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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

僕
が
元
号
を
使
わ
な
い
理
由

坪
　
井
　
秀
　
人

元
号
に
つ
い
て
書
く
よ
う
に
と
の
お
申
し
越
し
を
受
け
て
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
ま
っ
た
く
気
が
進
ま

な
い
。
何
し
ろ
自
分
は
元
号
を
使
わ
な
い
人
間
だ
か
ら
だ
。
元
号
を
使
う
人
た
ち
や
組
織
、
あ
る
い
は
使
う
べ

き
だ
と
主
張
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
特
に
何
も
言
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
使
う
の
も
使
わ
な
い
の
も
自
由
。

そ
れ
だ
け
だ
。
僕
は
他
人
が
個
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
時
間
的
呼
称
を
使
お
う
と
も
干
渉
は
し
な
い
し
（
使
う

な
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）、
逆
に
自
分
も
他
人
か
ら
と
や
か
く
干
渉
さ
れ
た
く
な
い
。

〈
一
世
一
元
〉
の
天
皇
代
替
り
と
結
び
つ
い
た
元
号
を
使
わ
な
け
れ
ば
西
暦
使
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

世
間
に
は
元
号
を
使
わ
ず
西
暦
を
用
い
る
と
、
西
暦
は
キ
リ
ス
ト
紀
元
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
し

か
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
時
間
を
標
準
に
世
界
の
時
間
を
決
定
す
る
グ
リ
ニ
ッ
ジ
平
均
時
（
Ｇ
Ｍ
Ｔ
）
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
所
詮
、
時
代
も
時
間
も
恣
意
的
に
し
か
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
諸

地
域
の
仏
暦
や
台
湾
の
民
国
紀
元
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
併
記
は
と
も
か
く
、
西
暦
を
ま
っ
た
く
使
わ
な
い

地
域
は
世
界
で
は
稀
で
、
そ
の
批
判
は
西
欧
由
来
だ
か
ら
洋
服
を
着
る
な
と
い
う
水
掛
け
論
を
誘
発
す
る
の
が

オ
チ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
西
暦
批
判
の
議
論
に
は
乗
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
二
十
一
世
紀
の
こ
の
現
代
に
〈
皇
紀
〉（
神
武
天
皇
即
位
紀
元
。
今
年
二
〇
一
八
年
は
〈
皇
紀



5

二
六
七
八
年
〉
に
当
た
る
）
を
信
奉
し
て
使
う
人
と
戦
時
期
の
歴
史
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
さ
す
が
に
居
心
地
が
悪
い
。
日
本
が
起
こ
し
た
〈
先
の
大
戦
〉
を
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う

こ
と
に
似
て
、
時
代
区
分
や
紀
年
法
を
ど
う
使
い
、
何
を
選
ぶ
か
は
、
自
ず
と
政
治
的
な
態
度
表
明
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。〈
皇
紀
〉
に
つ
い
て
は
、
ス
カ
ル
ノ
ら
が
日
本
の
敗
戦
の
二
日
後
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
行
っ
た
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
宣
言
の
日
付
が
〈
〇
五
年
八
月
一
七
日
〉
と
日
本
軍
政
時
代
を
引
き
継
い
で
皇
紀

（
二
六
〇
五
年
）
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
紀
元
や
元
号
と
は
、
ひ
と
り
日
本
国
内
に

と
ど
ま
ら
な
い
ア
ジ
ア
や
世
界
の
歴
史
に
も
関
わ
る
の
だ
。

元
号
使
用
に
つ
い
て
は
他
人
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
た
く
な
い
と
書
い
た
が
、
す
べ
て
を
撥
ね
付
け
ら
れ
る

わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
僕
の
場
合
最
初
の
就
職
先
は
公
立
大
学
で
次
は
国
立
大
学
、
そ
し
て
現
在
は
日
文
研

と
、
文
字
通
り
ず
っ
と
国
公
立
の
宮
仕
え
の
身
。
私
立
の
学
校
や
民
間
企
業
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
役

所
で
の
公
式
文
書
や
日
常
的
に
回
答
を
求
め
ら
れ
る
書
類
な
ど
は
ほ
ぼ
す
べ
て
元
号
使
用
が
デ
フ
ォ
ル
ト
に

な
っ
て
い
る
。
個
人
番
号
の
時
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
原
理
的
な
と
こ
ろ
で
抵
抗
は
し
て
も
局
所
的
に
は
抵
抗
し

な
い
と
い
う
態
度
を
僕
な
り
に
選
ん
で
き
た
の
で
、〈
平
成
〉
と
記
さ
れ
た
（
ま
る
で
踏
絵
を
促
さ
れ
る
よ
う

に
）
余
白
に
年
を
書
き
込
ん
だ
こ
と
も
何
度
か
は
あ
る
（
数
え
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
）。
だ
が
、
許
さ
れ
る
限

り
は
〈
平
成
〉
に
は
上
に
線
を
引
い
て
消
し
て
西
暦
を
書
き
込
む
こ
と
を
な
る
べ
く
続
け
て
き
た
。
こ
れ
は
も

う
平
成
が
始
ま
っ
て
以
来
、
ず
っ
と
だ
。

元
号
に
つ
い
て
は
一
九
七
九
年
に
成
立
公
布
さ
れ
た
元
号
法
と
い
う
法
律
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
号
を
使
え

と
は
言
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
国
憲
法
の
ど
こ
に
も
元
号
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
や
官

公
庁
に
対
し
て
元
号
を
使
用
せ
よ
と
強
制
す
る
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
官
公
庁
の
使
用
も
慣
行

に
属
す
る
し
、
政
府
（
具
体
的
に
は
参
議
院
で
の
質
問
に
対
す
る
一
九
八
七
年
当
時
の
首
相
中
曽
根
康
弘
の
答
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弁
）
の
見
解
も
、
元
号
使
用
は
〈
国
民
へ
の
協
力
〉
を
呼
び
か
け
る
域
内
に
と
ど
ま
る
。

元
号
法
制
化
を
進
め
る
戦
後
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
国
旗
国
歌
法
制
化
と
の
抱
き
合
わ
せ
で
、
そ
の
端
緒

と
し
て
は
一
九
六
八
年
、〈
明
治
百
年
〉
の
コ
メ
モ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
政
治
的
力
学
が
あ
る
。
一
九
六
八

年
と
い
え
ば
言
う
ま
で
も
な
く
〈
五
月
革
命
〉
の
そ
の
年
（
昨
年
は
民
博
で
の
力
の
入
っ
た
企
画
展
示

「
一
九
六
八
年
」
が
話
題
に
な
っ
た
）。
大
島
渚
監
督
が
翌
年
封
切
り
の
映
画
『
新
宿
泥
棒
日
記
』（
横
尾
忠
則

が
主
役
で
出
演
）
が
不
穏
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
若
者
た
ち
を
活
写
し
た
よ
う
に
、
遠
く
な
り
に
け
る
明
治
の
偉
業

と
歴
史
の
蓄
積
を
蹴
散
ら
す
よ
う
な
現
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ふ
つ
ふ
つ
と
涌
い
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

政
府
が
主
催
し
、
昭
和
天
皇
・
皇
后
夫
妻
や
皇
族
た
ち
も
出
席
し
て
、
日
本
武
道
館
に
て
明
治
百
年
記
念
式

典
が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
大
島
の
映
画
が
リ
ン
ク
す
る
新
宿
騒
乱
（
新
左
翼
の
学
生
た
ち
と
機

動
隊
が
衝
突
）
の
翌
々
日
（
十
月
二
十
三
日
）
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
椛
島

有
三
の
よ
う
な
右
派
運
動
家
が
左
派
の
学
生
運
動
に
対
抗
す
る
組
織
結
成
に
動
い
て
き
た
こ
と
、
そ
の
中
か
ら

「
元
号
法
制
化
実
現
国
民
会
議
」
の
よ
う
な
組
織
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
の
こ
う
し
た

一
連
の
運
動
の
潮
流
か
ら
今
日
な
に
か
と
話
題
に
な
る
こ
と
の
多
い
日
本
会
議
も
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の

よ
う
な
左
右
対
立
の
時
代
的
機
運
と
元
号
使
用
を
促
す
運
動
と
は
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
あ
る
は
ず
が
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

明
治
百
年
と
元
号
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
元
号
の
問
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
も
新
し
い
著
作
と
言
え

る
鈴
木
洋
仁
『「
元
号
」
と
戦
後
日
本
　「
明
治
・
大
正
・
昭
和
」
を
読
む
』（
青
土
社
、
二
〇
一
七
）
も
、
そ

の
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る
。〈
一
九
六
八
年
〉
が
学
生
運
動
そ
の
他
世
界
同
時
的
な
激
動
の
年
を
指
示
し
て

い
る
一
方
で
、
国
内
的
に
は
そ
の
年
に
〈
明
治
百
年
〉
を
祝
わ
れ
る
。
こ
の
対
極
を
鈴
木
は
〈
明
治
〉
と
〈
戦

後
〉（
戦
後
民
主
主
義
）
の
対
立
の
構
図
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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《
し
か
し
な
が
ら
、（
…
…
）「
明
治
百
年
」
は
、
二
項
対
立
の
「
ど
ち
ら
か
」
を
選
択
し
た
結
果
で
は
な

か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、「
明
治
」
と
「
戦
後
」
の
両
者
を
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
複
数
の
線
分
を
混
在

さ
せ
、
そ
し
て
、「
戦
後
」
の
原
型
を
「
明
治
」
に
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
複
数
性
や
二
重
性
こ
そ
が
、
こ
の

「
一
九
六
八
年
」
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
非
対
称
性
が
持
つ
含
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。》　（
同
書
、
二
〇
七
│

二
〇
八
頁
）

元
号
法
制
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
き
た
勢
力
の
本
当
の
ゴ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
元
号
な
ど
で
は
な
か
っ

た
。
元
号
法
と
セ
ッ
ト
で
運
動
が
法
制
化
を
主
張
し
て
き
た
国
旗
国
歌
法
は
一
九
九
九
年
に
成
立
し
た
。
そ
し

て
そ
の
先
に
あ
る
の
は
改
憲
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
そ
れ
も
九
条
の
前
に
、
二
十
四
条
を
改
訂
し

て
家
族
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
伝
統
的
な
日
本
の
家
族
共
同
体
の
復
活
が
目
論
ま
れ
て
い
る
）。
国
旗
国

歌
法
の
成
立
は
、（
僕
も
そ
う
だ
が
）
そ
れ
を
拒
否
し
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
そ
の
傷
跡
は
深
く
、
教
育
の
現

場
や
公
務
員
の
位
置
取
り
（
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
）
に
対
し
て
抑
圧
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
事

例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
国
歌
国
旗
に
つ
い
て
国
の
答
弁
は
、
指
導
は
す
る
が
強
制
は
し
な
い
、
義
務
づ

け
は
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
指
導
と
は
す
な

わ
ち
強
制
・
義
務
化
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
巧
妙
な
二
枚
舌
の
論
理
が
働
い
て
い
る
か
ら
だ
。

元
号
は
国
歌
国
旗
、
そ
し
て
憲
法
改
正
（
改
悪
？
）
と
セ
ッ
ト
で
保
守
派
に
よ
っ
て
法
制
化
が
図
ら
れ
て
き

て
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
は
実
現
し
た
も
の
の
、「
君
が
代
」
を
歌
わ
せ
る
の
と
同
じ
強
制
力
は
、
そ
こ
で
は
ま

だ
働
い
て
い
な
い
。
僕
が
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
元
号
の
と
こ
ろ
に
消
し
線
を
引
い
て
西
暦
を
書
き
込
ん
で

も
、
処
分
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
号
が
自
ず
と
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
元
号
法
成
立
ま
で
の
歴
史
は
説
き
明
か
し
て
く
れ
る
。
そ
の
痕
跡
が
い
つ
ま

で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
。
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さ
て
、
い
ま
や
〈
天
皇
元
首
化
・
憲
法
改
悪
〉
に
つ
な
が
る
と
し
て
元
号
法
を
批
判
し
て
い
た
日
本
共
産
党

ま
で
が
機
関
紙
の
『
赤
旗
』
で
元
号
・
西
暦
併
記
を
復
活
さ
せ
る
体
た
ら
く
に
陥
っ
て
い
る
昨
今
だ
が
、
例
え

ば
、
祝
日
に
な
る
と
日
の
丸
が
近
所
の
軒
の
あ
ち
こ
ち
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
な
風
景
が
遠
い
昔
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
一
方
で
、
学
校
現
場
で
の
国
旗
国
歌
の
指
導
＝
強
制
の
法
的
整
備
が
私
た
ち
を
取
り
囲
む
。
お
そ
ら
く

自
宅
に
し
ま
わ
れ
た
日
の
丸
を
見
た
こ
と
の
な
い
世
代
、
若
者
た
ち
投
票
世
代
の
保
守
化
、
自
民
党
支
持
へ
の

傾
斜
を
、
メ
デ
ィ
ア
も
半
ば
追
認
的
に
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
眼
前
の
風
景
か
ら

消
え
た
日
の
丸
や
君
が
代
、
そ
し
て
元
号
の
内
面
化
が
企
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
天
皇
が
死
去
し
て
、
当
時
の
小
渕
官
房
長
官
（
彼
は
後
に
総
理
大
臣
と
し
て
国
旗
国
歌
法
を
成
立
さ
せ

た
）
が
墨
書
き
さ
れ
た
新
元
号
〈
平
成
〉
を
会
見
で
発
表
し
た
と
き
に
、
僕
は
思
わ
ず
の
け
ぞ
っ
た
。
実
は
そ

れ
ま
で
、
告
白
す
れ
ば
、
若
い
文
学
研
究
者
・
大
学
教
師
と
し
て
、
明
治
大
正
は
言
う
に
及
ば
ず
〈
昭
和
〉
と

い
う
年
号
を
使
っ
て
き
た
（
た
だ
し
元
号
で
は
な
く
〈
年
号
〉
と
い
う
意
識
で
は
あ
っ
た
が
）。〈
昭
和
〉
は
自

分
が
生
ま
れ
た
と
き
に
す
で
に
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
慣
用
化
さ
れ
て
い
て
、
自
分
は
そ
れ
を
選
ぶ
時
代
に
立
ち

会
え
な
か
っ
た
が
、〈
平
成
〉
は
違
っ
て
い
た
。〈
平
ら
に
成
る
〉（
平
和
に
な
る
、
と
も
読
め
る
が
）、
こ
の

安
っ
ぽ
く
て
平
凡
な
二
字
の
漢
字
は
、
以
後
使
う
ま
い
と
心
に
決
め
た
。

天
皇
崩
御
後
の
異
様
な
自
粛
ム
ー
ド
が
日
本
を
蔽
っ
て
い
た
そ
の
時
期
に
、
僕
は
自
分
の
最
初
の
単
行
本
の

上
梓
に
向
け
て
、
最
終
的
な
編
集
作
業
を
進
め
て
い
た
。
前
述
の
通
り
、
各
章
の
本
文
は
書
誌
情
報
も
含
め
て

年
号
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
僕
の
場
合
近
代
文
学
を
扱
う
の
で
、
主
と
し
て
用
い
る
の
は
明
治
・
大
正
・
昭
和

だ
が
、
奥
付
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
本
（『
萩
原
朔
太
郎
論
　《
詩
》
を
ひ
ら
く
』、

和
泉
書
院
）
の
奥
付
は
結
局
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。〈
一
九
八
九
年
四
月
二
日
〉。
昭
和
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
だ
か

ら
と
い
う
、
自
分
へ
の
言
い
訳
で
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
か
二
重
基
準
に
な
る
の
と
、
何
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よ
り
面
倒
に
な
り
、
以
後
は
す
べ
て
西
暦
で
（
平
安
朝
の
時
代
で
あ
ろ
う
が
江
戸
で
あ
ろ
う
が
）
統
一
し
て
い

る
。来

年
に
は
天
皇
の
生
前
退
位
に
よ
っ
て
平
成
が
別
の
元
号
に
改
ま
る
。
そ
し
て
今
年
は
〈
明
治
百
五
十
年
〉

だ
と
か
。
し
か
し
僕
に
と
っ
て
確
実
な
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
美
し
い
二
字
漢
字
が
選
ば
れ
よ
う
と
（
い
っ
そ
八

世
紀
の
一
時
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
四
字
に
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
と
も
思
う
が
、
そ
れ
も
ど
う
で
も
い
い
）、

そ
れ
を
使
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
だ
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）


