
「
新
天
皇
と
新
上
皇
」

本
年
４
月
３
０
日
に
「
平
成
」

が
終
わ
っ
て
、
５
月
１
日
か
ら

「
令
和
」
が
始
ま
っ
た
。
私
達

全
員
が
歴
史
の
証
人
に
な
っ
た

訳
で
あ
る
。
大
化
の
改
新
の

「
大
化
」
以
来
２
４
８
番
目
の

元
号
で
あ
る
。
思
い
起
こ
せ
ば
、

「
平
成
」
は
３
０
年
前
の
１
月

７
日
に
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴

い
、
深
い
悲
し
み
の
中
の
改
元

で
あ
り
、
「
平
成
」
が
し
め
や

か
に
始
ま
っ
た
。
今
回
の
改
元

は
天
皇
の
自
主
的
に
退
位
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の

光
格
天
皇
以
来
で
あ
っ
て
２
０

２
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
皇
太

子
が
こ
こ
に
天
皇
に
即
位
さ
れ

た
次
第
で
あ
る
が
、
国
民
の
気

持
ち
は
前
回
と
大
き
く
違
っ
て

お
り
、
上
皇
・
上
皇
后
が
永
年

に
わ
た
り
果
た
さ
れ
て
来
た
役

割
へ
の
労
い
と
感
謝
と
共
に
、

新
天
皇
・
皇
后
へ
の
お
祝
い
と

今
後
の
活
躍
へ
の
期
待
を
込
め

て
、
国
内
外
に
明
る
い
祝
賀
ム
ー

ド
が
拡
が
っ
て
い
る
。

「
令
和
の
年
号
と
万
葉
集
」

今
回
決
ま
っ
た
新
元
号

の
「
令
和
」
に
つ
い
て
は
、

日
本
最
古
の
歌
集
「
万
葉

集
」
を
出
典
と
し
、
国
書

（
日
本
古
典
）
か
ら
の
採

用
は
初
め
て
と
の
こ
と
で

あ
る
。
福
岡
県
の
大
宰
府

で
長
官
を
務
め
な
が
ら
詠
ん
だ

大
伴
旅
人
の
「
梅
の
花
」
の
序

文
に
あ
る
、
「
初
春
令
月
、
気

淑
風
和
、
・
・
・
・
・
」
か
ら

の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
考
案

者
は
富
山
市
に
あ
る
高
志
の
国

文
学
館
の
館
長
・
中
西
進
氏

（
大
阪
女
子
大
元
学
長
）
で
あ

る
ら
し
い
。
旅
人
の
長
男
が
後

に
名
を
な
す
家
持
で
あ
る
が
、

父
と
共
に
大
宰
府
に
い
た
際
の

「
梅
の
花
」
ら
し
い
。
な
お
、

世
間
の
識
者
は
２
世
紀
の
後
漢

の
時
代
の
張
衡
の
帰
田
賦
の
一

節
に
、
「
仲
春
令
月
、
時
和
気

清
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
り
、
中
国
方
面
の
影
響
を
受

け
て
い
た
に
違
い
な
い
。

７
世
紀
後
半
か
ら
８
世
紀
後

半
の
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

万
葉
集
は
、
天
皇
や
貴
族
だ
け

で
な
く
防
人
や
農
民
ま
で
幅
広

い
層
が
詠
ん
だ
４
５
３
６
首
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も

万
葉
集
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
諸
説

あ
る
が
、
「
万
の
言
の
葉
を
集

め
た
歌
集
」
や
「
万
世
に
ま
で

末
永
く
伝
え
ら
れ
る
べ
き
歌
集
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
令
和
」
の
解
説
は
別

項
の
通
り
で
あ
る
が
、
新
し
い

時
代
の
「
麗
し
い
平
和
を
祈
る
」

と
言
う
意
味
合
い
や
、
「
心
安

ら
か
な
大
和
の
国
の
発
展
を
願

う
」
と
言
う
趣
旨
の
よ
う
で
あ

り
、
口
に
出
し
て
読
め
ば
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
響
き
が
あ
る
年
号
で
あ

り
、
実
感
は
ま
だ
薄
い
け
れ
ど

も
新
時
代
の
始
ま
り
を
感
じ
さ

せ
る
昨
今
で
あ
る
。
た
だ
私
達

が
祈
る
こ
と
と
し
て
、
「
平
成
」

の
時
代
の
よ
う
な
大
き
な
自
然

災
害
が
何
度
も
起
き
な
い
こ
と

で
あ
り
、
「
国
破
れ
て
山
河
あ

り
・
・
・
・
・
」
で
な
い
こ
と

で
あ
る
。

「
万
葉
集
と
北
陸
地
域
」

令
和
の
新
年
号
で
、
万
葉
集

が
一
躍
注
目
さ
れ
大
き
な
ブ
ー

ム
が
起
き
て
い
る
が
、
北
陸
地

域
と
も
関
連
が
深
い
訳
で
あ
る
。

そ
れ
は
万
葉
集
の
編
纂
者
と
言

わ
れ
て
い
る
大
伴
家
持
（
や
か

も
ち
）
は
、
父
と
１
３
歳
で
死

別
し
て
い
る
が
、
大
成
し
て
７

４
６
年
か
ら
５
年
間
越
中
国
の

国
守
と
し
て
富
山
県
高
岡
市
に

住
ん
で
お
り
、
万
葉
集
に
残
し

た
全
４
７
３
首
の
内
２
２
３
首

が
越
中
時
代
の
作
で
あ
っ
た
こ

と
が
有
名
で
あ
る
。
一
方
、
貴

族
の
中
臣
宅
守
（
や
か
も
り
）

が
７
４
０
年
に
流
罪
で
福
井
県

越
前
市
に
１
年
間
滞
在
し
た
際

に
も
６
３
首
の
歌
を
残
し
、
大

伴
家
持
と
も
交
流
し
て
い
る
こ

と
も
あ
る
と
言
う
。
よ
っ
て

「
令
和
」
採
択
で
九
州
の
大
宰

府
だ
け
で
な
く
高
岡
市
や
越
前

市
に
も
訪
れ
る
人
が
多
く
な
っ

て
お
り
、
中
西
進
氏
の
関
係
か

ら
富
山
市
の
国
文
学
館
も
賑
わ
っ

て
い
る
。

「
令
和
の
日
本
展
望
」

今
回
の
元
号
に
関
し
て
は
、

や
や
政
治
的
な
背
景
や
匂
い
が

報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ん
な

時
代
に
な
っ
て
行
く
の
か
誰
も

分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
決
定
に
際
し
今
回
の

新
元
号
に
込
め
た
安
倍
首
相
の

想
い
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
激

動
情
勢
を
考
え
る
時
に
、
な
か

な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
が
、
皆
さ
ん
ど
う

考
え
ま
す
か
。

我
々
国
民
に
と
っ
て
、
改
元

の
意
味
を
良
く
考
え
て
見
れ
ば
、

本
来
は
厳
粛
な
不
幸
な
出
来
事

が
背
景
に
あ
っ
て
の
転
換
策
で

あ
り
、
今
回
の
よ
う
な
祝
賀
ム
ー

ド
一
杯
は
あ
り
得
な
い
ス
タ
ー

ト
で
あ
る
か
ら
、
何
か
シ
ッ
ク

リ
と
来
な
い
感
じ
が
し
て
い
る

現
在
で
あ
る
。
特
に
、
日
本
を

取
り
巻
く
諸
情
勢
が
厳
し
さ
を

増
し
て
来
て
い
る
中
で
、
将
来

に
向
か
っ
て
の
展
望
が
描
け
な

い
現
状
で
あ
り
、
政
治
家
が
国

民
へ
幾
ら
１
０
連
休
等
の
計
ら

い
を
し
て
も
、
何
か
不
安
だ
け

が
拡
が
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
戦
後
を
回
顧
す
れ
ば
、

昭
和
２
０
年
８
月
１
５
日
か
ら

平
成
３
１
年
４
月
３
０
日
ま
で

の
間
、
幸
い
に
も
日
本
は
１
回

も
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

な
く
、
平
和
国
家
と
し
て
世
界

で
も
珍
し
い
存
在
と
な
っ
た
訳

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
胡
坐
を
か

く
こ
と
は
と
て
も
出
来
ま
せ
ん
。

正
直
に
言
え
ば
、
敗
戦
国
の
日

本
は
勝
戦
国
の
米
国
に
従
っ
て
、

主
に
経
済
面
の
み
の
復
興
と
発

展
に
全
力
投
球
し
、
必
死
に
頑

張
っ
て
世
界
有
数
の

経
済
大
国
に
ま
で
伸

し
上
が
っ
た
次
第
で

す
が
、
こ
の
よ
う
な

例
は
世
界
に
見
当
た

ら
な
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
戦
後
立

ち
上
が
っ
た
国
民
は

限
り
な
い
位
の
豊
か

さ
を
享
受
す
る
中
、

平
和
の
有
難
さ
を
真

に
実
感
し
て
い
な
い

よ
う
に
も
思
え
て
、
こ
こ
２
０

年
間
は
グ
ロ
ー
バ
ル
の
激
動
情

勢
が
続
い
て
い
る
現
状
に
照
ら

す
な
ら
ば
、
日
本
は
昔
と
違
っ

て
世
界
か
ら
信
頼
さ
れ
一
目
置

か
れ
る
存
在
感
は
薄
く
な
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
行
き
詰
ま
っ
て

行
く
と
言
う
危
機
感
に
も
乏
し

い
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
冷
静
に
見
渡
せ
ば
日
本
の
未

来
展
望
が
開
け
な
い
ま
ま
、
こ

の
「
令
和
」
を
迎
え
た
と
言
う

べ
き
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
日
本
国
の
再
生
」

企
業
に
は
企
業
を
貫
く
根
本

思
想
を
織
込
ん
だ
企
業
理
念
や

社
訓
が
あ
り
ま
す
。
当
社
に
も

勿
論
あ
る
訳
で
す
が
、
国
に
も

当
然
あ
る
べ
き
と
故
松
下
幸
之

助
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
言
わ

ば
国
是
・
国
訓
の
よ
う
に
国
民

を
方
向
付
け
る
骨
太
の
基
本
方

針
で
あ
り
ま
す
が
、
敗
戦
直
後

の
数
十
年
は
明
確
に
国
土
復
興
・

経
済
再
生
が
掲
げ
ら
れ
、
老
若

男
女
問
わ
ず
全
国
民
が
明
日
を
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遺 筆

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
プ
ロ
の
安
全
に
、
横
着
行
動
な
し
！

（1）

2019年

安全活動
ｽﾛｰ ｶ゙ ﾝ

日本国の「令和」は激動の世界情勢に真正面から対峙する時代

日本人も原点回帰し強い気概で「国家の再生」に全力尽くす時代へ

当社も今こそ「シッカリ者のコミュニティー」を築き上げる時代へ

立
山
に

降
り
置
け
る
雪
を

常
夏
に

見
れ
ど
も
飽
か
ず

神
か
ら
な
ら
し

大
伴
家
持
（
巻
十
七
・
四
〇
〇
一
）

立
山
に
降
り
置
い
て
い
る
雪
は
、
夏
の
い
ま
見
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。

神
の
山
だ
か
ら
に
違
い
な
い
。

朝
床
に

聞
け
ば
は
る
け
し

射
水
河

朝
漕
ぎ
し
つ
つ

唱
ふ
船
人

大
伴
家
持
（
巻
十
九
・
四
一
五
〇
）

朝
の
床
の
中
で
耳
を
澄
ま
す
と
遠
く
は
る
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
射
水
河

（
現
在
の
小
矢
部
川
）
を
朝
漕
ぎ
な
が
ら
歌
う
舟
人
の
声
が
。

齊藤泰輔社長 書 青柳志郎氏 書

遠くに立山を望む高台に立つ大伴家持

家持の父で大宰府の長官だった大伴旅人が開
いた「梅花の宴」を再現したジオラマ。
ジオラマのある太宰府市「大宰府展示館」は
令和の新名所として来館者が急増している。

※
青
柳
志
郎
氏
は
富
山
在
住
の
書
家
。

北
陸
書
道
院
理
事
長
。

雄
神
河

紅
に
ほ
ふ

娘
子
ら
し

葦
附
取
る
と

瀬
に
立
た
す
ら
し

大
伴
家
持
（
巻
十
七
・
四
〇
二
一
）

雄
神
川
（
現
在
の
庄
川
）
が
一
面
赤
く
照
り
映
え
て
い
る
。
あ
で
や
か
な

少
女
た
ち
が
葦
附
（
淡
水
藻
）
を
採
る
た
め
に
瀬
に
立
っ
て
い
る
ら
し
い
。


