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仁）

し
ま
の
元
号
は
日
常
不
可
欠
の
生
活
文
化
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
元
号
と
年
号
は
、
と
も
に
元
で
も

か
、
ま
た
当
初
は
ど
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
簡
単
な
解
説
を
試
み
よ
う

て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の

日
日
本
の
元
号
は
長
い
歴
史
を
有
す
る
伝
統
文
化
だ
と
い
わ
れ

の
か
、

ま
た
そ
れ
は
今
日
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

あ
る
。
そ
の
お
も
な
点
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

の
よ
う
な
一
世
一
元
の
制
度
は
い
つ
か
ら
ど
う
し
て
始
ま
っ
た

と
し
て
確
か
め
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

四

い
ま
の
元
号
は
天
皇
一
代
に
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

で
、
こ
の
機
会
に
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提

誰
が
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
定
め
た
の
か
。

れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
で
改
元
さ
れ
た
の
か
、

ま
た

つ
い
て
は
、
意
見
が
出
尽
く
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

国
日
本
の
元
号
は
約
千
三
百
年
の
間
に
二
百
五
十
近
く
も
み
ら

論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
元
号
の
有
す
る
文
化
史
的
な
意
義
に

ろ
か
ら
あ
る
の
か
、

ま
た
ど
の
程
度
普
及
し
て
い
た
の
か
。

元
号
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
法
制
化
を
め
ぐ
っ
て
様
々
に
議

が
、
こ
の
よ
う
に
一
般
の
国
民
が
元
号
を
使
う
習
慣
は
い
つ
ご

冗

号

そ

の

文

化

史

的

意

義

所

功
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元号一~その文化史的意義

大
化
に
始
ま
り
大
宝
で
確
立
し
た
日
本
の
年
号
は
、

年
号
使
用
の
実
態

そ
れ
か
ら

明
文
化
さ
れ
、
名
実
と
も
に
制
度
的
確
立
を
み
た
の
で
あ
る
。

奈
良
平
安
時
代
は
麦
族
中
心
の
時
代
と
い
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
以

い
で
あ
ろ
う
。

人
々
も
年
号
を
日
常
の
公
文
書
に
使
っ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な

か
ら
、
地
方
で
も
国
司
や
郡
司
だ
け
で
な
く
貫
進
物
を
納
入
し
た

こ
う
し
て
日
本
の
年
号
は
、
律
令
国
家
の
根
本
法
典
の
な
か
に

い
金
（
大
宝
）
が
貢
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
p

建
て
大
宝
元
年
と
為
す
」
こ
と
に
決
し
、
ま
も
な
く
律
令
を
崖
行

し
て
い
る
（
続
日
本
紀
）
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
よ
人
宝
律
令
“
と
呼

た
と
え
ば
、
籐
原
京
は
大
宝
前
後
十
数
年
間
都
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
宮
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
木
簡
（
木
片
の
墨
書
）

「
和
銅
三
年
」

く
は
全
国
各
地
か
ら
の
貢
進
物
に
付
け
ら
れ
て
き
た
荷
札
で
あ
る

（
七
一
0

)

と
年
号
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多

、、

「
お
よ
そ
公
文
に
年
を
記
す
べ
く
ん
ば
、
皆
年
号
を
用
い
よ
。
」

そ
れ
以
後
の
も
の
に
は
す
べ
て
「
大
宝
弐
年
」

（七

0
1
―
)
と
か

ぶ
が
、
そ
の
な
か
に
次
の
一
条
が
あ
る
。

の
年
紀
を
み
る
と

P

大
宝
以
前
の
も
の
は
干
支
の
み
で
あ
る
が
、

(31) 

「
元
を

規
定
さ
れ
｛

e

そ
れ
が
確
実
に
実
旋
さ
れ
て
い
る
。

平
を
記
す
楊
合
は
す
べ
て
年
号
を
使
用
す
べ
き
こ
と
が
成
文
法
に

け
れ
ど
も
、
文
武
天
皇
五
年
（
七
0

1

)

に
は
、
律
令
法
の
編

っ
て
、
公
式
の
年
号
と
は
認
め
ら
れ
な
、
‘

続
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
般
に
使
わ
れ
た
形
跡
は
見
あ
た
ら
な

ま
ず
大
宝
以
前
は
、
朝
廷
で
年
号
を
定
め
る
こ
と
自
体
ま
だ
断

し
か
し
、
大
化
：
曰
雉
の
後
は
一
二
十
年
余
り
も
年
号
が
な
く
p

天
武
天
皇
の
晩
平
（
六
八
六
〉

に
11

朱
烏
i
i
と
改
元
さ
れ
た
も
の

の
、
以
後
再
び
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
（
＂
白
鳳

11

を
天
武
天
皇
朝

の
年
号
と
み
な
す
説
忠
あ
る
が
、
こ
れ
は

11

白
雉
II

の
異
称
で
あ

纂
事
業
が
完
成
に
近
づ
い
た
。
そ
こ
で
朝
廷
は
、
対
島
か
ら
珍
し

い
。
と
こ
ろ
が
大
宝
以
降
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、

公
文
書
に

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
態
を
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。

る
文
化
は
稀
で
あ
る
。

ヽ

し
9

jJも

そ
れ
は
国
民
生
活
と
深
く
関
わ

た
。
伝
統
文
化
の
豊
か
な
日
本
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
永
く
続
い
て
い

評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

昭
和
の
今
日
に
至
る
ま
で
一
年
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き

大
化
年
号
は
＂
大
化
の
改
新
“
と
不
離
一
体
で
あ
っ
て
、

3

そ
の

独
自
の
年
号
が
創
建
さ

続
い
て
そ
の
六
年
目
（
六
五
0

)

に

れ
て
い
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
年
号
の
初
見
で
あ
り
p
朝
廷
で
公
式

に
定
め
ら
れ
た
年
号
（
公
年
号
）
は
こ
の
大
化
が
最
初
と
み
な
さ

語
義
忠
広
大
な
徳
化
と
で
応
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

で
、
以
後
も
っ
ば
ら
中
国
の
年
号
を
そ
の
ま
ま
遵
奉
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
国
や
朝
鮮
の
動
き
を
背
景
に
考
え
て
み
る
と
p

ま
さ
に
同
じ
七
世
紀
の
中
頃

r

日
本
に
お
い
て

11

大
化
11

と
い
う

"
白
雉
“
と
改
元
さ
れ
た
こ
と
の
政
治
的
文
化
的
意
義
は
、
裔
＜

天
皇
四
年
（
西
暦
六
四
五
年
）
を
改
め
て
大
化
元
年
と
為

に
年
号
を
称
す
る
や
」

（
三
国
史
記
）
と
厳
し
く
咎
め
ら
れ
た
の

書
紀
』

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
＂
大
化
“
は
、

あ
め
の
と
よ
た
か
ら
い
か
し
ひ
に
ら
し
ひ
め

の
孝
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
二
「
天
豊
財
重
日
足
姫
（
皇
極
）

『
日
本

の
太
宗
に
「
新
羅
は
大
朝
（
唐
）
に
臣
事
し
な
が
ら
何
ぞ
以
て
別

の
年
号
を
使
っ
て
い
た
が
、
真
徳
王
の
と
き

（
六
四
八
年
）
、

唐

聖
徳
太
子
関
係
の
史
料
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
太
子
を
敬
建
て
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
な
い
、
と
い
う
態
度
を
と
っ

て
し、

日
本
の
年
号
は
＂
大
化
i
l
を
も
っ
て
姶
め
と
す
る
。

と
。
は
じ
め
〕
の
年
に
冠
す
る
称
号
の
意
で
あ
り
、
現
在
ど
の
辞

書
に
も
同
義
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
差

し
支
え
な
い
が
、
辰
史
的
に
み
る
と

F

古
く
は
＂
年
号
i
i
が
多
く

使
わ
れ
、

明
治
以
降
は

11

元
号
i
i
が
公
用
語
と
さ
れ
て
き
た
か

ら
、
本
稿
で
も
適
宜
両
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
る
。

日
本
年
号
の
成
立

も、
a

そ
れ
よ
り
前
に
＂
法
興

11

と
い
う
伊
号
の
あ
っ
た
こ
と
が
、

慕
す
る
一
部
の
人
々
炉
私
的
に
作
っ
た
年
号
（
私
年
号
）
で
あ
ろ

も

っ

と

制
度
か
行
わ
れ
て
お
り
、
周
辺
諸
国
に
も
次
第
に
及
ぷ
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
中
国
に
は
古
来
み
ず
か
ら
を

11

中
華
II

と
誇
称

し
r

周
辺
の
国
々
を
”
裏
秋
11

と
見
降
｀
す
華
夷
思
想
が
強
く
あ

り
、
年
号
に
覧
し
て
怠
、
周
辺
の
国
々
が
中
華
帝
国
の
年
号
を
そ

の
ま
ま
使
う
こ
と
は
喜
ん
で
認
め
る
が
、
各
々
に
独
自
の
年
号
を

た
。
現
に
朝
鮮
の
新
蘊
で
は

r

法
興
王
の
こ
ろ
か
ら
秘
か
に
独
自

ち
な
み
に
、
中
国
で
は
ず
で
に
前
漢
の
武
帝
時
代
か
ら
年
号
の

こ
こ
に
初
め
て
日
本
の
年
号
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

う
。
大
化
の
改
新
は
近
代
の
明
治
維
新
に
匹
敵
ず
る
古
代
史
上
の

一
大
改
革
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
年
号
制
度
も
採
り
入
れ
ら
れ
f

(30) 



元号一ーその文化史的意義

を
選
び
出
し
て
答
申
す
る
。
伺
そ
こ
で
大
臣
は
公
卿
（
参
議
以
上

彼
等
は
中
国
の
古
典
（
歴
史
書
や
哲
学
書
な
ど
）
か
ら
好
字
数
案
幕
末
の
孝
明
天
皇
は
在
位
二
十
一
年
間
に
六
回
も
改
元
さ
れ
て
い

博
士
や
式
部
大
輔
な
ど
）
に
年
号
文
字
の
選
定
を
諮
問
す
る
と
、

天
皇
一
代
に
平
均
―
―
一
回
近
く
改
元
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
く
に

る
。
こ
れ
は
代
始
改
元
（
嘉
永
）
に
加
え
て
災
異
改
元
（
安
政
・

す
な
わ
ち
、
り
ま
ず
天
皇
の
意
を
承
け
て
大
臣
が
学
者
（
文
章

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
；
日
本
年
号
の
平
均
寿
命
は
万
年
少
々

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

や
公
家
日
記
を
み
る
と
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
方
法
で
行

四

一
世
一
元
の
制

新
し
い
年
号
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
安
時
代
の
儀
式
書

な
か
っ

竺

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
改
元
が
発
議
さ
れ
る
と
、

れ
た
が
、
改
元
の
方
式
そ
の
も
の
は
、
幕
末
ま
で
変
わ
る
こ
と
が

れ
て
い
る
。

う
。
鎌
倉
以
降
の
武
家
時
代
f
と
り
わ
け
江
戸
時
代
に
入
る
と
原

~) 
c
o
 

〇り「

(~ 

え
で
改
元
さ
れ
た
（
革
年
改
元
）
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の
延
喜
改

不
幸
な
変
革
（
革
命
゜
革
令
）
を
未
然
に
防
除
す
る
と
い
う
考

安
土
桃
山
時
代
を
へ
て
江
戸
時
代
に
至
る
と
、
社
会
が
安
定
す

「
年
号
歌
」
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、
江
戸
時
代

草
』
）
。
こ
れ
ら
は
時
の
暮
政
に
対
す
る
閏
接
批
判
で
も
あ
ろ
う

が
、
そ
の
よ
う
左
こ
と
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
、
年
号
は
庶
民
生
活
に

と
け
こ
ん
で
い
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
り
か
。

い
ま
わ
し
い
天
災
池
異
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
を
追
い
払
っ
て

は
祥
瑞
改
元
と
裏
腹
で
、
平
安
時
代
の
延
長
改
元
（
九
ニ
―
―
-
)

干
支
が
辛
酉
・
甲
子
に
あ
た
る
と
、
そ
の
年
に
予
測
さ
れ
る

元
（
九
0

1

)

に
始
ま
り
、
以
後
幕
末
ま
で
ほ
と
ん
ど
励
行
さ

日
本
の
年
号
は
、
約
千
三
百
年
の
間
に
二
四
六
も
あ
り
、

ば
次
の
よ
う
な
四
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

た
時
、
そ
の
始
め
に
新
し
い
治
世
へ
の

な
ど
）
が
現
わ
れ
る
と
、
そ
れ
を
祝
っ
て
改
元
さ
れ
た
（
祥
瑞

の
議
政
官
）

の
会
議
を
開
き
、
年
号
原
案
の
一
っ
―
つ
に
つ
い
て

な
ん
ち
ん

賛
成
者
と
反
対
者
の
論
議
を
繰
り
返
し
行
い
（
こ
れ
を
難
陳
と
い

う
。
）
℃
最
良
の
案
を
選
ん
で
奏
聞
に
及
ぶ
。
口
す
る
と
天
皇
は
、

そ
の
案
を
ご
覧
に
な
り
新
年
号
と
し
て
勅
定
さ
れ
、

以
上
、

ま
こ
と
に
周
到
な
改
元
手
続
で
あ
る
が
、
年
号
を
選
び

定
め
る
に
は
、

た
だ
ち
に
改

さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
衆
議
を
尽
く
し
た
上
で
年
号
に
権
威
を
付
与
す
る

冗
め
に
は
、
天
皇
の
勅
定
。
公
布
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

案
を
事
前
に
、
幕
府
側
で
検
討
し
て
返
送
す
る
こ
と
が
慣
例
と
さ

(4) 
さ
れ
た
。

元
詔
書
を
作
成
し
て
、
関
係
官
庁
に
公
布
さ
れ
る
。

以
降
に
多
く
な
り
、
兵
乱
な
ど
も
災
異
と
し
て
改
元
の
理
由
と

気
運
を
一
新
す
る
た
め
に
改
元
さ
れ
た
震
災
異
改
元
）
。

こ
れ

(3) 

元
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
で
あ
る
。

改
元
）
。
上
述
の

朱
鳥
を
は
じ
め
、
J

奈
良
時
代
前
後
の
改

る
こ
と
あ
ら
ん
」

と
文
旬
を
い
っ
て
い
る

（
『
改
元
物
語
』
『
翁

(2) 

お
め
で
た
い
し
る
し
と
さ
れ
た
祥
瑞
公
珍
し
い
動
物
や
鉱
物

に
は
庶
民
が
時
の
年
号
を
批
判
し
て
改
元
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

ヽ

ヽ

、

9

f
ヽ

た
と
え
ば
、
寛
永
か
二
十
年
も
続
く
と
「
ウ
ザ
見

、

、

、

、

、

ま
た
明
和
九
年
に
は
「
世
人
迷
惑
す

ヽ

ル
コ
ト
永
シ
」
と
皮
肉
り
p

弘
仁
改
元
（
八
一
(

U

)

以
降
は
即
位
の
翌
年
か
多
い
。

例
す
ら
あ
る
。

を
み
る
と
、

奈
良
時
代
に
は
即
位
直
後
が
多
く
、

平
安
初
期
の

理
想
を
平
号
紅
表
明
す
べ
く
改
元
さ
れ
た
（
代
始
改
元
）
。
実
例

(1) 

天
皇
が

は
古
来
の
年
号
を
漢
詩
や
和
歌
に
よ
み
こ
ん
だ

年
代
詩
」

や

る
に
つ
れ
て
庶
民
に
忠
段
々
と
教
育
が
普
及
し
た
。
そ
の
教
材
に
平
均
三
年
半
た
ら
ず
で
改
元
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
改
元
は
、

大
別

一号

チ
カ
ソ
ネ
ン
」

（
建
治
元
年
1
1

―
二
七
五
）
と
み
え
る
。

訴
え
た

改
元
の
理
由
と
方
法

と
あ
り
、

ま
土
地
頭
の
横
暴
を
た
ど
た
ど
し
い
カ
タ
カ
ナ
文
書
で

あ

て

が

わ

「
阿
氏
河
荘
上
村
百
姓
等
言
上
状
」
の
末
尾
に
は
「
ケ
ン

西
暦
を
危
使
用
し
て
い
る
。

た
れ
る
漠
文
で
あ
る
が

そ
の
末
尾
に
「
永
廷
二
年
」
（
九
八
八
）

は
、
「
御
出
生
紀
元
」
と
か
「
洋
暦
」
と
称
し
て
キ
リ
ス
ト
紀
元
1
1

張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
は

P

ち
ょ
っ
と
出
来
す
ぎ
の
感
す
ら
も

の
例
も
少
な
く
な
い
。
ま
た

r

キ
リ
ジ
タ
ン
大
名
や
蘭
学
者
た
ち

あ
る
。
著
名
な
例
を
あ
げ
れ
ば
，

国
司
の
非
法
を
訴
え
で
た
「
尾

を
み
る
と
、

年
号
と
干
支
を
併
記
し
た
も
の
が
多
く

干
支
だ
け

く
農
民
の
な
か
に
も
、
か
な
り
年
号
を
使
う
人
々
が
い
た
よ
う
で

降
は
武
家
中
心
の
時
代
と
い

る
が
、
貴
族
や
武
家
だ
け
で
な

年
の
表
示
方
渋
と
し
て
は
、
古
く
か
ら
干
支
も
広
く
使

じ

か

た

わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
地
方
文
書
や
大
福
帳
・
旅
日
記
な
ど

ょ
チ
'

‘、’ノ

0
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元号――—その文化史的意義

や
す
い
。
そ
こ
で
p
歴
史
用
語
の
な
か
に
応
、
大
化
の
改
新
・
天

平
文
化
…
…
明
治
綻
新
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
ン
ー
等
々
、
元
局
を
冠

よ
り
親
し
み
や
す
く
、

を
表
明
し
た
110
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
数
字
を
羅
列
し
た
紀
年
法

一
見
し
て
各
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え

ま
た
、
元
号
は
文
字
（
漢
字
）
に
よ
っ
て
治
世
の
理
想
・
願
望

実
で
あ
る
。
」
（
拙
著
『
日
本
の
年
号
』
序
文
）
と
い
え
よ
う
。

用
い
続
け
て
き
た
の
は
、
簡
単
に
見
ず
こ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
事

ま
さ
し
く

理
由
で
改
元
さ
れ
て
き
た
が

r

明
治
以
降
は
代
始
改
元
の
み
に
純

で
は
、
こ
の
よ
う
に
元
号
が
日
本
で
長
く
続
き
、
現
に
広
く
使

う
に
な
り
、
中
堂
近
世
の
武
家
時
代
に
も
朝
廷
で
定
め
ら
れ
た
年

た
。
し
た
が
っ
て
、

が
使
わ
九
f

ゆ
く
こ
と
て
あ
ろ
う
。

国
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
｀
絨
然
と
し
て
自
国
の
年
号
を

い
わ
ゆ
る
忍
』
ブ
ル
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
効
用
11

を
享
受
し
て
き

坂
本
太
郎
博
士
が
指
蓋
さ
れ
る
よ
う

(35) 

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
J

ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

純
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

元
号
史
上
の
一
大
革
新
と
い
え
ょ

号
が
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
日
常
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、

化
さ
れ
て
一
世
一
元
と
な
り
、
こ
れ
が
今
後
ぶ
継
承
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
肥
史
的
に
み

に
「
年
号
は
独
立
国
の
シ
ン
ホ
ル
で
あ
っ
た
。
：
：
：
日
本
が
、
中

つ
あ
る
が
r

両
者
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
、

捕
う
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

期
的
尺
度
で
あ
り
、

ヽ

灯メ あ
っ
て
』

9

前
者
は
身
近
か
な
日
常
用
の
紀
年
法
と
し
て
有
効
で
あ

は
年
代
の
前
後
関
係
や
尻
際
比
較
の
紀
年
法
と
し
て
便

利
で
あ
る
。

生
活
文
化
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、

饂
古
来
さ
ま
ざ
ま
の

互
い
に
相

元
号
は
一
代
毎
に
改
元
す
る
短

西
暦
は
自
動
的
に
連
続
す
る
長
括
的
尺
度
で

古
来
わ
が
国
で
は
p
幾
多
の
文
化
を
併
存
し
な
が
ら
各
々
の
長

所
を
活
用
し
て
き
元
が
、
紀
年
法
に
つ
い
て
も
同
構
で
あ
っ
て
、

お
そ
ら
く
今
後
と
も
、
平
生
は
お
も
に
元
号

必
要
に
応
じ
て
西
麿
も
併
用
さ
れ
る
現
状
が
続
い
て

（
初
等
中
等
教
育
局
教
科
書
詞
査
官
）

さ
ら
に
、

今
日
で
は
元
号
だ
け
で
な
く
西
麿
の
使
用
も
ふ
え
つ

て
よ
い
。

ま
た
、

そ
れ
は
律
令
時
代
か
ら
全
国
的
に
行
わ
れ
る
よ

ず
る
心
の
が
多
く
、

各
々
に
独
得
の
味
わ
い
炉
あ
る

8

う
C
)

怠
っ
と
も
、

改
元
は
代
始
に
行
う
の
が
大
化
以
来
の
本
則
で

年
間
連
綿
と
続
い
て
き
た
也
の
で
、

ま
さ
し
く
伝
統
文
化
と
い
っ

制
度
的
確
立
を
み
て
か
ら
昭
和
の
今
日
に
至
る
き
で
、
｀

約
千
三
百

改
元
に
よ
る
不
佼
混
乱
を
解
消
す
る
た
め
、
改
元
を
代
始
の
み
に

以
上
を
要
す
る
に
、
日
本
の
元
号
は
、

に
始
ま
り
大
宝
に
~

J
の
よ
う
な
経
緯
を
み
る
と

一
横
一
元
制

の

五

冗
号
の
存
在
意
義

の
麗
定
が
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
亡
の
で
あ
る
。

あ
る
）

の
ち
皇
室
典
笥
（
第
十
二
条
）

詈
笠
極
令
に
忠
同
趣
旨

二
条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
行
政
官
布
告
に
は

て
定
め
（
第
一
条
）

改
元
鯰
従
来
と
お
り
一
世
一
元
で
行
う

旧
制
を
革
易
し
、

、
、
、

一
旦
一

て
永
式
と
な
せ
」

、
、
、
、

「
今
よ
り
御
一
代
一
号
に
定
め
ら
れ
侯
一
と

と
明
記
さ
れ

で
あ
る
。

'.、

こ
れ
に
よ
れ
は

の
元
号
は
内
閣
が

t
っ
-」

式
に
採
用
さ
れ
た
。

ヌーc.. 

一
'--・ 

で

明
治
改
元
詔
書
に
は
「
自
今
以
後

あ
る
、

と
い
う
こ
と
か
ら
、

こ
の
た
び
元
号
法
が
閲
定
さ
れ
た
の

年
（
一
八
六
八
）
九
月
、
明
治
天
皇
の
代
始
改
元
に
あ
た
っ
て
正

に
は
、
現
行
憲
法
下
で
の
怯
的
根
褪
を
明
硝
に
し
て
お
く
必
要
が

は
、
や
が
て
幕
末
維
新
の
さ
い
岩
倉
具
視
に
注
目
さ
れ
、

慶
応
四

国
民
生
活
に
定
着
し
て
い
る
元
号
を
末
永
く
存
続
し
て
ゆ
く
た
め

が
少
な
く
な
い
。

こ
の
意
見
（
と
く
に
藤
田
幽
谷
の

「
建
元
論
」
）

け
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
＂
事
実
た
る
慣
習

U

と
し
て

に→
は

一
世
一
元
(
-
代
一
号
）
を
よ
し
と
す
る
意
見
を
述
べ
た
人

公
庁
で
も
大
多
数
の
一
般
国
民
も
、
従
来
ど
お
り
元
号
を
使
い
続

朝
忍
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
。
そ
こ
で
江
戸
時
代
の
儒
学
者
の
中

を
使
う
永
年
の
慣
習
ま
で
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

現
に
官

ハ
四
四
）
か
ら
一
皇
帝
一
年
号
11

一
世
一
元
が
憤
例
と
な
り
、

9

除

か

成
文
上
の
法
的
根
拠
を
失
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
元
号

と
こ
ろ
が
中
国
に
お
い
て
は
、

す
で
に
明
代
(
-
三
六

こ
の
一
世
一
元
制
は
、

H
Q
の
意
向
で
皇
室
典
範
か
ら

と
不
便
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

が
重
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が

こ
ん
な
に
年
号
が
変
わ
れ
ば
何
か

そ
れ
を
”
永
式
“

と
し
て
制
度
的

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
両
闊

万
延
。
慶
応
）
と
革
年
改
元

11
辛
酉
盲
元
治
11
甲
子
）
と
あ
り
、
す
て
に
平
安
初
闊
数
代
は
一
紐
二
元
と
な
っ
て
い
る
炉

(~ 3 4 :! 



元号法について

国
会
提
出
は
取
り
止
め
と
た
っ
た
。

が
長
年
使
用
さ
れ
て
広
く
固
民
の
閂
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み

皇
室
典
範
の
国
会
提
出
に
限
し
て
、
元
号
法
案
の
閣
議
決
定
を
経
た
が
f

め
、
今
後
と
も
元
号
の
制
度
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ

し
て
お
り
、
か
つ
、
八
割
の
者
が
そ
の
存
続
を
希
望
し
て
い
る
。
こ
の
た

J
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
昭
和
二
十
一
年

世
論
調
査
に
よ
る
と
、
国
民
の
九
割
の
者
が
日
常
生
活
で
元
号
を
使
用

事
項
で
あ
っ
て
、
皇
室
典
範
に
規
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
の
で
、
’

元
号
法
の
内
容

制
定
さ
れ
て
い
る
足
皇
位
の
継
承
、
摂
政
の
設
置
等
の
皇
室
関
係
の
事

た
の
で
あ
る
。

現
行
の
皇
室
典
範
は
f
憲
法
の
授
権
に
よ
っ
て
法
律
の
形
式
を
も
っ
て

を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
む
か
え
ざ
る
を
得
な
か
っ

の
元
号
は
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。

い
。
し
た
が
っ
て
f
万
一
天
皇
陛
下
が
崩
御
さ
れ
た
後
に
は
新
し
い
元
号

の
前
日
で
あ
る
昭
和
二
十
二
年
瓦
月
二
日
限
り
で
廃
止
さ
れ
f

「
昭
和
」

れ
自
体
に
事
実
た
る
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

令
廃
止
の
件
」
に
よ
り
、
旧
皇
室
典
範
及
び
登
極
令
が
、
憲
法
施
行
の
日
事
実
た
る
慣
習
で
あ
る
の
は
元
号
の
使
用
で
あ
り
、

一
世
一
元
の
制
度
そ

極
令
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
も
ち
ろ
ん
改
元
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、

が
置
か
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
の
憲
法
施
行
の
直
前
に
公
布
さ
れ

昭
和
二
十
二
年
に
元
号
の
制
度
を
根
拠
づ
け
て
い
た
皇
室
典
範
及
び
登

旧
憲
法
下
で
は
、
元
号
の
掴
定
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
法
令
上
の
根
拠

た
「
皇
室
典
範
及
皇
室
典
範
増
補
廃
止
ノ
件
」
及
び
「
皇
室
令
及
付
属
法

項
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
元
号
に
関
す
る
事
項
は
、
国
誇
に
関
す
る

に
元
号
に
開
す
る
事
項
を
別
涸
の
法
律
を
も
っ
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
、

さ
れ
た
後
は
后
い
ら
れ
な
く
な
る
と
予
怨
さ
れ
た
の
で
あ
る
e

第
三
条
元
号
ハ
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス

中
は
使
用
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
万
一
陛
下
が
崩
御

元
号
ハ
枢
密
顧
問
ぎ
詔
詢
ジ
ク
ル
後
之
ヲ
勅
定
ス

で
あ
る
。
そ
の
事
実
た
る
慣
習
の
内
容
は
、
現
在
の
天
皇
陛
下
が
御
在
世

第
二
条

天
皇
践
詐
I
’
後
ハ
直
二
元
号
ヲ
改
ム

勅
定
す
る
こ
と
及
び
詔
書
を
も
っ
て
公
布
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

元
号
法
が
こ
の
第
八
十
七
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
六
月
七
日
に
可
決
成

こ
の
法
律
は
、
欧
の
よ
う
に
わ
ず
か
本
則
二
項
及
び
附
則
一
一
項
か
ら
成

元
号
は
r

皇
位
の
継
承
が
あ
っ
に
掲
合
に
限
り
改
め
る
。

昭
和
の
元
号
は
、
本
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
も
の

と
す
る
。

二
月
十
一
日
に
制
定
さ
れ
た
登
橙
令
は
、
元
号
の
制
定
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
規
定
し
て
、
践
詐
の
後
直
ち
に
改
め
る
こ
と
、
枢
密
院
に
陀
詢
し
て

年
自
今
以
後
革
易
旧
制
一
母
二
元
以
為
永
式
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
改
元
と

と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
一
世
一
元
の
制
度
が
確
立
し
た
。

そ
の
後
f
‘
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
に
紺
定
さ
れ
た
旧
皇
室
典
範
第

元
号
ヲ
建
テ
一
世
‘
i
間
二
再
に
改
メ
サ
ル
コ
ト
明
治
元
年
i
定
糾
二
従

「
昭
和
」
の
元
号
は
、
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
大
部
分
の
国
民
が
使
用

し
て
い
る
か
、
こ
の
よ
う
に
、
法
令
上
の
根
拠
を
全
く
欠
し
て
い
た
。
国

や
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又
は
国
民
が
昭
和
と
い
う
元
号
を
使
用
す
る
の

は
、
事
実
た
る
慣
習
（
民
法
第
九
十
二
条
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の

;
;
:
L
i
↑
・
4
 .
.
 5
そ
―
-
t
-
'
,
9.. 
`
5
,
-
c
-
’
p
•
―
―
)
)
ー
を
―
●
t

-
l
l
-
-
u
;
-
h
-

_
_
 
r-
そ
i
-
-
;
,
'
-
`
_
-
J
J
-
J
．
ー
当
塁
号
―
―
―
d

r

u

フ
」
と
規
定
し
、

一
世
一
元
の
制
度
を
定
め
た
。
ま
た
、
明
治
四
十
二
年

2
 

十
二
条
は
、
明
治
元
年
の
行
政
官
布
告
を
吸
収
す
る
形
て
、

)
の
決
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

ウ？

元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
。

布
告
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
詔
書
に
は
、

元

号

法

っ
て
い
る
。

立
し
た
。
同
月
十
二
日
に
公
布
さ
れ
、
同
日
か
ら
植
行
さ
れ
た
。

元

号

法

に

ごーー）

ヽ
?
>
}
 

（
西
暦
六
四
五
年
）
に
「
大
化
」
の
元
号
を
た
て
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
~

以
来
p
明
治
時
代
に
入
る
ま
で
に
二
四
一
ー
一
の
元
号
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

明
治
の
元
号
は
、
明
治
元
年
九
月
八
日
に
出
さ
れ
た
詔
書
及
び
行
政
官

我
が
国
の
元
号
の
歴
史
は
、
孝
徳
天
皇
の
大
化
の
改
新
の
あ
っ
た
時

元
号
に
関
す
る
旧
制
度

て

均

「
其
改
慶
応
四
年
為
明
治
元

片
J

一
ノ

「
践
詐
ノ
後

課

(37) (36) 



元号法について

て

、

制

度

と

し

て

明

確

で

安

定

し

た

も

の

に

す

る

た

め

に

、

法

律

を

も

っ

般

に

共

通

の

理

解

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

、

こ

の

法

律

で

は

定

義

が

置

か

れ

「

憲

法

に

定

め

る

国

事

に

関

す

る

行

為

の

み

を

行

ひ

、

国

政

に

関

す

る

権

能

を

有

し

な

は

元

号

を

制

定

す

る

こ

と

が

含

ま

れ

て

い

な

い

の

で

、

天

皇

は

元

号

を

制

こ

の

法

律

で

は

、

元

号

は

政

令

で

定

め

る

こ

と

と

し

、

内

閣

に

元

号

の

制

定

権

を

委

任

し

て

い

る

。

憲

法

の

施

行

後

も

「

昭

和

」

の

元

号

は

元

号

況

に

か

ん

が

み

る

と

、

元

号

を

政

令

で

定

め

る

こ

と

と

し

て

も

、

元

号

と

元

号

は

、

法

律

を

も

っ

て

定

め

る

こ

と

も

―

つ

の

方

法

と

し

て

考

え

ら

れ

る

が

、

皇

位

の

継

承

が

あ

っ

た

場

合

、

速

や

か

に

制

定

す

べ

き

で

あ

る

上

当

然

に

行

わ

れ

る

の

で

あ

っ

て

、

格

別

、

意

思

表

示

や

手

続

を

必

要

と

す

る

も

の

で

は

な

い

と

解

さ

れ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

、

天

皇

の

崩

御

の

こ

の

法

律

で

は

、

「

一

世

の

間

、

こ

れ

を

改

め

な

い

」

旨

の

明

文

の

規

定

を

置

か

な

か

っ

た

が

、

改

元

の

事

由

を

皇

位

の

承

継

が

あ

っ

た

場

合

に

限

っ

て

い

る

の

で

、

い

わ

ゆ

る

一

世

一

元

の

制

度

を

採

用

し

た

と

い

う

こ

明

治

元

年

に

こ

の

制

度

が

確

立

さ

れ

、

大

正

、

昭

和

と

受

け

継

が

れ

、

こ

の

制

度

は

、

現

在

の

元

号

の

在

り

方

と

し

て

定

着

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

皇

位

継

承

の

場

合

以

外

の

改

元

を

考

え

る

と

す

れ

ば

、

何

年

か

を

単

位

と

し

て

改

元

す

る

方

法

や

大

事

件

の

発

生

に

よ

っ

て

改

元

す

る

方

法

が

あ

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

前

者

は

、

元

号

の

歴

史

や

国

民

が

元

号

に

対

し

て

抱

く

感

覚

に

合

致

し

な

い

で

あ

ろ

う

し

、

ま

た

、

こ

の

よ

う

な

機

械

的

な

改

元

の

基

準

を

見

い

だ

す

こ

と

が

困

難

で

あ

る

。

後

者

の

方

法

は

、

価

値

感

が

多

様

化

し

た

現

代

の

社

会

に

お

い

て

、

大

事

件

と

い

っ

て

も

、

国

民

の

そ

れ

ぞ

れ

の

評

価

は

異

な

り

、

運

用

の

上

で

国

民

の

大

多

数

に

納

得

を

得

ら

れ

る

よ

う

な

大

事

件

の

選

択

は

極

め

て

困

難

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

点

を

検

討

す

れ

ば

、

一

世

一

元

の

制

度

の

合

理

性

が

首

肯

さ

れ

と

が

で

き

る

。

瞬

間

に

、

当

然

に

皇

嗣

が

即

位

す

る

の

で

あ

る

。

皇

位

の

継

承

は

、

天

皇

の

崩

御

と

い

う

原

因

事

実

の

発

生

に

よ

り

法

律

れ

ば

、

「

そ

の

法

令

を

掲

載

し

た

官

報

が

印

刷

局

か

ら

全

国

の

各

官

報

阪

政

令

に

よ

っ

て

定

め

ら

れ

る

の

で

、

そ

の

施

行

の

時

期

は

政

令

で

定

め

ら

事

情

を

考

慮

し

て

、

慎

重

に

決

定

さ

れ

る

こ

と

と

な

ろ

う

。

が

、

事

情

の

許

す

限

り

速

や

か

に

定

め

る

こ

と

が

こ

の

法

律

の

趣

旨

で

あ

(39) 

皇

位

の

継

承

が

あ

っ

た

場

合

、

改

元

の

時

期

に

つ

い

て

は

、

問

題

は

生

じ

な

い

。

継

承

は

天

皇

の

崩

御

に

よ

っ

て

の

み

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

崩

じ

た

と

き

は

、

皇

嗣

が

、

直

ち

に

即

位

す

る

」

と

さ

れ

、

か

つ

、

皇

室

し

て

の

性

格

を

失

う

こ

と

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

承

す

る

」

と

規

定

し

て

い

る

。

皇

室

典

範

第

四

条

に

よ

れ

ば

、

「

天

皇

が

て

、

国

会

の

議

決

し

た

皇

室

典

範

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

こ

れ

を

継

と

し

て

国

民

一

般

に

広

く

使

用

さ

れ

、

事

実

た

る

慣

習

と

な

っ

て

い

る

状

継

承

に

つ

い

て

、

憲

法

第

二

条

は

、

元

号

は

、

皇

位

の

継

承

が

あ

っ

た

場

合

に

限

り

改

め

ら

れ

る

。

皇

位

の

る

。

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

、

審

議

会

と

い

う

形

式

を

採

用

し

な

か

っ

た

の

で

あ

い

」

（

憲

法

第

四

条

第

一

項

）

こ

と

と

さ

れ

て

お

り

、

国

事

行

為

の

中

に

天

皇

が

定

め

て

き

た

が

、

日

本

国

憲

法

に

よ

っ

て

天

皇

は

、

の

制

定

は

法

律

に

次

ぐ

形

式

的

効

力

を

有

す

る

政

令

に

よ

る

こ

と

と

し

い

。

審

議

会

を

設

け

て

、

こ

れ

に

諮

問

し

た

上

で

元

号

を

定

め

る

こ

と

が

一

応

考

え

ら

れ

る

が

、

改

元

の

手

続

が

緊

急

を

要

し

、

ま

た

、

審

議

会

・

題

が

あ

り

、

こ

の

方

式

は

適

当

で

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

実

際

上

の

元

号

を

定

め

る

手

続

は

、

新

し

い

元

号

侯

補

案

の

選

考

に

当

た

っ

て

、

学

識

経

験

者

に

案

の

提

出

を

委

嘱

す

る

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

方

法

に

よ

っ

て

国

民

の

意

思

を

反

映

さ

せ

る

こ

と

が

よ

り

適

切

「

皇

位

は

、

世

襲

の

も

の

で

あ

っ

典

範

は

こ

れ

以

外

の

皇

位

継

承

の

事

由

を

認

め

て

い

な

い

の

で

、

皇

位

の

る

で

あ

ろ

う

。

一

世

一

元

の

制

度

は

、

現

行

の

日

本

国

憲

法

に

照

ら

し

て

、

矛

盾

抵

触

す

る

も

の

で

は

な

い

。

憲

法

は

象

徴

天

皇

制

を

定

め

て

お

り

（

憲

法

第

一

条

）

、

天

皇

の

象

徴

た

る

地

位

は

国

民

の

総

意

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

か

ら

、

皇

位

の

継

承

を

契

機

と

し

て

改

元

す

る

と

し

て

も

何

ら

憲

法

違

反

の

こ

の

法

律

は

特

に

具

体

的

に

限

定

し

て

い

な

い

。

新

し

い

元

号

を

定

め

る

こ

と

は

、

政

令

に

よ

り

行

う

の

で

、

そ

の

た

め

に

は

若

千

の

時

間

が

必

要

で

あ

る

る

。

具

体

的

に

は

改

元

の

必

要

が

生

じ

た

時

点

で

諸

般

の

事

情

を

考

慮

し

て

決

定

さ

れ

る

。

こ

の

方

法

が

原

則

で

あ

る

。

改

元

の

方

法

と

し

て

は

、

皇

位

継

承

の

翌

年

か

ら

改

元

す

る

方

法

（

鍮

年

改

元

）

も

あ

る

が

、

皇

位

継

承

の

時

期

、

国

民

感

情

、

改

元

に

伴

う

国

民

生

活

へ

の

影

響

等

各

般

の

こ

の

よ

う

に

即

時

に

改

元

す

る

の

が

原

則

と

な

る

が

、

新

し

い

元

号

は

れ

る

こ

と

に

な

る

。

政

令

に

よ

っ

て

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

す

売

所

に

発

送

さ

れ

、

こ

れ

を

一

般

希

望

者

が

い

ず

れ

か

の

官

報

販

売

所

又

我

が

国

に

お

い

て

は

、

「

昭

和

」

を

含

め

て

、

元

号

は

こ

れ

ま

で

常

に

委

員

の

人

選

、

そ

の

任

命

や

諮

問

の

時

期

等

を

ど

う

す

る

か

に

つ

い

て

問

て

い

な

い

。
「

年

号

」

と

同

義

で

あ

る

。

元

号

の

意

義

に

つ

い

て

は

、

現

在

、

国

民

元

号

制

定

の

手

続

に

つ

い

て

は

、

こ

の

法

律

は

規

定

を

置

い

て

い

な

「

元

号

」

と

は

、

年

の

表

示

方

法

と

し

て

の

暦

年

の

称

号

で

あ

り

、

こ
。f
 

る

。
て

だ

れ

が

ど

う

い

う

場

合

に

改

元

を

行

う

か

を

明

確

に

定

め

た

の

で

あ

あ

り

、

ま

た

、

国

民

に

広

く

用

い

ら

れ

る

重

要

な

も

の

で

あ

る

の

で

、

そ

の

で

、

そ

の

制

定

権

を

内

閣

に

委

任

す

る

こ

と

が

現

実

的

に

最

も

適

当

で

(38) 



元号法について

わ

る

も

の

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

教

育

に

お

け

る

元

号

の

取

扱

い

は

、

あ

く

ま

で

も

教

育

上

の

観

点

か

ら

に

必

要

と

な

る

か

ら

で

あ

る

。

教

育

に

お

け

る

元

号

の

取

扱

い

` 
吋゚

(41) 

所

判

決

）

に

公

布

さ

れ

た

も

の

と

さ

れ

る

の

で

、

こ

の

時

点

か

ら

旅

行

さ

大

正

及

び

昭

和

へ

の

改

元

の

際

に

は

、

天

皇

の

崩

御

の

時

点

を

境

に

し

て

一

日

が

二

つ

の

元

号

に

分

か

れ

て

い

る

が

、

こ

の

法

律

に

よ

る

改

元

の

場

合

に

は

、

政

令

の

腕

行

日

に

よ

っ

て

定

め

ら

れ

る

。

公

布

の

時

か

ら

政

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

で

あ

る

昭

和

瓦

十

四

年

六

月

十

二

日

か

ら

旋

行

さ

れ

た

。

「

昭

和

」

の

元

号

は

、

沼

和

二

十

二

年

以

来

缶

令

上

の

根

拠

を

欠

い

て

こ

の

法

律

に

よ

っ

て

｀

p

一

年

）

以

来

、

継

続

し

て

元

号

が

定

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

芸

律

を

欠

く

場

合

に

は

、

昭

和

の

元

号

が

使

用

さ

れ

な

く

な

っ

た

と

き

に

は

必

ず

し

も

年

の

表

示

方

法

と

し

て

西

暦

に

統

一

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

い

。

謗

外

国

に

お

け

る

年

の

表

示

方

法

と

し

て

也

、

西

暦

を

使

用

す

る

例

が

多

い

こ

と

は

事

実

で

は

あ

る

が

、

仏

暦

、

回

教

暦

等

を

併

用

す

る

等

の

例

が

あ

る

。

我

が

国

に

お

い

て

も

固

有

の

歴

史

や

文

化

・

伝

統

が

あ

現

在

の

小

学

校

、

中

学

校

及

び

高

等

学

校

の

学

習

指

導

要

領

に

お

い

て

は

、

元

号

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

具

体

的

に

述

べ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

例

え

ば

、

中

学

校

学

習

指

導

要

領

の

社

会

科

歴

史

的

分

野

で

は

、

大

化

の

改

新

、

天

平

文

化

、

応

仁

の

乱

f

享

保

の

改

革

、

元

緑

文

化

、

化

政

文

化

、

明

治

維

新

等

の

元

号

を

用

い

た

歴

史

的

用

語

が

使

わ

れ

て

い

る

。

社

会

料

の

教

科

書

に

お

い

て

は

、

西

暦

で

年

代

を

表

示

し

た

上

、

霊

要

な

悲

の

に

つ

い

て

饂

元

号

を

併

記

し

た

忠

の

が

多

い

。

教

科

の

目

糠

や

内

容

か

ら

み

て

、

元

号

と

酉

暦

の

阿

方

を

学

ぶ

こ

と

が

、

学

習

を

進

め

る

上

考

え

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

元

号

法

の

成

立

に

よ

っ

て

そ

の

取

扱

い

が

変

「

大

宝

」

の

元

号

を

定

め

た

と

き

（

西

暦

七

0

も

現

在

の

よ

う

に

原

則

と

し

て

元

号

を

使

用

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

い

た

が

r

こ

の

法

律

に

基

づ

き

定

め

ら

れ

た

も

の

と

さ

れ

た

。

ろ

う

。

つ

の

元

号

に

分

か

れ

る

こ

と

に

な

る

。

て

使

用

す

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

令

を

旅

行

す

る

と

し

た

楊

合

に

は

、

公

布

の

時

点

を

境

に

し

て

一

日

が

っ

て

元

号

の

制

定

に

根

拠

を

与

え

た

こ

と

に

か

ん

が

み

る

と

、

国

の

楔

関

れ

る

こ

と

に

な

る

。

を

な

し

得

た

最

初

の

時

点

」

（

昭

和

三

十

三

年

十

月

十

五

日

最

高

裁

判

ぱ

印

刷

局

官

報

課

に

お

い

て

閲

覧

し

又

は

膠

読

し

よ

う

と

ず

れ

は

｝

そ

晶

ま

た

、

こ

の

法

律

の

旅

行

に

よ

っ

て

元

号

の

使

用

が

国

民

に

強

制

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

こ

の

法

律

は

、

元

号

の

制

定

に

つ

い

て

根

拠

を

与

え

に

お

い

て

は

、

外

交

文

書

等

の

特

別

な

場

合

を

除

い

て

、

そ

の

使

用

を

予

定

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

地

方

公

共

団

体

に

お

い

て

も

、

国

に

準

じ

一

般

国

民

に

対

し

て

は

、

元

号

の

使

用

は

義

務

づ

け

ら

れ

て

い

な

い

。

こ

の

法

律

が

腕

行

さ

れ

て

後

応

、

旧

来

こ

同

じ

よ

り

に

使

用

さ

れ

る

で

あ

一

般

国

民

に

使

用

義

務

は

な

い

が

f

公

の

機

関

に

お

い

て

は

、

今

後

と

般

国

民

が

公

の

機

関

に

提

出

す

る

申

請

、

届

出

等

の

書

類

に

は

、

事

務

処

理

の

統

一

の

た

め

に

、

元

号

の

使

后

に

つ

い

て

協

力

を

要

請

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

ら

の

書

類

に

西

暦

を

用

い

た

揚

合

に

は

、

元

号

使

用

に

つ

い

て

協

力

は

求

め

る

が

、

こ

れ

は

強

制

す

る

と

い

う

性

格

の

も

の

で

は

な

い

の

で

、

西

麿

の

記

入

さ

れ

た

も

の

で

も

最

終

的

に

は

受

理

す

る

こ

と

に

な

る

。

い

な

い

。

国

会

は

国

権

の

最

高

機

関

で

あ

り

r

そ

れ

が

法

律

の

形

式

を

も

る

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

使

用

に

つ

い

て

は

全

く

明

文

の

規

定

を

置

い

て

り

，

，

こ

れ

は

馨

霊

す

べ

き

で

あ

る

ce
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げ

る

と

お

り

i

>

学

校

教

育

の

改

善

を

は

じ

め

と

唆

す

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

で

あ

ろ

う

。

行

わ

れ

た

。

文

部

大

臣

は

、

本

号

の

巻

頭

に

掲

の

教

育

に

対

す

る

御

発

言

ば

我

々

に

と

っ

て

示

後

、

各

局

長

の

所

管

事

項

説

明

、

質

疑

応

答

が

途

を

考

え

て

い

く

こ

と

は

璽

要

で

あ

り

、

長

官

れ

た

。

ま

す

文

部

大

臣

の

あ

い

さ

つ

か

あ

っ

た

亨

今

年

の

梅

雨

は

雨

が

ほ

と

ん

ど

な

く

f

毎

日

真

夏

の

よ

う

な

日

が

続

い

て

い

る

。

休

日

の

郊

外

電

車

の

中

は

、

背

広

を

着

る

人

も

な

く

、

カ

ラ

フ

ル

な

夏

の

装

い

に

あ

ふ

れ

て

い

る

。

大

胆

巴

肩

を

出

し

た

女

性

。

そ

の

腕

に

、

真

赤

な

横

縞

の

T
シ

ャ

ツ

の

子

が

も

た

れ

か

か

っ

て

眠

っ

て

い

る

、

評

を

鼻

の

頭

に

一

杯

か

い

た

ま

ま

ー

1

川

を

渡

る

と

き

、

水

普

―

つ

の

腕

日

ど

応

が

ボ

ー

ト

を

漕

ぐ

姿

が

見

え

る

。

た

だ

、

線

路

わ

き

に

は

、

田

桐

え

の

終

わ

っ

た

ば

か

り

の

丈

短

か

な

龍

の

並

び

が

美

し

い

水

田

。

そ

し

て

紫

陽

花

の

塊

り

。

そ

れ

だ

け

が

f

＞

部

道

府

県

・

指

定

都

市

教

育

雲

員

会

委

員

し

、

社

会

教

育

、

ャ

文

化

、

体

育

・

ス

采

ー

ツ

、

学

術

の

振

興

、

敦

育

委

員

会

の

組

織

、

教

職

員

の

服

務

の

問

題

等

文

教

行

政

の

当

面

す

る

諸

課

題

に

つ

い

て

所

信

を

表

明

し

た

。

特

に

、

教

育

委

員

会

の

組

織

に

つ

い

て

は

、

東

京

都

中

野

区

の

教

育

委

員

準

公

選

条

例

の

制

定

に

つ

い

て

遠

憾

の

意

を

述

べ

る

と

と

も

に

、

教

育

長

に

教

育

行

政

の

特

質

を

十

分

理

解

し

た

適

任

者

を

選

任

す

る

よ

う

要

請

し

た

。

亨

今

年

は

省

ニ

ネ

ル

ギ

ー

の

た

め

、

中

央

官

庁

で

は

蒸

暑

さ

に

あ

え

ぎ

な

が

ら

も

七

月

半

ば

ま

で

冷

房

を

入

れ

な

い

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

東

京

サ

ミ

ッ

ト

で

応

ニ

ネ

ル

ギ

ー

問

題

が

焦

点

で

あ

る

。

本

号

で

は

、

天

谷

直

弘

資

渥

ユ

ネ

ル

ギ

把

攘

し

、

そ

れ

を

踏

ま

え

て

教

育

の

あ

る

べ

き

長

c

教

育

長

会

議

か

、

六

月

十

三

日

に

開

催

さ

将

来

の

日

本

と

世

昇

の

姿

を

様

々

な

角

度

か

ら

教育委員会月報

い

る

か

を

論

じ

て

い

た

だ

い

た

。

現

在

、

あ

る

。

い

惰

況

の

時

代

を

迎

え

、

教

育

に

何

が

求

め

ら

第 31巻

第 3号

六

月

の

風

を

わ

ず

か

に

送

っ

て

く

れ

る

よ

う

で

ー

↓

庁

長

官

に

、

こ

の

ニ

ネ

ル

ギ

ー

に

関

し

厳

し

MEJ 

あ

と

へ
i
、

Sヵ

き

C
&
 

ro 

甲

本

年

三

月

に

出

さ

れ

た

麹

町

中

学

校

調

査

書

事

件

第

一

審

判

決

（

い

わ

ゆ

る

内

申

書

判

決

）

は

、

問

題

の

多

い

判

決

と

し

て

教

育

界

に

大

き

攻

論

議

を

呼

ん

だ

。

本

号

で

は

、

勝

部

真

長

お

茶

の

水

女

子

大

教

授

に

教

育

論

の

観

点

か

ら

こ

の

判

決

の

問

題

点

を

論

じ

て

い

た

だ

い

た

。

ま

た

法

律

的

観

点

か

ら

の

判

例

評

釈

を

後

日

掲

載

す

る

予

定

な

の

で

r
併

せ

て

こ

の

判

決

を

考

え

る

上

の

参

考

に

し

て

い

た

だ

き

た

い

。
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