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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

弘
化
度
年
号
勘
文
の
あ
と
さ
き

磯
　
田
　
道
　
史

京
都
と
い
う
の
は
不
思
議
な
町
で
あ
る
。
妖
怪
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
突
如
と
し
て
、
古
め
か
し
い
何
百

年
も
前
の
「
物
体
」
が
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
二
年
ほ
ど
前
、
私
は
、
そ
の
京
都
に
引
っ
越
し
た
。
下
京
の

由
緒
あ
る
寺
の
築
地
塀
の
か
た
わ
ら
に
居
を
定
め
た
も
の
の
、
知
り
合
い
は
少
な
い
。
寂
し
く
な
っ
て
、
ぶ
ら

ぶ
ら
歩
き
、
万
寿
寺
通
麩
屋
町
東
入
ル
ま
で
き
た
と
き
、
ぼ
ん
や
り
と
、

―
山
城
屋
に
行
こ
う

と
い
う
考
え
が
お
き
た
。
山
城
屋
は
京
都
で
も
っ
と
も
古
い
部
類
の
古
書
店
で
、
い
ま
は
、

―
藤
井
文
政
堂

と
い
っ
て
い
る
。「
文
政
」
の
年
号
が
店
名
に
な
っ
て
い
る
通
り
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
二
九
）

の
創
業
で
、
代
々
、
山
城
屋
藤
井
佐
兵
衛
の
名
を
世
襲
し
て
き
た
。
そ
の
先
祖
は
、
大
石
内
蔵
助
と
並
ん
で
赤

穂
藩
浅
野
内
匠
頭
の
家
老
を
勤
め
た
藤
井
又
左
衛
門
と
伝
え
ら
れ
、
寺
町
通
五
条
上
ル
に
店
を
構
え
て
い
る
。

古
文
書
も
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
自
然
と
、
こ
の
店
に
足
が
む
き
、
の
れ
ん
を
く
ぐ
っ
た
。

し
ば
ら
く
、
店
の
主
人
で
あ
る
藤
井
佐
兵
衛
さ
ん
と
雑
談
す
る
。
そ
の
う
ち
、
佐
兵
衛
さ
ん
は
席
を
た
っ

て
、
き
ま
っ
て
、
こ
う
い
う
。
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「
せ
ん
せ
、
こ
ん
な
も
ん
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ご
興
味
あ
り
ま
す
や
ろ
か
」

そ
う
い
っ
て
、
奥
か
ら
古
文
書
を
出
し
て
く
る
。
私
は
、
い
つ
も
、
こ
の
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
。

そ
の
日
も
、
主
人
は
、
そ
う
い
っ
て
、
束
に
な
っ
た
古
文
書
を
出
し
て
き
た
。
驚
い
た
。
そ
れ
は
正
真
正
銘

の
、―

年
号
勘
文

で
あ
っ
た
。
年
号
を
変
え
る
。
つ
ま
り
、
改
元
を
お
こ
な
う
と
き
に
、
文
章
博
士
と
よ
ば
れ
る
学
者
公
家
た
ち

が
新
年
号
の
案
を
た
く
さ
ん
出
す
。
そ
れ
を
公
家
た
ち
が
あ
れ
こ
れ
評
議
し
て
、
二
案
ぐ
ら
い
に
絞
り
込
み
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
。
そ
の
新
年
号
の
案
を
書
き
な
ら
べ
た
提
案
書
が
「
年
号
勘
文
」
で
あ
る
。

私
は
い
っ
た
。

「
こ
れ
は
弘
化
度
の
年
号
勘
文
で
は
な
い
で

す
か
。
社
家
さ
ん
か
、
ど
こ
か
か
ら
出
た
文

書
で
す
か
」

「
い
え
。
こ
の
先
に
、
昔
、
五
条
さ
ん
の
御

蔵
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
た
も
ん
や
な
い

か
、
と
お
も
い
ま
す
」

佐
兵
衛
さ
ん
は
、
す
ご
い
こ
と
を
平
然
と
い
っ

た
。
古
文
書
を
み
る
と
、
た
し
か
に
、
そ
こ

に
は―

勘
者
　
為
定
卿

と
あ
る
（
図
一
参
照
）。
こ
こ
に
あ
る
の
は

図一「弘化度年号勘文」
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幕
末
の
年
号
「
弘
化
」
を
き
め
た
と
き
の
提
案
書
で
、
こ
の
弘
化
号
を

勘
申
（
提
案
）
し
た
本
人
で
あ
る
五
条
為
定
と
い
う
お
公
家
さ
ん
が
の

こ
し
た
年
号
決
定
会
議
の
書
類
の
控
え
が
、
こ
こ
に
あ
る
ら
し
い
。
公

家
は
幕
末
に
な
っ
て
も
百
三
十
家
ほ
ど
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
直
接
出

て
来
た
年
号
関
係
の
古
文
書
と
な
る
と
、
か
な
り
貴
重
で
あ
る
。

京
都
で
は
、
こ
ん
な
す
ご
い
も
の
が
近
所
で
売
ら
れ
て
い
る
の
か
、

と
お
も
っ
た
。
学
術
的
に
い
え
ば
、
年
号
勘
文
に
つ
い
て
は
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
な
ど
で
優
れ
た
共
同
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

博
物
館
に
は
公
家
の
広
橋
家
の
古
文
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
「
日

野
家
代
々
年
号
勘
文
」
と
い
う
中
世
の
年
号
関
連
の
史
料
が
あ
る
。
そ

れ
を
使
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
研
究
に
は
、
私
も
注
目
し
て
い
た
が
、
京

都
で
は
、
幕
末
ぐ
ら
い
の
も
の
に
な
る
と
、
ま
だ
巷
に
、
こ
う
い
う
史

料
が
あ
る
の
か
と
お
も
う
と
、
感
慨
深
か
っ
た
。

佐
兵
衛
さ
ん
の
み
せ
て
く
れ
た
年
号
勘
文
は
、
ね
ず
み
色
を
し
た
薄

墨
色
の
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
宿
紙
と
い
っ
て
、
い
ま
は
定
義
が
こ
ま
か

く
学
術
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
中
の
蔵
人
所
で
使
わ
れ
て
き
た

独
特
な
紙
で
あ
る
。
梳
き
な
お
し
た
り
、
わ
ざ
と
墨
を
い
れ
て
紙
に
色

を
つ
け
た
り
す
る
か
ら
、
こ
の
色
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
上
卿

（
し
ょ
う
け
い
）」
と
い
っ
て
、
改
元
の
責
任
担
当
者
に
な
っ
た
公
家
・

二
条
斉
信
公
以
下
の
名
前
が
あ
る
。
全
体
を
ま
と
め
て
作
業
を
す
す
め

図二
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る
の
が
「
奉
行
職
」
の
烏
丸
光
政
で
あ
り
、
歴
代
天
皇
の
お
お
ぼ
え
め
で
た
い
「
伝
奏
（
て
ん
そ
う
）」
の
広

幡
基
豊
も
こ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。
全
部
で
十
九
人
い
る
か
ら
、
二
十
人
前
後
の
お
公
家
さ
ん
で
新
年
号
の

準
備
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
年
号
の
案
を
考
え
る
の
は
、
式
部
大
輔
や
文
章
博
士
の
公
家
で
、
四
、五
人
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
は
菅
家
つ
ま
り
菅
原
道
真
の
子
孫
が
多
い
。
彼
ら
が
提
案
し
て
き
た
年
号
案
を
議
論

す
る
の
が
「
儀
定
卿
」
で
十
人
前
後
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
面
白
い
。

―
難
陳

と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
年
号
は
、
よ
く
な
い
。
難
が
あ
る
、
と
、
難
癖
を
つ
け
る
意
見
が
「
難
」。

こ
の
年
号
は
よ
い
、
と
い
う
の
が
、「
陳
」
で
あ
る
。

古
文
書
を
み
る
と
、
醍
醐
輝
弘
卿
が
、

「
弘
化
号
、
大
化
・
文
化
は
治
政
の
よ
い
足
跡
を
み
せ
た
が
、
弘
の
字
に
は
古
い
例
証
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
、
弱
い
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
過
去
の
年
号
の
例
を
と
り
あ
げ
て
、
あ
の
年
号
の
時
代
は
よ
か
っ
た
と

か
、
悪
か
っ
た
と
か
、
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
久
我
建
通
卿
ら
が
賛
成
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

「
弘
化
を
考
証
す
る
も
と
に
な
っ
た
経
典
や
歴
史
の
文
章
は
美
を
尽
く
し
、
善
を
尽
く
し
て
い
る
。
よ
い
の

で
は
な
い
か
」

こ
れ
を
う
け
て
、
上
卿
の
二
条
斉
信
が
、「
で
は
、
弘
化
と
嘉
徳
と
い
う
年
号
案
を
、
帝
に
上
げ
る
べ
し
」

と
、
最
終
意
見
で
あ
る
「
判
詞
」
を
い
っ
て
、
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
練
ら
れ
た
年
号
案
は
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
に
も
報
告
さ
れ
る
。
と
く
に
江
戸
中
期
ま
で
は
幕
府
の

考
え
も
反
映
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
天
皇
が
「
御
爪
点
」
と
い
っ
て
、
御
手
の
爪
で
ぐ
り
ぐ
り

と
、
紙
に
か
た
を
つ
け
た
年
号
案
の
一
つ
に
圧
痕
を
つ
け
て
、「
治
定
（
ち
じ
ょ
う
）」
す
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
年
号
は
き
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、
難
陳
は
お
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こ
な
わ
れ
な
い
。
元
号
の
決
定
過
程
は
秘
密
の
ベ
ー
ル
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
先
年
、
興
味
深
い
決
定
が
、
な

さ
れ
た
。
現
在
の
法
律
で
は
、
行
政
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
意
見
公
募
を
お
こ
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
賛
否
を
国
民
に
ひ
ろ
く
問
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
（
意
見
公
募
）
が

「
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
し
て
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
で
は
「
難
陳
」
は
お
こ
な
わ
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
元
号
を
き
め
る
有
識
者
会
議
で
は
、「
難
陳
」
ら
し
き
も
の
が
、
い
ま
も
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
の
意
見
が
、
ど
こ
ま
で
記
録
さ
れ
、
後
世
に
公
に
さ
れ
る
の
か
、
わ
か

ら
な
い
。
ま
し
て
、
百
五
十
年
後
、
平
成
の
あ
と
の
元
号
を
き
め
た
と
き
の
賛
否
の
さ
ま
が
、
巷
の
古
書
店
で

発
見
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
な
い
だ
ろ
う
。
記
録
す
る
こ
と
、
あ
と
で
、
そ
れ
を
ひ
も
と
け
る
よ
う
に

し
て
お
く
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
か
つ
て
の
姿
を
お
も
い
な
が
ら
、
私
は
頒
け
て
も
ら
っ
た
弘
化
度
年
号
勘
文

を
大
事
に
抱
え
て
、
京
町
屋
の
な
か
を
駆
け
て
帰
っ
た
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


