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あけましておめでとうございます
今年は、憲法施行60年の記念の年です。戦後60年、平和憲法のもとで、曲がりなりにも「戦争し
ない国」の骨格を築いてきたのに、核兵器拡散のこの時代に、単に「時代に合わない」というだけ
で、しかも「米国の強い要求」で改正しようとするものが、むしろ時代から大きくずれ、合致して
いないのは明らかです。しかし、憲法「改正」は、すでに5年を経て、政権党による改正草案の公
表という第1段階を終え、国会審議を通じて発議案をまとめる第2段階に突入しています。新たに登
場した安倍内閣は、教育基本法の改正と憲法改正国民投票法案の成立を、憲法改正の外堀りを埋め
るものとし、強行しようとしています。これが、いまの憲法「改正」状況です。
今年も、手を取り合って、憲法9条と前文をいっそう広げていく努力を尽くしましょう。そのた
めに役立つパンフレットを作成しました。御活用下さい。
今年も、皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたします。
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一
、
憲
法
九
条
・
恒
久
平
和
主
義

（
戦
争
放
棄
・
交
戦
権
の
否
認
）
の
現
れ

自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
か
ら
無
傷
撤
退

陸
上
自
衛
隊
延
べ
五
五
〇
名
は
、
去
年
七

月
一
七
日
二
年
半
に
わ
た
っ
た
駐
屯
地
イ
ラ

ク
・
サ
マ
ー
ワ
か
ら
、
一
発
の
弾
丸
も
撃
た

ず
、
ま
た
一
人
の
死
傷
者
も
出
さ
ず
に
撤
退

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
が
憲
法
九
条
、
と
く
に
第

二
項
の
「
国
が
交
戦
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
」

規
定
を
持
っ
て
い
た
お
か
げ
で
す
。
自
衛
隊

を
守
っ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
軍
も
、
イ
ギ
リ
ス

軍
も
多
く
の
死
傷
者
を
出
す
な
か
で
、
日
本

の
陸
上
自
衛
隊
の
み
が
攻
撃
を
受
け
な
が
ら
、

な
ぜ
無
傷
で
帰
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
日
本
の
憲
法
が
国
と
し
て
交
戦

す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
た
め
、
隊
員
が
撃

た
れ
て
も
撃
ち
返
さ
ず
、
避
難
施
設
に
逃
れ

た
か
ら
で
し
た
。
相
手
と
交
戦
す
れ
ば
そ
れ

は
「
戦
争
」
と
な
り
、
見
え
な
い
相
手
に
や

た
ら
と
反
撃
す
れ
ば
「
交
戦
」
と
な
っ
て
、

「
戦
争
の
放
棄
」（
九
条
第
一
項
）
と
「
交
戦

の
禁
止
」（
第
二
項
）
に
違
反
し
ま
す
。
だ
か

ら
、
自
衛
隊
は
一
発
の
弾
丸
も
撃
た
ず
（
撃

て
な
い
で
）、
一
名
の
死
傷
者
も
出
さ
ず
に
撤

退
で
き
た
の
で
す
。

戦
わ
な
い
国
日
本
の
評
判

も
と
も
と
、
多
国
籍
軍
の
一
員
と
し
て
、

米
国
の
強
い
要
請
で
、
イ
ラ
ク
に
自
衛
隊
を

派
遣
し
た
こ
と
自
体
が
憲
法
違
反
で
す
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ク
国
民
は
も
と
よ
り

世
界
中
の
国
か
ら
、
日
本
の
自
衛
隊
は
本
当

に
「
戦
わ
な
い
国
」
な
の
だ
、
と
の
評
判
を

と
っ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
本
来
は
、「
戦
わ
な
い
国
」
よ
り
も
、

「
戦
力
を
持
た
な
い
国
」、
そ
し
て
「
海
外
へ

派
遣
し
な
い
国
」
こ
そ
が
憲
法
の
目
指
す
姿

で
す
。
そ
れ
で
も
、
解
釈
で
改
正
し
よ
う
と

し
て
も
、
最
後
の
一
線
の
「
交
戦
し
な
い
国
」

と
の
条
項
だ
け
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

姿
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
ま
す
。

憲
法
の
恒
久
平
和
主
義
を
表
示
す
る
九
条

と
前
文
は
こ
こ
に
「
生
き
て
い
る
」
の
で
す
。

私
た
ち
の
子
・
孫
の
命
を
守
る
た
め
に
も
、

「
時
代
遅
れ
」
と
の
妄
言
に
は
惑
わ
さ
れ
ず
、

九
条
を
い
っ
そ
う
広
げ
て
い
こ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

二
、
憲
法
が
保
障
す
る
民
主
主
義
の
政
治

（
国
民
主
権
に
も
と
づ
く
政
治
）
の
現
れ

軍
国
主
義
、
天
皇
制
絶
対
政
治
と
の
決
別

六
〇
年
前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
、
二

〇
歳
以
上
の
青
年
男
子
に
徴
兵
制
を
課
し
、

相
次
ぐ
侵
略
と
植
民
地
戦
争
に
強
制
的
に
駆

り
出
し
、
国
の
内
外
に
ぼ
う
大
な
被
害
を
出

し
ま
し
た
。

そ
の
政
治
は
、
国
権
の
す
べ
て
の
権
力
を

天
皇
が
持
ち
、
国
民
を
天
皇
の
「
臣
民
」
と

し
、
臣
民
は
天
皇
が
公
布
す
る
法
律
の
も
と

で
す
べ
て
が
統
制
さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
肥
大
し
た
軍
部
が
次
第
に
天

皇
を
利
用
し
、
独
走
す
る
よ
う
に
な
り
、
国

民
を
無
謀
な
一
五
年
戦
争
、
そ
し
て
太
平
洋

戦
争
に
突
入
さ
せ
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
民
と
日

本
国
民
に
大
き
な
被
害
を
与
え
た
の
で
し
た
。

祖
父
母
・
両
親
た
ち
の
勇
気
あ
る
選
択

戦
後
に
で
き
た
憲
法
は
、
戦
争
で
生
き
残

っ
た
両
親
や
祖
父
母
、
そ
し
て
子
供
ら
の
私

た
ち
が
こ
の
よ
う
な
非
民
主
的
な
政
治
と
体

制
に
は
っ
き
り
決
別
し
、
国
民
が
主
権
者
で

あ
り
、
独
裁
に
な
ら
な
い
よ
う
権
力
を
分
散

さ
せ
、
二
〇
歳
以
上
の
男
女
の
す
べ
て
に
選

挙
権
を
持
た
せ
て
、
男
女
は
同
権
、
思
想
・

良
心
の
自
由
、
言
論
と
表
現
の
自
由
を
保
障

し
、
検
閲
を
厳
し
く
禁
止
し
て
、
国
民
の
意

思
に
も
と
づ
く
政
治
、
民
主
政
治
を
確
立
し

憲
法
改
正
を
主
張
す
る
側
が
、
改
正
の
理
由
と
し
て
、
今
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
「
憲
法
が
時

代
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
」
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
宣
伝
の
も
と
で
、
最
近
の
世
論
も
、

改
正
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
「
現
代
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
」
と
す
る
も
の
が
、
こ
れ

し
か
な
い
位
一
番
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
憲
法
は
時
代
に
合
わ
ず
、
役
立
た
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
、
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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憲
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ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
変
な
改
革
で
あ
り
、

世
界
で
も
最
も
進
ん
だ
憲
法
で
し
た
。

軍
隊
を
持
て
ば
、
ど
う
な
る
か

私
た
ち
は
今
、
こ
の
よ
う
な
民
主
政
治
と

体
制
の
も
と
で
、
当
り
前
の
よ
う
に
生
活
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
戦
後
六
〇
年

に
わ
た
り
私
た
ち
の
祖
父
母
や
両
親
た
ち
が

血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
で
築
い
た
も
の
な
の

で
す
。

そ
れ
を
、
軍
隊
を
持
て
ば
、
国
の
予
算
の

中
で
軍
事
費
が
よ
り
大
き
く
占
め
、
税
金
の

使
用
の
最
大
分
野
と
な
っ
て
い
く
の
は
必
定

で
す
。
そ
の
う
え
、
軍
事
秘
密
保
護
法
を
は

じ
め
軍
事
体
制
の
軍
法
と
制
度
が
多
数
新
た

に
誕
生
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
当
然
国
民
の

権
利
と
自
由
を
圧
迫
し
ま
す
。
ま
た
、
海
外

派
兵
で
再
び
戦
死
傷
者
を
輩
出
し
て
い
く
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
前
に
述
べ
た
現
在
の
民

主
政
治
を
支
え
て
い
る
国
民
の
自
由
と
権
利
、

つ
ま
り
思
想
・
良
心
の
自
由
、
言
論
・
表
現

の
自
由
な
ど
を
大
き
く
圧
迫
し
て
い
く
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
、
今
で
も
問
題
の
あ
る
「
愛

国
心
」
の
強
要
、
日
の
丸
・
君
が
代
の
強
制

な
ど
が
い
っ
そ
う
甚
だ
し
く
な
る
は
ず
で
す
。

三
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
（
社
会
保
障

体
制
確
立
）
の
現
れ

社
会
保
障
制
度
の
確
立

憲
法
は
、
国
民
の
す
べ
て
に
、
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
保

障
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
進
ん
だ
憲
法

で
す
。
私
た
ち
は
、
お
か
げ
で
、
外
国
に
比

し
て
も
貴
重
な
医
療
に
お
け
る
国
民
健
康
保

険
制
度
、
国
民
年
金
制
度
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
生
活
保
護
制
度
、
介
護
保
険
も
持

っ
て
い
ま
す
。

新
た
な
人
権
の
創
設

さ
ら
に
、
現
在
の
憲
法
は
、
幸
福
追
求

権
（
一
三
条
）
の
も
と
で
、
条
文
上
の
明

記
が
な
く
て
も
、
環
境
権
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
、
肖
像
権
、
眺
望
権
な
ど

次
ぎ
次
ぎ
に
新
し
い
人
権
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
ど
ん
な
基

本
的
人
権
に
も
対
応
で
き
る
す
ぐ
れ

た
憲
法
な
の
で
す
。

税
金
に
お
け
る
応
能
負
担
原
則
の
確
立

ま
た
、
私
た
ち
に
課
さ
れ
る
税
金
に

つ
い
て
も
、
憲
法
は
応
能
負
担
原
則
と

言
っ
て
、
文
化
的
で
最
低
限
の
収
入
に
は

税
金
は
課
さ
ず
、
所
得
の
多
い
者
に
は
累

進
に
よ
る
課
税
方
式
で
課
税
し
て
き
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
収
入
の
な
い
者
ま
で
課

税
す
る
消
費
税
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
生
活
の
中
で
、
国
が
税
金
を
投

入
し
て
、
病
気
治
療
・
入
院
・
介
護
・
生
活

保
護
な
ど
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ

て
も
生
活
を
維
持
で
き
る
体
制
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
軍
隊
を
持
て
ば
、
国
の
社
会
保

障
の
財
政
は
、
金
の
か
か
る
宇
宙
兵
器
、
ミ

サ
イ
ル
防
衛
な
ど
軍
備
増
強
費
用
及
び
軍
事

関
係
費
に
持
っ
て
い
か
れ
る
で
し
ょ
う
。

政
権
交
替
に
よ
る
負
担
増
の
解
消

こ
れ
ら
社
会
保
障
費
は
憲
法
改
正
を
に
ら

ん
で
、
国
の
予
算
が
削
減
さ
れ
、
年
々
自
己

負
担
が
増
大
し
、
有
難
味
が
薄
く
な
っ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
根
本
か
ら
制
度

を
壊
せ
ば
、
私
た
ち
は
今
の
生
活
よ
り
も
っ

と
大
変
不
安
な
生
活
に
陥
り
ま
す
。
い
ま
の

憲
法
が
あ
る
限
り
、
政
権
交
替
に
よ
り
負
担

を
減
少
さ
せ
、
回
復
の
途
も
あ
り
ま
す
が
、

軍
隊
を
持
つ
国
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
根
本
的

に
壊
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
。
こ
れ
ま
で
日
本
は
憲
法
九
条
と

前
文
が
示
す
恒
久
平
和
の
途
を
追
求
し
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
人
権
が
守
ら
れ
、

社
会
保
障
が
確
立
し
て
き
た
の
で
す
。
平
和

こ
そ
人
権
の
砦
で
す
。
憲
法
九
条
は
ど
う
し

て
も
守
り
抜
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

2004年11月2日
朝日新聞

2
0
0
5
年
6
月
24
日

朝
日
新
聞
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一
、
な
ぜ
、
日
本
国
憲
法
は
武
装
と
交
戦

を
放
棄
し
た
の
か

「
持
て
る
が
、
持
た
な
い
」、
そ
れ
が
祖
父
母
、

両
親
の
決
意
で
す

憲
法
と
は
、
そ
の
国
の
国
民
の
決
意
を
宣

言
し
た
そ
の
国
の
最
高
法
規
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
憲
法
に
は
内
容
上
決
り
が
あ
る
訳
で

は
な
く
、
そ
れ
は
国
民
の
決
意
次
第
な
の
で

す
。日

本
国
憲
法
も
同
じ
で
、
国
を
構
成
す
る

国
民
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
国
を
守
る
た
め

に
は
武
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
相
手

の
侵
害
に
対
し
て
交
戦
す
る
権
利
を
も
つ
こ

と
は
前
提
に
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
国
民
が
、
持
つ
こ
と
は
で
き
て
も
、

事
情
が
あ
っ
て
こ
れ
を
持
た
な
い
方
が
よ
い
の

だ
と
決
意
す
る
こ
と
も
で
き
る
訳
で
、
日
本
国

民
は
こ
れ
を
持
た
な
い
方
が
良
い
と
決
断
し
、

む
し
ろ
憲
法
に
「
こ
れ
を
放
棄
す
る
」「
否
認

す
る
」
と
の
意
思
を
積
極
的
に
表
明
し
て
き
た

の
で
す
。
持
つ
こ
と
よ
り
も
持
た
な
い
方
が
か

え
っ
て
良
い
と
の
重
い
決
断
を
し
た
の
は
、
戦

後
の
日
本
国
民
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
祖
父
母
で

あ
り
、
両
親
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

ら
の
方
々
の
考
え
方
を
知
り
、
承
継
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

持
た
な
い
と
誓
っ
た
理
由

戦
後
、
や
っ
と
生
き
残
っ
た
私
た
ち
の
祖

父
母
や
両
親
は
、
戦
地
か
ら
生
き
て
帰
っ
た

か
、
あ
る
い
は
東
京
・
大
阪
を
は
じ
め
日
本

中
の
町
が
焼
土
と
な
っ
た
中
で
、
親
類
を
失

い
な
が
ら
も
生
き
残
っ
た
人
々
で
し
た
。
生

き
残
っ
て
も
、
食
料
も
な
く
、
日
々
飢
餓
で

周
り
の
者
達
が
死
ん
で
い
く
の
を
た
だ
見
送

る
し
か
な
い
方
々
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う

え
、
広
島
で
一
四
万
人
、
長
崎
で
七
万
人
の

方
々
が
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
死
亡
し
、
生
き

残
っ
た
方
々
も
放
射
能
に
侵
さ
れ
、
そ
の
後

次
ぎ
次
ぎ
と
死
亡
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、

今
日
で
も
傷
害
で
苦
し
む
悲
惨
な
状
態
を
見

聞
し
、
被
爆
の
恐
ろ
し
さ
と
悲
惨
さ
を
肌
身

で
感
じ
て
き
た
方
々
で
す
。

こ
の
た
め
、
六
〇
年
前
の
一
九
四
七
年
現

憲
法
が
施
行
さ
れ
た
の
を
、
心
か
ら
喜
び
、

双
手
を
あ
げ
て
、「
二
度
と
再
び
」、「
如
何
な

る
形
で
も
」、「
戦
争
は
し
な
い
」
と
決
意
し
、

憲
法
を
迎
え
た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
、
憲
法

を
支
え
る
力
と
な
り
、
本
年
五
月
三
日
で
施

行
後
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
、「
戦
争
し
な
い
国
」

と
し
て
、「
国
際
的
に
も
貴
重
な
国
」
と
な
っ

た
の
で
す
。

皆
さ
ん
。
私
た
ち
の
祖
父
母
と
両
親
達
の

国
民
が
一
致
し
て
現
憲
法
を
持
つ
こ
と
を
選
択
し
た
の
は
、
生
き
て

帰
ら
れ
た
方
々
の
悲
惨
な
体
験
と
、
焼
土
と
化
し
た
日
本
の
国
土
と
、

二
度
に
わ
た
る
広
島
と
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
の
惨
状
で
し
た
。

そ
れ
が
今
後
「
戦
争
は
必
し
て
し
な
い
」
と
の
戦
争
の
放
棄
と
交
戦

権
の
否
認
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。

い
ま
、
憲
法
「
改
正
」
を
主
張
す
る
側
で
は
、
憲
法
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
時
代
に
合
わ
な

い
」
か
ら
改
正
し
て
、
日
本
を
「
普
通
の
国
」
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
日

本
を
守
れ
な
い
」
か
の
よ
う
に
宣
伝
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
軍
隊
を
も
つ
こ
と
が「
普
通
の
国
」で
あ
り
、「
戦
争
が
で
き
る
国
」
な
ら
、
相
手
が
核

保
有
国
だ
と
「
普
通
の
国
」
の
守
り
の
兵
器
に
は
、
核
兵
器
が
含
ま
れ
て
い
く
の
は
必
定
で
す
。

核
兵
器
の
使
用
は
、
相
手
を
放
射
能
を
も
っ
て
皆
殺
し
に
す
る
最
も
残
虐
な
大
量
破
壊
兵
器
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
球
に
回
復
し
難
い
汚
染
を
広
げ
、
人
類
を
滅
亡
さ
せ
る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
の
核
拡
散
状
況
の
も
と
で
は
、「
普
通
の
国
」
と
な
っ
て
、
軍
隊
を
持
つ

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
日
本
を
滅
亡
さ
せ
る
も
の
と
な
り
、
か
え
っ
て
危
険
な
の
で
す
。
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六
〇
年
前
の
一
致
し
た
決
意
と
宣
言
を
ど
う

お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

そ
れ
は
、
持
て
る
も
の
で
も
、
む
し
ろ
持

た
な
い
方
が
よ
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
私

た
ち
も
こ
の
考
え
を
今
日
ま
で
正
し
い
も
の

と
し
て
承
継
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ま

た
、「
普
通
の
国
」
に
は
戻
ら
な
い
と
言
う
の

と
同
じ
で
あ
り
、
仮
り
に
自
衛
の
た
め
で
あ

っ
て
も
「
戦
力
は
持
た
ず
」、「
交
戦
は
し
な

い
」
と
の
決
意
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

二
、「
戦
わ
な
い
国
」
を
示
す
憲
法
九
条
は
、

核
拡
散
時
代
の
未
来
を
照
ら
す
安
全

保
障
で
す
。

核
拡
散
の
現
状

原
・
水
爆
の
核
兵
器
は
米
・
英
・
仏
・
ロ

の
四
ヶ
国
の
他
中
国
・
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ

ン
が
す
で
に
保
有
し
、
イ
ラ
ン
と
北
朝
鮮
が

こ
れ
に
続
こ
う
と
し
て
い
ま
す
（
イ
ス
ラ
エ

ル
も
、
内
密
に
保
有
し
て
い
る
と
い
う
の
が

国
際
的
に
定
着
し
て
い
ま
す
）。

こ
の
よ
う
な
核
拡
散
の
国
際
状
況
の
も
と

で
は
、
も
は
や
軍
備
を
持
つ
こ
と
よ
り
、
軍

隊
を
持
た
な
い
方
が
む
し
ろ
安
全
で
す
。
軍

隊
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
国
際
連
合
憲
章
に

あ
る
よ
う
に
、
侵
略
戦
争
は
す
で
に
国
連
が

許
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
国
際
紛
争
は
話
合

い
、
つ
ま
り
外
交
手
段
を
も
っ
て
解
決
で
き

る
と
の
立
場
を
確
立
し
て
い
る
の
で
す
。

交
戦
し
な
い
国
は
日
本
だ
け

今
日
、
世
界
に
は
軍
隊
を
持
た
な
い
国
は

二
七
ヶ
国
あ
り
ま
す
。
有
名
な
南
米
コ
ス
タ

リ
カ
を
は
じ
め
、
パ
ナ
マ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
、
モ
ナ
コ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
な
ど
人
口
的
に

は
比
較
的
小
国
で
す
が
、
一
九
二
の
中
の
い

ず
れ
も
国
連
加
盟
国
で
す
。

し
か
し
、
軍
隊
を
持
た
な
い
国
が
二
七
ヶ

国
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
に
「
国
は
交
戦
し

な
い
」
と
宣
言
し
て
い
る
国
は
日
本
だ
け
な

の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
戦
争
の
歴
史
は
、
日
本
を
は

じ
め
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
が
、
他
国
を
侵

略
し
た
の
に
自
衛
の
た
め
だ
と
か
、
自
衛
権

の
行
使
だ
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
最

も
ひ
ど
い
の
が
米
国
で
、
イ
ラ
ク
へ
の
先
制

攻
撃
を
「
自
衛
権
の
行
使
」
だ
と
主
張
し
な

が
ら
自
衛
の
対
象
が
見
付
か
ら
ず
、
今
日
国

際
的
に
も
孤
立
し
て
い
ま
す
。

「
自
衛
の
た
め
」
と
の
口
実
を
使
わ
せ
な
く

す
る
最
も
良
い
方
法
は
、「
戦
力
を
持
た
な
い
」

う
え
に
、「
国
の
交
戦
権
を
認
め
な
い
」
と
す

る
こ
と
で
す
。
日
本
の
憲
法
の
立
場
が
戦
争

を
な
く
す
世
界
で
一
番
進
ん
だ
、
し
か
も
現

実
的
な
方
法
な
の
で
す
。

日
本
の
憲
法
九
条
を
守
ろ
う
が
世
界
の
声
に

い
ま
、
国
際
的
に
日
本
の
憲
法
を
失
う
こ

と
は
、
日
本
国
民
だ
け
で
な
く
国
際
的
に
目

標
を
失
い
、
大
き
な
損
失
だ
と
の
声
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
日
本
国
憲
法
を

「
世
界
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
せ
た
い
と
す
る

国
際
的
な
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

二
年
前
の
東
京
北
法
律
の
新
年
の
ニ
ュ
ー

ス
で
、「
日
本
国
憲
法
は
人
類
が
初
め
て
到
達

し
た
最
高
に
価
値
が
あ
る
憲
法
で
す
」
と
書

い
た
の
は
、
そ
の
理
由
か
ら
で
し
た
。

皆
さ
ん
。
国
際
的
に
こ
れ
ほ
ど
日
本
の
憲

法
の
評
価
が
高
く
、
御
覧
に
な
っ
た
映
画
に

ま
で
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
改
正
す
る
な
ら
、

自
国
の
憲
法
を
日
本
の
を
手
本
に
改
正
し
て

い
こ
う
と
い
う
、
そ
の
目
標
と
な
っ
て
い
る

と
聞
け
ば
、
私
た
ち
日
本
人
の
国
際
的
責
任

と
し
て
も
、「
九
条
の
改
正
は
許
さ
な
い
」
と

の
決
意
と
運
動
を
、
い
っ
そ
う
広
げ
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

憲  法 
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さ
な
い
知
恵
と
、
反
対
す
る
勇
気
を
も
ち

た
い
と
思
い
ま
す
。

い
じ
め
の
解
決
は
、
い
じ
め
た
側
の
反

省
如
何
で
す
。「
日
帝
」
の
加
害
の
歴
史

を
直
視
す
る
こ
と
が
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の

連
帯
を
つ
く
っ
て
い
く
出
発
点
に
な
る
は

ず
で
す
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス

が
中
心
と
な
っ
て
Ｅ
Ｕ
を
つ
く
っ
た
よ
う

に
、
日
本
と
韓
国
の
市
民
が
中
心
と
な
っ

て
東
ア
ジ
ア
共
同
体
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
も
、
決
し
て
夢
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
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い
ま
、
靖
国
神
社
の
合
祀
を
み
つ
め
、

日
本
の
中
か
ら
戦
争
責
任
を
確
立
し
て

い
こ
う
！

昨
年
九
月
、
こ
の
標
題
で
　
　
　
　
弁

護
士
の
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
、「
天

皇
の
た
め
に
命
を
す
て
靖
国
の
神
に
な

る
」
と
い
う
「
信
仰
」
は
、
死
を
美
化
し
、

国
民
を
侵
略
戦
争
に
か
り
た
て
る
大
き
な

役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
侵
略
戦

争
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
靖
国
神

社
は
今
も
そ
の
役
割
を
は
た
し
て
い
ま

す
。さ

ら
に
重
大
な
問
題
は
、
一
九
七
八
年

（
昭
和
五
三
年
）
に
、
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀

し
た
こ
と
で
す
。
日
本
が
昭
和
二
〇
年
七

月
に
受
諾
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
、

「
軍
国
主
義
勢
力
の
除
去
」
と
し
て
、「
日

本
国
国
民
を
欺
瞞
し
之
を
し
て
世
界
征
服

の
挙
に
出
づ
る
の
過
誤
を
犯
さ
し
め
た
る

捕
し
、
ひ
ど
い
拷
問
を
加
え
、
命
を
奪
い
、

植
民
地
支
配
を
維
持
し
た
の
で
す
。

加
害
者
は
、
抽
象
的
な
「
日
本
」
で
も

な
け
れ
ば
、「
日
本
国
民
」
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
日
本
人
も
、
朝
鮮
人
や
中

国
人
と
同
様
、「
日
帝
」
の
被
害
者
で
す
。

戦
争
に
反
対
し
た
多
く
の
日
本
人
が
、
朝

鮮
人
と
同
様
の
拷
問
を
受
け
、
命
を
奪
わ

れ
ま
し
た
。

加
害
の
傍
観
者
に
は
な
る
ま
い
！

加
害
者
は
「
日
帝
」
で
あ
り
、
責
任
を

と
る
べ
き
は
そ
の
中
枢
に
い
た
人
た
ち
で

す
。
戦
争
に
か
り
た
て
ら
れ
、「
日
帝
」

に
加
担
し
た
人
々
を
責
め
る
の
は
酷

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
天
皇
の
た
め
に

命
を
す
て
「
靖
国
の
神
」
と
な
る

と
い
う
教
育
を
徹
底
的
に
受
け
、

加
担
を
拒
否
す
れ
ば
拷
問
に
よ

る
死
が
ま
ち
う
け
て
い
た
の
で

す
か
ら
。

し
か
し
、「
日
帝
」
の
戦
争

に
加
担
し
た
人
々
や
反
対
し
な

か
っ
た
人
々
は
、
い
じ
め
の
傍

観
者
と
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

東
ア
ジ
ア
を
学
校
の
ク
ラ
ス
、

「
日
帝
」
を
い
じ
め
グ
ル
ー
プ
に
見

立
て
れ
ば
…
…
。
加
害
行
為
を
見
逃

者
の
権
力
及
び
勢
力
は
、
永
久
に
除
去
せ

ら
れ
る
べ
か
ら
ず
。」
と
あ
り
ま
す
。「
永

久
に
除
去
せ
ら
れ
る
べ
き
」
Ａ
級
戦
犯
を

「
靖
国
の
神
」
と
し
て
美
化
す
る
こ
は
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
に
反
し
ま
す
。
天
皇
や
Ａ
級

戦
犯
を
は
じ
め
、
軍
部
や
政
府
な
ど
権
力

機
構
の
中
枢
に
い
た
者
こ
そ
、
侵
略
戦
争

の
最
大
の
責
任
者
で
す
。

加
害
者
は
「
日
本
帝
国
主
義
」

「
日
帝
（
日
本
帝
国
主
義
）」
と
い
う
言

葉
は
、
日
本
人
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す

が
、
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
（
韓
国

及
び
北
朝
鮮
）
や
、
侵
略
さ
れ
た
中
国
で

は
、
今
も
普
通
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
一
〇
年
か
ら
植
民
地
に
お
か
れ
た

朝
鮮
半
島
で
は
、
解
放
さ
れ
る
ま
で
の
三

五
年
間
の
間
に
、
何
回
も
、
多
く
の
人
々

が
独
立
運
動
を
起
こ
し
ま
し
た
。「
日
帝
」

は
、
独
立
を
も
と
め
る
多
数
の
人
々
を
逮

戦
争
責
任
を
考
え
よ
う

戦
争
責
任
を
考
え
よ
う 
戦
争
責
任
を
考
え
よ
う 

韓国（ソウル）の西大門刑務所歴史館、
ナヌムの家・日本軍「慰安婦」歴史館のハンドブック
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一
　
は
じ
め
に

北
法
律
九
条
の
会
は
、
昨
年
一
〇
月
二

一
日
、
靖
国
神
社
の
附
属
施
設
「
遊
就
館
」

と
、「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
の
見
学

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

二
　
「
遊
就
館
」
の
見
学

「
遊
就
館
」
は
靖
国
神
社
境
内
に
明
治

一
五
年
に
開
館
さ
れ
、
同
施
設
に
は
祭
神

（
戦
没
者
等
）
に
関
係
す
る
軍
事
関
係
資

料
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
玄
関
ホ
ー
ル
の

中
に
入
る
と
、
す
ぐ
に
零
戦
が
目
に
入
り

ま
す
（
写
真
）。

こ
れ
は
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下

を
正
当
な
も
の
と
強
弁
す
る
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
あ
る
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
に
、

原
爆
搭
載
機
「
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
」
が
展
示

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ

ま
し
た
。

次
に
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
入
る
と
、
明

治
維
新
、
西
南
戦
争
、
日
清
・
日
露
戦
争
、

満
州
事
変
、
日
中
戦
争
（
展
示
で
は
支
那

事
変
と
表
記
）
の
解
説
と
、
将
校
の
遺
品

や
武
器
な
ど
の
展
示
が
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
日
本
が
戦
争
を
通
じ
て
、

い
か
に
欧
米
列
強
と
肩
を
並
べ
る
ま
で
に

至
っ
た
か
な
ど
の
解
説
が
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
戦
争
の
良
い
面
の
み
を
強
調

し
た
内
容
で
す
。

し
か
し
、
戦
争
が
起
き
る
と
当
然
桁
違

い
の
死
者
が
出
ま
す
。
特
に
、
日
中
戦
争

と
太
平
洋
戦
争
（
展
示
で
は
大
東
亜
戦
争

と
表
記
）
は
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
の
諸
国
に
二
三
〇
〇
万
人
以
上
の
死

者
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
戦
争
の
悪
い
面
に
つ
い
て
は
全
く

展
示
・
解
説
が
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
太
平
洋
戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）

の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
同
戦
争
の
責
任

は
連
合
国
に
あ
り
、
同
戦
争
は
日
本
の
自

存
自
衛
の
た
め
の
戦
争
で
あ
る
と
の
展

示
・
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

解
説
を
少
々
長
文
で
す
が
、
引
用
し
ま
す
。

ま
ず
、「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
三
選
さ
れ

て
も
復
興
し
な
い
ア
メ
リ
カ
経
済
に
苦
慮

し
て
い
た
。
〜（
略
）〜
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、

昭
和
一
四
年
に
は
、
米
英
連
合
の
対
独
参

戦
を
決
断
し
て
い
た
が
、
米
国
民
の
反
戦

意
志
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
〜
（
略
）
〜

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
残
さ
れ
た
道
は
、
資
源

に
乏
し
い
日
本
を
、
禁
輸
で
追
い
詰
め
て

開
戦
を
強
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
解

説
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
開
戦
直
前
の
日
本
の
方
針
と
し

て
、「（
一
）
自
存
自
衛
の
た
め
、
対
米

（
英
蘭
）
戦
争
を
辞
せ
ざ
る
決
意
の
下
に

十
月
下
旬
を
目
途
と
し
て
戦
争
準
備
を
完

整
す
る
。」
な
ど
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
遊
就
館
」
に
は
、
戦
争
反
対
、
日
本

の
戦
争
責
任
と
い
っ
た
考
え
は
一
切
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

三
「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
の
見
学

靖
国
神
社
か
ら
歩
い
て
約
一
五
分
、
千

鳥
ヶ
淵
に
面

し
た
森
の
な

か
に
、
「
千

鳥
ヶ
淵
戦
没

者
墓
苑
」
は

あ
り
ま
す

（
写
真
）。

同
墓
苑
は

身
元
不
明
の

戦
没
者
の
遺

骨
を
埋
葬
す

る
た
め
昭
和
三
四
年
国
に
よ
っ
て
建
設
さ

れ
ま
し
た
。

同
墓
苑
は
、
靖
国
神
社
と
は
異
な
り
、

全
く
宗
教
的
性
格
や
歴
史
観
を
感
じ
ず
、

純
粋
な
慰
霊
・
追
悼
施
設
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
墓
苑
は
一
般
の
人
に
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
規
模
も

靖
国
神
社
に
比
べ
る
ま
で
も
な
く
小
さ
く
、

簡
素
で
す
。

四
　
お
わ
り
に

今
回
の
見
学
会
で
は
、
靖
国
神
社
（
遊

就
館
）
が
い
か
に
偏
っ
た
歴
史
観
に
ま
み

れ
、
他
方
「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
が

い
か
に
純
粋
な
慰
霊
・
追
悼
施
設
で
あ
っ

た
か
が
分
か
り
ま
し
た
。

今
後
同
墓
苑
を
「
戦
没
者
全
体
」
に
対

す
る
純
粋
な
慰
霊
・
追
悼
施
設
と
し
て
扱

え
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
靖
国
神
社
「
遊
就
館
」
と

　
靖
国
神
社
「
遊
就
館
」
と 

　「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
見
学
会

「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
見
学
会 

　
靖
国
神
社
「
遊
就
館
」
と 

　「
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
」
見
学
会 

北
法
律
九
条
の
会

北
法
律
九
条
の
会 

「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」HPより

「遊就館」HPより
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広島地裁判決

一
　
大
阪
と
広
島
の
判
決

昨
年
、
五
月
一
二
日
に
大
阪
地
裁
で
、

八
月
四
日
に
広
島
地
裁
で
、
そ
れ
ぞ
れ
原

爆
症
認
定
集
団
訴
訟
の
判
決
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
両
地
裁
は
、
合
計
五
〇
人
の
原
告

全
員
に
つ
い
て
、
国
が
下
し
た
原
爆
症
認

定
申
請
却
下
処
分
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

二
　
こ
れ
ま
で
の
裁
判

「
原
爆
症
」
と
は
原
爆
の
放
射
線
に
起

因
す
る
旨
国
か
ら
認
定
さ
れ
る
負
傷
又
は

疾
病
を
言
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
長
崎
の
松
谷
英
子
さ
ん
、

京
都
の
小
西
建
夫
さ
ん
、
東
京
の
東
数
男

さ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
原
爆
症
認
定

申
請
の
却
下
処
分
の
取
消
を
求
め
て
裁
判

を
起
こ
し
、
最
高
裁
判
決
も
含
め
て
一
度

も
敗
訴
は
な
く
、
七
回
勝
訴
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。

し
か
し
、
国
は
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
あ
く

ま
で
も
個
別
事
例
と
の
対
応
で
、
認
定
基

準
は
全
く
改
善
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
厳
し
い

認
定
基
準
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、
爆
心
地
か
ら
二
キ
ロ
以
遠
の
被
爆
者

や
、
原
爆
投
下
後
七
二
時
間
以
後
の
入
市

被
爆
者
は
、
い
く
ら
脱
毛
等
の
急
性
症
状

が
出
て
い
て
も
、
放
射
線
の
影
響
を
受
け

て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
認
定
申
請
を
却

下
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
個
別
事
例
で
は
な
く
、
国
の

認
定
基
準
が
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
た
め
、
被
爆
者
が
「
集
団
」
と

な
っ
て
全
国
で
起
こ
し
た
裁
判
が
原
爆
症

認
定
集
団
訴
訟
で
す
。

三
　
両
勝
訴
判
決
の
持
つ
意
味

冒
頭
の
大
阪
地
裁
判
決
と
広
島
地
裁
判

決
で
は
、
合
計
五
〇
人
の
原
告
全
員
に
つ

い
て
、
一
人
の
敗
訴
者
を
出
す
こ
と
な
く

勝
訴
し
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
長
崎
の
松
谷
訴
訟
か
ら
数
え

て
、
五
七
連
勝
と
な
っ
た
の
で
す
。
も
は

や
個
別
事
例
と
は
言
え
な
い
数
で
す
。

し
か
も
、
両
判
決
は
国
の
認
定
基
準
自

体
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
放
射
線
の
影
響
は
い
ま
だ
科
学

的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
放
射
線
起
因
性
の
直
接
的
な
立
証
を

被
爆
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
を
強

い
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
国
の
認
定
基
準
は
、
ほ
ぼ
原

爆
炸
裂
時
に
発
生
す
る
初
期
放
射
線
の
み

の
検
討
で
あ
り
、「
黒
い
雨
」
等
の
残
留

放
射
線
に
よ
る
被
曝
の
影
響
を
十
分
検
討

し
て
い
な
い
限
界
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
両
判
決
は
、
国
の
認
定

基
準
を
「
一
応
の
参
考
資
料
」
と
し
て
扱

い
、
個
々
の
被
爆
者
の
個
別
事
情
（
被
爆

状
況
、
被
爆
後
の
行
動
、
急
性
症
状
等
）

を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
両
判
決
と
も
、
い
ま
だ
科
学

に
は
限
界
が
あ
る
以
上
、
何
よ
り
も
ま
ず

被
爆
者
の
個
別
事
情
を
重
視
し
、
妥
当
な

結
論
を
出
す
と
い
う
極
め
て
常
識
的
な
判

断
を
下
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
こ

の
考
え
方
は
、
前
述
の
松
谷
訴
訟
、
小
西

訴
訟
及
び
東
訴
訟
の
い
ず
れ
で
も
と
ら
れ

て
い
る
考
え
方
な
の
で
す
。

四
　
今
後
の
集
団
訴
訟

司
法
も
、
単
な
る
裁
判
の
み
の
解
決
を

求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
の
認
定
基

準
の
根
本
的
転
換
を
求
め
て
い
ま
す
。
今

後
の
各
地
の
判
決
も
、
こ
の
基
本
的
な
考

え
は
変
え
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
国
は
広
島
判
決
後
は
一
切

被
爆
者
と
会
お
う
と
は
せ
ず
、
要
請
団
が

厚
生
労
働
省
に
行
っ
て
も
、
門
前
払
い
を

繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
国
は
裁

判
対
策
の
人
員
を
増
や
し
、
な
り
ふ
り
か

ま
わ
ず
裁
判
に
勝
と
う
と
臨
ん
で
い
ま

す
。そ

の
姿
勢
自
体
を
正
す
た
め
に
も
、
昨

年
三
月
以
降
三
五
四
人
（
平
成
一
八
年
一

一
月
九
日
現
在
）
も
の
被
爆
者
が
集
団
申

請
を
し
、
そ
の
却
下
処
分
に
対
し
て
次
々

裁
判
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

大
阪
判
決
、
広
島
判
決
を
経
て
も
何
も

変
え
よ
う
と
し
な
い
国
に
対
し
て
、
多
く

の
被
爆
者
が
怒
り
を
持
っ
て
立
ち
上
が
っ

て
い
る
の
で
す
。

原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟

原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟 
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟 

〜
司
法
が
国
に
突
き
付
け
た
五
七
連
敗
の
判
決
〜

〜
司
法
が
国
に
突
き
付
け
た
五
七
連
敗
の
判
決
〜 

〜
司
法
が
国
に
突
き
付
け
た
五
七
連
敗
の
判
決
〜 
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東
京
の
ぜ
ん
息
患
者
ら
が
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
自
動
車
の
排
ガ
ス
に
よ
っ
て
ぜ
ん
息
を

発
症
し
た
と
し
て
一
一
年
前
に
起
こ
し
た

東
京
大
気
汚
染
公
害
裁
判
は
、
昨
年
九
月

東
京
高
裁
で
結
審
と
な
り
、
裁
判
長
は
被

害
者
救
済
の
立
場
か
ら
「
抜
本
的
・
最
終

的
な
解
決
」
を
勧
告
し
ま
し
た
。
六
三
三

名
の
原
告
の
う
ち
す
で
に
一
〇
七
名
が
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
。

増
え
続
け
る
ぜ
ん
息
患
者

東
京
・
首
都
圏
で
は
二
〇
〇
三
年
一

〇
月
か
ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
規
制
が
実

施
さ
れ
、「
黒
い
ス
ス
」
な
ど
目
に
見

え
る
有
害
物
質
（
Ｓ
Ｐ
Ｍ
）
は
一
定

の
改
善
が
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
環
境

基
準
自
体
が
も
と
も
と
甘
く
、
ま
た
Ｎ
Ｏ

ｘ
・
ナ
ノ
粒
子
等
の
有
害
物
質
の
規
制
は

不
十
分
で
、
ま
だ
「
安
心
し
て
吸
え
る
き

れ
い
な
空
気
」
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
す
。

と
く
に
深
刻
な
問
題
は
子
ど
も
の
ぜ
ん

息
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
文
部

科
学
省
の
学
校
保
健
統
計
に
よ
る
と
、
東

京
の
小
・
中
・
高
の
気
管
支
ぜ
ん
息
罹
患

率
は
全
国
平
均
の
二
倍
強
（
四
〜
六
％
）

に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
働
き
ざ
か

り
か
ら
高
齢
者
に
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
大
気
汚
染
濃
度
（
Ｎ
Ｏ
２
、
Ｓ
Ｐ

Ｍ
）
が
高
い
地
域
ほ
ど
ぜ
ん
息
罹
患
率
も

高
い
と
い
う
疫
学
的
な
相
関
関
係
が
明
ら

か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ぜ
ん
息
は
ア
レ
ル
ギ
ー
が
原
因
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
目
に
見
え
な
い
空
気
の
汚
れ

が
大
き
な
原
因
な
の
で
す
。

2
0
0
6
年
9
月
28
日

朝
日
新
聞

2
0
0
6
年
11
月
28
日

讀
賣
新
聞

東
京
大
気
汚
染
公
害
裁
判

東
京
大
気
汚
染
公
害
裁
判 
東
京
大
気
汚
染
公
害
裁
判 

東
京
高
裁
が
「
抜
本
的
・

東
京
高
裁
が
「
抜
本
的
・ 

　
　
最
終
的
な
解
決
」
を
勧
告

　
　
最
終
的
な
解
決
」
を
勧
告 

東
京
高
裁
が
「
抜
本
的
・ 

　
　
最
終
的
な
解
決
」
を
勧
告 

こ
の
裁
判
の
被
告
は
、
ト
ヨ
タ
等
の
自

動
車
メ
ー
カ
ー
、
東
京
都
、
国
な
ど
で
す
。

一
一
年
間
に
わ
た
り
原
告
の
患
者
さ
ん
た

ち
が
訴
え
て
き
た
こ
と
は
、
自
動
車
メ
ー

カ
ー
等
に
謝
罪
と
償
い
を
さ
せ
、
東
京
中

の
ぜ
ん
息
患
者
を
救
済
す
る
こ
と
で
す
。

国
が
公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
新
規
認

定
を
打
ち
切
っ
た
一
九
八
八
年
以
降
、
ぜ

ん
息
等
に
な
っ
て
も
何
ら
補
償
の
な
い
未

救
済
（
未
認
定
）
患
者
が
急
増
し
ま
し
た
。

ぜ
ん
息
は
早
期
に
適
切
な
治
療
を
受
け

る
こ
と
で
重
い
発
作
を
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
成
人
の
患
者
の
場

合
、
仕
事
を
休
め
ず
、
医
療
費
も
高
額
な

た
め
、
か
な
り
苦
し
く
な
る
ま
で
我
慢
し

て
か
ら
病
院
に
駆
け
込
む
と
い
う
ケ
ー
ス

が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
症
状
の

悪
化
を
招
き
、
職
を
失
い
、
最
後
は
生
活

保
護
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
ま
す
。

東
京
高
裁
の
解
決
勧
告
を
受
け
、
東
京

都
は
一
一
月
二
八
日
、
都
内
全
域
の
気
管

支
ぜ
ん
息
患
者
を
対
象
と
す
る
医
療
費
全

額
の
助
成
制
度
（
所
得
制
限
な
し
）
を
提

案
し
ま
し
た
。
財
源
負
担
は
、
都
と
国
が

三
分
の
一
ず
つ
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
首

都
高
が
各
六
分
の
一
ず
つ
と
い
う
も
の
で

す
。都

内
全
域
、
全
額
助
成
、
所
得
制
限
な

し
と
い
う
点
は
評
価
で
き
ま
す
が
、
慢
性

気
管
支
炎
や
肺
気
腫
を
対
象
外
と
し
て
い

る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
す
。
三
疾
病
す

べ
て
を
対
象
と
す
る
医
療
費
助
成
制
度
を

一
日
も
早
く
実
現
し
、
さ
ら
に
謝
罪
と
賠

償
金
を
含
め
た
全
面
解
決
へ
向
け
て
、
皆

様
の
い
っ
そ
う
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま

す
。

都
が
ぜ
ん
そ
く
医
療
費
助
成
制
度
を
提
案

東京北法律事務所
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最
近
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
「
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
金
利
」
等
が
話
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
記
事
の
多
く
は
今
度

い
か
に
貸
金
業
者
を
規
制
す
る
か
と
い

う
将
来
の
こ
と
ば
か
り
で
、
現
在
の
個

人
の
借
金
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
借
主
の
典
型
的
な
疑
問
を

Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

現
在
の
法
律
で
も
、
借
り
て
い

る
金
額
、
期
間
、
返
済
金
額
等
に

よ
り
減
額
の
多
少
は
あ
り
ま
す
が
、
必

ず
借
金
は
減
り
ま
す
。

A Q

消
費
者
金
融
業
者
の
多
く
は
、
年
利

二
九
・
二
％
程
度
で
貸
し
付
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
利
息
の
上
限
を
定
め
た

利
息
制
限
法
に
は
、
典
型
的
な
一
〇
万

円
以
上
一
〇
〇
万
円
未
満
の
貸
付
利
率

の
上
限
を
一
八
％
と
定
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
超
え
る
利
息
は
違
法
無
効
な
も

の
と
し
て
、
元
本
に
充
当
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
五
〇
万
円
を
借
り
、
利
息

だ
け
を
支
払
っ
た
と
し
ま
す
。
年
利
二

九
・
二
％
だ
と
年
間
利
息
は
一
四
万
六

〇
〇
〇
円
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
利

率
上
限
の
一
八
％
だ
と
有
効
な
利
息
は

九
万
円
だ
け
で
、
差
額
の
五
万
六
〇
〇

〇
円
は
無
効
な
利
息
と
な
り
、
元
本
に

充
当
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
業
者
の
計

算
だ
と
一
四
万
六
〇
〇
〇
円
を
支
払
っ

て
も
元
本
は
五
〇
万
円
の
ま
ま
で
す
が
、

本
当
は
四
四
万
四
〇
〇
〇
円
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
業
者
の
計
算
上
は
元
本

が
変
わ
ら
な
く
て
も
、
利
息
を
支
払
っ

て
い
る
限
り
、
必
ず
元
本
は
減
っ
て
い

る
の
で
す
。
業
者
は
、
法
律
違
反
を
借

主
に
隠
し
て
騙
し
、
不
当
な
利
益
を
得

て
い
る
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
返
済
期
間
が
短
く
、
返

済
利
息
が
少
な
い
場
合
に
は
、
も
ち
ろ

ん
無
効
利
息
（
元
本
充
当
利
息
）
も
少

な
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
減
額
さ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
支
払
っ
た
無
効
利
息
が
残

元
本
額
を
満
た
せ
ば
完
済
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
残
元
本
以
上
に
無
効
利
息
を
支

払
っ
た
場
合
、
そ
の
払
い
過
ぎ
た
無
効

利
息
分
は
業
者
に
返
還
を
求
め
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

弁
護
士
は
、
依
頼
を
受
け
る
と

前
述
の
内
容
の
借
金
減
額
（
場
合

に
よ
り
過
払
金
の
回
収
）
を
図
り
、
借

A Q

金
が
残
っ
た
場
合
も
、
長
期
分
割
、
将

来
利
息
を
付
け
な
い
等
の
有
利
な
返
済

計
画
の
合
意
を
交
渉
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
弁
護
士
費
用
が
か
か
り

ま
す
が
、
そ
の
金
額
は
依
頼
者
が
受
け

る
金
銭
的
利
益
（
減
額
及
び
過
払
金
回

収
額
等
）
だ
け
と
比
べ
て
み
て
も
、
少

額
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
弁
護
士

に
交
渉
し
て
も
ら
え
る
な
ど
の
金
銭
に

換
算
で
き
な
い
利
益
も
あ
り
ま
す

し
か
し
、
減
額
で
き
る
金
額
が
少
な

く
、
借
金
の
残
額
も
少
な
い
な
ど
弁
護

士
に
依
頼
す
る
必
要
性
の
な
い
事
案
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
減
額
し
て
も
借
金

の
残
額
が
大
き
く
、
破
産
手
続
や
民
事

再
生
手
続
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
案

も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
弁
護
士
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
相
談
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
破
産
手
続
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
事
案
も
あ
り
ま
す
の

で
、
借
金
返
済
に
つ
い
て
少
し
で
も
困

っ
て
い
る
方
は
、
早
期
に
弁
護
士
に
相

談
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〜
皆
さ
ん
は
利
息
を
払
い
す
ぎ
て
い
ま
す
〜

〜
皆
さ
ん
は
利
息
を
払
い
す
ぎ
て
い
ま
す
〜 

〜
皆
さ
ん
は
利
息
を
払
い
す
ぎ
て
い
ま
す
〜 

債
務
整
理
Ｑ
＆
Ａ 
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日
本
の
岐
路

事
務
局
　
岡
田
幸
代

私
は
、
祖
母
か
ら
毎
晩
の
よ
う
に

戦
争
中
の
話
や
、
祖
父
が
戦
死
し
女

手
ひ
と
つ
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る

こ
と
が
ど
れ
だ
け
大
変
だ
っ
た
か
な

ど
を
沢
山
聞
い
て
育
っ
た
。
だ
か
ら
、

私
は
絶
対

に
戦
争
は

い
け
な
い

も
の
だ
と

無
条
件
に

思
っ
て
い

歴
史
と
教
え

事
務
局
　
竹
澤
美
弥
子

空
港
を
降
り
立
つ
と
、
フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス
で
代
表
さ
れ
る
亜
熱
帯
樹
が
、

降
り
注
ぐ
陽
光
に
き
ら
め
き
、
そ
こ

は
ま
る
で
南
国
だ
っ
た
。
昨
年
、
知

人
の
結
婚
式
で
宮
崎
を
訪
れ
た
。
観

光
も
か
ね
、
青
島
か
ら
日
南
市
へ
と

南
下
す
る
日
南
海
岸
の
ド
ラ
イ
ブ
を

楽
し
ん
だ
。
ま
た
、
宮
崎
市
に
あ
る

県
立
平
和
台
公
園
に
そ
び
え
た
つ

「
平
和
の

塔
」
に
も

立
ち
寄
っ

た
。「

平
和

の
塔
」は
、

朝
鮮
半
島
平
和
的
統
一

へ
の
願
い弁

護
士
　
青
木
　
護

昨
年
、
私
が
関
わ
っ
て
い
る
非
暴

力
平
和
隊
日
本
（
護
衛
的
同
行
な
ど

非
暴
力
に
よ
る
紛
争
解
決
を
め
ざ
す

国
際
的
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
と
同
韓
国
の
交
流

の
た
め
、
ソ
ウ
ル
を
訪
れ
ま
し
た
。

Ｉ
Ｔ
普
及
、
地
下
鉄
車
両
の
幅
の
広

さ
、
道
路
中
央
の
バ
ス
専
用
レ
ー
ン
、

新
し
い
車

が
多
い
こ

と
（
日
本

車

は

皆

無
）
な
ど
、

日
本
よ
り

二
月
か
ら
新
築
の
北
法

ビ
ル
で
執
務
を
開
始
し

ま
す

弁
護
士
　
　
　
　

「
北
法
ビ
ル
」
は
、
今
年
一
月
末

に
完
成
し
ま
す
。
二
月
中
旬
か
ら
執

務
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
一
年
、
皆
様
に
は
相
談
室
も

狭
く
、
少

な
く
、
御

迷
惑
を
お

か
け
し
た

こ
と
を
お

詫
び
し
ま

明けましておめでとうございます

よ
り
身
近
な
事
務
所
に

弁
護
士
　
坂
田
洋
介

弁
護
士
に
知
識
と
経
験
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
法
律
問
題
で
困
っ
て
い

る
人
が
弁
護
士
に
相
談
に
き
て
も
ら

わ
な
け
れ
ば
始
ま
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
弁
護
士
事
務
所
は
、
普

通
の
人
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も

敷
居
が
高
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で

す
。
相
談
す
る
事
情
も
気
軽
に
話
せ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
弁

護
士
事
務
所
に
は
入
り
づ
ら
い
も
の

で
し
ょ
う
。

昨
年
初
め
ま
で
あ
っ
た
当
事
務
所

の
旧
建
物
は
、
古
く
伝
統
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら

相
談
者
が
よ
り
入
り
づ
ら
い
雰
囲
気

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
年
二
月
に
は
新
事
務
所
が
開
設

し
ま
す
。
ま
っ
さ
ら
な
一
か
ら
の
ス

タ
ー
ト
で
す
。
市
民
・
区
民
の
た
め

に
個
々
の
事
件
処
理
が
よ
り
良
い
も

の
に
な
る
よ
う
努
力
す
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、
市
民
・
区
民
に
と
っ
て
身
近

で
相
談
し
や
す
い
雰
囲
気
を
も
つ

事
務
所
と

な
る
よ
う

努
力
し
て

い
き
た
い

と
思
い
ま

す
。

す
。新

事
務
所
は
四
階
と
五
階
を
使

い
、
四
階
が
受
付
で
す
。
三
階
は
会

議
室
で
す
が
、
空
い
て
い
る
と
き
は
、

憲
法
九
条
を
守
る
活
動
を
は
じ
め
多

く
の
活
動
に
役
立
つ
よ
う
、
ま
た
廉

価
で
御
使
用
に
な
れ
る
よ
う
、
区
民

の
皆
様
に
提
供
申
し
上
げ
る
予
定
で

す
。
詳
細
は
受
付
に
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

今
年
は
、
さ
ら
に
憲
法
「
改
正
」

問
題
な
ど
で
、
忙
し
く
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

御
健
勝
を
祈
り
ま
す
。

進
ん
だ
面
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

西
大
門
刑
務
所
歴
史
館
は
、
日
本

帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
に
抗
し
た

人
々
を
投
獄
し
処
刑
し
た
場
所
で

す
。
音
声
を
伴
っ
た
蝋
人
形
に
よ
る

拷
問
シ
ー
ン
の
再
現
は
強
烈
で
し

た
。
ナ
ヌ
ム
の
家
と
日
本
軍
慰
安
婦

（
性
奴
隷
）
歴
史
館
も
訪
れ
、
働
い

て
い
る
日
本
人
青
年
の
説
明
を
聞
き

ま
し
た
。
ま
た
、
非
暴
力
平
和
隊
韓

国
の
方
の
案
内
で
南
北
境
界
近
く
の

統
一
展
望
台
や
イ
ム
ジ
ン
川
流
域
の

公
園
を
訪
れ
ま
し
た
。
南
北
を
隔
て

る
「
自
由
の
橋
」
の
鉄
条
網
に
平
和

的
統
一
を
願
い
を
書
い
た
布
を
結

び
、
平
和
的
統
一
へ
の
熱
い
思
い
を

共
有
し
ま
し
た
。

る
。
教
育
基
本
法
「
改
正
」、
憲
法

「
改
正
」
は
、
日
本
の
未
来
を
分
け

る
重
大
な
問
題
。
今
立
ち
上
が
ら
な

け
れ
ば
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事

態
に
な
る
と
危
機
感
を
感
じ
て
い

る
。
将
来
、
私
た
ち
の
子
ど
も
や
孫

が
、
戦
地
に
か
り
出
さ
れ
る
よ
う
な

事
態
に
な
っ
た
と
き
、「
ど
う
し
て

憲
法
九
条
を
守
っ
て
く
れ
な
か
っ
た

の
か
？
」
と
問
わ
れ
な
い
よ
う
に
、

今
行
動
し
な
け
れ
ば
と
思
う
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

旧
日
本
軍
が
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
た
際

略
奪
し
た
、
文
化
財
や
公
共
施
設
な

ど
の
切
石
を
組
み
合
わ
せ
、
建
て
ら

れ
た
戦
時
中
の
侵
略
戦
争
の
シ
ン
ボ

ル
だ
。
塔
の
中
心
に
は
当
時
戦
争
高

揚
の
標
語
に
用
い
ら
れ
た
「
八
紘
一

宇
」
の
文
字
が
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、

説
明
碑
文
を
読
む
と
、
石
が
「
友
好

諸
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
」
と
記
述
し

て
あ
る
。
当
時
の
ア
ジ
ア
の
人
々
が

見
た
ら
ど
う
感
じ
る
の
か
。
靖
国
神

社
へ
の
首
相
参
拝
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
な
か
、
旅
先
の
ふ
と
し
た
と
こ

ろ
か
ら
、
日
本
が
お
こ
し
た
戦
争
の

正
当
化
を
許
さ
な
い
こ
と
の
必
要
性

を
感
じ
た
。



2006年12月18日撮影

皆様にお待ちいただいた、北法ビルが本年1月末には完成します。

これで、東京北法律事務所を将来とも存続させる基礎ができ、さらに今後弁護士

の参加を得て、再び事務所を大きくしていく基礎ともなると考えています。

これも、ひとえに、皆様方、各方面の方々の東京北法律事務所にお寄せいただい

たご支援の賜であり、改めて多年にわたるご支援に感謝申し上げます。

なお、北法ビルの3階会議室（50名収容）は、事務所使用がないときは、「九条を

守る」活動その他に低廉の費用でお使いいただけるよう、ご提供を考えています。

また、北法ビルの1階には皮膚科の診療所が、2階には眼科の診療所が開設される予

定です。このため、北法ビルは法律事務所と二つの診療所で、皆様にいっそう役立

つ、一種の公共ビルとなる予定であることもお知らせします。

東京北法律事務所は2月中旬から新しいビルで執務を開始します。

新年のごあいさつとともに、御礼とお知らせを申し上げます。

東京北法律事務所
弁護士　
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