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「
令
和
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈

菅
義
偉
官
房
長
官
は
４
月
１
日
の
午
前
、
首
相
官
邸

で
記
者
会
見
し
、「
平
成
」に
代
わ
る
新
し
い
元
号
は「
令

和
」
と
発
表
し
た
。
こ
の
新
し
い
元
号
「
令
和
」
の
発

表
に
沸
い
た
一
日
に
つ
い
て
、
武
藤
さ
ん
は
ど
の
よ
う

に
感
じ
た
の
か
？
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
聞
い
て
み
た
い
。

「
一
番
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
令
和
と
い
う
新
し

い
元
号
の
解
釈
に
つ
い
て
、
人
に
よ
っ
て
言
う
こ
と
が

違
っ
て
い
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
の
元
号
に
含
ま
れ
て

い
る
意
味
は
一
つ
で
は
な
く
、『
多
様
で
あ
っ
た
』
と

い
う
こ
と
で
す
。

実
際
、
11
時
30
分
過
ぎ
に
官
房
長
官
が
新
元
号
を
発

表
、
そ
の
後
首
相
が
談
話
を
発
表
し
て
も
、
そ
れ
を
解

釈
の
統
一
見
解
だ
と
思
っ
た
人
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
国
文
学
者
ら
に
よ
っ

て
新
し
い
元
号
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
困
惑
し
た
の
が
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
一

部
の
外
国
メ
デ
ィ
ア
は
『
令
』
の
意
味
を
、
命
令
や
秩

序
な
ど
を
意
味
す
る
な
ど
と
誤
っ
て
報
じ
ま
し
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
正
し
い
意
味
を
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
外
務
省
は
、
統
一
的
解
釈
を
発
表
し
た
と
い

う
流
れ
の
よ
う
で
す
。

そ
う
し
た
一
連
の
動
向
を
見
て
い
て
感
じ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
西
洋
文
明
で
は
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い

る
『
論
理
』『
一
つ
の
定
義
』
と
い
う
考
え
方
と
の
す

れ
違
い
、
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
の

表
れ
で
す
。

一
般
的
に
解
釈
が
多
様
に
な
る
も
の
と
い
う
の
は
、

芸
術
作
品
で
す
。

例
え
ば
絵
画
や
文
学
な
ど
の
芸
術
作
品
に
触
れ
た
と

き
、
そ
の
受
け
止
め
方
は
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
今

回
の
『
令
和
』
の
解
釈
に
お
け
る
多
義
性
、
多
様
性
と

い
う
の
は
、
そ
れ
と
似
て
い
ま
す
。

元
号
と
い
う
も
の
は
論
理
、
科
学
で
は
説
明
で
き
な

い
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
超
え
た
上
部
構
造
の
中
に
存
在

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
今
回
、
再
認
識
さ
せ

ら
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
」

「
日
本
と
い
う
国
の
面
白
さ
」
を
再
認
識

外
務
省
は
、新
し
い
元
号「
令
和
」の
意
味
に
つ
い
て
、

英
語
で
「beautiful�harm

onｙ

=

美
し
い
調
和
」

と
説
明
す
る
と
決
め
た
。
そ
の
「
美
し
い
調
和
」
の
解

釈
に
つ
い
て
、
武
藤
さ
ん
は
「
芸
術
的
で
あ
る
と
と
も

に
日
本
的
で
あ
る
」
と
感
じ
た
と
い
う
。「
令
和
」
と

い
う
新
元
号
か
ら
、
聖
徳
太
子
が
制
定
し
た
十
七
条
憲

法
の
第
一
条
に
出
て
く
る
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」

を
連
想
し
た
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
こ
の
『
美
し
い
調
和
』
に
は
、『
和
を
以
て
貴
し
と

な
す
』の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、

美
し
い
調
和
そ
の
も
の
が
『
目
的
』
で
あ
る
と
言
っ
て

い
ま
す
。

「
日
本
の『
和
』と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
す
。『
令
和
』と
い
う

元
号
を
通
じ
て
、
日
本
と
い
う
国
の
面
白
さ
を
再
認
識
し
て
い
ま
す
」

編集長インタビュー

こ
こ
の
捉
え
方
が
日
本
的
ら
し
い
と
い
い
ま
す
か
、

西
欧
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
西
欧
文
明
に

お
い
て
は
人
間
同
士
が
お
互
い
に
仲
よ
く
調
和
し
て
い

く
、
と
い
う
の
は
あ
る
目
的
の
た
め
の
手
段
に
は
な
っ

て
も
、
目
的
そ
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
の
『
和
』
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体

が
目
的
で
あ
る
わ
け
で
す
。
面
白
い
国
で
す
。『
令
和
』

と
い
う
元
号
を
通
じ
て
、
日
本
と
い
う
国
の
面
白
さ
と

い
う
も
の
も
、
再
認
識
で
き
る
の
で
し
ょ
う
」

元
号
と
い
う
の
は
「
芸
術
」
で
あ
る

日
本
に
現
存
す
る
和
歌
集
の
『
万
葉
集
』。
新
元
号

の
「
令
和
」
の
発
表
以
来
、
そ
の
出
典
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
万
葉
集
の
関
連
本
の
売
れ
行
き
が
好
調
で
あ
る
と

い
う
。
武
藤
さ
ん
も
、
美
し
い
調
和
、
そ
し
て
多
様
性

と
い
う
目
的
が
、『
万
葉
集
』
を
典
籍
と
し
い
る
こ
と

で
よ
り
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

「『
万
葉
集
』
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
詠
み
人
の
多
様

性
。
そ
こ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
歌
の
中
に
は
、
詠
み
人

知
ら
ず
の
歌
な
ど
も
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

誰
が
詠
ん
だ
の
か
が
分
か
ら
な
い
歌
。
も
ち
ろ
ん
政

治
的
な
理
由
で
詠
み
人
知
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
も
の
も

あ
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
詠
み
人
の
中
に
は
防
人
（
さ

き
も
り
）
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
貴
賤
を
問
わ
な
い
、
階

層
や
階
級
社
会
を
何
も
反
映
し
て
い
な
い
。
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早稲田大学スポーツ科学学術院　教授 「『

令
和
』時
代
の
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
業
界
に
は
、

今
後
の
職
業
能
力
開
発
の
担
い
手
と
な
り
、

日
本
国
の
生
産
性
向
上
に
寄
与
し
て
ほ
し
い
」
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