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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

元
号
法
再
読

瀧
　
井
　
一
　
博

昨
年
（
二
〇
一
六
年
〔
平
成
二
八
年
〕）
八
月
八
日
の
今
上
天
皇
の
お
こ
と
ば
を
受
け
て
（
と
書
く
と
、
日

本
国
憲
法
の
手
前
問
題
が
あ
る
が
）、
天
皇
退
位
の
公
認
と
そ
の
た
め
の
措
置
が
施
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月

三
十
日
に
天
皇
は
退
位
さ
れ
、
翌
日
五
月
一
日
に
皇
太
子
が
即
位
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

現
在
の
元
号
で
あ
る
平
成
も
改
元
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
元
号
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ

は
極
め
て
短
い
法
律
で
あ
り
、
次
の
二
項
か
ら
成
っ
て
い
る
。

一
　
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
。

二
　
元
号
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
改
め
る
。

こ
の
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
改
元
は
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
一
世
一
元
の
制
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
治
に
な
る
ま
で
は
、
天
皇
の
在
位

中
に
改
元
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
元
号
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
天
皇
の

専
権
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
よ
う
に
天
皇
の
権
威
が
形
骸
化
し
て
い
た
時
期
に
お
い
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て
も
、「
我
が
朝
の
今
に
至
り
て
、
天
子
の
号
令
、
四
海
の
内
に
行
は
る
ゝ
所
は
、
独
年
号
の
一
事
の
み
に
こ

そ
お
は
し
ま
す
な
れ
」
と
新
井
白
石
が
『
折
た
く
柴
の
記
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
年
号
の
改
定
は
天
子
た

る
天
皇
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
権
限
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
一
八
六
八
年
の
明

治
改
元
は
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
伝
統
が
切
断
さ
れ
、
既
述
の
一
世
一
元
の
制
が
新
た
に

樹
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
改
元
の
際
、「
今
よ
り
以
後
、
旧
制
を
革
易
し
、
一
世
一
元
、
以
て
永
式
と
為
す
」

と
の
詔
が
出
さ
れ
、
天
皇
の
在
位
中
に
改
元
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
、

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
年
）
の
皇
室
典
範
で
も
規
定
さ
れ
、
法
制
化
さ
れ
た
（
旧
皇
室
典
範
第
十
二
条
「
踐

祚
ノ
後
元
號
ヲ
建
テ
一
世
ノ
間
ニ
再
ヒ
改
メ
サ
ル
コ
ト
明
治
元
年
ノ
定
制
ニ
從
フ
」）。

こ
の
よ
う
に
、
一
世
一
元
の
制
の
確
立
は
、
伝
統
の
継
承
で
は
な
く
、
新
た
な
伝
統
の
創
出
で
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
に
天
皇
の
唯
一
の
権
限
と
認
め
ら
れ
て
き
た
元
号
制
定
権
の
剥
奪
で
あ

る
。
も
は
や
元
号
を
建
て
る
こ
と
は
、
天
皇
が
自
由
に
行
使
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
引
い

て
き
た
法
令
の
文
言
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
点
が
示
唆
深
く
見
て
取
れ
る
。
明
治
元
年
の
改
元
の
詔
で

は
、
一
世
一
元
を
今
よ
り
以
後
「
永
式
と
為
す
」
と
あ
り
、
天
皇
の
命
令
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
明
治
二
二

年
の
旧
皇
室
典
範
で
は
、「
一
世
ノ
間
ニ
再
ヒ
改
メ
サ
ル
コ
ト
」
と
さ
れ
た
。
旧
皇
室
典
範
は
国
民
に
対
し
て

の
法
令
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
帝
室
家
憲
の
位
置
づ
け
だ
っ
た
（
し
た
が
っ
て
、
当
初
は
公
布
さ
れ
な
か
っ

た
）。
つ
ま
り
、
明
治
天
皇
が
他
の
皇
族
や
子
々
孫
々
に
向
け
て
下
し
た
命
令
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
な
か
、「
天
皇
の
在
位
中
は
元
号
を
改
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
将
来
の

天
皇
へ
の
在
位
中
の
改
元
の
禁
止
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
に
も
そ
れ
を
課
し
て
い
る
わ
け
で
、
自
ら
で
自
ら
を

縛
っ
た
こ
と
に
な
る
。
改
元
が
天
皇
の
手
の
届
か
な
い
営
為
と
な
っ
た
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

で
は
、
誰
が
改
元
す
る
の
か
。
そ
う
考
え
て
元
号
法
の
第
一
項
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
文
言
は
い
さ
さ
か
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シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
。「
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
」。
す
な
わ
ち
改
元
す
る
の
は
、
政
府
な
い
し
内
閣
だ
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
神
聖
な
る
天
子
の
専
権
で
あ
っ
た
改
元
の
権
利
は
、
い
ま
や
そ
の
手
か
ら
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

と
い
う
よ
う
に
こ
と
さ
ら
書
き
立
て
て
も
、「
そ
れ
が
ど
う
し
た
」
と
言
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
元
号
を
続
け

る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
方
途
が
あ
る
の
か
。
後
に
首
相
と
な
る
小
渕
恵
三
内
閣

官
房
長
官
が
、「
次
の
元
号
は
、『
平
成
』
で
あ
り
ま
す
」
と
記
者
会
見
で
公
表
し
た
映
像
は
年
配
の
人
々
の
脳

裏
に
刻
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
内
閣
が
元
号
を
定
め
る
こ
と
が
、
つ
つ
ま
し
や
か
で
は
あ
る
が
、
厳
然
た
る
事

実
と
し
て
表
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
江

戸
時
代
に
戻
っ
て
、
元
号
の
制
定
を
皇
室
の
唯
一
の
権
限
と
す
べ
き
と
の
声
は
寡
聞
に
し
て
聞
こ
え
て
こ
な

い
。
元
号
を
廃
止
せ
よ
と
の
意
見
を
別
に
す
れ
ば
、
耳
に
す
る
の
は
む
し
ろ
、
内
閣
は
新
元
号
の
制
定
を
早
急

に
進
め
て
、
で
き
る
だ
け
早
く
国
民
に
公
表
し
て
ほ
し
い
と
の
経
済
生
活
上
の
要
請
で
あ
る
。

元
号
制
度
の
本
家
で
あ
る
中
国
が
そ
れ
を
廃
し
た
今
日
、
単
な
る
紀
年
法
と
は
異
な
る
元
号
と
い
う
制
度
を

有
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
み
だ
と
言
わ
れ
る
（
今
日
の
中
国
で
は
、「
民
国
何
年
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
紀
年
の
一
種
で
あ
る
）。
し
か
し
、
日
本
で
も
そ
れ
は
形
骸
化
し
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
も
と
も
と

元
号
と
は
、
時
の
始
ま
り
を
定
め
命
名
す
る
と
い
う
皇
帝
の
特
権
な
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
お
ご
そ
か

な
神
聖
性
を
現
在
の
日
本
人
が
元
号
に
仮
託
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
元
号
は
単
に
年
号
と
し

て
、
紀
年
の
一
種
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
そ
の
制
定
者
も
名
実
と
も
に
天
皇
で
は
な
く
、
い
ま
や
内
閣
が
政
令

に
よ
っ
て
定
め
る
と
い
う
便
宜
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

思
え
ば
、
明
治
国
家
は
天
皇
制
と
呼
ば
れ
る
君
主
主
権
の
国
家
体
制
を
築
い
た
の
だ
が
、
そ
の
実
態
は
天
皇

が
そ
の
絶
大
な
大
権
を
自
ら
行
使
し
て
親
政
を
行
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
を
輔
弼
す
る
様
々
な
機
関
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が
実
際
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
天
皇
機
関
説
と
い
う
憲
法
学
上
の
学
説
が
な
が
ら
く
通
説
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
天
皇
は
国
家
の
統
治
過
程
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
機
関
、
そ
れ
も
ご
く
消
極
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
た

機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
戦
後
の
憲
法
で
天
皇
は
象
徴
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
自
ら
統
治
を
行
う
の
で
は
な

く
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
奥
に
控
え
る
と
の
役
割
は
、
明
治
憲
法
の
時
代
か
ら
事
実
上
天
皇
に
付
与
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
天
皇
を
伝
統
か
ら
切
り
離
し
、
新
た
な
伝
統
の
う
え
に
据
え
る
と
い
う
営
み
は
、
明
治
維

新
か
ら
今
日
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
元
号
も
も
は
や
天
皇
の
特

権
で
は
な
く
な
っ
た
。

だ
が
、
天
皇
が
自
ら
の
意
思
で
元
号
を
変
え
る
道
が
ひ
と
つ
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
自
ら
退
位
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
と
て
、
生
前
譲
位
は
政
府
の
み
な
ら
ず
国
民
一
般
の
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
だ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
禁
じ
手
で
あ
る
。
だ
が
、
今
上
天
皇
は
、
本
来
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
し
か
な
い
日
本

国
憲
法
下
で
の
象
徴
の
役
割
を
積
極
的
に
解
釈
替
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
退
位
を
認
め
さ
せ
、
そ
し
て
元
号

を
変
え
る
に
至
っ
た
。

何
の
た
め
に
あ
る
の
か
分
か
ら
ず
に
使
用
し
て
い
る
元
号
だ
が
、
明
治
以
来
、
国
家
の
な
か
に
と
ら
わ
れ
続

け
て
き
た
日
本
最
古
の
家
柄
の
行
く
末
に
国
民
が
思
い
を
寄
せ
る
よ
す
が
で
は
あ
ろ
う
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）


