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新
元
号
の
政
治
シ
ョ
ー 

 

５
月
１
日
新
天
皇
即
位
が
行
わ
れ
、
改
元

で
令
和
元
年
と
な
っ
た
。
万
葉
集
か
ら
、
歌 

            

       

人
大
伴
旅
人
（
お
お
と
も
の
た
び
と
）
が
宴

会
で
述
べ
た
「
初
春
の
令
月
（
れ
い
げ
つ
）

に
し
て
、
月
淑
（
よ
）
く
風
和
（
や
わ
ら
）

ぎ
」
を
典
拠
と
す
る
新
元
号
「
令
和
」
が
決

ま
っ
た
。
安
倍
首
相
は
国
書
か
ら
の
典
拠
に

こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
。 

４
月
１
日
は
朝
か
ら
新
元
号
フ
ィ
ー
バ
ー

で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
は
ど
こ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
回
し
て
も
新
元
号
特
番
だ
。
11
時
40
分
、

菅
官
房
長
官
が
新
元
号
「
令
和
」
を
発
表
す

る
。
安
倍
首
相
は
今
ま
で
に
例
の
な
い
首
相

談
話
の
記
者
会
見
を
行
う
。
正
午
過
ぎ
に
は

新
聞
各
社
は
号
外
を
出
す
。
そ
の
号
外
が
ネ

ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
５
５
５
０
円
の
値
が

つ
く
。
11
：
30
～
12
：
00
の
30
分
間 

       

で
２
０
０
万
ツ
イ
ー
ト
（
つ
ぶ
や
き
）
と
い

う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
過
熱
ぶ
り
だ
。 

こ
の
新
元
号
発
表
を
安
倍
政
権
は
政
治
利 

用
し
た
。「
安
倍
９
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
市

民
ア
ク
シ
ョ
ン
」
の
呼
び
か
け
人
に
な
っ
て

い
る
思
想
家
の
内
田
樹
氏
は
、「
政
権
が
元

号
発
表
を
政
治
シ
ョ
ー
化
し
た
こ
と
が
問
題

だ
。
政
治
的
な
難
題
は
棚
上
げ
。
統
一
地
方

選
の
最
中
で
あ
り
フ
ェ
ア
で
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。 

 

安
倍
首
相
談
話
と
自
民
党
改
憲
草
案 

そ
し
て
問
題
な
の
が
首
相
談
話
で
あ
る
。

「
こ
の
『
令
和
』
に
は
、
人
々
が
美
し
く
心

を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
、

新元号「令和」を掲げる菅官房長官 



◆時の動き 
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と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
」
と

述
べ
、
「
悠
久
の
歴
史
と
薫
り
高
き
文

化
、・
・
・
こ
う
し
た
・
・
・
日
本
の
国
柄

を
、
し
っ
か
り
と
次
の
時
代
へ
と
引
き
継
い

で
い
く
。」
と
持
論
を
新
元
号
に
重
ね
て
い

る
。
「
元
号
は
、
皇
室
の
長
い
伝
統

と
、・
・
・
日
本
国
民
の
精
神
的
な
一
体
感

を
支
え
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
ま
す
」
と
い

う
に
至
っ
て
は
、
復
古
主
義
者
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
の
何
も
の
で
も
な
い
。 

自
民
党
改
憲
草
案
を
思
い
出
そ
う
。「
日

本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
、

国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
国
家

で
あ
っ
て
・
・
・
中
略
・
・
・
日
本
国
民
は
、

国
と
郷
土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守

り
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

和
を
尊
び
、
家
族
や
社
会
全
体
が
互
い
に
助

け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
。
・
・
・
中

略
・
・
・
日
本
国
民
は
、
良
き
伝
統
と
我
々

の
国
家
を
末
永
く
子
孫
に
継
承
す
る
た
め
、

こ
こ
に
、
こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
」
ま
さ
に

安
倍
談
話
に
ピ
ッ
タ
リ
符
合
す
る
で
は
な
い

か
。
ま
る
で
憲
法
改
「
正
」
談
話
み
た
い
だ
。 

 

「
息
を
吐
く
よ
う
に
ウ
ソ
を
つ
く
」

独
裁
者 

そ
し
て
、
記
者
の
質
疑
の
中
で
、「
ち
ょ

う
ど
本
日
か
ら
働
き
方
改
革
が
本
格
的
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。
70
年
ぶ
り
の
労
働
基
準

法
の
大
改
革
で
す
。・
・
・
国
民
的
な
理
解

の
も
と
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」

と
強
行
採
決
し
た
働
き
方
改
革
法
を
「
国
民

的
理
解
の
も
と
に
」
と
置
き
換
え
て
述
べ
て

い
る
。 

彼
は
ま
さ
に
、「
息
を
吐
く
よ
う
に
ウ
ソ

を
つ
く
」
独
裁
者
だ
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
言
っ
た
。

「
嘘
を
大
声
で
十
分
に
時
間
を
費
や
し
て
語

れ
ば
人
は
そ
れ
を
信
じ
る
」。
大
量
の
ビ
ラ

を
撒
き
、
街
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
写

真
を
貼
り
付
け
、「
ド
イ
ツ
民
族
の
栄
光
を

取
り
戻
す
」
と
言
っ
て
多
数
派
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
。
安
倍
晋
三
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
行
っ
た
「
民
主
主
義
の
手
続
き

を
経
て
全
権
委
任
法
を
制
定
し
、
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
を
死
文
化
」
し
た
よ
う
に
、
日
本
国

憲
法
の
改
悪
だ
。 

安
倍
首
相
は
新
元
号
で
新
し
い
時
代
が
始

ま
る
か
の
よ
う
な
談
話
を
し
て
い
る
が
、
元

号
が
変
わ
っ
て
時
代
が
新
し
く
な
る
も
の
で

は
な
い
。
社
会
を
作
り
歴
史
を
つ
く
る
の
は
、

国
民
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。 

 

安
倍
首
相
は
改
元
・
皇
位
継
承
を
好
機
と

し
て
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
、
国
民
に
憲
法
改

「
正
」
の
暗
示
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

恐
ろ
し
い
時
代
を
再
び
招
く
な 

 

「
令
和
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
罪
は
な
い
、

も
ち
ろ
ん
発
案
者
に
も
罪
は
な
い
。
そ
れ
を

利
用
し
て
国
民
を
操
ろ
う
と
す
る
安
倍
晋
三

と
い
う
男
の
恐
ろ
し
さ
を
知
る
。
安
倍
首
相

の
メ
デ
ィ
ア
操
作
を
許
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

時
間
は
な
い
、
全
国
の
職
場
か
ら
、
地
域

か
ら
、
ア
ベ
政
治
を
引
き
ず
り
降
ろ
す
運
動

を
始
め
よ
う
。
恐
ろ
し
い
時
代
を
再
び
呼
び

起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
。 

（
お
た
ぎ
り 

ひ
ろ
し
） 


