
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
議
員
は
居
り
ま
せ
ん
、そ

れ
は
石
川
知
事
の
意
向
と
は
真
っ
向
相あ

い

は

ん反
す
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。「
寄
ら
ば
大
樹
の
蔭
」の
哲
学

が
議
員
の
共
通
し
た
発
想
で
あ
れ
ば
、睨に

ら

ま
れ
た

り
怪
我
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
す
。そ
れ
故

に
今
日
で
も
屡し

ば

し

ば々

直
面
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、本

会
議
の
議
員
質
問
が
当
局
の
作
文
の
朗
読
、即
ち

自
分
で
は
質
問
原
稿
を
作
ら
ず
全
て
役
人
に
頼

む
輩や

か
ら

が
未
だ
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

国
、地
方
を
問
わ
ず
わ
が
国
の
民
主
主
義
は

未
だ
義
務
教
育
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
と
云
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。

屡し

ば

し

ば々

、諸
外
国
の
報
道
陣
か
ら
外
交
交
渉
に

お
い
て
日
本
の
政
治
家
は
〝
Ｎ
Ｏ
〞
が
云
え
な

い
主
体
性
な
き
民
族
と
揶や

ゆ揄
さ
れ
て
ま
い
り
ま

し
た
。確
か
に
日
本
人
と
の
議
論
の
最さ

な

か中
、独
特

の
感
覚
と
表
現
に
慣
れ
て
い
な
い
外
国
人
に
は

理
解
で
き
な
い
姿
勢
と
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、そ
れ
は
古
来
日
本
人
の
も
つ
独
特

の
優
し
い
気
配
り
で
あ
り
、
表
現
で
も
あ
り
ま

す
。そ
も
そ
も
会
議
や
話
し
合
い
の
場
に
お
い
て

断
定
的
な
言
い
回
し
や
誇
張
す
る
表
現
方
法
は

基
本
的
に
嫌
い
ま
す
。

勿
論
、全
て
が
善
意
で
肯
定
で
き
る
も
の
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、特
に
最
近
の
若
者
た
ち

の
会
話
の
中
で
、結
果
と
し
て
「
い
い
子
」に
な

る
術す

べ

と
し
て
他
人
の
意
見
を
存
分
に
斟し

ん
し
ゃ
く酌

し
て

後
、初
め
て
自
身
の
意
見
と
す
る
老ろ

う

か

い獪
な
手
法
を

駆
使
す
る
連
中
が
増
え
て
い
ま
す
。

｢

山
に
住
む
ふ
ぐ
中
毒
の
名
医
に
な
る
な
か

れ｣

、聞
い
た
こ
と
も
な
い
格
言
と
思
い
で
し
ょ

う
。実
は
題
名
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、古
典
落

テ
レ
ビ
番
組
「
朝
ズ
バ
」の
無
責
任
な
発
言
は

こ
れ
ま
で
も
折
に
ふ
れ
て
指
摘
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、そ
の
無
責
任
振
り
を
増
長
さ
せ
て
い
る

の
が
、国
会
議
員
の
先
生
方
で
あ
る
。例
え
ば
民

主
党
の
馬
渕
議
員
に
至
っ
て
は
タ
レ
ン
ト
顔
負

け
の
出
演
、し
か
も
行
政
に
対
す
る
〝
み
の
も
ん

た
〞
の
指
摘
に
当
然
の
よ
う
に
色
付
け
ま
で
し

て
い
る
。

今
日
も
朝
か
ら
国
の
公
益
法
人
の
無
責
任
な

大
盤
振
る
舞
い
に｢
正
義
」
の
御
旗
を
振
り
回

し
、
恰あ

た
か

も
鬼
の
首
を
取
っ
た
が
如
く
叫
ん
で
い

る
。そ
し
て
、振
り
向
け
ら
れ
た
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

に
向
っ
て
、｢

将
に
然
り｣

と
国
会
議
員
が
一
切

の
弁
護
す
る
こ
と
も
な
く
、こ
れ
を
認
め
る
。一

体
、行
政
の
歪ゆ

が

み
を
正
す
責
務
は
誰
に
あ
る
の
か

と
疑
い
た
く
な
る
。

ご
案
内
の
よ
う
に
、民
主
党
の
若
手
国
会
議

員
も
多
く
は
「
官
僚
上
が
り
」で
あ
る
。誰
よ
り

も
行
政
の
機
構
を
知
っ
て
い
る
彼
ら
が
自
ら
の

微
力
さ
を
詫わ

び
る
こ
と
な
く
無
責
任
な
タ
レ
ン

ト
に
同
調
す
る
姿
勢
は
ま
こ
と
醜
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

議
員
の
責
務
は
与
野
党
問
わ
ず
行
政
の
「
過

ち
、方
向
、そ
し
て
提
案
」を
蛮
勇
を
鼓
舞
し
て
発

議
す
る
の
が
仕
事
で
あ
る
。

間
も
な
く
私
も
政
治
の
世
界
に
入
っ
て
40
年

に
な
り
ま
す
。ま
さ
に
生
涯
の
仕
事
に
な
り
ま
し

た
が
こ
の
間
「
蟷と

う

ろ

う螂
の
斧お

の

」で
は
あ
っ
て
も
頑
固

一
徹
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。こ
の
度
の
当
初

議
会
の
中
で
も
行
政
の
無
駄
と
疑
問
の
対
象
と

し
て(

財)

静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
を
厳
し

く
追
及
し
ま
し
た
が
、実
は
こ
れ
ま
で
誰
ひ
と
り

語
を
聴
き
な
が
ら
私
が
勝
手
に
作
っ
た
言
葉
で

す
。江

戸
時
代
、ふ
ぐ
中
毒
で
亡
く
な
っ
た
方
は

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

海
岸
端
で
漁
師
が
釣
っ
た
ふ
ぐ
を
そ
の
場
で
料

理
す
る
事
は
屡
々
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。当
然
の
こ

と
中
毒
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。仲
間
は
戸
板
に
患
者
を
乗
せ
一
目

散
に
医
者
の
と
こ
ろ
へ
運
ぶ
訳
で
す
が
、こ
の

時
、街
中
の
医
者
よ
り
山
手
に
住
む
医
者
の
方
が

皆
に
名
医
と
し
て
信
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

何
故
な
ら
ふ
ぐ
中
毒
の
特
徴
は
一
定
の
時
間

を
経
過
す
れ
ば
即
ち
生
き
て
峠
を
越
え
れ
ば
自

然
に
快
方
に
向
う
か
ら
で
す
。そ
れ
故
、辿た

ど

り
着

く
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
山
手
に
い
れ
ば
、も
だ

え
苦
し
み
な
が
ら
到
着
し
た
中
毒
患
者
の
生
死

は
既
に
歴
然
、医
者
が
ど
の
よ
う
に
処
置
し
て
も

生
還
で
き
る
の
で
あ
た
か
も
名
医
の
よ
う
に
見

え
る
の
で
す
。

｢

い
い
子｣

に
な
る
秘
訣
は
い
か
に
自
分
を

都
合
の
い
い
場
所
に
置
く
か
の
判
断
で
し
ょ
う

が
、若
い
う
ち
か
ら
狡ず

る
が
し
こ賢

い
の
は
最
も
戴
け
な
い

姿
勢
で
あ
り
ま
す
。

文
責　

天
野
進
吾

SHINGO　SCOPE
天野進吾が視る。語る。今日のできごと。まつりごと。
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議
員
の
質
が
問
わ
れ
る
時

〝
山
に
住
む
河ふ

ぐ豚
中
毒
の
名
医
に
な
る
な
か
れ
〞
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大
工
町
に
浄
土
真
宗
の
福
泉
寺
が
あ
る
。
武

田
の
武
将
穴
山
梅
雪
に
深
い
因
縁
を
も
つ
お
寺

で
す
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
き
ま
す
。

狭
隘
な
墓
地
の
一
角
に
、
二
段
式
に
作
ら
れ

た
墓
石
、
上
部
は
明
治
初
年
に
作
ら
れ
た
も
の

か
、
刻
ま
れ
た
文
字
も
風
雨
に
洗
わ
れ
見
難
く

な
っ
た
伊
豆
石
、
そ
の
墓
標
を
受
け
る
よ
う
に

少
し
大
き
め
の
下
部
は
ま
だ
黒
光
り
す
る
御
影

石
、
上
下
の
墓
石
は
明
ら
か
に
作
っ
た
年
代
の

違
い
が
判
る
。
黒
ず
み
っ
た
上
部
の
墓
石
の
正

面
に
は
遠
慮
が
ち
に
「
備
考
斎
」
行
年
68
歳
と

だ
け
書
か
れ
、
更
に
そ
の
側
面
に
は
、
明
治
二

年
備
考
斎
妻
、
俗
名
寿
美
行
年
84
歳
と
記
さ
れ

て
い
る
。

備
考
斎
こ
と
「
浮
田
幸
吉
」
は
残
念
な
が
ら

静
岡
市
民
に
は
殆
ど
馴な

じ染
み
の
な
い
名
前
で
あ

る
が
、
敢あ

え
て
本
日
皆
様
に
啓
蒙
し
た
く
、
ご

登
壇
願
っ
た
次
第
で
す
。

飛
行
機
の
発
明
に
挑
戦
し
た
日
本
人
の
第
一

号
が
浮う

き

た田
幸
吉
で
す
。

天
明
五
年
（
１
７
８
５
年
）
表
具
師
を
営
む

幸
吉
青
年
は
25
歳
の
時
、
玉
野
市
に
あ
る
蓮
昌

寺
で
、
本
堂
に
群
が
る
鳩
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

滑
空
を
思
い
立
ち
、
表
具
師
ら
し
く
紙
張
り
の

模
型
を
作
り
、
こ
れ
を
背
中
に
背
負
っ
て
勇
躍
、

橋
の
欄
干
か
ら
飛
び
降
り
、
見
事
失
敗
、
右
足

の
骨
折
と
い
う
オ
マ
ケ
ま
で
つ
い
た
。
し
か
し

「
泣
き
面
に
蜂
」
の
譬た

と

え
の
如
く
、
幸
吉
は
土
地

の
役
人
に｢

奇
を
も
て
あ
そ
び
、
人
を
驚
か
し

た｣

と
い
う
理
由
で
捕
わ
れ
、
生
ま
れ
故
郷
の

備
前
岡
山
を
追
放
さ
れ
、
駿
府
に
移
り
住
む
こ

と
に
な
っ
た
。
駿
府
に
転
居
し
た
理
由
も
奮ふ

る

っ

て
い
る
、
親
戚
の
手
立
て
で
海
運
に
転
職
し
た

幸
吉
が
全
国
の
港
を
巡
る
う
ち
、
駿
河
湾
か
ら
見
た

富
士
山
の
美
し
さ
と｢

三
保
の
松
原｣

の
天
女
の
伝

説
に
飛
行
を
夢
見
る
自
身
が
重
な
り
、
親
戚
縁
者
の

反
対
を
押
し
切
り
、
駿
府
で
の
永
住
を
決
意
し
た
の

で
あ
っ
た
。

第
二
の
人
生
は
江
川
町
の
一
角
に
備
前
の
特
産
品

を
商
う
「
櫻
屋
」
を
開
業
、
こ
れ
が
当
た
っ
て
商
売

繁
盛
、
隆
盛
の
う
ち
に
事
業
を
養
子
に
任
せ
た
幸
吉

は
、
生
来
の
器
用
さ
を
も
っ
て
何
と
樫か

し

や
柘つ

げ植
か
ら

入
れ
歯
を
作
り
、
歯
科
医
「
備
考
斎
」
と
し
て
脚
光

を
浴
び
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
１
８
１
０
年
50
歳
を
迎
え
た
幸
吉
は
、

　4 月1 日はエイプリル・フールです。そのルーツは、キリストがユダに裏切られたのを忘れないように設けられたという説や、
1 日だけ主人と使用人が入れ替わる、古代ローマのお祭りに起因するという説など様々です。
　フランスでは、エイプリル・フールを「4 月の魚」といいます。4 月生まれは魚座ではないことから、「4 月の魚= 嘘」という意味、
また4 月になって暖かくなると、魚が簡単に釣れることに由来している、ともいわれています。
　エイプリル・フールが日本に紹介されたのは江戸時代。当時は「不条理の日」といい、普段のつきあ
いや義理を欠いている失礼をわびる日とされていました。「嘘をつく」とは正反対の、「誠意を表わす」
日だったわけですね。
　欧米では、この日にマスコミが悪意のない嘘のニュースを流して話題になることがよくあります。

「嘘をつく」というよりは、4 月のぽかぽか陽気に誘われて「悪意のない大ぼらを吹く」のが、エイプリ
ル・フールなのでしょう。今年のエイプリル・フール、あなたは、誰にどんな嘘をついてみますか?

な
お
大
空
に
羽
ば
た
く
夢
は
捨
て
き
れ
ず
、
再
び
天
空

へ
の
飛
行
に
挑
戦
、
そ
し
て
長
い
錯
誤
と
研
究
の
末
、

今
日
の
グ
ラ
イ
ダ
ー
と
同
じ
機
能
を
持
つ
飛
行
機
を
製

作
、
安
倍
川
の
河
川
敷
に
お
い
て
試
験
飛
行
を
挙
行
、

真
夜
中
、
多
く
の
川
越
人
足
の
協
力
で
幸
吉
の
乗
る
飛

行
機
は
見
事
に
上
昇
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
飛
行
時

間
は
わ
ず
か
数
十
秒
、
そ
の
距
離
、
２
０
０
メ
ー
ト
ル

と
言
わ
れ
て
い
る
が
将
に
大
成
功
の
裡う

ち

に
実
験
は
終
了

し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
喜
び
の
中
に
迎
え
た
そ

の
朝
、
番
所
か
ら
の
役
人
に
し
ょ
っ
ぴ
か
れ
た
幸
吉
は
再

び
、
駿
府
処
払
い
を
言
い
渡
さ
れ
磐
田
見
付
に
転
居
し
た

の
で
あ
る
。

今
、
そ
の
際
作
ら
れ
た
設
計
図
を
も
と
に
二
分
の
一
の

模
型
が
磐
田
市
見
附
に
あ
る
大だ

い
け
ん
じ

見
寺
の
本
堂
に
吊
る
さ
れ

て
い
る
。
是
非
、
こ
の
数
奇
の
人
生
を
歩
ん
だ
男
を
あ
な

た
の
記
憶
の
片
隅
に
も
刻
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。

先
日
、給
食
業
を
営
む
友
人
の
会
社
で
置
か

れ
て
い
た
営
業
パ
ン
フ
を
見
な
が
ら
、私
は
生
意

気
に
も
松
花
堂
弁
当
を
指
差
し
な
が
ら
「
松
花

堂
の
由
来
」を
ひ
と
く
さ
り
、雑
学
の
披
露
に
及

び
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
日
は
食
物
の
「
由
来
」に
つ
い
て

記
し
ま
す
。あ
な
た
も
仲
間
と
食
事
し
な
が
ら
、

独
り
呟つ

ぶ
や

く
の
も
カ
ッ
コ
イ
イ
か
も
。

松
花
堂
弁
当
と
は
寛
永
三
筆
の
一
人
・
松
花

堂
昭し

ょ
う
じ
ょ
う

乗
に
由
来
、彼
が
十
字
に
仕
切
っ
た
弁
当
を

用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。

幕
の
内
弁
当
は
芝
居
の
幕
間
に
た
べ
る
弁

当
、胡
麻
を
か
け
た
小
さ
な
お
握
り
に
沢た

く
あ
ん庵

な
ど

が
つ
い
て
い
る
。

助
六
弁
当
、お
稲
荷
さ
ん
と
太
巻
き
が
一
緒

に
入
っ
て
い
る
弁
当
、先
ず
「
助
六
」と
は
歌
舞

伎
十
八
番
の
ひ
と
つ
「
助
六
所
縁
（
ゆ
か
り
）

の
江
戸
桜
」の
主
人
公
が
助
六
、そ
の
恋
人
の
名
が

「
揚あ

げ
ま
き巻

」で
す
。先
ず
「
揚
」か
ら
「
油
揚
げ
」を
連
想

し
そ
こ
か
ら
「
い
な
り
寿
司
」が
誕
生
、「
巻
」の
言

葉
か
ら
「
太
巻
き
」を
連
想
、こ
の
二
つ
の
食
品
が

一
緒
に
な
っ
た
弁
当
を
「
助
六
」と
洒し

ゃ

れ落
た
。

懐
石
と
は
茶
懐
石
（
茶
の
湯
で
茶
を
出
す
前
の

簡
単
な
食
事
）の
こ
と
だ
が
、一
般
的
に
は
温
め
た

石
で
空
腹
を
忘
れ
さ
せ
る
程
度
の
粗
末
な
食
事
を

言
う
。

き
し
め
ん
と
は
紀
州
の
麺
の
略
称
で
す
。名
古

屋
駅
の
地
下
道
に
由
来
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。

け
ん
ち
ん
汁
は
鎌
倉
の
建
長
寺
の
創
作
、建
長

寺
が
短
縮
さ
れ
て
「
け
ん
ち
ん
」と
な
っ
た
。異
説

も
あ
り
ま
す
。

鴨
南
蛮
、司
馬
遼
太
郎
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
、

面
白
い
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

「
明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
、難
波
の
土
橋
か
ら

南
は
茫
々
の
ね
ぎ
畑
、だ
か
ら
ね
ぎ
の
隠
語
を
ナ
ン

バ
ン
と
い
う
。鴨
ナ
ン
と
い
う
の
は
鳥
肉
と
ね
ぎ
の

入
っ
た
か
け
う
ど
ん
の
こ
と
で
あ
る
。」

静
岡
の
歴
史

浮
田
幸
吉

私
の
雑
記
帳
か
ら

日
本
人
で
最
初
に

　
　
　

空
を
飛
ん
だ
男

4月の嘘

一
寸
一
言

彩 時 記 


