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協
調
と
調
和
で
美
し
い
世
界
を
創
出

不
安
な
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が
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え
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令
和
の
時
代
も
五
年
目
に
入
っ
た
。今

の
元
号
の
由
来
と
な
っ
た
の
は
、「
万
葉

集
」に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
梅
花
の
歌
三

十
二
首
。歌
の
序
文
で
あ
る「
初
春
の
令

月
に
し
て
気
淑
く
風
和
ら
ぎ　

梅
は
鏡

前
の
粉
を
披
き　

蘭
は
珮
後
の
香
を
薫

ら
す
」か
ら
二
文
字
を
取
っ
て「
令
和
」

が
名
付
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
歌
は
お
よ
そ
一
三
〇
〇
年
前
に
、

福
岡
県
太
宰
府
市
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ

る
。序
文
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、「
時
あ
た
か

も
新
春
の
好（
よ
）き
月
、空
気
は
美
し

く
風
は
や
わ
ら
か
に
、梅
は
美
女
の
鏡
の

前
に
装
う
白
粉
の
ご
と
く
白
く
咲
き
、蘭

は
身
を
飾
っ
た
香
の
如
き
か
お
り
を
た

は
、人
々
に
悲
し
み
と
苦
し
み
を
も
た
ら

す
。ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
ま

も
な
く
一
年
経
つ
が
、い
ま
だ
終
結
に
は

至
っ
て
い
な
い
。こ
の
間
、両
国
に
は
甚

大
な
被
害
が
出
て
お
り
、国
民
に
多
大
な

労
苦
を
強
い
て
い
る
。戦
闘
が
長
期
化
す

れ
ば
、戦
地
と
化
し
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

側
で
は
民
間
人
を
含
む
犠
牲
者
が
更
に

膨
ら
む
恐
れ
が
あ
る
。ロ
シ
ア
も
予
備
役

の
動
員
に
踏
み
切
る
な
ど
、戦
況
は
泥
沼

化
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、両
国
の
争
い

に
よ
る
犠
牲
者
は
増
え
る
一
方
だ
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
糧
な
ど
の
資
源
大

国
と
し
て
、両
国
は
国
際
市
場
に
大
き
く

関
わ
る
こ
と
か
ら
、影
響
は
世
界
規
模
で

広
が
っ
て
い
る
。国
防
だ
け
で
な
く
、経

済
も
含
め
た
安
全
保
障
の
あ
り
方
が
各

国
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
貿
易
振
興
機
構（
ジ
ェ
ト
ロ
）が

昨
年
九
月
に
経
済
安
全
保
障
を
テ
ー
マ

と
す
る
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
を
開
い
た
。そ
の
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
企
業
向
け
に
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
と
、回
答

企
業
の
八
割
近
く
が
経
済
安
全
保
障
を

経
営
課
題
と
認
識
し
て
い
た
。そ
の
う

ち
、三
割
以
上
の
企
業
が
喫
緊
の
対
応
ま

た
は
検
討
が
必
要
と
の
考
え
を
示
し
た
。

だ
よ
わ
せ
て
い
る
」（「
令
和
」考
案
者
と

さ
れ
る
中
西
進
さ
ん
の
昭
和
五
十
九
年

の
著
書『
萬
葉
集　

全
訳
注　

原
文
付
』

よ
り
）と
あ
る
。英
語
で「
Ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｔ
ｉ

ｆ
ｕ
ｌ　

Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｙ
」と
表
し
、文

字
ど
お
り「
美
し
い
調
和
」を
意
味
す
る

言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、手

話
で
は
花
の
つ
ぼ
み
が
開
く
よ
う
な
表

現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
追
記
し

て
い
る
。

　

万
葉
集
は
、一
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に

編
さ
ん
さ
れ
た
写
本
が
現
存
す
る
な
か

で
は
日
本
最
古
の
歌
集
と
な
る
。全
二
十

巻
に
四
、五
〇
〇
首
も
の
歌
が
お
さ
め
ら

れ
、「
雑
歌
」（
宴
や
旅
に
関
す
る
歌
）、

「
相
聞
歌
」（
男
女
の
恋
に
関
す
る
歌
）、

　

武
力
で
現
状
変
更
を
行
使
す
る
恐
れ

の
あ
る
国
は
ロ
シ
ア
に
限
ら
な
い
。台
湾

問
題
な
ど
を
機
に
中
国
と
米
国
の
対
立

が
先
鋭
化
し
、日
本
企
業
に
と
っ
て
主
要

な
貿
易
投
資
の
相
手
で
あ
る
両
国
の
動

向
が
一
段
と
注
視
さ
れ
る
。

　

前
述
の
ジ
ェ
ト
ロ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

回
答
企
業
の
う
ち
、米
国
ま
た
は
中
国

い
ず
れ
か
で
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
し
て
い
る
企

業
の
割
合
は
九
一
・
五
％
に
上
り
、七

四
・
九
％
の
企
業
が
米
中
両
国
で
ビ
ジ

ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
。経
済
安
全
保
障
に

関
わ
る
体
制
や
取
組
み
に
関
す
る
質
問

（
複
数
回
答
）で
は
、「
情
報
収
集
の
機

能
強
化
」（
六
四
・
二
％
）が
最
多
。次
い

で「
全
社
共
通
の
対
応
方
針
の
策
定
・
実

施
」（
三
一・五
％
）、「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
の
多
元
化
」（
二
三
・
三
％
）、「
責
任

者（
役
員
な
ど
）や
専
門
部
署
の
設
置
」

（
二
二
・
五
％
）が
続
い
た
。市
場
ご
と
に

扱
う
製
品
・
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
の
切
り

離
し
な
ど
と
い
っ
た「
各
事
業
展
開
先
に

お
け
る
事
業
の
分
離
」を
挙
げ
た
企
業
は

四
・
七
％
と
一
割
に
満
た
な
か
っ
た
。

　

国
も
経
済
安
全
保
障
推
進
法
に
基
づ

き
、半
導
体
や
蓄
電
池
な
ど
を
対
象
と
し

た「
特
定
重
要
物
資
」の
安
定
供
給
に
向

「
挽
歌
」（
人
の
死
に
関
す
る
歌
）が
詠

ま
れ
て
い
る
。

　

梅
花
の
歌
は
、宴
の
席
で
庭
先
に
咲
く

梅
の
花
を
め
で
な
が
ら
詠
み
比
べ
た
も

の
。宴
は
当
時
の
大
宰
府
の
長
官
で
あ
っ

た
大
伴
旅
人
が
大
宰
府
や
九
州
諸
国
の

役
人
な
ど
客
人
を
招
き
、自
ら
の
邸
宅
の

庭
で
開
い
た
。中
国
か
ら
渡
来
し
高
貴
な

花
で
あ
っ
た
梅
を
題
材
に
、客
人
ら
が
詠

ん
だ
短
歌
を
書
き
留
め
た
も
の
と
さ
れ

る
。

軍
事
的
行
為
が
多
大
な
労
苦
を

　

大
宰
府
は
七
世
紀
後
半
に
九
州
の
筑

前
国
に
設
置
さ
れ
た
地
方
行
政
機
関
。

け
た
動
き
を
強
め
る
。い
ず
れ
も「
国
民

の
生
存
に
必
要
不
可
欠
」「
供
給
が
特
定

国
に
偏
り
国
外
に
過
度
に
依
存
」な
ど
の

要
件
を
満
た
す
分
野
を
対
象
と
し
、サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
強
靱
化
に
向
け
た
民
間

企
業
ら
の
対
応
を
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト

す
る
。

リ
ス
ク
増
で
国
防
意
識
高
ま
る

　

地
政
学
的
リ
ス
ク
の
増
大
を
受
け
、国

防
へ
の
意
識
は
一
段
と
高
ま
っ
て
い
る
。

岸
田
文
雄
首
相
は
昨
年
十
一
月
、二
〇

二
七
年
度
予
算
で
防
衛
費
と
関
連
経
費

を
合
わ
せ
て
国
内
総
生
産（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）比

二
％
ま
で
引
き
上
げ
る
よ
う
関
係
閣
僚

に
指
示
。防
衛
費
を
巡
っ
て
は
、安
全
保

障
を
目
的
と
し
た
公
共
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
・
利
活
用
な
ど
の
関
連
予
算
を
一
括

計
上
す
る
枠
組
み
を
創
設
す
る
考
え
を

表
明
し
た
。

　

同
時
期
に
は
政
府
の
有
識
者
会
議
が

防
衛
力
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
た
め
の

提
言
を
ま
と
め
た
。国
家
安
全
保
障
局
と

防
衛
、国
土
交
通
両
省
を
含
む
関
係
府

省
会
議
を
立
ち
上
げ
、自
衛
隊
な
ど
の

配
備
や
利
用
が
想
定
さ
れ
る
空
港
・
港

朝
鮮
半
島
の
白
村
江
の
戦
い（
六
六
三

年
）で
倭
国
・
百
済
連
合
軍
が
唐
・
新

羅
連
合
軍
に
敗
れ
た
後
、唐
の
侵
攻
に

備
え
た
防
衛
拠
点
と
し
て
創
設
さ
れ
た

政
庁
で
あ
り
、戦
備
の
強
化
の
た
め
に
大

宰
府
に
集
め
ら
れ
、辺
境
防
備
に
当
た
っ

た
兵
士
ら
は
防
人（
さ
き
も
り
）と
呼
ば

れ
た
。兵
役
は
三
年
交
替
と
さ
れ
た
が
、

年
限
を
過
ぎ
て
も
故
郷
に
帰
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
も
い
た
と
い
う
。万
葉
集
に

お
さ
め
ら
れ
た
防
人
の
歌
に
は
、家
族
ら

親
し
き
人
た
ち
と
の
別
れ
の
悲
し
さ
、任

地
に
赴
く
旅
の
苦
し
さ
な
ど
、別
離
や
郷

愁
と
い
っ
た
内
容
の
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て

い
る
。

　

今
も
昔
も
戦
争
な
ど
の
軍
事
的
行
為

湾
や
国
民
保
護
の
た
め
に
必
要
な
空
港
・

港
湾
を「
特
定
重
要
拠
点
空
港
・
港
湾
」

（
仮
称
）と
位
置
付
け
、整
備
・
運
用
方

針
を
定
め
る
よ
う
要
求
。空
港
、港
湾
両

法
に
基
づ
く
基
本
方
針
に
反
映
し
、利
用

に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
し
た
。

　

昨
年
二
月
、国
連
開
発
計
画（
Ｕ
Ｎ
Ｄ

Ｐ
）が
ま
と
め
た
報
告
書
で
、「
世
界
に

は
富
が
あ
ふ
れ
て
い
る
一
方
で
、大
半
の

人
々
は
将
来
を
心
配
し
て
い
る
」と
警
鐘

を
鳴
ら
し
た
。安
全
保
障
面
で
大
き
な
不

安
を
抱
え
る
人
々
は
、他
人
を
信
頼
で
き

な
い
可
能
性
が
三
倍
高
い
と
も
指
摘
。不

平
等
を
改
善
し
、全
て
の
人
に
持
続
可
能

な
機
会
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
開
発
モ
デ

ル
が
必
要
と
訴
え
た
。

　

人
々
が
信
頼
し
合
い
、不
安
な
く
暮

ら
せ
る
世
界
の
実
現
に
は
、各
国
で
よ
り

能
動
的
な
貢
献
が
必
要
だ
ろ
う
。「
戦
争

の
世
紀
」と
も
呼
ば
れ
る
二
十
世
紀
。続

く
二
十
一
世
紀
を
未
来
の
人
々
は
ど
う

呼
ぶ
の
か
。安
全
保
障
上
の
不
安
を
な
く

し
、協
調
と
調
和
に
よ
っ
て
美
し
い
世
界

を
築
く
た
め
に
も
、今
の
時
代
を
生
き
る

一
人
ひ
と
り
の
行
動
が
問
わ
れ
て
い
る
。
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