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今
年
は
「
元
年
」
で
あ
る
。
新
た
な
年
号
の
元
年
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
来
年
度
の
新
学
習
指

導
要
領
に
先
行
し
て
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
が
い
よ
い
よ
中
学
校
で
も
全
面
実
施
と
な
っ
た
、
そ
の
初

年
度
で
あ
る
。
移
行
措
置
期
間
も
あ
っ
た
の
で
、
既
に
各
学
校
で
は
十
分
な
準
備
の
も
と
実
践
が
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
児
童
・
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
特
性
等
を
考
慮
し
、
多
様
で
効
果
的
な
指
導
方

法
を
取
り
入
れ
、
授
業
の
改
善
を
図
り
、「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」
へ
と
質
的
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
指
導
方
法
や
評
価
方
法
を
含
め
、
理
解
は
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
の
小
・
中
学
校
の
連
携

は
進
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。

今
更
な
が
ら
だ
が
、「
道
徳
の
時
間
」
か
ら
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
と
名
称
が
変
わ
っ
た
こ
と
の
意

義
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
校
長
自
身
が
曖
昧
な
理
解
の
ま
ま
で
い
る
と
、「
道
徳
は
、『
特
別

な
教
科
』
な
の
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
や
れ
！
」
と
間
違
っ
た
叱
咤
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

「
時
間
」
か
ら
「
教
科
」
に
な
っ
た
経
緯
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
し
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
他
の
教
科

と
の
（
扱
い
や
性
質
の
）
違
い
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
①
道
徳
は
、
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
道
徳
の
授
業
は
そ
の
中
核
を
な
す
。
②
道
徳

に
は
免
許
状
は
な
く
原
則
と
し
て
学
級
担
任
の
教
師
が
行
う
。
③
年
間
三
五
単
位
時
間
を
着
実
に
確
保
す

（２）



る
。
④
評
価
を
行
う
が
、
数
値
で
は
な
く
記
述
で
行
う
。
⑤
検
定
を
経
た
教
科
書
を
採
択
し
使
用
す
る
。

こ
の
外
に
も
、
深
刻
化
す
る
い
じ
め
問
題
へ
の
対
応
が
背
景
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

「
民
度
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
日
本
人
の
道
徳
心
の
高
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
マ
ナ
ー

や
モ
ラ
ル
と
い
っ
た
面
で
多
少
な
り
と
も
胸
を
張
れ
る
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の
に
加
え
、
間
違
い
な
く
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
の
成
果
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
だ
が
、
全
て
の
国
民
が
道
徳
的
か
ど
う
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
ま
で
は
断
言
出
来
そ
う
に
な
い
。

道
徳
の
指
導
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
教
師
が
感
じ
る
ジ
レ
ン
マ
の
よ
う
な
感
覚
は
、「
道
徳
」
を
「
指
導
す

る
」
こ
と
の
難
し
さ
か
ら
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

道
徳
の
授
業
の
改
善
を
図
り
、
質
的
転
換
を
図
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十

七
日
の
学
校
教
育
法
施
行
規
則
及
び
学
習
指
導
要
領
の
一
部
改
正
の
告
示
に
至
る
答
申
「
道
徳
に
係
る
教

育
課
程
の
改
善
等
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
、
中
央
教
育
審
議
会
）
を
改
め
て
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
特
定
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
り
、
主
体
性
を
も
た
ず
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
指
導
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
道
徳
教
育
が
目
指
す
方
向
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
多
様

な
価
値
観
の
、
時
に
対
立
が
あ
る
場
合
を
含
め
て
、
誠
実
に
そ
れ
ら
の
価
値
に
向
き
合
い
、
道
徳
と
し
て

の
問
題
を
考
え
続
け
る
姿
勢
こ
そ
道
徳
教
育
で
養
う
べ
き
基
本
的
資
質
で
あ
る
」（
傍
線
筆
者
）
世
の
中

の
価
値
観
が
多
様
化
し
、
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
も
て
は
や
さ
れ
る
時
代
で
あ
る

が
、
生
徒
た
ち
が
自
分
自
身
の
生
き
方
を
見
つ
め
、
道
徳
的
価
値
に
向
き
合
う
作
業
は
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
を
支
え
る
校
長
、
教
師
の
力
量
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
全
日
本
中
学
校
長
会
顧
問
・
豊
島
区
立
千
登
世
橋
中
学
校
長
）

（３）


