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世
界
初
の
元
号
は
、
中
国
の
漢
代
、
紀

元
前
1
4
0
年
を
元
年
と
す
る
「
建
元
」

と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ

ム
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
中
国
周
辺
の
一
部
で

も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現

在
唯
一
の
元
号
使
用
国
が
日
本
で
す
。

　

我
が
国
で
は
西
暦
6
4
5
年
に
始
ま
る

「
大
化
」
以
降
、
時
代
を
画
す
る
象
徴
的
意

味
を
も
有
す
る
元
号
は
、
歴
史
的
事
件
の

名
称
に
度
々
冠
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
多

く
は
日
本
史
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
も
の

で
す
。

　
「
大
化
の
改
新
」
で
始
ま
っ
た
天
皇
中
心

の
国
づ
く
り
の
規
範
が
「
大
宝
律
令
」
や

「
養
老
律
令
」
で
あ
り
、
や
が
て
栄
華
を
極

め
た
貴
族
の
権
勢
が
、「
承
平
・
天
慶
の
乱
」

や
「
保
元
・
平
治
の
乱
」
を
契
機
に
武
士
に

移
る
と
、「
治
承
・
寿
永
の
乱
」
と
も
呼
ば

れ
る
源
平
合
戦
の
末
に
樹
立
さ
れ
た
鎌
倉

幕
府
は
「
承
久
の
乱
」
を
抑
え
、
御
成
敗

式
目
、
別
名
「
貞
永
式
目
」
を
定
め
る
ほ

ど
の
実
権
を
握
り
ま
す
が
、
元
寇
つ
ま
り

「
文
永
・
弘
安
の
役
」
を
境
に
衰
え
る
と
、

「
建
武
の
新
政
」
で
倒
れ
、
続
い
て
室
町
幕

府
が
成
立
す
る
も
の
の
、「
応
仁
の
乱
」
後

は
戦
国
乱
世
と
な
り
、
こ
れ
を
統
一
し
た

豊
臣
政
権
も
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
で
つ

ま
ず
く
と
、
江
戸
幕
府
が
取
っ
て
代
わ
り
、

つ
い
に
「
元
和
偃え
ん
ぶ武

」
で
天
下
泰
平
が
到

来
す
る
と
、「
元
禄
文
化
」
と
文
化
・
文
政

年
間
に
栄
え
た
「
化
政
文
化
」
を
庶
民
が

謳
歌
し
、
そ
の
一
方
で
武
家
政
権
の
矛
盾

は
「
享
保
・
寛
政
・
天
保
の
改
革
」
で
も
支

え
き
れ
ず
、
幕
末
の
「
安
政
の
大
獄
」
は

終
焉
の
呼
び
水
と
な
る
の
み
で
し
た
。

　

そ
の
後
も
、
文
明
開
化
と
富
国
強
兵
に

よ
り
未
開
の
島
国
か
ら
世
界
の
一
等
国
に

の
し
上
が
っ
た
「
明
治
の
精
神
」、
モ
ダ

ン
な
文
化
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
花
開
い
た

「
大
正
ロ
マ
ン
」、
恐
慌
に
始
ま
り
未
曽
有

の
敗
戦
を
経
て
廃
墟
か
ら
高
度
成
長
を
成

し
遂
げ
た
「
激
動
の
昭
和
」、
バ
ブ
ル
崩
壊

と
二
度
の
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
た
「
混
迷

の
平
成
」
と
、
元
号
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世

相
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

2
4
8
個
目
の
元
号
と
な
る
「
令
和
」
の

由
来
は
、
天
皇
の
御
製
か
ら
名
も
な
い
庶

民
の
歌
ま
で
幅
広
く
収
め
た
万
葉
集
に
お

け
る
梅
の
歌
の
序
文
の
一
節
「
初
春
令
月
、

気
淑
風
和
」
で
す
。
こ
め
ら
れ
た
願
い
の
通

り
、
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
花
を
咲

か
せ
ら
れ
る
、
美
し
く
和
や
か
な
御
世
と

な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

益
田
氏
と
吉
見
氏
は
出
自
か
ら
し

て
対
照
的
で
す
。

　

益
田
氏
の
祖
は
、
石い
わ
み見

国こ
く
し司

と
し

て
国こ
く
が衙

（
古
代
国
家
の
役
所
）
に
赴

任
し
て
き
た
御み
か
も
と

神
本
（
藤
原
）
国く
に
か
ね兼

と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
国
衙
の
役
人

を
在
ざ
い
ち
ょ
う庁

官か
ん

人じ
ん

と
言
い
ま
す
。
国
衙
に

は
古
代
以
来
の
国
の
情
報
（
土
地
の

台
帳
な
ど
）
が
集
ま
っ
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
情
報
を
も
と
に
地
域
に
勢

力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
国
兼
の
曾
孫
に
あ

た
る
兼か
ね
た
か高

は
、
源
平
合
戦
に
あ
た
っ

て
西
国
で
い
ち
早
く
源
氏
方
に
つ

き
、
こ
れ
に
よ
り
、
源
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

義
経
か
ら

石
見
の
武
士
の
統
率
者
と
し
て
の
地

位
（「
押お
う
り
ょ
う
し

領
使
」）
を
、そ
し
て
源
範の
り
よ
り頼

（
頼よ
り
と
も朝

の
弟
、
義
経
の
兄
）
か
ら
現
在

の
浜
田
市
域
と
益
田
市
域
を
中
心
に

幅
広
い
地
域
の
領
有
を
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
族
は

三み
す
み隅

氏
、
福ふ
く
や屋

氏
、
周す
ふ布

氏
等
と
分

か
れ
て
い
き
ま
す
。　
　

　

吉
見
氏
の
祖
は
源
範
頼
で
す
。
範

頼
が
武む
さ
し
の蔵

国く
に

横よ
こ

見み

郡ぐ
ん

吉よ
し
み見

（
埼
玉
県

比ひ
き企

郡ぐ
ん

吉よ
し
み見

町ま
ち

）
に
領
地
を
持
ち
、そ

の
子
孫
が
吉
見
を
名
字
と
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
吉
見
氏
は
そ
の
後
、

能の
と
の登

国く
に

（
石
川
県
）
や
石
見
に
領
地

を
獲
得
し
、
能
登
を
本
拠
と
し
た
吉

見
氏
の
分
家
が
石
見
に
や
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
は
東
国
の

武
士
で
西
国
に
移
っ
て
き
た
人
々
を

西せ
い
せ
ん遷

御ご
け
に
ん

家
人
と
言
い
ま
す
。
西
遷
御

家
人
は
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
土
地

に
や
っ
て
く
る
の
で
す
か
ら
、
現
地

を
ど
う
把
握
し
、
支
配
を
受
け
入
れ

さ
せ
る
か
が
問
題
で
し
た
。
そ
の
後
、

石
見
に
や
っ
て
き
た
吉
見
氏
は
、
能

登
の
吉
見
氏
か
ら
自
立
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
西
遷
御
家
人
の
武
士

は
、
石
見
で
は
他
に
、
益
田
市
横
田

町
を
本
拠
と
し
た
内う
ち
だ田

氏
（
そ
の
一

族
の
俣ま
た
が賀

氏
も
）、
邑
智
郡
川
本
町
の

あ
た
り
を
治
め
た
小お
が
さ
わ
ら

笠
原
氏
な
ど
が

い
ま
す
。
石
見
で
は
在
庁
官
人
出
身

の
武
士
が
多
そ
う
で
す
が
、
全
国
的

に
は
在
庁
官
人
出
身
の
武
士
で
勢
力

を
保
ち
続
け
た
家
は
少
な
く
、
こ
の

点
で
も
益
田
氏
は
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。

中世益田講座「益田氏VS吉見氏」（全７回）

第2回　それぞれの出自 【問い合わせ先】  市文化財課　☎ 31-0623

東京大学史料編纂所所蔵「益田家文書」の
益田兼理請文案。益田兼理は、能登吉見氏
から「石見吉見氏の自立を押さえてほしい」
と依頼されますが、これを断っています。


