
1 新元号「令和」は、「Beautiful harmony」ではない―序にかえて

新
元
号
「
令
和
」
は
、「B

eautiful harm
ony

」
で
は
な
い
─
序
に
か
え
て

平
成
」
最
後
の
月
、
四
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
複
数
の
海
外
メ
デ
ィ
ア
か
ら
、
新
元
号
「
令
和
」
の

「
令
」
の
字
は
「
命
令
（com

m
and, order

）」
の
意
味
を
指
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
た
。
あ
わ

て
た
日
本
政
府
は
そ
れ
を
否
定
し
、「
美
し
い
調
和
（B

eautiful harm
ony

）」
を
意
味
し
て
い
る
と
反
論
し
た
。

し
か
し
、
四
月
二
二
日
、
文
部
科
学
省
の
中
等
教
育
局
長
が
全
国
の
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
等
に
「
天

皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
際
し
て
の
学
校
に
お
け
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導
に
つ
い
て
」

と
い
う
通
知
が
出
さ
れ
、
時
の
内
閣
は
閣
議
決
定
し
て
、
五
月
一
日
に
学
校
、
会
社
そ
の
他
に
お
い
て
国
旗
掲

揚
の
協
力
要
望
を
し
て
い
た
と
い
う
、
現
実
に
「
命
令
」
が
な
さ
れ
て
い
た
事
実
に
鑑
み
る
と
、
先
の
海
外
報

道
が
あ
な
が
ち
「
誤
報
」
だ
っ
た
と
も
言
え
な
い
の
は
皮
肉
で
あ
っ
た
。

右
の
政
治
的
な
意
図
は
そ
れ
と
し
て
、
新
元
号
「
令
和
」
の
翻
訳
語
が
「B

eautiful harm
ony

」
で
は
あ
り
得

な
い
こ
と
を
、
学
術
的
な
立
場
か
ら
は
明
確
に
否
定
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
今
回
元
号
の
選
定

に
当
た
り
、
従
来
の
「
漢
籍
」
か
ら
で
は
な
く
、
初
め
て
「
日
本
古
典
」『
万
葉
集
』
が
典
拠
に
採
用
さ
れ
た
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gentlness

」
や
「Favorable calm

」
を
提
案
し
て
い
る
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

さ
て
本
書
の
表
題
『
万
葉
集
の
散
文
学
―
新
元
号
「
令
和
」
の
間
テ
ク
ス
ト
性
』
は
、
挑
発
と
異
化
作
用
を

狙
っ
て
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
は
和
歌
集
だ
か
ら
「
韻
文
」
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は

あ
っ
て
も
、「
散
文
」
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、「
韻
文
学
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な

ら
ば
「
令
和
」
の
典
拠
と
な
っ
た
箇
所
が
和
歌
本
篇
で
は
な
く
て
、「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
併
せ
て
序
」、
そ
の

序
文
の
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
散
文
」
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
元
号
の
典
拠
を
端
緒
に
、
そ
こ
か
ら

『
万
葉
集
』
の
間
テ
ク
ス
ト
性
＝
テ
ク
ス
ト
論
的
研
究
の
可
能
性
を
提
案
す
る
趣
旨
の
企
画
で
あ
る
。

第
一
部
は
ゲ
ス
ト
に
万
葉
学
者
の
上
野
誠
氏
を
お
招
き
し
、
迎
え
る
側
と
し
て
高
知
県
立
大
学
の
教
員
と
元

教
員
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
構
成
で
、「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
新
元
号
「
令
和
」
の
典
拠
を
考
え
る
─
万
葉
集
の
散
文
学

─
」
を
敢
行
、
そ
の
模
様
を
掲
載
し
た
。
第
二
部
は
、『
万
葉
集
』
の
テ
ク
ス
ト
論
、『
文
選
』
の
日
本
に
お
け

る
受
容
論
、
元
号
を
め
ぐ
っ
て
の
政
治
的
な
思
想
論
を
掲
載
し
た
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
、
パ
ネ
リ
ス

ト
の
一
人
が
体
調
不
良
で
欠
席
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
た
が
、「
ヨ
ー
ス
の
部
屋
に
よ
う
こ
そ
」

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
で
、
相
互
に
対
話
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
画
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
編
者
代
表　

東　

原　

伸　

明　

と
い
う
事
実
が
、
何
よ
り
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
漢
籍
」
を
典
拠
と
し
た
「
明
治
」
か
ら
「
平
成
」

と
、
当
該
『
万
葉
集
』
を
典
拠
に
し
た
「
令
和
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
明
治
」
か
ら

「
平
成
」
ま
で
は
漢
籍
が
典
拠
で
あ
っ
た
た
め
、
ほ
ぼ
「
漢
語
」
同
士
の
組
み
合
わ
せ
の
構
成
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、「
令
和
」
は
「
日
本
古
典
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
漢
語
」
だ
け
で
は
な
く
、「
漢
語
」
と
「
和
語

（
や
ま
と
こ
と
ば
）」
と
の
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
「
昭
和
」
と
「
令
和
」
と
は
、
音
読
の
う
え
で
は
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
籍
を
典
拠

と
す
る
「
昭
和
」
は
、「
百
姓
昭
明
、
協
二
─
和
萬
邦
一
。　

百ひ
や
く
せ
い
せ
う
め
い

姓
昭
明
に
し
て
、
萬ば
ん
ぱ
う邦

を
協け
ふ
わ和

す
。」
と
『
書
経
』

に
あ
る
よ
う
に
、「
昭
」（
漢
語
）
＋
「
和
」（
漢
語
）
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
「
和
」

に
は
、（harm

ony

（
調
和
））
と
い
う
訳
語
も
適
用
さ
れ
よ
う
し
、
こ
の
場
合
間
違
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
令
和
」
は
「
昭
和
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。「
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
。　

初し
よ
し
ゆ
ん春

の
令れ
い
げ
つ月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や
は
ら

ぐ
。」「
令
」（
漢
語
）
＋
「
和や
は
ら

ぐ
」（
和
語
）
の
組
み
合
わ
せ
で
、「
か
ぜ
」

が
、「
や
は
ら
ぐ
」
意
。
少
な
く
と
も
「
や
は
ら
ぐ
」「
や
は
ら
ぎ
」
の
訳
語
に
、「harm

ony

」
は
無
い
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
「
令
月
」
の
「
令
」
も
、「
よ
い
つ
き
」、
こ
の
「
よ
い
」
は
、
縁
起
が
良
い
、
く
ら
い
の
意
味
合
い

だ
か
ら
、（B

eautiful

）の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
無
い
に
相
違
な
い
。『
万
葉
集
』を
典
拠
と
主
張
す
る
限
り「B

eautiful 

harm
ony

」は
、と
ん
で
も
な
い
誤
訳
な
の
で
あ
る
。ち
な
み
に
ロ
ー
レ
ン
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
は
対
案
と
し
て
、「G

ood 
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1
　
大
宰
府
文
学
圏
の
思
想　

─
万
葉
集
と
令
和

上
　
　
　
野
　
　
　
　
誠

大だ
い
さ
い
ふ

宰
府
言ま
う

さ
く
、「
こ
の
府
は
人ひ
と

・
物も
の

殷い
ん
は
ん繁

に
し
て
天あ
め
の
し
た下

の
一い
ち
と
く
わ
い

都
会
な
り
。
子
弟
の
徒
と
も
が
ら

、
学
者
稍や
や

く

衆お
ほ

し
。
而し
か

れ
ど
も
、
府ふ
こ庫

は
但た
だ

五ご
き
や
う経

の
み
を
蓄た
く
は

へ
て
、
未
だ
三さ
む
し史

の
正せ
い
ほ
ん本

有
ら
ず
。
渉せ
ふ
れ
う猟

の
人
、
そ
の

道
広
か
ら
ず
。
伏
し
て
乞
は
く
は
、
列れ
つ
だ
い代
の
諸
史
、
各
お
の
お
の
一
本
を
給た
ま
は
む
こ
と
を
。
管
内
に
伝
へ
習
は
し

め
て
、
以
て
学
業
を
興
さ
む
」
と
ま
う
す
。

詔
み
こ
と
の
り

し
て
、
史
記
・
漢か
ん
じ
よ書

・
後ご
か
ん
じ
よ

漢
書
・
三
国
志
・
晋し
ん
し
よ書

各

一
部
を
賜た
ま

ふ
。

（『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
、
称
徳
天
皇
、
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
十
月
条
、
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
続
日
本
紀　

四
（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）

は
じ
め
に

筑
紫
歌
壇
→
天
平
の
文
学
サ
ロ
ン
（
互
い
の
思
い
を
述
べ
、競
う
）
／
大
宰
府
文
学
圏
（
文
学
の
環
境
と
し
て
と
ら
え
る
）

一　

大
宰
府
文
学
圏
の
特
性

①　

官
人
（
役
人
）
の
文
学

我あ

が
主ぬ
し
の　

御み
た
ま霊
賜た
ま
ひ
て　

春
さ
ら
ば　

奈
良
の
都
に　

召め

さ上
げ
た
ま
は
ね�

（
山
上
憶
良　

巻
五
の
八
八
二
）

憶お
く
ら良
ら
は　

今
は
罷ま
か
ら
む　

子
泣
く
ら
む　

そ
れ
そ
の
母
も　

我あ

を
待
つ
ら
む
そ（

山
上
憶
良　

巻
三
の
三
三
七
）

②　

友
と
酒
の
文
学

賢さ
か

し
み
と　

物
言
ふ
よ
り
は　

酒
飲
み
て　

酔ゑ

ひ
泣
き
す
る
し　

優ま
さ

り
た
る
ら
し

（
大
伴
旅
人　

巻
三
の
三
四
一
）

君
が
た
め　

醸か

み
し
待
ち
酒　

安や
す
の
野
に　

ひ
と
り
や
飲
ま
む　

友
な
し
に
し
て（

大
伴
旅
人　

巻
四
の
五
五
五
）

韓か
ら
ひ
と人
の　

衣こ
ろ
も
そ染
む
と
い
ふ　

紫
む
ら
さ
き
の　

心
に
染し

み
て　

思
ほ
ゆ
る
か
も�

（
麻
田
陽
春　

巻
四
の
五
六
九
）
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趣
旨
な
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
私
は
、
こ
の
大
宰
府
文
学
圏
の
特
性
を
ど
う
見
る
か
。
四
月
、
東
原
先
生
か
ら
メ
ー
ル

が
来
て
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
れ
ば
い
い
か
な
、
と
。

私
が
考
え
た
性
格
と
い
う
も
の
を
五
つ
こ
こ
で
挙
げ
た
ん
で
す
。
一
つ
は
、
こ
れ
は
役
人
の
文
学
。

役
人
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
都
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
ひ
な
、
田
舎
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
互
い
に
交
流
を
し
て
い
く
。

そ
こ
に
文
学
的
な
営
為
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
。
紀
貫
之
が
や
っ
て
き
て
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
し

て
、
任
地
か
ら
帰
る
と
き
に
は
も
の
す
ご
い
数
の
宴
会
を
や
っ
て
帰
っ
て
い
く
。
そ
の
宴
で
交
流
が
あ

る
。
基
本
的
に
万
葉
の
時
代
で
し
た
ら
、
国
司
に
対
し
て
郡
司
と
い
う
実
務
を
や
る
在
地
の
人
々
と
ど

う
い
う
ふ
う
に
交
流
を
図
る
の
か
、
歌
で
交
流
を
図
る
の
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
役
人
の
文
学
と
し
て

こ
れ
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
伴
旅
人
は
大
納
言
と
し
て
平
城
京
、
奈
良
の
都

に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
宴
会
は
図
書
館
で
や
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
図
書
館
で
や
っ
た
宴
会

の
と
き
に
、
山
上
憶
良
が
、
あ
え
て
私
の
「
私
懐
」、
私
の
心
の
中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
す
と
言
っ

て
、
旅
人
さ
ん
、
あ
な
た
が
も
し
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
コ
ネ
で
私
を
九
州
大
宰
府
か
ら
平

城
京
に
戻
し
て
く
だ
さ
い
ね
。「
我あ

が
主ぬ
し

の　

御み
た
ま
た
ま

霊
賜
ひ
て　

春
さ
ら
ば　

奈
良
の
都
に　

召め

上さ

げ
た

ま
は
ね
」。
私
の
主
、
旅
人
様
、
あ
な
た
の
御
霊
、
温
情
に
す

が
っ
て
、
春
に
な
っ
た
ら
私
を
奈
良
の
都
に
召
し
上
げ
て
く
だ

さ
い
。
こ
れ
、
コ
ネ
で
就
職
し
た
い
と
い
う
品
性
下
劣
歌
。
と

こ
ろ
が
そ
う
い
う
読
み
は
浅
い
ん
で
す
。
土
屋
文
明
は
何
と

言
っ
て
い
る
か
。
み
ん
な
の
前
で
露
骨
に
言
う
な
ら
ば
そ
れ
は

笑
い
歌
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
深
い
解
釈
。
私
を
戻
し
て

く
だ
さ
い
ね
、
平
城
京
へ
と
み
ん
な
の
前
で
歌
っ
た
ら
こ
う
い

う
芸
当
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

次
に
行
き
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。「
今
日
は

宴
会
を
早
引
け
す
る
。」「
え
っ
、
も
う
早
引
け
す
る
ん
で
す

か
。」「
う
ん
。
あ
の
な
、
俺
は
七
〇
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
大
宰

府
に
愛
人
が
で
き
て
、
子
ど
も
が
で
き
て
、
そ
の
母
親
も
俺
を

待
っ
て
い
る
か
ら
。」「
憶お
く
ら良
ら
は
、
今
は
罷ま
か

ら
む　

子
泣
く

ら
む　

そ
れ
そ
の
母
も　

我あ

を
待
つ
ら
む
そ
」。
こ
れ
も
、
役

人
と
い
う
の
は
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
何
回
も
宴
会
を
し
て
い
る
か


