
号
の
発
表
は
憲
政
史
上

初
め
て
で
あ
り
、
決
定
し
た
「
令
和
」
の
施
行
ま
で
１

ヵ
月
間
あ
る
の
も
不
思
議
な
感
覚
で
あ
る
。
新
元
号
の

発
表
前
は
、
昭
和
の
終
わ
り
の
よ
う
な
自
粛
ム
ー
ド
は

な
く
、
平
成
を
総
括
す
る
書
籍
が
多
く
出
版
さ
れ
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
は
新
元
号
の
予
想
で
盛
り
上

が
っ
た
。
社
会
は
全
て
の
リ
セ
ッ
ト
を
期
待
す
る
か
の

よ
う
に
、
明
る
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。

　

元
号
は
古
代
中
国
に
起
源
を
持
ち
、
東
ア
ジ
ア
の

漢
字
文
化
圏
の
特
有
の
制
度
で
あ
り
、
権
力
者
が

人
々
の
時
間
を
支
配
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
朝

鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
に
も
元
号
は
広
ま
っ
た
が
、
現
在
使

わ
れ
て
い
る
の
は
日
本
の
み
で
あ
る
。
幕
末
ま
で
の

約
２
５
０
回
の
改
元
の
う
ち
ほ
ぼ
１
０
０
回
が
、
凶

事
が
起
こ
る
と
そ
の
影
響
を
断
ち
切
る
た
め
の
災
異

改
元
（
さ
い
い
か
い
げ
ん
）
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
代

替
わ
り
に
よ
る
代
始
改
元
（
だ
い
は
じ
め
か
い
げ
ん
）

だ
け
で
な
く
、
大
地
震
や
火
災
、
天
変
地
異
、
疫
病

の
流
行
を
引
き
起
こ
す
怨
霊
を
追
い
払
い
、
新
し
い

世
の
中
を
創
る
た
め
に
も
改
元
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
明
治
政
府
は
一
世
一
元
制
の
元
号
を
採
用

し
、
国
家
と
国
民
と
の
一
体
感
を
作
る
こ
と
を
意
図

し
た
。
象
徴
天
皇
制
の
現
在
、
日
本
は
国
民
主
権
と

な
り
、
元
号
自
体
は
西
暦
と
同
様
に
年
を
表
す
記
号

と
な
っ
て
い
る
が
、
元
号
に
は
時
代
の
雰
囲
気
や
共

有
感
を
表
現
す
る
日
本
の
独
特
の
文
化
が
根
付
い
て

い
る
。

　

「
令
和
」
の
出
典
元
が
、
６
４
５
年
の
大
化
以
降

初
め
て
漢
籍
で
な
い
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
日
本

最
古
の
歌
集
「
万
葉
集
」
の
「
梅
花
の
歌
三
十
二

首
」（
天
平
２
年
、
７
３
０
年
）
の
序
文
「
初
春
令

月
、気
淑
風
和
」（
初
春
の
令
月
に
し
て
、気
淑
（
よ
）

く
風
和
ぎ
）
に
由
来
す
る
。
一
方
、
万
葉
集
（
７
８

０
年
頃
成
立
）
以
前
の
中
国
の
詩
文
集
「
文
選(

も

ん
ぜ
ん)

」（
５
３
０
年
頃
成
立
）
に
似
た
漢
文
が
あ

る
。
後
漢
の
文
人
張
衡
が
詠
ん

だ
「
帰
田
賦(

き
で
ん
の
ふ)

」

に
は
、
「
於
是
仲
春
令
月
、
時

和
氣
清
」（
こ
れ
に
お
い
て
仲

春
の
令
月
、
時
は
和
し
気
は
清

む
）
と
あ
る
。

　

天
平
は
芸
術
や
文
化
が
花
開

い
た
時
で
あ
っ
た
が
、
地
震
や

疫
病
や
飢
饉
と
政
変
の
時
代
で

も
あ
っ
た
。
天
平
の
人
々
は
、

王
羲
之
の
書
で
有
名
な
蘭
亭
序
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
悪
を
追
い
払
う
宴
を
催
し
世
の
平
和
や
安
定

を
願
い
、
そ
の
思
い
を
和
歌
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
「
令
」
と
「
和
」
の
組
み
合
わ
せ
が
、
出
典
の

和
歌
で
は
関
連
性
が
な
い
、
帰
田
賦
は
、
張
衡
が
政

治
腐
敗
に
耐
え
き
れ
ず
帰
郷
し
た
時
の
詩
で
あ
る
な

ど
、
「
令
和
」
の
妥
当
性
に
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
元
号
を
記
号
と
承
知
し
、
決
ま
っ
た
「
令

和
」
を
丁
寧
に
育
て
使
う
こ
と
が
重
要
で
な
い
だ
ろ

う
か
。
新
元
号
は
い
ず
れ
馴
染
む
は
ず
で
あ
り
、
相

応
し
い
時
代
を
創
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

　

元
号
と
時
代
の
出
来
事
に
は
因
果
関
係
は
な
い
は

ず
だ
が
、
改
元
が
時
代
の
気
分
を
一
区
切
り
に
す
る

よ
い
機
会
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
元
号
の
境
目
で

過
去
を
振
り
返
り
、
現
在
を
変
え
た
い
と
い
う
空
気

を
読
み
、
未
来
を
描
く
。
日
本
は
勘
や
雰
囲
気
で
決

断
し
、
「
他
よ
り
ま
し
」
と
流
さ
れ
、
風
が
吹
け
ば

簡
単
に
な
び
く
傾
向
が
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
も
伝
え
る

べ
き
こ
と
を
伝
え
て
い
な
い
状
況
も
あ
り
、
社
会
全

体
が
委
縮
し
、
分
か
っ
て
い
て
も
あ
え
て
声
に
す
る

こ
と
な
く
無
難
な
選
択
を
し
が
ち
で
あ
る
。
人
々
の

心
に
は
、
災
害
や
社
会
の
分
断
や
硬
直
化
し
た
政
治

に
、
変
化
を
求
め
る
気
分
が
封
印
さ
れ
て
い
る
の
を

感
じ
る
。
「
反
対
し
抵
抗
し
て
も
傷
つ
く
か
ら
傍
観

す
る
」
諦
め
が
社
会
に
蔓
延
し
て
、
現
状
維
持
や
先

送
り
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　

こ
の
北
海
道
医
報
５
月
号
が
届
く
頃
は
、
す
で
に

新
天
皇
が
即
位
し
て
「
令
和
」
の
時
代
が
始
ま
っ
て

い
る
。
即
位
以
降
も
大
嘗
祭
な
ど
の
行
事
が
続
き
、

国
民
の
「
令
和
」
へ
の
関
心
が
さ
ら
に
高
ま
る
だ
ろ

う
。年
号
は
従
来
通
り
西
暦
と
の
併
用
は
続
け
ら
れ
、

「
令
和
」
に
な
っ
て
も
特
別
な
時
を
刻
む
わ
け
で
は

な
い
。
時
代
は
、
顧
み
れ
ば
創
ら
れ
た
も
の
で
も
あ

る
が
、
前
を
向
け
ば
こ
れ
か
ら
創
る
も
の
で
あ
る
。

「
令
和
」
を
ど
の
よ
う
な
時
代
に
す
る
の
か
は
、人
々

の
意
識
と
行
動
次
第
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
近
の
「
季
節
風
」
で
は
旬
の
出
来
事
を
題
材
に

し
て
「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」
と
な
ら
な
い
よ
う
に

留
意
し
て
い
る
。
日
々
の
臨
床
現
場
か
ら
社
会
の
動

き
を
推
し
量
り
、
同
時
に
世
の
中
の
潮
流
を
考
察
す

る
、
そ
ん
な
内
容
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
社
会

に
目
を
向
け
れ
ば
、
日
本
は
悲
し
い
く
ら
い
崩
壊
し

始
め
て
い
る
。
改
元
が
日
本
の
現
状
打
破
の
き
っ
か

け
と
な
ら
な
い
か
、
人
心
一
新
の
起
爆
剤
に
な
ら
な

い
か
、
そ
の
よ
う
な
期
待
を
抱
い
て
「
令
和
」
を
迎

え
る
。

新
元
号
「
令
和
」
と
な
っ
て

―
時
代
は
動
き
出
す
か
―
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