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1 

は
じ
め
に

１�　

昨
年
に
お
け
る
最
大
の
出
来
事
は
、
天
皇
陛
下

（
現
上
皇
陛
下
）
の
退
位
に
伴
う
現
天
皇
陛
下

の
即
位
で
あ
り
、
元
号
も「
平
成
」か
ら「
令
和
」

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

�　

私
は
、
弁
護
士
で
あ
り
、
法
律
家
の
一
員
で

あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
「
天
皇
の
退
位
等
に
関

す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」（
平
成
29
年
法
律
第
83

号
）を
読
ん
で
、
一
条
に
、「
天
皇
陛
下
が
昭
和

六
十
四
年
一
月
七
日
の
御
即
位
以
来
二
十
八
年

を
超
え
る
長
期
に
わ
た
り
、
国
事
行
為
の
ほ
か

全
国
各
地
へ
の
御
訪
問
、
被
災
地
の
お
見
舞
い

を
は
じ
め
と
す
る
象
徴
と
し
て
の
公
的
な
御
活

動
に
精
励
し
て
こ
ら
れ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る

こ
と
に
感
銘
を
受
け
る
次
第
で
あ
る
。

２�　

私
に
与
え
ら
れ
た
本
稿
の
命
題
は
、
全
国
市

長
会
の
「
法
令
相
談
室
」
か
ら
「
昨
年
を
振
り

返
っ
て
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
昨
年
に

限
っ
て
い
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
限

り
、
特
に
注
目
す
べ
き
最
高
裁
判
決
は
な
か
っ

た
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
平
穏
な
年
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　
�　

も
ち
ろ
ん
、
１
年
間
全
く
平
穏
な
年
な
ど
存

在
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
昨
年
も
、「
台

風
15
号
」「
台
風
19
号
」
等
の
異
常
な
自
然
災
害

は
あ
っ
た
し
、
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
が
８
％

か
ら
10
％
に
増
税
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
す
る
こ
と
を
職
業

と
す
る
弁
護
士
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
生
活

保
護
の
問
題
」「
特
別
支
援
学
校
の
問
題
」「
農
地

法
の
問
題
」
等
に
関
す
る
訴
訟
を
担
当
し
た
も

の
の
、
重
大
な
懸
案
事
項
も
な
か
っ
た
と
い
う

意
味
で
、
令
和
元
年（
平
成
31
年
）は
、
平
穏
な

年
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い
も
の
と
思
っ
て

い
る
。

　

�　

あ
え
て
、
弁
護
士
の
立
場
か
ら
昨
年
を
振
り

返
っ
て
取
り
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

「
働
き
方
改
革
」関
連
法
が
、
一
部
を
除
い
て
昨

年（
平
成
31
年
）４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る

「
過
労
」を
め
ぐ
る
訴
訟
を
担
当
し
て
い
る
弁
護

士
と
し
て
、「
働
き
方
改
革
」に
つ
い
て
書
く
こ

と
に
す
る
。

2  「
働
き
方
改
革
」
の
意
味
等
に 

つ
い
て

１�　
「
働
き
方
改
革
」
関
連
法
と
は
、
あ
ら
た
め

法令相談室から
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て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
正
し
く
は
「
働
き
方

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
と
し
て
平
成
30
年
６
月
29
日

に
成
立
し
、
同
年
７
月
６
日
に
平
成
30
年
法

律
第
71
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
労
働
基
準
法
」「
じ
ん
肺
法
」「
雇
用
対
策
法
」

「
労
働
安
全
衛
生
法
」
等
、
36
も
の
法
律
の
改

正
法
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
、
長
時
間
労
働

の
是
正
を
目
的
と
す
る
労
働
基
準
法
の
改
正

に
つ
い
て
は
、
昨
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

２�　
「
働
き
方
改
革
」
と
い
う
と
、
労
働
基
準
法

の
改
正
に
よ
る
「
長
時
間
労
働
の
是
正
」
の
み

が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
雇
用
対
策
基

本
法
」（
昭
和
41
年
法
律
第
１
３
２
号
）に
つ
い

て
は
、
法
律
の
名
称
が
「
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び

職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
と
改
称

さ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、「
長
時

間
労
働
の
是
正
」
の
み
な
ら
ず
、「
労
働
者
の

多
様
な
事
情
に
応
じ
た
雇
用
の
安
定
及
び
職

業
生
活
の
充
実
並
び
に
労
働
生
産
性
の
向
上
」

（
同
法
１
条
）
を
目
的
と
し
た
も
の
な
の
で
あ

り
、「
一
億
総
活
躍
社
会
」、
す
な
わ
ち
「
若
者

も
高
齢
者
も
、
女
性
も
男
性
も
、
障
害
の
あ

る
方
に
も
、
み
ん
な
が
包
摂
さ
れ
活
躍
で
き

る
社
会
」を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、「
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）

を
考
え
た
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。

3  

長
時
間
労
働
の
是
正 

―
「
過
労
死
問
題
」
に
つ
い
て

１�　
「
働
き
方
改
革
」
と
は
、
右
記
に
述
べ
た
と

お
り
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
を

考
え
た
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
改
革
と
し

て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
固
有

の
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
過
労
死
」
の
問

題
が
あ
り
、
労
働
基
準
法
上
、「
月
45
時
間
」「
年

３
６
０
時
間
」と
い
う「
限
度
時
間
」が
法
定
さ

れ
、
さ
ら
に
、「
当
該
事
業
場
に
お
け
る
通
常

予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
量
の
大
幅

な
増
加
等
に
伴
う
臨
時
的
」
な
場
合
（
特
別
条

項
）
に
も
、
三
六
協
定
（
サ
ブ
ロ
ク
協
定
）
に

よ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
時
間
外
労
働
と
し
て

「
１
カ
月
最
長
１
０
０
時
間
未
満
」「
複
数
月
平

均
80
時
間
以
内
」「
１
年
最
長
７
２
０
時
間
以

内
」
と
い
う
制
限
が
法
定
さ
れ
、
上
記
特
別
条

項
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
よ
り
直
裁
に
い

え
ば
、
１
カ
月
１
０
０
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
は
、
刑
事
罰
（
懲
役
６
月
以
下
又
は
罰

金
30
万
円
以
下
）
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２�　

私
は
か
つ
て
、
民
間
企
業
の
事
案
で
あ
る

が
、
死
亡
し
た
息
子
の
両
親
が
、
息
子
は
過

労
（
１
カ
月
１
０
０
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
）
が
原
因
で
、
脳
幹
部
出
血
で
死
亡
し
た
と

主
張
し
、
会
社
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
請
求

し
た
裁
判
に
お
い
て
、
会
社
側
代
理
人
と
し

て
関
与
し
た
こ
と
が
あ
り
、
会
社
側
が
申
請

し
た
Ａ
医
師
の
証
人
尋
問
を
経
験
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
当
該
Ａ
医
師
は
過
労
に
よ
っ

て
脳
幹
部
出
血
が
生
じ
た
と
は
医
学
上
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
、
当
該
従
業
員
は
、
持
病

と
し
て
高
血
圧
症
を
患
っ
て
お
り
、
脳
幹
部

出
血
は
高
血
圧
症
が
原
因
で
惹
起
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
過
労
と
脳
幹
部
出
血
と
の
間
に

は
医
学
上
の
因
果
関
係
は
な
い
旨
を
明
確
に

証
言
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

　

�　

し
か
し
裁
判
所
は
、
過
労
と
脳
幹
部
出
血
と

の
間
の
因
果
関
係
を
認
め
た
上
、
会
社
に
対

し
、
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
な
し
た
の
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る「
過
労
死
」裁
判
で
敗
訴
し
た

経
験
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
Ａ
医

師
か
ら
、「
が
ん
」に
つ
い
て
は「
ｃ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒ
」

と
い
う
英
語
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、「
過
労

死
」
を
英
語
に
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、「
過
労
死
」に
つ
い
て
は「
ｋ
ａ
ｒ
ｏ
ｕ

ｓ
ｉ
」と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
聞
い
て
い
る
の

法令相談室から
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で
あ
り
、「
過
労
死
」
の
問
題
と
は
、
ま
さ
に
我

が
国
に
独
特
な
社
会
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
の
話
を
聞
い

て
納
得
し
た
こ
と
を
明
確
に
記
憶
し
て
い
る
。

３�　

私
は
、
上
記
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
の
「
過

労
死
」で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
、「
過
労
」と

「
死
」
と
の
間
の
因
果
関
係
そ
の
も
の
を
否
定

し
、
Ａ
医
師
を
証
人
と
申
請
す
る
等
最
大
限

の
訴
訟
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
裁
判

所
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
敗
訴
判
決

を
受
け
た
の
で
あ
る
。

４�　

し
か
し
「
過
労
死
」
を
め
ぐ
る
先
例
的
価
値

を
有
す
る
有
名
な
判
例
と
し
て
は
、
最
高
裁

平
成
12
年
３
月
24
日
判
決
（
電
通
事
件
。
民
集

54
巻
３
号
１
１
５
５
頁
）
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
が
、
上
記
判
例
は
、
従
業
員
が
「
過
労
」
が

原
因
で
「
う
つ
病
」
を
発
症
し
、
自
殺
し
た
事

案
に
つ
い
て
、「
過
労
」
と
「
う
つ
病
」
と
の
因

果
関
係
、「
う
つ
病
」
と
「
自
殺
」
と
の
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、「
労
働
者
が
労
働
日
に
長
時

間
に
わ
た
り
業
務
に
従
事
す
る
状
況
が
継
続

す
る
な
ど
し
て
、
疲
労
や
心
理
的
負
荷
等
が

過
度
に
蓄
積
す
る
と
、
労
働
者
の
心
身
の
健

康
を
損
な
う
危
機
の
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
判
示
し
、「
過
労
」
と
「
う

つ
病
」と
の
因
果
関
係
、「
う
つ
病
」と「
自
殺
」

と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
訴
訟
で
争
う
こ
と

は
非
常
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
判
示

し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
過
労
死
」
と
主
張
さ

れ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
因
果
関
係
で
争
う
こ

と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

５�　

あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
労
務

の
提
供
に
よ
る
従
業
員
（
公
務
員
）
の
死
な
ど

は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

最
高
裁
昭
和
50
年
２
月
25
日
判
決
（
陸
自
八
戸

駐
屯
地
事
件
。
民
集
29
巻
２
号
１
４
３
頁
）
が

い
み
じ
く
も
判
示
す
る
と
お
り
、「
国
は
、
公

務
員
に
対
し
、
国
が
公
務
遂
行
の
た
め
に
設

置
す
べ
き
場
所
、
施
設
も
し
く
は
器
具
等
の

配
置
管
理
又
は
公
務
員
が
国
も
し
く
は
上
司

の
指
示
の
も
と
に
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に

あ
た
っ
て
、
公
務
員
の
生
命
及
び
健
康
等
を

危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務

（
以
下
「
安
全
配
慮
義
務
」
と
い
う
）
を
負
っ
て

い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
も
の
で
あ
る

し
、
上
記
最
高
裁
判
例
後
に
制
定
さ
れ
た
労

働
契
約
法
（
平
成
19
年
法
律
第
１
２
８
号
）
５

条
は
、「
使
用
者
は
、
労
働
契
約
に
伴
い
、
労

働
者
が
そ
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を
確
保

し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必

要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
」
と
「
安
全
配

慮
義
務
」
を
法
律
上
明
記
す
る
に
至
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

６�　

今
般
の
「
働
き
方
改
革
」
の
一
環
と
し
て
の

労
働
基
準
法
の
改
正
は
時
間
外
勤
務
に
関
す

る
限
り
、「
限
度
時
間
」
を
法
律
上
法
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、
数
値
的
に
「
過
労
」
か
否
か
の

判
断
基
準
を
設
け
た
も
の
と
評
価
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
使
用
者
が

十
分
な
配
慮
の
も
と
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

4 

お
わ
り
に

１�　
「
働
き
方
改
革
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
を

考
え
た
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
少
子
・
高
齢
化
に
伴
う
労
働

人
口
の
減
少
に
対
し
、
よ
り
よ
い
社
会
を
築

く
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
労
働

施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す

る
法
律
」
１
条
が
明
記
す
る
と
お
り
、「
労
働

生
産
性
の
向
上
」
を
も
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
要
す
る
に
、
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ

と
に
よ
り
効
率
的
な
労
働
を
目
指
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

２�　

そ
の
意
味
で
は
、「
労
働
こ
そ
全
て
で
あ
る
」

等
の
考
え
方
に
対
し
、
よ
り
良
い
社
会
を
築

く
た
め
に
、「
効
率
的
な
労
働
」
と
は
何
か
、

ま
さ
に
創
意
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

法令相談室から
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