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新元号の 「令和」が発表された 1日 、安倍晋三首相が会見 し

た。中身はというと、 「働き方改革」 「一億総活躍」とい つた

国会答弁で聞くような言葉が次 々と飛び出 した。元号とは、天

皇が即位 している期間に付ける称号だ。なぜ、その説明で安倍

首相の思いを聞かねばならないのか。30年前の 「平成」改元の

時にはなか つた首相会見。その違和感を識者 に語 つてもら つ

(皆川岡J、大村歩)

冒
頭
発
言
に
あ
て
ら
れ
た
四

分
二
十
秒
は
お
ご
そ
か
に
進
ん

だ
。

出
典
の

「万
葉
集
」
を
紹

介
す
る
際
、

安
倍
首
相
は
手
を

前
に
組
み
、

姿
勢
を
左
右
に
こ

ま
め
に
替
え
て
言
菜
を
か
み
し

め
る
よ
う
に
話
し
た
。

質
問
を
受
け
る
と
ス
イ
ッ
チ

が
入
っ
た
。

「平
成
ほ
ど
改
革
が
叫
ば
れ

た
時
代
は
な
か
っ
た
。

政
治
改

革
、

行
政
改
革
、

規
制
改
革
。

新 元 号 「令 和 」 の 書 を 横
にく談話 を発表 する安 倍首
相 -1日 午後 、首相官 邸で

抵
抗
勢
力
と
い
う
言
葉
も
あ
っ

た
。

平
成
の
時
代
、

改
革
は
し

ば
し
ば
大
き
な
議
論
を
巻
き
起

こ
し
た
」
。

ま
る
で
所
信
表
明

だ
。

さ
ら
に

「働
き
方
改
革
」

に
触
れ
、　

Ｅ

億
総
活
躍
社
会

を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
日
本
の
未
来
は
明
る
い
」

と
自
ら
の
政
策
に
引
き
つ
け
て

「新
た
な
時
代
」
を
語
っ
た
。

「だ
ん
だ
ん
話
が
手
前
み
そ

に
な
っ
て
い
っ
た
。

『抵
抗
勢

力
』
は
新
元
号
と
何
の
関
係
も

な
い
。

お
祝
い
事
の
場
で
言
う

必
要
の
な
い
言
葉
が
並
ん

だ
」
。

安
倍
首
相
と
四
十
年
来

の
付
き
合
い
が
あ
る
と
い
う
政

治
評
論
家
の
有
馬
晴
海
氏
は
、

会
見
で
の
発
言
を
残
念
が
る
。

首
相
の
思
い
が
前
面
に
出
た

会
見
に
、

違
和
感
を
口
に
す
る

人
は
多
い
。

宗
教
評
論
家
の
大

角
修
氏
は

「元
号
は
純
粋
に
儀

礼
的
な
も
の
で
、

本
来
は
選
定

や
発
表
に
関
わ
る
人
は
己
を
無

に
し
て
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
私
的
な
思
い
を
持
ち
込

む
か
ら
不
純
な
印
象
を
受
け

る
」
と
話
す
。

六
四
五
年
に

「大
化
」
を
採

用
し
て
以
来
、
日
本
で
は
平
成

ま
で
二
百
四
十
七
の
元
号
を
使

っ
て
き
た
。

キ
リ
ス
ト
の
生
誕

を
基
点
と
す
る
西
暦

（グ
レ
ゴ

リ
オ
暦
）
と
異
な
り
、

「元
号

に
は
改
元
の
た
び
に
時
間
を
新

し
く
す
る
機
能
が
あ
る
」
と
大

角
氏
は
指
摘
す
る
。

た
と
え
ば
地
震
な
ど
の
大
災

害
や
疫
病
の
流
行
が
あ
れ
ば
、

災
厄
を
払
う
た
め
に
改
元
す

る
。

亀
や
黄
金
が
献
上
さ
れ
れ

ば
吉
兆
を
祝
い
改
元
す
る
。

「庶
民
が
つ
い
て
行
け
な
い
ほ

ど
し

ょ

っ
ち

ゅ
う
変
わ

っ
た
時

期
も
あ

っ
た
」

（
大
角
氏
）

説
得
力
を
保

つ
の
は
容
易
で

は
な
い
。

大
角
氏
は

「
自
分
と

同
じ
人
間
が
勝
手
に
決
め
た
と

い
う
こ
と
で
は
、

人
間
は
納
得

し
な
い
」
と
語
る
。

例
え
ば
数
案
か
ら
新
天
皇
が

決
め
た
と
さ
れ
る

一
明
治
」
。

内

侍

所

（
賢

所
）

に
お

も

む

き
、

天
照
大
神
の
前
で
く
じ
を

引

い
た

と
明

治

天

皇

紀

に
あ

る
。

天
皇
が
大
権
を
持

っ
て
い

た
時
代
で
す
ら

「
人
間
世
界
の

外
」
の
演
出
に
苦
労
し
て
い
た

の
だ
。

戦
後
、

天
皇
が
象
徴
と
な
り

元
号
決
定
は
法
律
で
内
閣
に
委

ね
ら
れ
た
。

大
角
氏
は

「
だ
か

ら
こ
そ
、

代
替
わ
り
の
時
に
た

ま
た
ま
首
相
と
い
う
立
場
に
あ

る
人
は
、

『
選
定
作
業
に
あ
た

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
』
と
い
う

く
ら
い
の
抑
制
が
必
要
。

自
ら

の
政
策
を
持
ち
出
す
の
は
出
過

ぎ
た
印
象
だ
」
と
話
す
。

「
平
成
」
改
元
時
は
、

官
房

長
官
だ

っ
た
小
渕
恵
三
氏
が
当

時
の
竹
下
登
首
相

の
五
百
字
ほ

ど
の
談
話
を
読
み
上
げ
た
だ
け

だ

っ
た
。

有
馬
氏
は

「
国
民

一

人

一
人
が
未
来
に
思
い
を
致
せ

る
簡
潔
な
談
話
だ

っ
た
。

そ
う

い
え
ば
、

竹
下
氏
は
結
婚
式
の

稼
Ｗ
掛
護
れ
如

く
て
好
評
だ

っ

政策PRな ぜ?「まるで所信表明」

平成改元時当時の首相は淡々と
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オ
ン
が
決
め
た

ア
ピ
ー
ル
？

平
成

へ
の
改
元
と
は
異
な
る

安
倍
首
相
の
記
者
会
見
を
、

政

治
評
論
家
の
森

田
実
氏
は

「
前

に
出
て
き
て
、

俺
が
決
め
た
ん

だ
ぞ
、

と
い
う

こ
と
を

ア
ピ
ー

ル
す
べ
き
で
は
な
か

っ
た
。

憲

政
史
上
の
汚
点
で
す
よ
」
と
厳

し
く
批
判
す
る
。

森
田
氏
は
、

新
元
号
の
発
表

に
安
倍
首
相
が
ど
れ
だ
け
関
与

し
な
い
か
を
注
視
し
て
い
た
。

「
ふ
た
を
開
け
て
み
れ
ば
、

安

倍
首
相
は
、

こ
れ
ま
で
の
元
号

の
慣
習
を
破

っ
て
万
葉
集
か
ら

言
葉
を
採
用
し
た
と
ナ
シ

ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
打
ち
出
し
た
り
、

官

房
長
官
の
発
表
で
済
ま
せ
ず
、

あ
た
か
も
自
身
の
所
信
表
明
演

説

の
よ

う

な

説

明

を

し

た

り

と
、

あ
き
れ
る

こ
と
ば
か
り
」

元
号
は
確
か
に
、

元
号
法
に

基
づ
き
内
閣
が
決
め
る
も
の
だ

が
ヽ

「
出
し

ゃ
ば
り
す
ぎ
。

戦

後
、

象
徴
天
皇
制
と
な
り
政
治

利
用
を
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

平
成

の
代
替
わ
り
の
と
き
の
竹
下
首

相
は
よ
く
分
か

っ
て
い
た
。

会

見
し
て
、

元
号
に
自
ら
の
政
治

的
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
乗
せ
る
よ
う

な
こ
と
は
し
な
か

っ
た
」
。

「
令
和
」
の
語
に
も
安
倍
色

を
感
じ
る
。

令
の
字
源
は

「
人

が
ひ
ざ
ま
ず

い
て
神
意
を
聴
く

さ
ま
」

（大
漢
語
林
）
と
さ
れ

る
。

「和
せ
よ
、

と
命
じ
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
、

上
か
ら
目
線

な
印
象
。

独
善
的
な
安
倍
首
相

と
重
な
る
」

意
識
し
て
安
倍
首
相
の
会
見

中
継
を
避
け
た
人
も
い
る
。

同

志
社
大
の
岡
野
八
代
教
授

（政

治
思
想
史
）
は

「み
な
さ
ん
新

し
い
時
代
を
こ
と
ほ
い
で
、

都

合
の
悪
い
こ
と
を
忘
れ
て
く
だ

さ
い
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

聞
か
さ
れ
る
の
は
分
か
っ
て
い

た
か
ら
」
と
ば
っ
さ
り
切
る
。

米
軍
基
地
を
押
し
つ
け
ら
れ

た
沖
縄
、

帰
れ
な
い
故
郷
を
つ

く
っ
た
東
京
電
力
福
島
第
一
原

発
事
故
、格

差
社
会
の
深
刻
化
、

続
発
す
る
セ
ク
ハ
ラ
や
女
性
差

別
、

外
国
人
の
人
権
問
題
を
置

き
去
り
に
し
て
始
ま
っ
た
移
民

政
策
…
。

平
成
の
三
十
年
間
を

振
り
返
る
と
、
こ
と
ほ
ぐ
気
分

に
は
と
う
て
い
な
れ
な
い
。

「現
代
の
民
主
主
義
社
会

で
、

権
力
者
の
都
合
で
勝
手
に

時
代
に

『区
切
り
』
を
付
け
る

な
ん
て
許
さ
れ
る
は
ず
が
な

い
。

国
内
外
で
人
々
の
分
断
ば

か
り
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
安

倍
首
相
が
和
を
語
る
な
ど
何
様

９
。
と
い
う
思
い
だ
」

昨
年
刊
行
し
た

「国
体
論
」

（集
英
社
新
書
）
執
筆
の
際
、

生
前
退
位
の
意
向
を
示
し
た
天

皇
の

「お
言
葉
」
に
衝
撃
を
受

け
た
と
い
う
京
都
精
華
大
の
自

井
聡
専
任
講
師

（政
治
学
）

は
、

「
国
民
統
合
の
象
徴
た
る

た
め
に
熟
慮
を
重
ね
て
語
ら
れ

た
天
皇
の
言
葉
の
重
み
と
比

べ

る
の
が
失
礼
な
ほ
ど
、

今
回
の

安
倍
首
相
の
会
見
の
言
葉
は
軽

い
」
と
語
る
。

国
書

・
万
葉
集
か
ら
の
出
典

は
初
だ
と
安
倍
首
相
は
胸
を
張

っ
た
。

し
か
し
、

よ
り
古
い
中

国
古
典
に
似
た
漢
文
が
あ
り
、

原
典
は
結
局
中
国
古
典
で
は
な

い
か
、

と
の
指
摘
が
早
く
も
噴

き
出
し
て
い
る
。

「
古
来
、

中
国
や
朝
鮮
と
の

影

響

を

受

け

て
き

た

日
本

で

『
混
じ
り
気
の
な
い
純
日
本
文

化
』
な
ど
あ
り
得
な
い
し
、

古

今
東
西
、

知
識
人
は
あ
え
て
原

典
を
示
唆
す
る
よ
う
な
本
歌
取

り
を
し
て
き
た
。

そ
う
い
う
こ

と

を

意

図

的

に
無

視

し

た

の

か
、

無
知
に
よ
る
思
い
込
み
な

の
か
。

政
府
説
明
を
無
批
判
に

思
い
を
と
く
と
く
と
語
る
姿
に

も
強
烈
な
違
和
感
を
持

っ
た
。

「
本
来
、

元
号
は
公
表
さ
れ

た
時
点
で
は
か
ら

っ
ぱ
で
、

ど

の
よ
う
な
時
代
に
な
る
か
は
後

で
決
ま

っ
て
い
く
。

こ
う
あ

っ

て
ほ
し
い
と
い
う
言
葉
の
意
味

は
簡
単
に
解
説
さ
れ
て
も
よ
い

が
、

『
そ
う
い
う
時
代
を
国
民

の
皆
さ
ま
と
と
も
に
築
き
上
げ

て
い
き
た
い
』
な
ど
と
、

権
力

者
は
言
う
べ
き
で
な
い
。

こ
う

い
う
時
代
に
せ
よ
と
言
う
権
利

は
誰
に
も
な
い
か
ら
だ
」

そ
し
て
白
井
氏
は

「
政
治
家

の
立
場
で
、

元
号
に
自
分
の
意

図
を
乗
せ
る
な
ど
、

以
前
の
改

元
の
と
き
は
な
か

っ
た
。

お
こ

が
ま
し
い
と
い
う
思
い
が
あ

っ

た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
安

倍
首
相
は
そ
れ
を
や

っ
た
。

彼

が
、

国
家

・
国
民

・
国
上
を
私

物
化
し
て
い
る
こ
と
を
可
視
化

し
た
会
見
で
は
な
か

っ
た
か
」

と
指
摘
し
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
じ
め
テ
レ
ビ
は

朝
か
ら
改
元
祭
り
。

そ
の
画

面
に
、

多
く
の
人
が
号
外
を

取
り
合
う
様
子
が
映
っ
て
い

た
。

新
聞
離
れ
が
言
わ
れ
る

世
の
中
。

人
が
群
が
る
の
を

見
て
、
少
し
う
れ
し
く
な
っ

た
。

ネ
ツ
ト
を
開
い
た
。

や

は
り
、

そ
の
号
外
が
売
ら
れ

て
い
た
。

嫌
な
感
じ
の
首
相

会
見
と
あ
い
ま
っ
て
、

気
分

が
下
が
っ
た
。
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0街 頭 の大型 ス ク リー ンに映 され
た新元号発表 の様子 を見 る人 たち
=1日 午前 、東京都新宿 区で
●新 元号 「令和 」の文字を書 くア
ジア ゾウゆめ花 =1日 午 後 、千葉
県 市 原 市 の 動 物 園 「市 原 ぞ う の
国」で


