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トピックス

昨年衆院解散時の政党の離合集散を見ていると、これが日本の政党の姿かと、改めて驚きました。

それは、政党が国民に支持を求めるのなら、綱領や政策のうえで後と先が不一致のままであってはならず、また代表

者間でも「維新」をとなえる者が「日本は核武装が必要だ」とか、隣国の中国を「シナ」と呼び捨てにする超保守の者

と代表と代行を分け合ったからでした。

これと同じく、いくつもの政党の中にも、今日国民が最も重要と考える増税の凍結をはじめ、憲法、原発、TPP、オ

スプレイなどの諸問題で、党としての基本政策が不存在か、隠していて不明となっているものもあります。これでは、

国民に何を信任してもらったというのでしょうか。　

これらの党の連立で、今後、日本国憲法が第4回目の危機を迎えるかもしれません。このため、今年のニュースは、

国民がこれまで3度の危機を如何にして乗り越えてきたのかを特集しました。それは、これまで以上に、改憲反対の強

い国民の意思の再結集と運動の連帯が必要なことを示していると考えます（闘牛の写真のように）。

皆さんのさらなるご多幸とご健勝を祈ります。

　　2013 年　元旦� 東京北法律事務所  一同

あけましておめでとうございます

沖縄・うるま市
安
ア グ ナ

慶名闘牛場
写真家飯田照明氏撮影

 ■今度で4度目の改憲の危機を許すな！ 2

　 ―戦後3度防いだ国民の「憲法を守ろう」の意見と連帯の運動―

■2012 北法律九条の会 活動日誌 5

■首都圏に最も近い東海第二原発を廃炉にしよう！! 6
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今度で４度目の を許すな！

世
界
に
向
か
っ
て
誓
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
憲
法
前
文
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

人
々
が
「
平
和
に
生
き
る
生
存
権
」

の
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と
を

は
じ
め
、
憲
法
一
三
条
で
「
個
人

の
権
利
の
尊
重
」
に
最
大
の
価
値

を
置
い
て
民
主
主
義
の
発
展
に
努

め
、
二
五
条
に
よ
り
「
社
会
保
障

の
充
実
」
と
、
こ
れ
に
よ
る
「
福

祉
国
家
」を
今
後
め
ざ
す
と
し
て
、今
日
に
至
っ

て
い
ま
す
。

⑶
　
こ
の
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
は
、
世
界
各

地
、
と
く
に
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
国
々
か
ら
も
、

日
本
の
九
条
の
会
が
開
催
す
る
世
界
大
会
に

代
表
を
送
り
、「
自
分
達
が
政
権
を
樹
立
し
た

ら
」、
あ
る
い
は
「
憲
法
を
改
正
す
る
機
会
が

あ
っ
た
ら
」、
日
本
の
憲
法
の
よ
う
な
す
ぐ
れ

た
憲
法
を
持
ち
た
い
な
ど
と
賞
賛
の
声
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
日
、
そ
れ
ら
の
声
は
さ
ら

対
の
国
民
の
大
き
な

主
張
と
運
動
の
力
を

生
み
出
す
た
め
に
、

日
本
国
憲
法
の
す
ぐ

れ
た
内
容
を
も
う
一

度
確
認
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ま
す
。
そ
れ
が
、

今
回
特
集
の
趣
旨
で
す
。

⑵
　
日
本
は
、
戦
前
、
旧
憲
法
の
も
と
で
、
国

の
権
力
を
天
皇
に
一
元
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
か

ら
、
天
皇
を
利
用
し
た
軍
部
の
独
走
を
許
し
、

ま
た
こ
れ
に
追
随
し
た
一
部
国
民
の
戦
争
謳
歌

で
、
国
内
外
で
二
千
万
人
以
上
の
多
大
な
人
命

を
奪
い
、
他
国
を
侵
略
し
て
大
き
な
被
害
を
与

え
ま
し
た
。
戦
後
、こ
の
こ
と
を
深
く
反
省
し
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
戦
禍
を
も
た
ら
す
こ
と
が

な
い
よ
う
、
新
た
に
日
本
国
憲
法
を
制
定
し
、

そ
の
九
条
で
「
軍
隊
を
持
た
ず
」、
ま
た
そ
の

う
え
で
「
一
切
の
戦
争
を
放
棄
す
る
」
こ
と
を

 

⑴
　
は
じ
め
に

今
回
の
北
法
律
ニ
ュ
ー
ス
は
、
三
度
改
憲
を

乗
り
越
え
て
き
た
日
本
国
憲
法
史
を
特
集
し

た
も
の
で
す
。

憲
法
は
、
普
段
は
水
や
空
気
と
同
じ
く
気

に
か
け
な
く
て
も
生
活
で
き
る
存
在
で
す
が
、

そ
れ
は
、
政
治
も
経
済
も
、
お
の
ず
と
憲
法
が

命
ず
る
範
囲
で
行
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
一
旦
そ
れ
が
改
変
さ
れ

れ
ば
、
政
治
も
経
済
も
、
社
会
も
が
大
き
く
変

化
し
、
私
た
ち
の
命
も
、
健

康
も
、
日
常
生
活
も
激
変
し

な
い
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
だ
け
に
、
一
度
す
ぐ
れ

た
憲
法
を
持
っ
た
国
民
は
、

そ
れ
は
大
切
に
守
り
続
け
、

憲
法
に
書
か
れ
た
政
治
と
経

済
、
社
会
を
実
現
さ
せ
、
今
後
も
発
展
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

私
た
ち
の
日
本
国
憲
法
は
、
成
立
以
来
こ
れ

ま
で
三
度
「
改
正
」
の
大
き
な
危
機
に
み
ま
わ

れ
、
そ
れ
を
そ
の
都
度
国
民
の
大
き
な
改
憲
反

対
の
主
張
と
連
帯
し
た
運
動
に
よ
っ
て
乗
り
越

え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
回
な
け
れ
ば
、
総

選
挙
後
、
四
度
目
の
危
機
を
迎
え
て
い
く
か
も

し
れ
な
い
事
態
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か
、
危

惧
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
憲
法
改
悪
反

一　
日
本
国
憲
法
の
真
髄
と「
希
望
の
星
」

　
　

と
言
わ
れ
て
い
る
国
際
的
評
価

―戦後３度防いだ国民の ｢憲法 を守ろう｣の意見と連帯の運動―
改憲の危機

  

憲
法
は
さ
ら
に
乗
り
越
え
、

  
こ
れ
か
ら
が
輝
く
と
き
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府
原
案
と
比
較
し
て
も
、
七
人
の
文
化
人
の
案

の
方
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
た
の
で
、
七
人
の

文
化
人
の
案
を
原
案
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

し
た
。

⑷
　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
は
、
日
本
人

自
身
が
す
ぐ
れ
た
原
案
を
作
成
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
い
っ
そ
う
国
際
的
に
も
評
価
が
高
い

の
で
す
。

れ
が
採
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
討
議
の
過
程
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立

宣
言
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
、
そ
し
て
ド
イ

ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
な
ど
、
世
界
史
上
最
重

要
な
条
項
を
取
り
入
れ
、
原
案
の
基
礎
と
し
た

も
の
で
し
た（
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
映
画「
日

本
の
青
空
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
）。

総
司
令
部
は
、
そ
の
後
に
提
出
さ
れ
た
政

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
こ
の
日
本
国
憲
法
は
、
敗
戦
直
後

に
、
日
本
は
新
た
な
憲
法
制
定
が
必
要
と
な
る

こ
と
、
そ
れ
に
先
駆
け
て
原
案
を
作
成
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
日
本
の
憲
法
学
者

と
文
化
人
ら
七
名
が
立
ち
上
が
り
、
集
中
し
た

討
議
の
中
か
ら
新
憲
法
原
案
を
作
成
し
、
こ
れ

を
い
ち
早
く
米
軍
総
司
令
部
に
提
出
し
て
、
そ

三　
憲
法
の
明
文
「
改
正
」
と
解
釈
改
憲
の
動
き

日
本
は
、
被
占
領
下
で
米
ソ
の
冷
戦
と
朝

鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
の
で
、
日
本
政
府
は
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と
同
時
に
、
米

国
と
の
間
で
安
全
保
障
条
約
を
結
ぶ
こ
と
を

急
が
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
日
本
は
、

一
部
の
国
か
ら
独
立
を
認
め
ら
れ
た
と
は
い

え
、
安
保
条
約
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
米

国
の
占
領
体
制
と
基
地
を
全
土
に
わ
た
っ
て

事
実
上
承
継
し
、
沖
縄
は
返
還
す
ら
行
わ
ず
、

占
領
の
ま
ま
米
軍
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
米
国
の
要
求
で
自
衛
隊
が
創
設

さ
れ
、
ま
た
軍
事
的
必
要
か
ら
、
今
日
沖
縄

に
米
軍
基
地
の
七
〇
％
以
上
を
集
中
さ
せ
、

ま
た
日
本
全
土
を
米
軍
の
要
求
で
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
つ
く

り
あ
げ
て
き
た
の
で
し
た
。

も
と
も
と
、
ど
の
国
で
も
、
憲
法
は
国
の

最
上
位
の
法
律
で
あ
り
、
そ
の
下
に
位
置
す

る
条
約
が
憲
法
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ま
せ
ん
。
侵
害
す
る
条
約
は
ど
の
国
で
も
憲

法
違
反
と
さ
れ
、
無
効
と
し
て
法
律
上
の
効

力
を
失
う
の
は
当
然
で
す
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
憲
法
判
断
を
行
う

権
限
が
あ
る
の
は
司
法
、
と
く
に
最
上
位
の

最
高
裁
判
所
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
何
回

か
下
級
審
の
裁
判
官
が
安
保
条
約
違
憲
の
判

決
を
行
っ
て
も
、
最
高
裁
判
事
選
任
の
権
限

が
政
府
に
あ
る
た
め
、
そ
の
都
度
最
高
裁
に

よ
っ
て
（「
死
活
的
利
益
」
と
し
て
）
破
棄
さ

れ
、
国
民
の
求
め
る
当
然
の
法
理
さ
え
通
ら

な
い
事
態
が
続
い
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
で
は
、
日
本
は
果
た
し
て
独
立
国
、

そ
し
て
平
和
国
家
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
さ

え
、大
き
な
疑
問
が
今
日
国
民
の
間
に
広
が
っ

て
い
る
の
は
当
然
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
法
理
に
反
す
る
司
法
の
判
断

は
い
つ
ま
で
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
心
配

だ
と
す
る
保
守
派
は
、
憲
法
の
条
文
自
体
を

変
え
よ
う
と
、
一
九
五
五
年
自
由
党
と
民
主

党
を
合
併
さ
せ
た
保
守
合
同
を
行
い
、
以
後

憲
法
「
改
正
」
を
党
の
目
標
と
定
め
る
自
由

民
主
党
が
衆
参
両
院
の
国
会
に
お
い
て
多
数

を
占
め
、
日
本
の
政
治
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
第
一
の
憲
法
「
改
正
」

の
危
機
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
国
民

の
中
に
憲
法
「
改
正
」
に
反
対
す
る
様
々
な

各
界
の
団
体
が
組
織
さ
れ
、
反
対
の
行
動
が

大
き
く
起
こ
り
、
こ
の
結
果
、
自
民
党
は
直

ち
に
改
正
の
行
動
に
出
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

―戦後３度防いだ国民の ｢憲法 を守ろう｣の意見と連帯の運動―
改憲の危機

二　
司
法
を
利
用
し
た
日
米
安
保
条
約
に
よ
る

　
　

憲
法
の
度
重
な
る
浸
食
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ん
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
次
い
で
、

自
民
党
は
一
九
六
〇
年
の
日
米

安
保
条
約
改
定
期
に
、
今
後
の

憲
法
「
改
正
」
を
先
取
り
し
て

大
幅
に
日
本
国
憲
法
を
浸
食
す

る
新
安
保
条
約
を
国
会
で
強
行

可
決
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
す

る
国
民
の
連
日
に
わ
た
る
国
会

前
及
び
全
国
各
地
で
の
「
安
保
反
対
」「
憲

法
を
守
れ
」
の
大
き
な
主
張
と
国
民
運
動
で

国
会
の
同
意
が
得
ら
れ
ず
、
国
会
は
立
往
生

し
、
遂
に
は
衆
議
院
の
議
決
が
な
い
ま
ま
、

自
然
承
認
の
形
で
よ
う
や
く
成
立
し
た
の
と
、

そ
の
責
任
を
と
っ
て
岸
内
閣
が
総
辞
職
し
ま

し
た
。
こ
れ
が
憲
法
の
第
二
の
危
機
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
で
、
政
府
と
米
国
は
、
日

本
人
が
現
憲
法
に
大
き
な
支
持
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
を
改
め
て
知
り
、以
後
は
憲
法「
改
正
」

と
日
米
安
保
条
約
を
明
文
上
改
定
す
る
こ
と

は
事
実
上
禁
句
と
し
て
、
改
憲
の
動
き
を
止

め
て
き
た
の
で
し
た
。

そ
の
代
わ
り
、
こ
れ
以
後
米
国
は
、
同
意

を
得
や
す
い
日
本
政
府
を
相
手
に
、
安
保
条

約
に
も
と
づ
く
と
称
し
て
、
両
政
府
の
合
意

で
、
日
本
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
を

変
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
民
党
は
「
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」や
自
衛
隊
を
海
外
に
派
兵
す
る「
特

別
措
置
法
」
を
成
立
さ
せ
て
、
自
衛
隊
の
活

動
を
イ
ラ
ク
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
ま
で
関

与
さ
せ
、
自
衛
隊
の
活
動
を
海
外
に
広
げ
る

こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
以
後
重
な

り
、
今
日
、
憲
法
「
改
正
」
と
な
ら
ん
で
、

別
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法
を
実

質
的
に
改
正
す
る
に
等
し
い
政
府
の
「
解
釈

改
憲
」
の
動
き
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
選
挙
に
よ
る
国

民
の
大
き
な
批
判
と
、
強
行
し
た
国
民
投
票

法
の
大
き
な
欠
陥
（
一
八
歳
投
票
権
付
与
に

長
年
月
を
要
す
る
こ
と
と
、
公
務
員
の
投
票

権
を
す
べ
て
剥
奪
す
る
な
ど
多
く
の
点
）
で
、

改
憲
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
破
綻
し
、
遂
に
国
民

に
理
由
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
首
相
の
地
位
を

投
げ
出
し
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。

し
か
し
今
日
、
こ
の
安
倍
氏
が
再

び
登
場
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
憲
法

「
改
正
」
問
題
に
関
し
、
十
分
注
意
を

払
う
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
今
後
、

そ
れ
が
第
四
の
憲
法
「
改
正
」
の
危

機
を
迎
え
な
い
よ
う
、
憲
法
「
改
正
」

を
許
さ
な
い
国
民
の
大
き
な
声
と
連

帯
運
動
の
さ
ら
な
る
結
集
と
強
化
が

何
よ
り
も
大
切
と
な
っ
て
い
ま
す
。

前
回
の
安
倍
氏
の
出
現
に
よ
り
、

ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
大
江
健
三
郎
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
文
化
人
九
人
の
呼
び
か
け
に
応
え

て
、国
民
は
二
〇
〇
四
年
以
来
、全
国
各
地
で
、

ま
た
事
業
所
を
単
位
に
、「
九
条
の
会
」
を
設

立
し
、
日
本
国
憲
法
を
再
認
識
す
る
勉
強
会

の
開
催
を
は
じ
め
、
憲
法
の
普
及
に
努
力
し

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
に
は

そ
の
数
が
全
国
で
七
五
〇
〇
ヶ
所
に
達
し
、

こ
れ
に
よ
り
二
〇
〇
八
年
四
月
、
大
手
新
聞

社
の
す
べ
て
の
世
論
調
査
の
結
果
で
、
憲
法

「
改
正
」
に
反
対
す
る
国
民
の
意
見
が
は
じ
め

て
賛
成
の
意
見
を
上
回
る
ま
で
に
な
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
憲
法
「
改
正
」
の
動
き
は
止
ま
っ

た
か
に
み
え
ま
し
た
。

私
た
ち
「
東
京
北
法
律
九
条
の
会
」
は
、

こ
の
文
化
人
九
人
の
方
々
の
呼
び
か
け
に
応

え
て
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
結
成
し
、
次
い

で
東
京
北
区
全
体
の
北
九
条
の
会
も
二
〇
〇

五
年
五
月
に
誕
生
し
ま
し
た
。

と
く
に
、
法
律
事
務
所
に
設
立
し
た
北
法

律
九
条
の
会
は
、
全
国
で
も
め
ず
ら
し
く
、

弁
護
士
が
幅
広
い
依
頼
者
及
び
市
民
と
手
を

組
ん
だ
も
の
で
、
設
立
後
七

年
半
に
し
て
、
準
備
段
階
ま

で
に
実
施
し
た
企
画
を
数
え

る
と
、
今
日
ま
で
に
四
六
回

の
企
画
を
実
施
し
、
毎
回
近

県
・
遠
方
か
ら
の
参
加
者
も

あ
り
、
多
岐
に
わ
た
る
参
加

者
の
方
々
か
ら
、
毎
回
の
企

画
に
感
謝
の
こ
と
ば
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
（
参
加
は
無

料
で
す
。
北
法
律
九
条
の
会
に
加
入
ご
希
望

の
方
は
、
電
話
番
号
〇
三
―
三
九
〇
七
―

二
一
〇
五
ま
で
お
申
出
下
さ
い
。
今
後
順
次

企
画
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

北
区
全
体
の
九
条
の
会
で
は
、
北
区
内
に
、

地
域
別
及
び
事
業
所
別
九
条
の
会
、
さ
ら
に

全
国
の
議
会
で
初
め
て
の
北
区
議
会
・
憲
法

九
条
を
守
る
会
の
合
計
で
一
〇
ヶ
所
設
立
さ

れ
て
お
り
、
趣
旨
に
賛
同
さ
れ
て
い
る
組
織

も
お
よ
そ
二
〇
団
体
を
数
え
て
い
ま
す
。

安
倍
氏
の
再
登
場
で
、
私
た
ち
二
つ
の
九

条
の
会
も
、
今
後
い
っ
そ
う
心
し
て
こ
れ
を

乗
り
越
え
る
活
動
を
強
め
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

四　
九
条
の
会
結
成
と
改
憲
阻
止
の
大
き
な
役
割

憲
法
「
改
正
」
問
題
が
三
度
危
機
を
迎
え

た
の
は
、
小
泉
首
相
の
跡
を
継
い
だ
、
自
民

党
内
の
最
保
守
派
の
安
倍
氏
が
首
相
に
な
っ

た
か
ら
で
し
た
。

か
つ
て
首
相
と
な
っ
た
安
倍
氏
は
、
就
任

後
、
政
治
を
憲
法
「
改
正
」
に
集
中
さ
せ
、

憲
法
改
正
国
民
投
票
法
案
の
国
会
成
立
を
強

行
し
、そ
の
あ
と
憲
法「
改
正
」の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
ま
で
公
表
し
て
、
一
年
以
内
に
一
挙
に
「
改

正
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
公
然
と
宣
言
し
ま

し
た
。
こ
れ
が
第
三
の
憲
法
「
改
正
」
の
大

き
な
危
機
で
し
た
。

国会を取り囲んだデモ隊（1960年６月18日）
ウィキペディアより

北法律九条の会より

東京北法律ニュース
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憲 法 特 集

五　
右
傾
化
の
な
か
で
、

　
　

四
度
改
憲
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う

北法律九条の会 活動日誌北法律九条の会 活動日誌
2012年

東京北法律事務所九条の会

最
近
の
尖
閣
・
竹
島
問
題
と
こ
れ
を
煽
る

テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
の
動
き
で
、「
自
衛

隊
を
出
せ
」
な
ど
の
声
が
国
民
の
中
に
生
じ

て
い
ま
す
が
、
中
国
も
韓
国
も
、
こ
の
小
さ

な
島
の
領
有
権
問
題
で
、
戦
争
を
起
こ
そ
う

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
帰
属
の
理
由
と
実

効
支
配
の
歴
史
を
示
し
て
、
相
手
方
の
理
解

を
得
る
積
極
的
外
交
の
努
力
で
、
問
題
を
解

決
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
の
自
民
党
総
裁
選
挙
で
は
、

五
人
の
候
補
者
す
べ
て
が
集
団
的
自
衛
権
行

使
の
強
化
と
日
米
同
盟
の
強
化
に
賛
成
で
あ

る
と
す
る
状
況
に
あ
り
、
自
民
党
全
体
が
一

層
右
傾
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
う
え
、
自
民
党
は
新
た
に
憲
法
「
改
正
」

草
案
を
発
表
し
て
自
衛
隊
を
「
自
衛
軍
」（
最

近
で
は
「
国
防
軍
」
と
も
言
っ
て
い
る
）
に

昇
格
さ
せ
る
こ
と
と
、
日
本
が
「
自
衛
権
」

を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
わ
ざ
わ
ざ
憲

法
上
明
記
し
、
憲
法
上
も
自
衛
隊
と
米
軍
の

集
団
的
軍
事
行
動
が
広
く
許
さ
れ
る
体
制
を

確
立
し
た
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
憲
法

の
根
幹
を
否
定
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
原

発
に
関
し
て
も
、「
今
後
三
年
以
内
に
方
針
を

決
め
る
の
を
期
す
る
」
と
す
る
だ
け
で
、
原

発
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
再
稼
働
さ
せ
て
い

く
方
針
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

他
方
、
維
新
の
会
が
も
つ
問
題
の
基
本
は
、

そ
の
八
策
に
あ
る
よ
う
に
、
行
き
詰
ま
っ
た

政
治
の
問
題
を
憲
法
が
定
め
て
い
る
国
の
統

治
機
構
と
行
政
機
構
に
責
任
が
あ
る
と
し

て
、
そ
れ
を
憲
法
「
改
正
」
に
求
め
る
の
で

は
な
く
、
憲
法
「
改
正
」
手
続
を
求
め
ず
し

て
こ
れ
ら
を
「
ぶ
っ
こ
わ
す
」
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
し
、
そ
の
最
重
要
な
も
の
と
し
て

参
議
院
の
廃
止
、
首
相
の
公
選
な
ど
、
憲
法

を
「
改
正
」
し
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
を
直

ち
に
で
き
る
か
の
如
く
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。

し
か
も
維
新
の
会
が
太
陽
と
合
体
を
合
意

し
、
党
代
表
に
石
原
慎
太
郎
氏
を
定
め
た
こ

と
は
、
今
日
で
も
隣
国
中
国
を
「
シ
ナ
」
と

呼
び
、「
日
本
は
核
武
装
す
べ
き
だ
」、「
原
爆

材
料
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
確
保
の
た
め
に
、
原

発
は
保
持
し
て
い
く
べ
き
だ
」
な
ど
と
主
張

す
る
同
氏
が
超
保
守
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を

承
知
の
う
え
で
の
合
体
で
あ
る
だ
け
に
、
維

新
の
会
の
政
治
の
基
本
が
超
保
守
（
独
裁
制

の
も
の
）
で
あ
り
、
合
併
が
「
野
合
」
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
原
発
問
題
」
す
ら
三
年
後
ま
で
に
決
め
る
と

し
て
い
る
の
は
い
っ
そ
う
問
題
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
事
態
に
、「
決
め
ら
れ
な
い
」

政
治
を
打
破
す
る
な
ど
の
、
勇
ま
し
い
だ
け

の
言
動
に
目
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
む
し
ろ
、
市
民
に
広
く
、
こ
の
状

態
を
知
っ
て
も
ら
い
、す
ぐ
れ
た
憲
法
を
「
守

り
」、さ
ら
に
憲
法
を
「
生
か
し
」、こ
れ
に
よ
っ

て
さ
ら
に
憲
法
が「
輝
く
」も
の
に
な
る
よ
う
、

四
度
努
力
し
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

1　2012年2月10日　新春セミナーと懇親会
講　演:「大震災・原発事故後の日本の行方と憲法の役割
講　師:  渡辺　治さん（一橋大学名誉教）

2　2012年5月22日（第39回企画）　
講　演:「TPPの本質と今後の動向」
講　師:  小倉正行さん（TPP問題研究者）

3　2012年7月27日（第40回企画）
講　演:「東電に責任を誠実にとらせるには､
　　　　今何をすべきか」　
講　師:  弁護士　鳥生忠佑さん
映画上映:「チェルノブイリ・ハート」

4　2012年10月19日（第41回企画）
講　演:「原発ゼロの社会をめざす､ 太陽光発電の賢い選

　 び方、設置の仕方」
講　師:  都筑　建さん
　　　　（「NPO法人太陽光発電所ネットワーク」事務局長）

5「原発再稼働反対・音楽と講演の夕べ」
　　  主催・北九条の会　2012年11月30日

講　演:「はだしのゲン」を語り続けて
講　師:  講談師　神田香織さん
演　奏:  アンサンブル古都
　　　　（ピアノ・ヴァイオリン・   

　　ヴィオラ・フルート）
あいさつ:「改憲情勢にふれて」
　　　　弁護士　鳥生忠佑さん
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一
　
は
じ
め
に

多
く
の
国
民
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
も

た
ら
す
恐
ろ
し
い
被
害
を
目
の
当
た
り
し
、
今

全
て
の
原
発
の
廃
炉
（
原
発
ゼ
ロ
）
を
願
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
実
現
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
国
民
が
立
ち
上
が
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
多
く
の
国
民
の
「
原
発
ゼ
ロ
」
の

確
信
の
根
本
に
あ
る
福
島
第
一
原
発
事
故
の
被

害
の
実
相
を
改
め
て
お
伝
え
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
首
都
圏
に
最
も
近
い
原
発
で

あ
る
「
東
海
第
二
原
発
」
独
自
の
危
険
性
を
お

伝
え
し
ま
す
。

　
二
　
福
島
第
一
原
発
事
故
の
被
害
の
実
相

ま
ず
、
外
部
被
曝
の
外
に
、「
内
部
被
曝
」

を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

内
部
被
曝
は
、
そ
の
線
量
を
正
確
に
測
る
こ

と
は
難
し
く
、
ま
た
線
量
の
値
で
は
内
部
被
曝

の
影
響
は
語
れ
ま
せ
ん
。
内
部
被
曝
に
は
独
自

の
危
険
性
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
危
険
性
の
第
一
は
、
飲
食
や
呼
吸
に
よ

り
体
内
に
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
は
、
特

定
の
組
織
に
濃
縮
し
、
集
中
的
に
被
曝
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
一
度
体
内
に
取
り
込
ま

れ
た
放
射
性
物
質
は
容
易
に
は
な
く
な
ら
ず
、

体
内
で
継
続
的
に
被
曝
さ
せ
ま
す
。

第
二
の
危
険
性
は
、
ア
ル
フ
ァ
線
や
ベ
ー
タ

線
に
よ
る
被
曝
で
す
。
こ
れ
ら
の
放
射
線
は
、

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
が
、
空
気
中
で
は
ほ
と
ん

ど
飛
ば
な
い
た
め
外
部
被
曝
で
は
気
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
体
内
組
織
に
沈

着
す
る
と
、
そ
の
直
近
の
組
織
に
集
中
的
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
、
染
色
体
を
著
し
く
傷
害
す

る
の
で
す
。

こ
の
内
部
被
曝
に
は
特
効
薬
の
よ
う
な
対
策

は
あ
り
ま
せ
ん
。
取
り
込
ま
れ
る
放
射
性
物
質

を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
除
染
を
す
す
め
、
食

品
含
有
の
放
射
性
物
質
の
基
準
値
や
検
査
方
法

を
厳
し
く
す
る
こ
と
や
、
継
続
的
な
健
康
診
断

等
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
実
施
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
も
た
ら

し
た
国
に
責
任
が
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、除
染
に
つ
い
て
は
、①
残
土
処
理
、

②
除
染
の
効
果
的
・
効
率
的
な
方
法
、
③
放
射

性
物
質
を
人
工
的
に
消
滅
さ
せ
る
方
法
な
ど
の

問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
国
に
は
適
切
な
研
究

者
や
予
算
を
あ
て
て
、
よ
り
一
層
研
究
を
す
す

め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

他
方
、
福
島
第
一
原
発
事
故
が
も
た
ら
し
た

被
害
は
放
射
能
に
よ
る
健
康
被
害
だ
け
に
と
ど

ま
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
い
つ
終
わ
る
か
も
分
か
ら
な
い

避
難
生
活
に
伴
う
ス
ト
レ
ス
な
ど
に
よ
り
様
々

な
健
康
被
害
が
実
際
に
発
生
し
て
い
ま
す
。
死

亡
者
も
出
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
原
発
事
故
に
よ
り
、
多
く
の
住
民

が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
ふ
る
さ
と
」
を

奪
わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

住
民
は
、
市
町
村
や
集
落
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
も
と
、
人
と
人
と
の
社
会
的
つ
な
が

り
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
特
に
原
発
が
立
地

す
る
地
域
は
農
村
や
漁
村
も
多
く
、
ま
た
昔
か

ら
の
集
落
と
し
て
そ
の
つ
な
が
り
は
強
い
。
住

民
に
と
っ
て
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
、
人
と
し

て
の
根
本
で
す
。

原
発
は
一
度
事
故
を
起
こ
す
と
、
こ
の
「
ふ

る
さ
と
」
を
奪
い
ま
す
。
家
族
、
親
戚
、
近
隣

や
知
人
と
の
交
友
、
家
や
農
地
な
ど
の
財
産
、

仕
事
や
学
業
な
ど
の
全
て
を
奪
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
」
を
奪
わ
れ
続
け

て
い
る
福
島
の
避
難
者
は
一
六
万
人
も
い
ま
す
。

三
　
原
発
事
故
が
子
ど
も
に
与
え
る

　
　
深
刻
な
影
響

子
ど
も
は
放
射
線
に
対
す
る
感
受
性
が
高

く
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
ま
す
。
そ
の
た
め
、

今
後
数
年
、
数
十
年
単
位
で
様
々
な
病
気
に
か

か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
現
在
も
放
射
線
量
が
高
い
も
の
の
避

難
を
せ
ず
生
活
し
て
い
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

一
〇
歳
前
後
の
子
ど
も
が
「
放
射
能
を
気
に
し

な
い
で
外
で
遊
べ
る
の
は
い
つ
で
す
か
」、「
僕

は
大
き
く
な
っ
た
ら
が
ん
に
な
り
ま
す
か
」、「
私

は
結
婚
し
て
、
子
ど
も
産
む
こ
と
が
で
き
ま
す

か
」
な
ど
と
質
問
す
る
の
で
す
。

広
島
、
長
崎
の
原
爆
被
爆
者
も
将
来
の
健
康

や
出
産
に
不
安
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
差
別
や

い
じ
め
も
あ
り
ま
し
た
。

原
発
事
故
は
広
島
、
長
崎
の
被
爆
者
と
同
じ

苦
し
み
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
国
は
こ
の
苦
し
み
を
少
な
く
す

る
た
め
、
除
染
や
健
康
診
断
等
を
積
極
的
に
行

い
、
偏
見
等
を
防
ぐ
義
務
が
あ
り
ま
す
。

四
　
原
発
運
転
差
止
訴
訟

こ
れ
ま
で
、
東
海
第
二
原
発
を
含
む
全
国
の

6
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福島第一原発事故による放射能の広がりをそのまま東海第二原発に重ねた地図
※地図（HP「原発隣接地帯から」引用）

み
、
右
災
害
が
万
が
一
に
も
起
こ
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
（
に
原
発
の
設
置
許
可
基
準
が
あ

る
）」
と
適
切
に
認
定
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
判
決
で
右
認
定
を
生
か

し
た
判
断
を
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
裁
判
所

は
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
反
省
し
、
改
め
て
右
認

定
を
生
か
し
た
判
断
を
行
う
べ
き
で
す
。

　
五
　
東
海
第
二
原
発
の
危
険
性

昨
年
七
月
三
一
日
、
住
民
二
六
六
人
を
原
告

と
し
て
東
海
第
二
原
発
の
差
止
等
を
求
め
る
訴

訟
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
一
月
一
七
日
に

第
一
回
期
日
が
開
か
れ
ま
す
。

こ
の
訴
訟
で
は
、
次
の
よ
う
な
危
険
性
を
訴

え
て
い
ま
す
。

①
東
海
第
二
原
発
は
、
東
京
か
ら
一
一
〇
キ

ロ
し
か
離
れ
て
い
ま
せ
ん
。
茨
城
県
の
県
庁
所

在
地
で
あ
る
水
戸
市
の
中
心
街
か
ら
は
わ
ず
か

一
五
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

東
海
第
二
原
発
の
半
径
三
〇
キ
ロ
圏
内
の
住
民

は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
福
島
第
一
原
発
事
故
は
最
小
の
事

故
と
考
え
る
べ
き
で
す
。
た
と
え
ば
四
号
機
の

使
用
済
み
核
燃
料
プ
ー
ル
が
倒
壊
し
て
い
れ
ば
、

全
く
事
故
対
応
が
で
き
な
い
最
悪
の
事
故
が
起

き
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
海
第
二
原
発

に
お
い
て
そ
の
最
悪
の
事
故
が
起
き
れ
ば
、
東

京
ま
で
の
一
一
〇
キ
ロ
な
ど
「
避
難
ま
で
の
猶

予
」
を
稼
ぐ
距
離
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。

②
東
海
第
二
原
発
の
三
〇
キ
ロ
圏
内
に
は
、

Ｊ
Ｃ
Ｏ
を
含
む
一
八
事
業
者
に
の
ぼ
る
原
子
力

関
連
施
設
が
密
集
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
液
を

扱
う
核
燃
料
再
処
理
施
設
な
ど
が
東
海
第
二
原

発
に
隣
接
し
、
そ
の
複
合
災
害
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
被
害
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

③
茨
城
県
沖
は
、
東
日
本
大
震
災
の
際
に
も

プ
レ
ー
ト
境
界
が
動
か
ず
、
地
震
の
空
白
域
が

存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
東
海
第
二
原
発
の
周
辺

で
は
、
様
々
な
調
査
か
ら
巨
大
地
震
を
発
生
さ

せ
う
る
活
断
層
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
東
海
第
二
原
発
近
辺
に
お
い

て
巨
大
地
震
が
い
つ
発
生
し
て
も
お
か
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。

④
東
海
第
二
原
発
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お

い
て
、
津
波
に
よ
り
外
部
電
源
が
全
て
停
止
し
、

非
常
用
電
源
や
冷
却
機
能
の
一
部
も
喪
失
し
ま

し
た
。
し
か
も
、
高
さ
六
・一
メ
ー
ト
ル
の
防
波

堤
に
対
し
津
波
の
高
さ
は
五・
四
メ
ー
ト
ル
で
し

た
。
一
歩
間
違
え
れ
ば
福
島
第
一
原
発
と
同
様

の
重
大
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

東
海
第
二
原
発
は
こ
の
震
災
に
よ
り
自
動
停

止
し
、
昨
年
五
月
以
降
定
期
検
査
に
入
り
現
在

も
停
止
中
で
す
。

⑤
東
海
第
二
原
発
は
、
運
転
年
数
が
三
四
年

を
超
え
る
老
朽
化
し
た
施
設
で
あ
り
、
毎
年
何

回
も
火
災
や
発
煙
な
ど
の
事
故
を
繰
り
返
し
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
圧
力
容
器
内
で
燃
料
棒
や

制
御
棒
を
支
え
る
炉
心
シ
ュ
ラ
ウ
ド
の
数
カ
所

に
も
に
ひ
び
割
れ
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

問
題
な
い
と
し
て
現
在
も
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
仮
に
地
震
等
に
よ
り
そ
の
炉
心
シ
ュ

ラ
ウ
ド
が
破
断
す
る
と
、
制
御
棒
が
機
能
せ
ず
、

核
暴
走
事
故
へ
と
発
展
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。六

　
原
発
ゼ
ロ
の
た
め
に
今
必
要
な
こ
と

福
島
第
一
原
発
事
故
後
、
福
島
な
ど
で
子
を

持
つ
多
く
の
親
が
動
き
、
訴
え
て
、
各
自
治
体

や
国
の
放
射
能
対
策
を
動
か
し
て
き
ま
し
た
。

児
玉
龍
彦
教
授
は
こ
れ
を
「
お
か
あ
さ
ん
革
命
」

と
呼
び
ま
し
た
。

現
在
停
止
中
の
東
海
第
二
原
発
の
再
稼
働
を

許
さ
ず
、
廃
炉
に
す
る
た
め
に
も
、「
お
か
あ
さ

ん
革
命
」
の
よ
う
に
一
人
一
人
の
住
民
が
集
ま

り
訴
え
、
訴
訟
を
支
援
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を

お
願
い
し
ま
す
。

原
発
に
対
し

て
、
運
転
差
し

止
め
等
の
訴
訟

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に

勝
訴
し
、
差
し
止
め
等
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
っ
と
も
、
伊
方
原
発
訴
訟
最
高
裁
判
決
は

「
…
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
な
い

と
き
は
、
…
そ
の
周
辺
住
民
等
の
生
命
、
身
体

に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
し
、
周
辺
の
環
境
を
放

射
能
に
よ
っ
て
汚
染
す
る
な
ど
、
深
刻
な
災
害

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

東海第二原発

50km 100km
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今
年
も
い
っ
そ
う
北
法
律
の
強
化
を
め
ざ
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
護
士　

鳥
生　

忠
佑

お
陰
で
昨
年
八
〇
歳
に
な
り
ま
し
た
。
写
真
は
、
昨
年
三
・

一
一
の
「
さ
よ
な
ら
原
発
」
飛
鳥
山
・
北
区
民
集
会
で
の
も
の

で
す
。

北
法
律
は
、
今
年
一
月
か
ら
弁
護
士
を
も
う
一
名
増
員
し
ま

し
た
。
東
大
法
科
大
学
院
を
卒

業
し
た
和
田
卓
也
君
で
す
。
活

発
な
気
風
を
も
っ
た
好
青
年
で

す
。
私
ど
も
同
様
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

増
税
凍
結
、
原
発
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
、

オ
ス
プ
レ
イ
な
ど
解
決
す
べ
き

難
問
は
山
積
み
で
す
。
今
年
も

皆
様
の
い
っ
そ
う
の
ご
多
幸
と

ご
健
勝
を
祈
り
ま
す
。

「
原
発
推
進
」
と
い
う
無
責
任
な
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
護
士　

坂
田　

洋
介

政
治
家
な
ど
が
「
原
発
推
進
」
と
言
う
。
こ
れ
ほ
ど
無
責
任

な
発
言
は
な
い
。

「
脱
原
発
・
原
発
ゼ
ロ
」
を
訴
え
る
市
民
の
う
ち
、
決
し
て
少

な
く
な
い
方
々
が
「
小
さ
な
子
供
の

た
め
、
次
の
世
代
の
た
め
」
脱
原
発
・

原
発
ゼ
ロ
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
。

今
の
世
代
は
次
の
世
代
に
責
任
を

持
ち
、
負
の
遺
産
を
取
り
除
き
、
安

全
・
安
心
な
世
の
中
を
作
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
護
士　

長
谷
川　

弥
生

地
元
の
中
学
校
主
催
の
国
際
交
流
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
女
の
子
が
我
が
家
に
滞
在
に
来
ま
し
た
。
日
常
生
活

を
と
お
し
て
素
朴
な
民
族
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
一
方
国
家
と
し
て
の

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
原
協
定
の
提
唱

国
で
拡
大
協
定
の
協
議
国

で
す
。
彼
女
を
懐
か
し
く

思
い
つ
つ
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題

に
つ
い
て
は
批
判
的
に
着

目
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

忘
れ
て
は
い
け
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

事
務
局　

岡
田　

幸
代

映
画「
原
発
の
町
を
追
わ
れ
て
」を
観
た
。
縁
が
あ
り
、

息
子
達
の
合
唱
「
埴
生
の
宿
」
が
Ｂ
Ｇ
Ｍ
で
使
わ
れ
て

い
る
。
福
島
県
双
葉
町
を
追
わ
れ
、
埼
玉
県
加
須
市
に

あ
る
廃
校
と
な
っ
た
騎
西
高
校
に
町
役
場
ご
と
避
難
し

て
き
た
人
々
の
声
を
集
め
た
映
画
。
故
郷
を
追
わ
れ
、

人
と
の
つ
な
が
り

も
生
活
も
奪
わ
れ

た
人
々
の
苦
し
み

を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
と
思
う
。

今
年
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま

す
。再

生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

事
務
局　

竹
澤　

美
弥
子

駒
ケ
岳
を
望
む
実
家
の
前
に
あ
る
休
耕
地
を
お
借

り
し
、
昨
年
五
月
か
ら
家
族
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ト
マ

ト
・
ナ
ス
な
ど
、　

お
お
よ
そ
食
卓
に
並
ぶ
野
菜
の
栽

培
を
始
め
た
。
休
耕
地
の
再
生
を
通
じ
て
、
息
子
と

共
に
自
然
に
触
れ
合
い
、
命
を
育
む
大
切
さ
を
学
ん

で
い
る
。
真
の
豊
か
さ
と
は
何
か
。再

び
生
か
し
、
再

び
生
き
る
社
会
に
な

る
よ
う
一
歩
ず
つ
築

い
て
い
こ
う
。

今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

９
条
を
次
世
代
に
引
き
継
ご
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
護
士　

金
井　

知
明

憲
法
を
変
え

よ
う
と
す
る
動
き

が
強
ま
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
戦

後
日
本
が
、
一
人

の
戦
死
者
も
出
す

こ
と
な
く
、
か
ろ

う
じ
て
平
和
国
家
と
し
て
存
続
し
て
き
た
の
は
、
憲
法
９

条
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
平
和
は
あ
た
り

ま
え
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
の
平
和
を
享
受
し

て
き
た
私
た
ち
は
、
憲
法
９
条
を
守
り
、
子
ど
も
や
続
く

世
代
に
日
本
を
平
和
国
家
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

住民が避難し、誰もいない福島県浪江
町の町並み（2012年 6月 8日撮影）

あけ
まして

おめでとうございます
2013 年　　　　　　　　　　　　元　旦
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