
  
 

 
新
元
号
「令
和
」に
よ
せ
て 

 

 

五
月
一
日
か
ら
使
わ
れ
る
新
し
い
元
号
が
、「
令
和
」
に
決
定
し
ま
し
た
。「
令
和
」
に
は

ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
秀
学
社
か
ら
、
新
元
号
に
関
す

る
話
題
を
お
届
け
し
ま
す
。
裏
面
に
は
典
拠
と
な
っ
た
万
葉
集
の
序
文
を
使
っ
た
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
授
業
始
め
な
ど
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑(
よ)

く
風
和
（
や
わ
ら
）
ぐ
。
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披(

ひ
ら)

き
、 

 

蘭
は
珮(

ば
い)

後(

ご)

の
香
を
薫
ら
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
７ 

萬
葉
集
②
』
よ
り
） 

 
 

 

こ
れ
は
、「
令
和
」
の
典
拠
と
な
っ
た
、『
万
葉
集
』
の
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
の
序
文
の
一
節
で

す
。「
令
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
令
嬢
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
よ
い
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
、「
令
月
」
で
「
よ
い
月
」
を
表
し
ま
す
。「
和
」
は
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」
と
い
う
意
味

を
表
し
ま
す
。 

  
 

 

天
平
二
年
（
七
三
〇
年
）
正
月
十
三
日
（
太
陽
暦
二
月
八
日
）
、
大
宰
府
の
大
伴
旅
人
邸
で
「
梅
花

の
宴
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
当
時
、
旅
人
と
と
も
に
優
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
山
上
憶
良
ら
官
人
が
集
ま

り
、
梅
の
花
を
め
で
る
中
で
三
十
二
首
の
歌
が
詠
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
歌
の
序
文
と
し
て
つ
け
ら
れ
た

の
が
冒
頭
の
一
節
で
す
。
和
や
か
な
雰
囲
気
で
宴
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

  
 

 

「
大
宰
府
」
は
外
交
や
国
防
の
た
め
に
筑
前
の
国
（
福
岡
県
）
に
置
か
れ
た
地
方
行
政
機
関
で
す
。

外
国
か
ら
は
、
新
し
い
文
化
や
植
物
が
持
ち
込
ま
れ
、
梅
も
そ
の
中
の
一
つ
で
し
た
。
そ
の
大
宰
府
で
、

大
伴
旅
人
や
山
上
憶
良
ら
は
「
筑
紫
歌
壇
」
を
形
成
し
、
優
れ
た
歌
を
多
く
詠
み
ま
し
た
。 

  
 

 

万
葉
集
は
、
旅
人
の
息
子
、
家
持
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歌
集
で
す
。
天

皇
や
皇
族
か
ら
農
民
ま
で
、
幅
広
い
階
層
の
人
々
が
詠
ん
だ
、
約
四
千
五
百
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

我
妹
子(

わ
ぎ
も
こ)

が 
 
 

 
 

植
ゑ
し
梅
の
木 

見
る
ご
と
に 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

心
む
せ
つ
つ 

涙
し
流
る 

 

 
 旅

人
が
大
宰
府
に
赴
任
し
た
直
後
に
亡
く
し
た
妻
を
し

の
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
す
。 

（
秀
学
社
『
新
国
語
便
覧
』
１
０
５
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。） 

 

秀
学
社  

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日 

発
行 



   

○
次
の
文
章
は
、「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
の
序
文
の
一
部
で
す
。
こ
の
文
章
か
ら
ど
ん
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑 よ

く
風
和

や
わ
ら

ぐ
。  

梅
は
鏡
前

き
ょ
う
ぜ
ん

の
粉
を
披 ひ

ら

き
、
蘭 ら

ん

は
珮
後

ば

い

ご

の
香 こ

う

を
薫 か

お

ら
す
。 

加

以

し
か
の
み
に
あ
ら
ず

、
曙

あ
さ
け

の
嶺 み

ね

に
雲
移
り
、
松
は

羅
う
す
も
の

を
掛
け
て

蓋
き
ぬ
が
さ

を
傾

か
た
ぶ

け
、 

夕
ゆ
う
べ

の
岫 く

き

に
霧 き

り

結
び
、
鳥
は

縠
う
す
も
の

に
封 と

じ
ら
れ
て
林
に
迷 ま

ど

う
。 

 

庭
に
新 し

ん

蝶
ち
ょ
う

舞
い
、
空
に
は
故
雁

こ

が

ん

帰
る
。 

 
 

 

            

令
和 

を
味
わ
う 

― 

た
と
え
を
用
い
た
表
現
に
つ
い
て
味
わ
お
う 

― 
【
口
語
訳
】 

初
春
の
よ
い
月
で
、
空
気
は
清
く
澄
み
渡
り
、
風
は
穏
や
か
に
そ
よ
い
で
い
る
。 

梅
は
鏡
の
前
の
美
女
が
装
う
お
し
ろ
い
の
よ
う
に
白
く
咲
き
、
蘭
は
美
し
い
人
が
ま
と
っ
て
い
る
香
の
よ
う
に
匂
っ
て
い
る
。 

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
明
け
方
の
山
の
頂
き
に
は
雲
が
行
き
交
い
、 

 

松
は
薄
絹
の
よ
う
な
雲
を
ま
と
っ
て
傘
を
さ
し
か
け
た
よ
う
で
、 

 

夕
方
の
山
の
く
ぼ
み
に
は
霧
が
わ
き
起
こ
り
、
鳥
は
薄
い
霧
の
中
に
と
じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
林
に
飛
び
交
っ
て
い
る
。 

庭
に
は
今
年
生
ま
れ
た
蝶
が
ひ
ら
ひ
ら
舞
い
、
空
に
は
去
年
来
た
雁
が
帰
っ
て
ゆ
く
。 

 

 ① 

口
語
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
た
と
え
を
用
い
て
表
現

し
て
い
る
部
分
を
古
文
か
ら
探
し
て
書
い
て
み
よ
う
。 

 

② 

①
の
中
か
ら
気
に
入
っ
た
も
の
を
一
つ
選
ぼ
う
。
ま
た
、

な
ぜ
気
に
入
っ
た
の
か
理
由
も
書
い
て
み
よ
う
。 

③ 

②
を
基
に
ど
の
部
分
が
な
ぜ
気
に
入
っ
た
の
か
一
文

で
ま
と
め
て
み
よ
う
。
書
い
た
文
章
を
仲
間
と
交
流
し
、
気

づ
い
た
こ
と
を
書
こ
う
。 

ま
と
め
の
文
章
を
か
こ
う 

友
達
の
考
え
を
メ
モ
し
よ
う 

・ ・ ・ ・ 選
ん
だ
部
分 

気
に
入
っ
た
理
由 

ヒ
ン
ト 

理
由
を
聞
か
れ
て
い
る
か
ら
、
「 

～
の
部
分
が
、
～
だ
か
ら
気
に

入
っ
た
。 

」
と
い
う
書
き
方
で
書
い
て
み
よ
う
。 


