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元号と自治体特
集

　

平
成
最
後

　

平
成
最
後
の
年
が
明
け
た
。

　

昨
二
〇
一
八
年
を
思
い
起
こ
す
と
、
元
号
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
ト
ピ
ッ

ク
が
あ
っ
た
。

　

ひ
と
つ
は
、
こ
の
「
平
成
最
後
」
と
い
う
枕
詞
だ
。
こ
れ
は
、
二
〇
一

八
年
の
夏
、「
平
成
最
後
の
夏
」
以
降
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
静
か
に
流
行
し
た
も

の
の
、あ
く
ま
で
も
ひ
っ
そ
り
と
し
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「
平
成

最
後
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
三
〇
年
間
を
振
り
返
っ
た
り
、
自
ら
の

人
生
に
思
い
を
馳
せ
た
り
す
る
き
っ
か
け
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
う
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
使
用
に
と
ど
ま
る
。

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
の
大
騒
ぎ
の
よ
う
に
、
そ
の
由
来
や
意
味
を
深
く
考
え
る

の
で
は
な
く
、
会
話
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
平
た
く
言
え
ば
「
ネ
タ
」
と

し
て
「
平
成
最
後
」
は
若
者
を
中
心
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
次
の
元
号
予
測
だ
。
い
わ

ゆ
る
「
大
喜
利
」
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
予
想
が
、
今
も
な
お
自
由
に

交
わ
さ
れ
て
い
る
。
改
元
ま
で
五
ヵ
月
を
切
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
予
測

が
枯
渇
し
、
ネ
タ
切
れ
に
な
る
ほ
ど
、
活
発
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
も
、元
号
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
に
し
て
い
る
。乱

暴
な
表
現
を
使
え
ば
、
元
号
を
ネ
タ
に
し
て
遊
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事

態
は
、
昭
和
末
期
に
は
全
く
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

な
ぜ
な
ら
、
一
世
一
元
も
ま
た
元
号
法
で
定
め
て
お
り
、
改
元
は
天
皇

の
「
崩
御
」
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。「
次
の
元
号
」
を
語
る
こ
と
は
、

不
敬
だ
と
し
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
と
り
わ
け
、
昭
和
末
期

に
は
そ
の
傾
向
が
強
ま
り
、
自
粛
ム
ー
ド
が
蔓
延
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

で
は
、元
号
と
は
、も
と
も
と
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、現
代
の
日
本

元
号
と
自
治
体

元
号
と
は
何
か

五
月
に
改
元
を
ひ
か
え
る
い
ま
、
そ
も
そ
も
﹁
元
号
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
持
ち
、

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
社
会
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、

ま
た
時
代
と
と
も
に
ど
う
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
。
こ
の
小
論
で
は
、
そ

う
し
た
、
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
現
在
の
受
け
止
め
ら
れ
方
ま
で
、
総
論
的

な
解
説
を
試
み
た
い
。

　

元
号
と
は
何
か

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
元
号
は
、
時
代
区
分
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
、

時
間
の
流
れ
に
区
切
り
を
つ
け
、
社
会
の
空
気
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
機
能
を

果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

　

日
本
の
元
号
は
、
中
国
皇
帝
が
時
間
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基

づ
い
て
い
る
。
中
国
で
は
、
漢
武
帝
の
時
代
（
西
暦
紀
元
前
一
四
〇
年
）

の
「
建け
ん

元げ
ん

」
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
（
所
功
『
年
号
の
歴
史　

元
号
制
度

の
史
的
研
究　
〈
増
補
版
〉』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
）。

　

こ
れ
に
な
ら
い
、
日
本
の
元
号
は
六
四
五
年
の
「
大
化
」
に
は
じ
ま
る
。

そ
し
て
、
一
九
八
九
年
か
ら
続
く
「
平
成
」
ま
で
二
四
七
を
数
え
、
七
〇

一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
大
宝
」
以
来
、
現
在
ま
で
一
三
〇
〇
年
以
上
、
途

切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
元
号
は
、
朝
鮮
半
島
や
ベ
ト
ナ
ム
で
も

用
い
ら
れ
た
時
期
も
あ
る
も
の
の
、
現
在
で
は
発
祥
の
地
・
中
国
で
も
使

わ
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
り
の
天
皇
に
ひ
と
つ
の
元
号
を
限
定
す
る
「
一
世

一
元
」
を
ル
ー
ル
と
し
て
い
る
国
は
、
世
界
中
で
日
本
の
み
だ
。

　

二
四
七
の
元
号
の
う
ち
、「
昭
和
」
ま
で
の
二
四
六
個
は
、
最
後
に
は

天
皇
が
決
め
て
い
た
。
武
家
の
権
力
が
天
皇
よ
り
も
強
い
時
代
に
あ
っ
て

も
、
形
の
上
で
は
、
元
号
は
天
皇
が
決
め
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
天
皇

を
、
時
間
の
支
配
者
と
し
て
君
臨
さ
せ
て
き
た
か
ら
だ
。
天
皇
が
、
時
代

の
呼
び
方
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
権
威
や
権
力
を
あ
ら
わ
す

記
号
と
し
て
元
号
を
使
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
徳
川
幕
府
が
支
配
し
て

い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
事
態
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

近
世
史
家
の
藤
田
覚
は
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、「
天
皇
に
よ
る
時
間
の

支
配
を
意
味
し
、
天
皇
に
よ
る
国
土
と
人
民
の
支
配
・
統
治
を
象
徴
す
る

元
号
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
大
き
な
意
味
を
持
ち
続

け
た
」（
藤
田
覚
『
江
戸
時
代
の
天
皇
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
二
〇

ペ
ー
ジ
）
と
解
説
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
の
歴
史
上
、
天
皇
は
今
上
天
皇
に
至
る
ま
で
一
二
五
代
だ

が
、改
元
の
回
数
は
そ
の
約
二
倍
に
の
ぼ
る
。
な
ぜ
な
ら
、江
戸
期
ま
で
は
、

政
治
的
混
乱
か
ら
の
脱
出
や
、
自
然
災
害
か
ら
の
復
興
祈
願
な
ど
、
天
皇

の
権
力
や
権
威
を
見
せ
つ
け
る
た
め
に
、
代
替
わ
り
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
改
元
が
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

す
る
と
、
元
号
を
考
え
る
と
き
、
往
々
に
し
て
天
皇
に
引
っ
張
ら
れ

る
。
元
号
そ
の
も
の
の
社
会
的
機
能
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
る
よ
り

も
、
天
皇
と
元
号
と
い
う
関
係
を
メ
イ
ン
に
置
く
場
合
が
多
い
。
一
世
一

元
を
ル
ー
ル
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
天
皇
の
命
は
永
遠
で
は
な
く
、
い
ず


