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１　　　　 憲法と天皇制
＜「令和の日」陽はまた上り陽は沈む＞
４月から５月にかけてあのお祭り騒ぎは一体何だったのだろうか？　「令和」
になったからと言って平成の終わり（2013 年～ 19 年）に出てきた様々な問
題や課題はリセットされる訳ではない。メディアも「象徴」については取り上
げるけど「天皇制」そのものについては消極的だった。日本国憲法第１章第１
条には、国民主権と象徴天皇制が混在している。そうであるなら国民主権者
として「憲法と天皇制」について私たち一人ひとりが考えていかなければな
らない問題だと思う。

特 集

　
　
憲
法
の
彼
方
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
	

	
	

	
	

北
村	

公
一

憲
法
の
中
の
天
皇
制

　

敗
戦
当
時
の
政
権
が
一
番
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、「
国

体
護
持
」。
端
的
に
言
う
と
天
皇
制
を
残
す
こ
と
で

し
た
。
国
際
的
（
連
合
軍
）
に
も
そ
れ
を
納
得
さ
せ

る
に
は
、
戦
力
を
持
た
な
い
、
戦
争
を
し
な
い
こ
と

を
憲
法
に
明
記
す
る
こ
と
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
正

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
平
和
主
義
や
１
９
２
８
年
の
不
戦

条
約
に
も
一
言
添
え
て
調
印
し
て
い
た
と
い
う
歴
史

的
事
実
は
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
第
１
章
に
天
皇
条

項
は
残
り
、
第
１
条
に
国
民
主
権
と
同
列
併
記
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
の
国
民
意
識
は
、
戦
争
に
つ
い
て
の

嫌
悪
感
は
激
し
く
９
条
に
つ
い
て
は
、
わ
り
と
す
ん

な
り
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
国
民
主
権
と
象

徴
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
昭
和
天
皇
や
国
家
と
し
て
の
戦
争
謝
罪

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
74
年
た
ち
、
私

た
ち
の
憲
法
意
識
も
相
当
変
わ
り
ま
し
た
。

憲
法
学
者
、
久
田
栄
正
　

　

久
田
先
生
が
亡
く
な
っ
て
今
年
で
ち
ょ
う
ど
30
年

た
ち
ま
す
。「
遊
」
で
講
座
を
持
つ
よ
う
に
な
り
改

め
て
先
生
の
仕
事
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
ま

し
た
。
卒
業
の
時
、
い
た
だ
い
た
「
私
の
憲
法
史
」

と
後
の
「
戦
争
と
私
」
の
２
冊
（
私
家
版
）
は
、
宝

物
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。「
私
の
憲
法
史
」

の
表
紙
に
は
、「
そ
の
時　

私
は
何
を
考
え　

何
を

言
い　

何
を
し
た
か
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
多
分

先
生
の
重
視
し
た
の
は
、「
何
を
し
た
か
」
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

学
ん
だ
こ
と
は
、
大
き
く
３
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
、
反
骨
精
神
。
彼
の
生
き
様
か
ら
学
び
ま
し

た
。
二
つ
目
は
、
非
武
装
平
和
主
義
。
深
い
戦
争
体

験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。
三
つ
目
は
、
憲
法

第
13
条
の
個
人
の
尊
重
。
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
13
条
を
抵
抗
権
の
萌
芽
と
し
て
と
ら
え
、
９
条
と

前
文
か
ら
「
平
和
的
生
活
権
」
さ
ら
に
「
平
和
的
生

存
権
」
へ
と
つ
な
げ
恵
庭
事
件
、
長
沼
ナ
イ
キ
基
地

訴
訟
を
闘
い
ま
し
た
。
札
幌
の
す
ぐ
近
く
長
沼
で
ミ

サ
イ
ル
基
地
反
対
闘
争
が
あ
り
、
札
幌
地
裁
で
自
衛

隊
違
憲
判
決
が
出
た
こ
と
を
私
た
ち
は
、
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
最
高
裁
は
、
い
ま
だ
自
衛
隊
に
つ
い
て
憲
法

判
断
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
避
け
て
き
た
と
言
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
す
る

こ
と
は
、
司
法
の
判
断
を
素
通
り
し
て
（
司
法
を
蔑

ろ
に
し
て
）
決
め
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

立
憲
主
義
　

　

２
０
１
５
年
は
、「
憲
法
の
立
憲
主
義
元
年
」
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。政
治
を
つ
か
さ
ど
る
権
力
者
は
、

憲
法
を
尊
重
し
、か
つ
憲
法
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
す
。

国
民
は
、
憲
法
の
制
定
権
力
者
で
す
。
そ
し
て
基
本

的
人
権
（Fundam

ental　

rights

）
を
持
っ
て
い

ま
す
。
権
利
は
、Rights 

つ
ま
り
正
し
い
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
戦
争
を
正
当
化
す
る
国
家
の
「
個
別

的
自
衛
権
」「
集
団
的
自
衛
権
」
は
、
果
た
し
て
個

人
と
お
な
じ
よ
う
に
権
利
・Rights

（
正
し
い
）
と

言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
聖
戦
」
と
い
う

名
の
も
と
の
暴
力
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
国
家
の
場
合
は
、「
個
別
的
自
衛
権
力
」「
集
団
的

自
衛
権
力
」と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

両
方
と
も
暴
力
を
と
も
な
う
戦
争
に
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
。
権
利
と
権
力
の
違
い
を
見
抜
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。首
相
の
解
散
権
も
解
散
権
力
で
す
。

政
治
と
は
「
私
的
権
力
の
解
体
を
め
ざ
し
、
集
団
の

権
力
か
ら
個
人
の
自
由
を
守
る
闘
い
の
こ
と
」（
木

庭
顕
）
と
も
言
え
ま
す
。

直
接
民
主
主
義

　

民
主
主
義
と
は
何
で
し
ょ
う
？ 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
デ
モ
の
語
源
は
、
民
衆
。
ク
ラ
シ
ー
は
、
権
力
。

つ
ま
り
民
衆
が
権
力
を
持
つ
こ
と
と
な
り
ま
す
。
も

う
少
し
平
た
く
言
う
と
「
個
人
と
個
人
ど
う
し
の
連

帯
と
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
」
だ
と
思
い

ま
す
。
民
衆
の
政
治
参
加
の
権
利
に
は
、
参
政
権
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
直
接
民
主
主
義
と

し
て
住
民
投
票
や
デ
モ
や
そ
の
他
の

表
現
も
あ
り
ま
す
。
最
近
の
香
港
に

お
け
る
デ
モ
、
日
本
の
60
年
安
保
闘

争
に
お
い
て
も
政
府
・
権
力
者
に
大

き
く
意
思
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。　
　
　

　

そ
う
い
う
闘
い
の
中
か
ら
政
治
や

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
国
民
主
権
が
成
長

し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
土
台

と
な
る
憲
法
を
こ
そ
大
切
に
し
て
活
か
せ
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。

１
９
６
８
か
ら
憲
法
の
彼
方
に

　

昨
年
は
、「
１
９
６
８
」
の
連
続
講
座
が
あ
り
ま

し
た
。
１
９
６
０
年
代
後
半
以
降
に
生
ま
れ
た
２
つ

の
命
題
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
」。

例
え
ば
消
費
行
動
を
と
っ
て
も
そ
の
人
の
個
人
的
な

買
い
物
が
税
を
払
う
と
い
う
政
治
的
な
こ
と
に
深
く

関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、「
想
像
力
が
権
力
を
奪
う
」
と
訳

さ
れ
る
の
が
一
般
で
す
が
、
直
訳
は
「
想
像
力
に
権

力
を
」
で
す
。

　

天
皇
制
が
な
い
政
治
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
想
像
し
て
み
よ
う
。
自
衛
隊
が
「
平
和
隊
」（
深

瀬
忠
一
）
に
変
わ
り
、
軍
事
基
地
が
な
く
な
る
日
本

を
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は

何
で
し
ょ
う
。
憲
法
―
政
治
―
民
主
主
義
こ
の
３
つ

を
考
え
る
こ
と
。
74
年
前
に
も
ど
り
そ
こ
か
ら
始
め

て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
日
本
国
憲
法
の
彼
方
に
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

北
村 

公
一
（
き
た
む
ら 

き
み
か
ず
）

　

元
小
学
校
教
員
、
札
幌
音
楽
教
育
サ
ー
ク
ル

久田栄正著『私の憲法史』
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天
皇
制
と
日
本
の
政
治
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
崎	

皋
平

　

私
は
一
九
三
一
年
生
ま
れ
。
敗
戦
の
時
は
十
四
歳
だ
っ

た
。
今
で
も
覚
え
て
い
る
天
皇
制
に
関
す
る
最
初
の
読

書
の
記
憶
は
、
詩
人
・
作
家
の
中
野
重
治
が
、
戦
後
最

初
に
書
い
た
小
説
「
五
勺
の
酒
」
で
あ
る
。
一
九
四
七

年
一
月
号
の
雑
誌
『
展
望
』
一
月
号
に
乗
っ
た
こ
の
書
簡

体
小
説
は
、
戦
争
中
、
教
員
で
あ
り
、
校
長
に
な
っ
て

退
職
し
た
主
人
公
が
新
憲
法
発
布
当
時
の
感
想
を
綴
っ

た
も
の
で
、
天
皇
を
天
皇
制
か
ら
解
放
し
、
個
人
に
し

な
け
れ
ば
気
の
毒
だ
と
述
べ
、
天
皇
と
天
皇
制
と
の
具

体
的
処
理
以
外
に
は
民
族
道
徳
は
生
ま
れ
な
い
と
書
い

て
い
る
。

　

私
は
こ
の
作
品
に
感
銘
し
、
全
文
を
ノ
ー
ト
に
書
き

写
し
た
。
中
野
重
治
に
は
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
と
い

う
名
詩
が
あ
り
、
そ
の
中
で
植
民
地
下
の
父
母
の
国
朝

鮮
に
帰
っ
て
行
く
活
動
家
た
ち
を
歌
う
中
に
「
君
ら
は

雨
に
ぬ
れ
て
君
ら
を
追
う
日
本
天
皇
を
思
い
出
す/

君

ら
は
雨
に
ぬ
れ
て　

髭　

眼
鏡　

猫
背
の
彼
を
思
い
出

す
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
詩
も
生
涯
、
忘
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

植
民
地
支
配
と
天
皇
制

　

一
九
五
〇
年
六
月
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
。
私
は

十
九
歳
。
大
学
一
年
生
だ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
反
対
の
運

動
に
加
わ
り
な
が
ら
、
朝
鮮
、
中
国
を
侵
略
し
、
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
を
植
民
地
と
し
て
支
配
し
た
歴
史
に
目
覚

め
た
。
植
民
地
化
さ
れ
た
韓
国
、「
北
朝
鮮
」
が
、
今
、

謝
罪
と
清
算
を
求
め
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
日
本

政
府
が
植
民
地
化
の
歴
史
に
ま
と
も
に
向
き
合
わ
な
い

こ
と
が
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
へ
の
自
覚
は
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
蝦
夷

地
北
海
道
と
琉
球
王
国
の
植
民
地
化
へ
の
謝
罪
と
清
算

の
必
要
性
を
教
え
る
。
日
本
近
代
史
は
日
本
と
ア
ジ
ア

の
ピ
ー
プ
ル
の
立
場
か
ら
捉
え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
侵
略
と
支
配
の
歴
史
の
駆
動
力
を
な
し
て

い
た
の
が
天
皇
制
に
よ
る
帝
国
支
配
思
想
で
あ
っ
た
。

ア
イ
ヌ
民
族
の
場
合

　

北
海
道
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
と
っ
て
、
天
皇
と
天
皇
制

は
差
別
と
抑
圧
を
も
た
ら
し
た
支
配
権
力
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
か
っ
た
。
上
西
晴
治
の
短
編
小
説
に
、
北

海
道
大
演
習
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
た
も
の
が
あ

る
。
天
皇
を
乗
せ
た
お
召
し
列
車
が
十
勝
平
野
を
通
っ

て
行
く
時
、
平
原
に
牛
や
馬
が
遊
ん
で
い
る
様
子
を
演

出
す
る
た
め
に
ア
イ
ヌ
の
飼
い
主
が
動
員
さ
れ
た
が
、

彼
ら
自
身
は
草
深
い
野
に
身
を
伏
せ
て
姿
を
見
せ
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。
列
車
が
通
り
過
ぎ
て
、
そ
の
演
出
が

う
ま
く
で
き
た
と
飼
い
主
た
ち
が
喜
ぶ
と
い
う
話
で
あ

る
。
植
民
地
の
被
支
配
民
は
草
や
木
と
同
じ
で
、
い
な

い
も
同
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
の
現
地
民
が
そ
う
だ
っ
た
と
思
想
家
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ

ノ
ン
が
書
い
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
向
か
っ
て

　

二
十
一
世
紀
の
今
日
と
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
国
民
の
多
く
は
、
天
皇
の
存

在
を
日
本
の
精
神
的
伝
統
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
地

位
を
な
く
す
必
要
を
認
め
て
い
な
い
。
現
在
、
天
皇
は

象
徴
と
さ
れ
、
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
が
、
保
守
政
権
と
支
配
勢
力
に
と
っ
て
は
、

広
い
意
味
で
の
政
治
的
利
用
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
で
あ
る
。

　

人
の
上
に
人
を
作
ら
な
い
普
遍
的
人
権
の
原
理
に
立

て
ば
、
こ
の
象
徴
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
地
位
は
無
く

し
天
皇
は
国
民
と
対
等
平
等
な
個
人
と
な
る
べ
き
で
あ

り
、
政
体
と
し
て
は
共
和
制
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
日

本
国
民
の
多
数
が
、
こ
の
主
張
に
同
意
す
る
に
は
、
政

治
思
想
の
変
革
が
必
要
で
あ
る
。
説
得
以
外
の
暴
力
に

よ
る
変
革
は
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
な
お
長

期
に
わ
た
る
意
識
改
革
の
活
動
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
と
世
界
の
恒
久
的
な
平
和
の

た
め
に
は
、
天
皇
制
を
廃
止
し
、
共
和
制
の
日
本
を
作

る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
粘
り
強
く

続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

特 集

思
考
停
止
で
い
い
の
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　	

	

加
藤	

多
一

特 集

　

多
く
の
日
本
人
は
、
テ
ン
ノ
ウ
と
い
う
四
個
の
音

を
聞
い
た
と
た
ん
、
も
の
を
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。

そ
の
ほ
か
の
こ
と
で
は
考
え
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
科

学
的
思
考
に
慣
れ
た
人
で
も
麻
薬
を
注
射
さ
れ
た
よ

う
に
な
る
。

い
っ
た
い
ど
う
い
う
麻
薬
な
の
だ
ろ
う
ー

　

敗
戦
（
ぜ
っ
た
い
終
戦
と
い
う
偽
の
呼
び
方
は
い

や
だ
）
の
と
き
11
歳
だ
っ
た
私
は
、
神
国
思
想
と
軍

国
教
育
を
徹
底
的
に
体
に
叩
き
こ
ま
れ
た
。そ
の
上
、

私
は
、
い
な
か
の
優
等
生
だ
っ
た
。
学
校
は
、
紋
別

郡
滝
上
小
学
校
・
中
学
校
。

　

大
正
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ナ
ベ
一
個
と
ノ
コ
一
丁

を
背
に
単
身
山
形
県
か
ら
渡
道
し
た
父
は
、
労
働
力

だ
け
を
頼
り
に
入
植
し
た
「
遅
れ
て
き
た
開
拓
者
」

だ
っ
た
。
進
学
し
た
い
が
不
可
能
だ
っ
た
父
は
、〈
家

庭
内
教
育
〉
に
力
を
入
れ
た
。
子
ど
も
な
り
の
労
働

（
ハ
ッ
カ
畑
の
雑
草
ぬ
き
や
家
事
労
働
）
に
は
、
き

び
し
か
っ
た
が
、
夜
ラ
ン
プ
の
灯
の
下
に
顔
を
寄
せ

て
や
る
宿
題
な
ど
に
は
、
大
い
に
力
を
入
れ
て
く
れ

た
。

　

一
例
と
し
て
正
月
に
子
ど
も
兄
弟
５
人
ほ
ど
の
書

初
め
大
会
が
あ
っ
た
。
練
習
の
た
め
に
古
新
聞
に
ま

ず
書
く
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
い
き
な
り
真
白
な
新

し
い
用
紙
に
書
か
せ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
に
は
、
カ

ネ
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
方
針
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

多
一
の
〈
字
〉
は
、「
筋
が
い
い
」
と
ほ
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
書
家
と
し
て
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
ひ
ら
が
な
は
、
今
で
も
美
し
く
書
け
る
。

　

話
を
も
ど
す
と
、
体
に
叩
き
こ
ま
れ
た
も
の
へ
の

憎
し
み
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
に
神
風
が

吹
い
て
日
本
は
戦
争
に
勝
つ
の
だ
と
い
う
ウ
ソ
は
、

兄
が
沖
縄
で
戦
死
さ
せ
ら
れ
た
事
実
が
あ
る
ゆ
え

に
、〈
ウ
ソ
に
反
撥
す
る
力
〉
は
、
85
歳
に
な
っ
た

今
で
も
50
ｋ
ｇ
し
か
な
い
こ
の
老
体
に
健
在
し
て
い

る
。

　

農
民
の
子
だ
か
ら
馬
車
を
引
く
馬
が
当
然
の
よ
う

に
停
止
し
て
小
便
を
す
る
の
を
日
常
見
て
い
る
。「
生

き
も
の
は
み
ん
な
あ
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
ん
だ

ぞ
。
テ
ン
ノ
ウ
さ
ま
だ
っ
て
そ
う
だ
。」
馬
追
い
の

老
人
が
言
う
。
子
ど
も
た
ち
は
仰
天
す
る
。

マ
サ
カ
。
マ
サ
カ
ー

「
テ
ン
ノ
ウ
ヘ
イ
カ
は
違
う
よ
ね
。」

「
そ
う
か
な
。
そ
う
か
な
ー
」

こ
れ
を
農
民
リ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
び
た
い
。

あ
の
こ
ろ
で
さ
え
正
し
く
モ
ノ
を
見
る
人
間
は
い
た

の
だ
。
知
識
階
級
で
は
な
く
、
農
村
漁
村
で
働
く
現

場
の
人
々
の
中
に
。

　

も
ち
ろ
ん
時
代
が
時
代
だ
か
ら
、
わ
か
っ
て
い
て

も
口
に
出
さ
な
い
農
民
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
と
は
思

う
。

　

そ
れ
で
は
、
現
代
の
こ
と
。
多
数
者
の
人
々
は
、

現
在
な
ぜ
自
分
の
眼
と
耳
と
口
を
自
分
の
力
で
必
死

に
ふ
さ
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
あ
の
フ
ラ
ン
ス

の
哲
学
者
は
、
名
言
を
残
し
て
い
る
。「
我
考
え
る
、

ゆ
え
に
私
で
あ
る
」
と
い
う
名
言
も
世
界
中
の
人
間

の
心
に
入
っ
て
き
て
い
る
は
ず
だ
。
パ
ス
カ
ル
の
言

を
逆
に
言
う
と
こ
う
な
る
。

「
考
え
な
い
者
は
ニ
ン
ゲ
ン
で
は
な
い
」

　

天
皇
制
の
最
大
の
毒
は
「
思
考
停
止
装
置
」
で
あ

る
と
私
は
、
し
み
じ
み
考
え
ま
す
。
こ
の
装
置
を
ど

う
や
っ
て
自
分
の
体
か
ら
取
り
去
っ
て
捨
て
る
か
。

ま
ず
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
る
べ
き
か
。

花
崎 

皋
平
（
は
な
ざ
き 

こ
う
へ
い
）

　

著
述
業
。
近
著
『
天
と
地
と
人
と
―
民
衆
思
想
の
実

践
と
思
索
の
往
還
か
ら
』

加藤 多一（かとう たいち）

　童話作家。著書に『兄は沖縄で死
んだ』（高文研）など。
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「
天
皇
代
替
わ
り
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
み
ま
し
ょ
う
」
講
座
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
口	

充
枝

　

五
月
と
六
月
、
十
人
～
十
三
人
が
集
ま
っ
て
、
天

皇
制
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
し
た
。

　

象
徴
天
皇
制
が
、
す
っ
か
り
根
付
い
て
し
ま
っ
た

の
か
と
い
う
感
の
あ
る
き
ょ
う
こ
の
頃
。
し
か
し
、

疑
問
だ
、
反
対
だ
と
思
っ
て
る
人
々
も
、
確
か
に
い

る
の
で
す
。

　

手
が
か
り
と
し
て
は
、テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
の
話
、

新
聞
記
事
、
退
位
メ
ッ
セ
ー
ジ(

二
〇
一
七
年)
の

プ
リ
ン
ト
、｢

憲
法
解
釈
は
朕
の
も
の
！｣

は
お
か

し
い
―
「
生
前
退
位
問
答
」(

天
野
恵
一)

な
ど
。

　

五
月
は
、
天
皇
の
退
位
（
上
皇
へ
）、「
令
和
」
の

始
ま
り
、新
天
皇
の
即
位
の
大
宣
伝
の
中
。
六
月
は
、

国
賓
ト
ラ
ン
プ
の
安
倍
首
相
の
「
お
も
て
な
し
」、

新
天
皇
訪
問
の
報
道
の
嵐
の
中
で
し
た
。

「
昭
和
天
皇
」
は
、
一
九
四
五
年
ま
で
の
二
〇
年
間

は
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
実
権
を
も
っ
た
天
皇
と
し

て
戦
争
を
遂
行
し
て
き
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の
責
任

を
果
た
す
こ
と
な
く
、
一
九
四
七
年
か
ら
四
一
年
間

は
日
本
国
憲
法
下
で
「
国
民
の
統
合
」
の
象
徴
と
し

て
さ
ほ
ど
目
立
た
ず
に
生
き
、死
ん
で
い
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、「
昭
和
」
か
ら
「
平
成
」
へ
の
天
皇
代

替
わ
り(

一
九
八
九
年)

は
、
天
皇
の
死
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
天
皇
の
戦
争
責
任
を
問
う
声
が
国
内
外

に
か
な
り
あ
り
、
象
徴
天
皇
制
そ
の
も
の
に
た
い
す

る
問
題
提
起
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
、
今
回
の

お
祭
り
状
態
と
は
違
い
ま
し
た
。

　

そ
の
息
子
、「
平
成
天
皇(

今
上
、
き
ん
じ
ょ
う

と
言
う
そ
う
で
す
が)

」
は
、
子
ど
も
時
代
に
戦
争

を
経
験
し(

父
親
の
処
刑
の
可
能
性
を
感
じ
て
い
た

か
ど
う
か)

、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た｢

象
徴
天
皇｣

の
確
立
と
継
続
を
め
ざ
し
て
、
こ
の

三
〇
年
間
、
努
力
し
て
き
ま
し
た(

そ
れ
が
国
民
の

た
め
と
言
い
な
が
ら)

。そ
し
て
今
回
、そ
の
息
子「
令

和
天
皇
（
あ
え
て
書
く)

）
に
天
皇
の
地
位
を
譲
り
、

自
分
は
上
皇
に
な
り
、
新
し
い
時
代
到
来
の
錯
覚
を

与
え
ま
し
た
。

　

現
在
、
国
民
の
多
く
が
戦
争
責
任
や
天
皇
制
の
問

題
を
考
え
な
く
な
り
（
そ
も
そ
も
知
ら
な
い
の
か

も
）、
少
し
は
考
え
て
る
人
で
も
、「
平
成
天
皇
は
い

い
人
だ
。」｢

安
倍
首
相
よ
り
は
、
ず
っ
と
い
い
。｣

「
令
和
の
皇
后(

雅
子
さ
ん)

は
、
か
っ
こ
い
い
。」

な
ど
と
言
う
風
潮
。
そ
ん
な
中
、｢

安
倍
首
相
に
は

問
題
を
感
じ
る
が
、
天
皇
・
皇
室
は
い
い｣
と
思
っ

て
い
た
世
論
→(

安
倍
政
権
に
よ
る
改
元
利
用
の
効

果)

→
安
倍
政
権
の
支
持
率
上
昇
と
い
う
事
態
ま
で

招
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

増
え
て
い
る
の
は
、
戦
前
の
天
皇
制
は
だ
め
だ
け

れ
ど
戦
後
の
天
皇
制
は
い
い
と
思
う
人
々
だ
と
し
て

も
、
戦
前
と
同
じ
よ
う
な
明
ら
か
に
民
主
主
義
に
反

す
る
天
皇
制
の
復
活
を
め
ざ
し
て
る
人
々
の
勢
力
も

見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
講
座
は
、
あ
と
三
回(

七
月
五
日
、
八
月
二

日
、
九
月
六
日)

。
象
徴
と
し
て
の
行
為
？ 

国
事
行

為
の
み
っ
て
？ 

天
皇
の
特
権
・
人
権
。
個
人
の
人

気
と
、制
度
の
問
題
。
廃
止
へ
の
道
は
？ 

な
ど
な
ど
。

た
と
え
一
〇
人
で
も
、
語
り
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を

か
み
し
め
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
参

加
を
！

特 集特 集

　

一
九
九
九
年
二
月
一
八
日
木
曜
日
、
第
五
四
回
国

民
体
育
大
会
冬
季
大
会
「
み
な
と
お
た
る
国
体
」
の

開
会
式
が
小
樽
市
総
合
体
育
館
に
お
い
て
お
こ
な
わ

れ
、東
京
よ
り
当
時
の
徳
仁
皇
太
子
が
や
っ
て
来
た
。

新
聞
で
開
会
式
の
動
員
観
覧
を
一
般
公
募
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
、
は
が
き
で
入
場
を
申
し
込
ん
だ
。

事
前
申
し
込
み
段
階
で
、
か
ね
て
か
ら
天
皇
制
反

対
の
活
動
を
し
て
い
る
者
は
排
除
さ
れ
、
入
場
券
が

く
る
こ
と
は
無
い
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
が
、
な

ぜ
か
私
た
ち
の
仲
間
二
名
と
共
に
当
選
し
た
。

こ
う
し
て
、
真
冬
の
厳
戒
警
備
の
中
、
開
会
式
会

場
に
仲
間
と
共
に
い
く
事
に
し
た
。

当
日
は
、
オ
タ
ル
の
小
・
中
学
生
が
た
く
さ
ん
動

員
さ
れ
て
会
場
を
う
め
、
一
般
公
募
入
場
者
は
決
め

ら
れ
た
自
分
の
番
号
の
席
に
座
る
事
に
な
っ
て
い

た
。会

場
に
入
る
段
階
で
、
周
り
の
雰
囲
気
が
違
っ
て

い
た
。私
が
決
め
ら
れ
た
番
号
の
席
に
座
っ
た
と
き
、

急
に
私
の
周
り
に
着
席
し
て
い
る
、
前
列
、
後
列
、

左
右
の
一
般
入
場
者
の
ひ
と
た
ち
に
、
明
ら
か
に
私

服
警
察
官
と
思
わ
れ
る
男
性
が
、
次
々
に
声
を
か
け

席
を
移
動
さ
せ
て
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
私
の
席
を
そ

の
男
た
ち
で
取
り
囲
ん
で
し
ま
っ
た
。

急
に
、
移
動
さ
せ
ら
れ
た
周
り
の
人
々
の
視
線
と

一
人
の
女
性
を
取
り
囲
む
男
た
ち
の
不
気
味
さ
。
当

日
雪
が
降
っ
て
い
た
の
で
傘
を
持
っ
て
入
場
し
た
私

は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
凶
器
」
を
持
つ
要
注
意
人

物
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。

一
挙
手
一
投
足
を
監
視
す
る
無
言
の
圧
力
を
感
じ

た
。開

会
式
で
の
起
立
し
て
の
「
君
が
代
」
斉
唱
も
歌

わ
ず
そ
の
ま
ま
座
っ
て
い
た
。「
君
が
代
」
が
終
わ

り
皆
が
着
席
し
て
か
ら
、
そ
の
場
で
私
が
立
ち
上
が

る
と
周
り
の
男
た
ち
が
慌
て
て
一
斉
に
立
ち
上
が
っ

た
。
す
ぐ
横
の
男
は
傘
を
投
げ
つ
け
な
い
よ
う
、
席

の
横
に
置
い
た
傘
を
必
死
に
奪
い
と
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
異
常
な
光
景
に
周
り
の
人
た
ち
が
一
瞬
ざ
わ

め
い
た
。
私
は
国
体
式
典
に
皇
太
子
が
来
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
市
民
が
ど
の
よ
う
に
動
員
さ
れ
て
い
る
の

か
見
に
行
っ
た
だ
け
な
の
に
。

敗
戦
後
、
民
主
国
に
な
っ
た
は
ず
の
日
本
で
、
今

も
天
皇
制
を
権
力
が
使
っ
て
人
々
を
統
制
し
て
い

く
。
毎
年
開
催
さ
れ
る
国
体
関
連
行
事
は
天
皇
家
の

権
威
を
体
現
さ
せ
る
虚
構
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
一
つ
だ

と
思
う
。

か
え
り
も
、
雪
道
を
黒
の
オ
ー
バ
ー
を
着
た
不
気

味
な
集
団
が
、
ず
っ
と
後
を
つ
け
て
き
た
。

オ
タ
ル
市
内
で
は
、
皇
太
子
夫
妻
が
通
る
か
ら
、

沿
道
で
「
日
の
丸
」
を
振
っ
て
迎
え
て
下
さ
い
と
呼

び
か
け
が
あ
り
、
オ
タ
ル
駅
前
の
デ
パ
ー
ト
前
で
ズ

ラ
リ
と
並
ん
で
旗
振
り
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い

た
。あ

の
厳
戒
態
勢
・
警
備
と
無
言
の
圧
力
、
つ
け
回

し
威
圧
す
る
。
い
っ
た
い
天
皇
制
と
は
何
な
の
か
？

　

昔
の
特
高
警
察
と
変
わ
ら
な
い
、
逆
ら
う
者
に
は

国
家
権
力
が
襲
い
掛
か
っ
て
く
る
。

国
体
と
い
う
若
者
の
ス
ポ
ー
ツ
の
場
に
名
を
借
り

て
、
市
民
総
動
員
し
て
何
を
祝
う
の
か
？

市
民
弾
圧
を
し
て
、
自
由
に
物
が
言
え
な
い
社
会

だ
か
ら
天
皇
制
は
存
在
す
る
の
だ
。

わ
た
し
と
天
皇
制

　
　
　
　
　	

	
	

	

小
林	

ホ
ピ
ー

小
林 

ホ
ピ
―
（
こ
ば
や
し 

ほ
ぴ
い
）

　
　
　
　
　
　

米
空
母
に
反
対
す
る
市
民
の
会

牧口 充枝（まきぐち みつえ )
　さっぽろ自由学校「遊」会員　元小学校教員
　札幌圏連帯労働組合書記長
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天
皇
制
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

本
庄	

十
喜

「
万
世
一
系
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
創
ら
れ
た
「
伝
統
」

天
皇
の
代
替
わ
り
に
際
し
、
皇
位
継
承
問
題
を
め

ぐ
る
議
論
が
か
ま
び
す
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は

ほ
ぼ
同
様
に
「
男
子
」
継
承
が
伝
統
で
あ
る
と
し
、

疑
う
こ
と
を
し
な
い
。
そ
の
「
伝
統
」
は
た
か
だ
か

１
０
０
年
前
に
創
ら
れ
た
も
の
な
の
に
。

１
２
５
代
の
男
系
・
男
子
の
天
皇
が
連
綿
と
続
い

て
き
た
と
す
る
「
万
世
一
系
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

こ
の
社
会
に
は
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
つ
と
に

驚
か
さ
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
記
す
「
初
代
」
神

武
か
ら
「
二
五
代
」
武
烈
ま
で
の
間
に
は
多
く
の
実

在
し
な
い
天
皇
名
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も

ひ
と
つ
の
血
統
に
よ
る
王
位
世
襲
は
５
世
紀
末
頃
ま

で
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
年
の
研

究
で
は
、
世
襲
王
権
は
６
世
紀
以
降
に
成
立
す
る
と

い
う
説
が
有
力
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
天
皇
（
大
王
）

家
（
７
世
紀
以
前
の
支
配
者
は
大
王
で
あ
り
、
天
皇

に
称
号
が
変
わ
っ
た
の
は
天
武
朝
期
）
も
成
立
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

女
性
天
皇
、
女
系
天
皇

女
帝
は
皇
位
継
承
に
困
難
が
あ
っ
た
場
合
の
「
中

継
ぎ
」
と
い
う
の
が
、
明
治
以
来
現
在
ま
で
の
政
府

の
公
式
見
解
だ
。
し
か
し
実
際
に
は
、
男
系
男
子
に

よ
る
継
承
順
位
が
法
的
に
決
ま
る
の
は
近
代
か
ら
で
、

世
襲
の
確
立
や
男
子
優
先
・
父
系
嫡
子
系
思
考
は
時

代
の
変
化
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
慣
習
で
あ
り
、

女
帝
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

日
本
は
も
と
も
と
双
系
的
社
会
で
、
男
女
差
は
あ
ま

り
な
く
、
父
系
と
同
様
に
母
方
の
系
統
も
重
要
だ
っ

た
。
記
録
上
の
最
初
の
女
帝
は
推
古
で
、
そ
の
後
皇

極
（
＝
斉
明
）・
持
統
・
元
明
・
元
正
・
孝
謙
（
＝
称

徳
）
と
、古
代
に
は
８
代
６
人
の
女
帝
が
い
た
。
一
方
、

同
時
代
の
男
帝
は
（
明
治
に
弘
文
天
皇
と
諡

お
く
り
なさ
れ
た

大
友
皇
子
を
入
れ
て
も
）
８
人
で
あ
り
、
即
位
年
齢

を
み
て
も
性
差
は
な
い
。
９
世
紀
以
降
、
支
配
層
を

中
心
に
次
第
に
男
性
優
位
が
浸
透
し
、
皇
位
も
男
性

が
独
占
す
る
が
、
女
帝
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
近
世
に
は
２
人
の
女
帝
が
即
位
す
る
。

皇
室
典
範
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
を
掲
げ
た

日
本
国
憲
法
第
24
条
は
、
本
質
的
に
は
明
治
民
法
の

規
定
し
た「
家
」制
度
の
否
定
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、

「
家
」
制
度
に
伴
う
父
系
／
男
系
優
先
型
の
家
父
長

制
を
否
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
夫
婦
家
族
に
内
在
す

る
「
近
代
的
家
父
長
制
」
を
も
否
定
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
国
憲
法
と
同
日
施

行
さ
れ
た
現
皇
室
典
範
は
、旧
皇
室
典
範
（
１
８
８
９

年
２
月
11
日
制
定
）
を
引
き
継
ぎ
「
皇
位
は
、
皇
統

に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
こ
れ
を
継
承
す
る
」（
第
１

条
）
と
皇
位
継
承
資
格
を
定
め
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
明
治
期
と
異
な

り
敗
戦
後
の
憲
法
は
男
女
平
等
原
則
を
明
示
し
、
社

会
に
お
い
て
も
女
性
解
放
思
想
は
相
当
程
度
高
ま
り

を
み
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
制
を
引
き

続
き
受
容
し
た
と
き
、
旧
典
範
の
男
系
・
男
子
主
義

の
「
万
世
一
系
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
抵
抗
な
く
受

容
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば

皇
室
の
女
性
の
権
利
の
否
定
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
万
世
一
系
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
無
批
判
な
社
会
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
に
実
に
鈍
感
な
社
会
な
の
だ
。
性

犯
罪
が
処
罰
さ
れ
に
く
く
、
男
女
平
等
に
関
す
る
国

際
評
価
も
低
い
（
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
ま
と
め

た
２
０
１
８
年
度
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
調

査
対
象
１
４
９
ヵ
国
中
１
１
０
位
）
日
本
社
会
の
あ

り
よ
う
が
、
今
回
の
改
元
に
よ
り
あ
ら
た
め
て
露
呈

し
た
の
で
あ
る
。

参
考
：
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
天
皇
・
天
皇
制
を
よ
む
』（
東

京
大
学
出
版
会
、2008

）

特 集

　

｢

皆
さ
ん
と
と
も
に
日
本
国
憲
法
を
守
り
、
こ
れ

に
従
っ
て
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
う｣

と
即
位
に

際
し
て
述
べ
た
こ
と
が
天
皇
昭
仁
を
護
憲
派
天
皇
と

す
る
端
緒
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し｢

天
皇
の
国

事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と

承
認
を
必
要
と
し
、内
閣
が
、そ
の
責
任
を
負
う｣

と
、

自
身
の
一
切
が
委
ね
ら
れ
る
そ
の
内
閣
が
、
わ
ず
か

の
時
間
を
除
い
て
守
ろ
う
と
い
う
そ
の
憲
法
を｢

改

正
す
る
こ
と
を
党
是
と
す
る｣

政
党
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
て
事
に

臨
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
。｢

改
正｣

を
気
負
う
現
政

権
に
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
持
ち
上
げ
ら
れ
る「
平

成
流
」
と
い
う
、
現
政
権
に
批
判
的
な
層
の
少
な
く

な
い
人
た
ち
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
彼
の
振
る

舞
い
が
そ
の
答
え
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
度
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
、
提

訴
さ
れ
て
い
る
即
位
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
は
、
護
憲
派

天
皇
の
そ
の
護
憲
の
あ
り
よ
う
を
検
証
す
る
も
の
の

一
つ
だ
が
、
他
に
も
、
十
六
年
夏
の
代
替
わ
り
表
明

に
つ
い
て｢

こ
れ
が
護
憲
な
の
か
？｣

と
い
う
声
は

ア
チ
コ
チ
で
上
が
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
声
は
ア
チ

コ
チ
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
広
く
議
論
に
な
る
こ
と
が

避
け
ら
れ
て
い
る
。
八
月
八
日
の
あ
の｢

お
言
葉｣

放
送
を
発
す
る
の
に
如
何
に
し
て
公
共
放
送
の
ハ
イ

ジ
ャ
ッ
ク
に
成
功
し
た
の
か
と
多
く
の
人
が
不
可
解

に
思
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
公
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
今
も
っ
て
不
明
の
ま
ま
だ
。
放
送

の
直
前
ま
で
内
閣(

官
房
長
官)

が
言
っ
て
い
た｢

与

り
知
ら
ぬ｣

が
本
当
な
ら
、
護
憲
派
天
皇
は
必
要
と

す
る
「
助
言
も
承
認
も
」
な
し
に
誰
か
と
ビ
デ
オ
を

作
り
、
そ
の
結
果
が
「
皇
室
典
範
改
正
」
と
い
う
国

政
へ
の
関
与
に
な
り
、
違
憲
派
天
皇
に
な
る
。
こ
の

こ
と
は
十
七
年
の
遊
の
天
皇
を
巡
る
講
座
「
退
位
の

大
意｣

で
参
加
者
に
共
有
さ
れ
た
と
こ
ろ
。
た
だ
彼

に
と
っ
て
こ
の
行
為
は｢

国
事
行
為｣

と
は
別
の｢

考
え
続
け
て
き
た
象
徴
と
し
て
の
行
為｣

の
一
つ
で

あ
っ
て
、
違
憲
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
憲
法
で
は
天
皇
が
す
る｢

象
徴
と
し
て

の
行
為｣

な
ど
一
切
想
定
し
て
い
な
い
。
あ
る
の
は

第
一
条｢

天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国

民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て｣

だ
け
。
つ
ま
り
「
天
皇

は
象
徴
で
あ
る
」
と
た
だ
そ
れ
だ
け
。｢

天
皇
制
度｣

を
残
す
の
に
「
徽
章
」
で
も｢

鳩｣

で
も
な
い
「
生

身
の
人
間
」
を｢

象
徴｣

に
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
結

果
を
そ
の
後
の
天
皇
た
ち
は
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な

い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
存
在
で
き
な
い
。
そ
し

て
「
象
徴
」
の
二
代
目
で
あ
る
天
皇
昭
仁
、
考
え
抜

い
た
末
、｢

人
間
が
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
よ
り
象
徴
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
日
本
国
民
で
す

ら
な
い
。
こ
の
憲
法
、
第
一
章
は
誰
に
も
守
る
こ
と

は
で
き
な
い｣

と
気
付
い
た
。
が
、
今
自
分
の
代
で

終
わ
り
に
し
た
く
は
な
い
。
と
す
れ
ば｢

象
徴
で
あ

る｣

を｢

象
徴
で
い
る｣

と
読
み
替
え
て｢

天
皇
家

の
未
来
を
象
徴
天
皇
の
務
め
を
途
切
れ
る
こ
と
な
く

続
け
る
こ
と
に
託｣

し
、
三
代
目
へ
と
つ
な
い
だ
。

そ
し
て
三
代
目
の
天
皇
徳
仁
。
即
位
に
際
し｢
常

に
国
民
を
思
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
憲
法

に
の
っ
と
り
、
日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
統
合
の
象

徴
と
し
て
の
責
務
を
は
た
す
こ
と
を
誓
い｣

と
踏
襲

す
る
。

｢

明
治｣

か
ら
三
代
、
天
皇
は
力
ず
く
で
人
々
を

動
員
し
て
き
た
。
そ
の
三
代
目
天
皇
裕
仁
は
新
憲
法

下
の
一
代
目
に
居
直
り
、
帽
子
を
振
っ
て｢

あ
っ
、

そ
う｣

。
二
代
目
は｢

祈
り
と
寄
り
添
い｣

の
平
成
流
。

寄
り
添
わ
れ
た
り
、
祈
ら
れ
た
り
を
喜
ぶ
人
も
い
る

が
、｢

う
っ
と
う
し
い
よ｣｢

自
分
た
ち
の
こ
と
は
自

分
た
ち
で
す
る
か
ら｣

と
断
る
と
、
そ
ん
な
人
は
や

は
り
力
ず
く
で
排
除
。
そ
し
て
三
代
目
の
始
ま
り
は

ト
ラ
ン
プ
と
自
在
に
話
す
こ
と
が
評
判
に
な
る
。
こ

う
し
て
「
天
皇
制
度
」
は
続
く
？　

で
も
、
三
代
目

と
い
う
の
は
、と
か
く
躓
き
が
ち
だ
が
…
。(

本
文
中
、

敬
称
は
略)

憲
法
　
守
れ
る
？
　
　
　
　

	
	

	
	

	
	

黒
田	

秀
之

黒
田 

秀
之
（
く
ろ
だ 

ひ
で
ゆ
き
）

　

車
道
の
隅
を
自
転
車
で
走
り
な
が
ら
、
何
時
ま
で
こ

う
し
て
ら
れ
る
か
と
思
う
今
日
こ
の
頃
。

本
庄 

十
喜
（
ほ
ん
じ
ょ
う 

と
き
）

　

東
京
都
生
ま
れ
。
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
准
教
授
。

専
攻
は
日
本
現
代
史
、戦
後
補
償
運
動
史
、民
衆
運
動
史
。
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講座
報告

人
権
か
ら
見
た
在
日
コ
リ
ア
ン
戦
後
七
〇
年
史
を
受
講
し
て

	
	

	
	

	
	

	

糟
谷	

奈
保
子

さ
っ
ぽ
ろ
自
由
学
校
遊
の
会
員
に
な
っ
た
き
っ

か
け
は
２
０
１
５
年
後
期
の
「
在
日
コ
リ
ア
ン
の
い

ま
か
ら
、
日
本
社
会
を
考
え
る
」
と
い
う
講
座
で
し

た
。
林
炳
澤
さ
ん
の
お
名
前
を
見
て
、
35
年
も
前
に

な
る
記
憶
。
近
所
の
女
性
に
連
れ
ら
れ
て
札
幌
で

日
韓
の
学
習
会
に
参
加
。
従
軍
慰
安
婦
や
韓
国
の
軍

事
独
裁
政
権
の
こ
と
を
知
っ
て
驚
き
、
指
紋
押
捺
の

こ
と
、
参
政
権
が
無
い
こ
と
な
ど
も
初
め
て
知
り
ま

し
た
。
自
分
も
含
め
た
日
本
人
が
い
か
に
無
関
心
な

こ
と
か
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
、
結
局
時
間
は
す
ぎ

て
し
ま
っ
て
…
。
ひ
ど
い
人
権
侵
害
の
指
紋
押
捺
は

１
９
９
２
年
撤
廃
さ
れ
た
け
れ
ど
、
何
十
年
も
日
本

に
住
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
参
政
権
は
未
だ
に

な
い
ま
ま
で
す
。

今
年
５
月
31
日
、
パ
ク
・
ク
ォ
ン
ホ
さ
ん
の
講

座
「
朝
鮮
半
島
の
今
と
こ
れ
か
ら
」
で
、
韓
国
で
は

５
年
以
上
住
ん
で
永
住
権
が
あ
れ
ば
参
政
権
が
あ

り
、実
際
外
国
人
議
員
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

日
本
で
今
、
参
政
権
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
議
員
は

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
話
し
て
お
か
な
い
と

在
日
コ
リ
ア
ン
の
歴
史
を
話
す
人
が
い
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
今
回
の
講
座
で
、
林

さ
ん
は
参
加
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り

と
、
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
資
料
の
説
明
を
し
て
く

れ
ま
し
た
。
戦
後
制
定
さ
れ
た
外
国
人
登
録
法
や
複

雑
に
改
正
さ
れ
た
出
入
国
管
理
法
な
ど
に
よ
り
在
日

朝
鮮
人
へ
の
差
別
は
今
日
ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
。

問
題
が
多
す
ぎ
て
私
は
理
解
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

講
座
が
再
度
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
今
回
参
加
で
き
な
か
っ
た
人
た
ち
も
い
る
で
し

ょ
う
。感

想
を
聞
か
れ
て
若
い
人
二
人
は
述
べ
て
い
た

け
れ
ど
、
中
高
年
組
は
黙
っ
た
ま
ま
。
一
体
ど
ん
な

感
想
を
言
え
た
で
し
ょ
う
か
。
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史

を
突
き
付
け
ら
れ
て
、
い
ま
さ
ら
知
ら
な
か
っ
た
と

は
言
え
な
い
。「
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
か
皆
さ
ん

が
問
わ
れ
て
い
る
問
題
で
す
。」
と
林
さ
ん
は
い
つ

も
少
し
お
こ
っ
た
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
近
年
ヘ
イ

ト
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
で
す
。
札
幌
で
講
座
や
講

演
会
に
参
加
し
た
あ
と
、
地
域
に
戻
っ
た
時
に
、
私

は
ど
う
す
べ
き
か
、答
え
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
す
。

「
在
日
コ
リ
ア
ン
七
〇
年
史
」
を
お
話
し
て
　

	

　
　
　
　
林	

柄
澤
（
い
む	

ぴ
ょ
ん
て
く
）

　　

こ
れ
ま
で
在
日
コ
リ
ア
ン
の
差
別
・
人
権
に
お

け
る
個
別
問
題
を
講
演
し
た
こ
と
は
数
多
く
あ
る

が
、
戦
後
七
〇
年
を
通
観
し
た
連
続
講
座
（
五
か

月
五
回
）
を
行
っ
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
講
師
的
に
は
大
き
な
意
義
を
感
じ
て
い
る

が
、｢

遊｣

の
共
同
代
表
と
し
て
は
マ
ニ
ア
ッ
ク

な
企
画
で
赤
字
に
な
ら
な
い
か
と
懸
念
し
た
。
が
、

幸
い
毎
回
約
三
〇
人
の
参
加
者
を
え
て
ホ
ッ
と
し

た
次
第
で
あ
る
。

　

在
日
コ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
の
七
〇
年
間
の
歴
史

は
、
差
別
の
改
善
も
あ
る
が
、
未
だ
に
日
本
政
府
・

社
会
の
差
別
性
も
根
強
く
、
積
み
残
さ
れ
た
問
題

も
多
い
。
従
っ
て
糟
谷
さ
ん
の
感
想
の
〝
問
題
が

多
す
ぎ
て
理
解
し
き
れ
て
い
な
い
〟
こ
と
も
あ
ろ

う
が
、
講
師
の
私
と
し
て
は
、
七
〇
年
間
を
通
底

す
る
差
別
性
を
確
認
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
た

何
か
一
点
で
も
痛
感
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
幸
甚
だ

と
思
っ
て
い
る
。

　

体
系
的
歴
史
性
に
か
か
わ
る
企
画
だ
け
に
、
一

度
だ
け
で
良
い
の
か
は
考
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

そ
の
点
は
今
後
、｢

遊｣

関
係
者
の
ご
意
見
も
い
た

だ
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

公
開
講
座
「
北
朝
鮮
を
経
済
か
ら
読
み
解
く
」

　
　
　
　
　
　
―
し
た
た
か
に
し
な
や
か
に
生
き
る
人
々

	
	

	
	

	
	

	

七
尾	

寿
子

講座
報告

　

日
本
で
報
道
さ
れ
る
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
の
情
報
は
、
拉
致
問
題
や

長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
な
ど
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
が

多
い
。
し
か
し
、
朝
鮮
総
聯
の
機
関
紙
で
あ
る
朝
鮮

新
報
の
記
者
と
し
て
平
壌
特
派
員
も
経
験
し
、
そ
の

後
は
研
究
者
と
し
て
北
朝
鮮
の
各
地
を
15
回
に
渡
っ

て
訪
れ
た
文
聖
姫
（
ム
ン
ソ
ン
ヒ
）
さ
ん
は
、
人
々

の
中
に
入
り
込
み
、
時
に
焼
酎
を
酌
み
交
わ
し
な
が

ら
、
経
済
を
切
り
口
に
取
材
と
調
査
を
進
め
、『
麦

酒
（
ビ
ー
ル
）
と
テ
ポ
ド
ン
』（
平
凡
社
新
書
）
と

し
て
一
般
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
生
き
生
き
と
著

し
た
。

　

著
作
は
好
評
で
、札
幌
で
は
、３
回
の
講
演
が
あ
っ

た
。も
は
や
厳
格
な
社
会
主
義
計
画
経
済
で
は
な
く
、

市
場
経
済
化
が
進
む
北
朝
鮮
の
現
状
や
、
新
興
富
裕

層
の
知
ら
れ
ざ
る
姿
が
興
味
深
い
写
真
と
と
も
に
紹

介
さ
れ
た
。

　

１
９
９
０
年
代
の
食
糧
危
機
で
発
達
し
た
ヤ
ミ
市

は
、
国
が
認
め
た
「
地
域
市
場
」
に
発
展
し
、
い
ま

や
路
地
裏
や
ア
パ
ー
ト
の
庭
に
も
小
規
模
の
市
場
が

あ
る
と
い
う
。
当
初
は
警
察
の
取
り
締
ま
り
を
素
早

く
察
知
し
て
逃
げ
る
姿
か
ら
メ
ト
ゥ
ギ
（
バ
ッ
タ
）

市
場
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
後
は
、
警
察
の
取
り
締

ま
り
を
も
の
と
も
せ
ず
商
売
を
続
け
る
よ
う
に
な

り
、
チ
ン
デ
ゥ
ギ
（
ダ
ニ
）
市
場
と
呼
ば
れ
て
い
る

と
い
う
。

　

停
ま
っ
て
し
ま
っ
た
き
り
動
か
な
い
列
車
。
線
路

上
に
は
、に
わ
か
市
場
が
で
き
た
り
、腹
ペ
コ
で
よ
っ

て
来
る
子
た
ち
に
せ
が
ま
れ
て
ご
飯
を
分
け
与
え
る

若
者
、
夜
に
は
乗
客
た
ち
が
線
路
に
降
り
て
歌
や
踊

り
が
始
ま
っ
た
り
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
日
本

で
暮
ら
す
私
が
言
葉
に
込
め
る
豊
か
さ
や
貧
困
と
い

う
意
味
で
は
表
せ
な
い
、
人
々
の
し
た
た
か
さ
、
し

な
や
か
さ
、
温
か
さ
を
感
じ
た
。

　

財
布
に
１
０
０
ド
ル
相
当
の
お
金
し
か
な
か
っ
た

女
性
が
商
才
を
発
揮
し
て
ホ
テ
ル
経
営
者
に
な
っ
た

と
か
、
朝
食
を
自
宅
に
配
達
さ
せ
る
よ
う
な
金
持
ち

も
出
現
し
た
と
い
っ
た
、
現
地
で
し
か
聞
け
な
い
情

報
も
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
う
し
た
新
興
富
裕
層
は
、

ア
パ
ー
ト
の
建
設
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
代
わ
り

に
、
住
宅
の
売
買
を
許
さ
れ
る
な
ど
、
権
力
側
と
持

ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
。
金
正
恩
朝

鮮
労
働
党
委
員
長
は
経
済
発
展
と
国
民
へ
の
統
制
を

両
立
で
き
る
と
自
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

金
委
員
長
は
経
済
改
善
に
向
け
た
マ
イ
ン
ド
を

持
っ
て
お
り
、
非
核
化
へ
の
確
か
な
意
志
が
あ
る
と

い
う
の
が
文
さ
ん
の
判
断
で
あ
る
。

　

平
壌
を
流
れ
る
大
同
江
の
名
を
冠
せ
た
テ
ド
ン
ガ

ン
ビ
ー
ル
は
、
コ
ク
が
あ
っ
て
お
い
し
い
と
文
さ
ん

は
力
説
す
る
。
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
が
増
え
た
り
、
ビ
ー

ル
の
祭
典
が
開
催
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
経
済
開
放

の
拡
大
に
つ
な
が
る
。

　

祖
国
よ
、
テ
ポ
ド
ン
に
象
徴
さ
れ
る
ミ
サ
イ
ル
を

開
発
す
る
よ
り
も
麦
酒
（
ビ
ー
ル
）
で
経
済
開
放
を
、

と
い
う
強
い
願
い
が
「
麦
酒
と
テ
ポ
ド
ン
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
知
っ
た
。

　

こ
の
公
開
講
座
を
皮
切
り
に
、
連
続
講
座
「
ひ
と

つ
の
夢
、
ひ
と
つ
の
コ
リ
ア
～
朝
鮮
半
島
の
い
ま
と

こ
れ
か
ら
」
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
第
１
回
「
南

北
分
断
が
韓
国
政
治
に
与
え
た
影
響
～
政
治
学
の
視

点
か
ら
」
朴
權
浩
（
パ
ク
ク
ォ
ン
ホ
）
さ
ん
、
第
２

回
「
秘
境
か
ら
情
景
へ
」
玄
武
岩
（
ヒ
ョ
ン
ム
ア
ン
）

さ
ん
、
第
３
回
は
、
７
月
26
日
「
朝
・
米
対
決
の
原

点
を
探
る
」
林
炳
澤
（
イ
ム
ピ
ョ
ン
テ
ク
）
さ
ん
。

七
尾 

寿
子
（
な
な
お 

ひ
さ
こ
）

　

元
さ
っ
ぽ
ろ
自
由
学
校
「
遊
」
共
同
代
表
。
文
さ
ん

の
講
演
を
３
回
聞
い
て
、
北
朝
鮮
に
行
き
た
い
と
夢
が

膨
ら
ん
で
い
る
。

糟
谷 

奈
保
子
（
か
す
や 

な
お
こ
）

さ
っ
ぽ
ろ
自
由
学
校
「
遊
」
会
員
。
石
狩
湾
岸
の

風
力
発
電
を
考
え
る
石
狩
市
民
の
会
。
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東　龍夫

ボロボロ日記
第１０２回

東	

龍
夫
（
ひ
が
し	

た
つ
お
）

　

１
９
５
２
年
生
ま
れ
。
再
生
資
源
回
収
業
。
大
量
消

費
社
会
か
ら
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
を
目
指
し
て
活

動
中
。
札
幌
市
環
境
保
全
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
北
海
道
環

境
学
習
ト
レ
ー
ナ
ー
を
務
め
る
。

「
ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
」、
っ
て
知
っ
て
る
？

　

ち
ょ
っ
と
前
の
新
聞
に
載
っ
て
い
て
、
気
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。「
ゲ
ノ
ム
編
集
」
と
は
、
遺
伝
子
の

あ
る
部
分
を
人
工
的
に
壊
す
技
術
だ
そ
う
で
す
。
例

え
ば
、「
暑
さ
に
弱
い
遺
伝
子
を
壊
す
」
と
い
う
こ

と
を
し
ま
す
。「
遺
伝
子
組
み
換
え
」
と
違
う
の
は
、

他
の
生
物
の
遺
伝
子
を
組
み
入
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
生
物
の
遺
伝
子
を
組
み
替
え
る
技
術
で
す
。
で

も
ど
っ
ち
に
し
ろ
、「
生
物
の
遺
伝
子
を
人
工
的
に

い
じ
く
る
」
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
影

響
が
、
自
然
界
や
人
間
の
身
体
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
す
の
か
、
不
安
は
大
き
く
な
る
ば
か
り
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
！ 

今
年
３
月
18
日
に
厚
生
労
働
省
は
、

次
の
よ
う
な
方
針
の
発
表
を
し
ま
し
た
。「
ゲ
ノ
ム

編
集
食
品
に
つ
い
て
は
、
開
発
情
報
を
任
意
に
届
け

る
だ
け
で
よ
い
。
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
の
よ
う
な

審
査
を
受
け
る
必
要
が
な
い
」。
つ
ま
り
、
何
の
表

示
の
な
い
ま
ま
ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
店
頭
に
並
ぶ
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
厚

生
労
働
省
は
言
い
ま
す
。「
突
然
変
異
は
自
然
界
で

も
あ
り
、
ゲ
ノ
ム
編
集
は
そ
れ
と
同
じ
」
と
。
自
然

界
で
起
き
る
突
然
変
異
と
人
工
的
に
行
な
う
ゲ
ノ
ム

編
集
が
同
じ
だ
と
は
誰
も
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
Ｅ

Ｕ
で
は
、
遺
伝
子
組
み
変
え
と
同
様
と
い
う
判
断
を

示
し
、
表
示
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
開
発
が
始
ま
っ
て
い

る
と
い
い
ま
す
。
小
麦
は
、
欧
米
で
は
主
食
で
、
さ

す
が
に
遺
伝
子
組
み
換
え
品
種
の
開
発
が
行
わ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
ゲ
ノ
ム
編
集
の
小
麦
の
開
発
が
活

発
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
日
本
で
は
、「
花

粉
症
に
効
く
米
」が
研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

ま
た
動
物
で
は
、
あ
る
種
の
ウ
ィ
ル
ス
に
耐
性
の
あ

る
豚
や
、筋
肉
量
の
多
い
牛
も
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

魚
で
は
、
成
長
が
早
く
肉
の
多
い
フ
グ
な
ど
も
開
発

中
と
言
い
ま
す
。

　

ゲ
ノ
ム
編
集
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
が
専
門

家
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
食
品
を
食
べ
続
け
た
時
、
わ
た
し
た
ち

の
未
来
に
何
が
起
き
る
の
で
し
ょ
か
？ 

誰
も
わ
か

ら
な
い
の
で
す
。

宮内	泰介（みやうち	たいすけ）
 　1961 年生まれ。さっぽろ自由学校「遊」
共同代表。北海道大学教員（環境社会学）。
ソロモン諸島、北海道、宮城などで、環境、
生活の調査中。

第
七
八
回
　
イ
ワ
シ
と
特
攻
兵
器
と
ユ
リ

　

イ
ワ
シ
か
ら
世
界
が
見
え
な
い
か
、
と
考
え
、
あ

ち
こ
ち
の
イ
ワ
シ
漁
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。

　

三
年
前
、
長
崎
県
雲
仙
市
の
南
串
山
で
、
大
き
な

イ
ワ
シ
漁
を
営
む
竹
下
康
徳
さ
ん
の
お
う
ち
に
う
か

が
っ
た
と
き
、
し
か
し
最
初
に
さ
れ
た
の
は
、
戦
争

の
話
だ
っ
た
。

　
「
沖
縄
か
ら
来
て
い
た
金
城
さ
ん
と
い
う

方
が
、
他
の
予
科
練
（
海
軍
飛
行
予
科
練
習

生
）
の
人
た
ち
と
一
緒
に
、
う
ち
に
泊
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
私
は
小
学
校
六
年
生
で
し
た

の
で
、
一
緒
の
部
屋
で
寝
て
い
た
の
で
す
」

　

一
緒
に
聞
い
た
中
に
、
私
の
元
学
生
で
沖

縄
出
身
の
金
城
達
也
さ
ん
が
い
た
の
で
、
竹

下
さ
ん
は
、
そ
れ
で
つ
い
予
科
練
の
金
城
さ

ん
を
思
い
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　
「
そ
の
人
た
ち
は
、震
洋
の
格
納
庫
を
掘
っ

て
い
た
の
で
す
」。
震
洋
と
は
、
日
本
軍
が

開
発
し
た
特
攻
兵
器
。
ベ
ニ
ア
で
作
っ
た

ボ
ー
ト
の
艇
首
部
に
爆
薬
を
装
備
し
、
体
当

た
り
攻
撃
す
る
も
の
だ
。
そ
の
格
納
庫
が
南

串
山
に
作
ら
れ
た
。
掘
削
作
業
は
危
険
な
作

業
で
、
地
元
住
民
も
か
り
出
さ
れ
、
死
者
も

多
く
出
た
よ
う
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
が
聞
き
た
か
っ
た
の

は
、
イ
ワ
シ
漁
の
話
だ
。
し
か
し
、
戦
争
の
話
も
、

ぜ
ひ
聞
き
た
い
。
そ
れ
で
、
竹
下
さ
ん
の
お
兄
さ
ん

が
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
話
（
お
兄
さ
ん
が
学
生
だ
っ

た
長
崎
医
科
大
学
は
爆
心
地
に
た
い
へ
ん
近
く
、
ほ

と
ん
ど
が
即
死
。
山
田
洋
次
監
督
映
画
「
母
と
暮
ら

せ
ば
」
が
そ
の
様
子
を
描
い
て
い
る
）
な
ど
を
ひ
と

し
き
り
聞
い
た
あ
と
、
よ
う
や
く
イ
ワ
シ
の
話
を
聞

く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
イ
ワ
シ
の
話
を
聞
き
始
め
る
と
、

竹
下
さ
ん
は
、
今
度
は
ユ
リ
の
話
を
し
始

め
た
。

　
「
う
ち
は
戦
前
、
ユ
リ
根
の
輸
出
業
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
農
家
が
木
子
（
き
ご
）

（
地
中
で
球
根
の
ま
わ
り
に
発
生
す
る
小
球

根
）
を
三
年
ほ
ど
栽
培
し
た
も
の
を
買
い
、

商
社
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
し
て
い

た
の
で
す
。
し
か
し
、
戦
争
の
時
に
経
済

封
鎖
を
受
け
て
輸
出
が
止
ま
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ユ
リ
根
は
神
戸
あ
た
り
の
倉
庫

に
出
し
た
ま
ま
で
、
輸
出
で
き
ず
、
す
べ

て
が
だ
め
に
な
り
ま
し
た
。
う
ち
は
問
屋

業
だ
っ
た
た
め
、
ユ
リ
根
を
あ
ず
か
っ
た

農
家
に
対
す
る
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
父
は
、
自
分

の
土
地
を
売
っ
て
、
そ
れ
を
農
家
へ
の
補

償
金
に
あ
て
ま
し
た
。
こ
ん
な
仕
事
は
子

ど
も
に
受
け
継
が
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
、
父
は
戦
後
、

イ
ワ
シ
の
巻
き
網
を
始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
を
私
が

継
ぎ
ま
し
た
」

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
イ
ワ
シ
の
話
に
た
ど
り
着
く
。

　

で
も
ユ
リ
根
の
話
も
気
に
な
る
の
で
、
少
し
調
べ

て
み
た
。
す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
分
か
っ
て

く
る
。
日
本
の
ユ
リ
は
一
九
世
紀
以
来
欧
米
で
観
賞

用
と
し
て
人
気
で
あ
り
、
ユ
リ
根
は
明
治
初
期
よ
り

す
で
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
戦
前
に
は
、
主
要
輸
出

商
品
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
的
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
。
長
崎
だ
け
の
話
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

竹
下
さ
ん
に
は
、
そ
の
後
合
計
五
回
（
合
わ
せ
る

と
十
時
間
）
話
を
聞
き
、
現
在
そ
れ
を
聞
き
書
き
と

し
て
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
た
っ

た
一
人
の
人
の
話
か
ら
で
も
、
歴
史
は
実
に
立
体
的

に
よ
み
が
え
る
。
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事
務
局
だ
よ
り

　代替わりに際して天皇の前に恭しく運ばれる箱。その様子を総理大臣以下が見守る。が、箱の中
にあるモノを誰も・天皇その人も見たことがない。この空虚な儀式をしてるのが天皇と国家公務員
であることを子どもにはしっかり見てもらいたい。「王様は裸だ」と見破るのは子どもだ。（く）

編集後記

世
界
最
短
の
定
型
詩
と
言
わ
れ
る
俳
句
。
五
・
七
・
五
で
作
ら
れ
る
世
界
。

日
常
、
見
た
り
聞
い
た
り
感
じ
た
こ
と
を
、
忙
し
い
日
々
に
忘
れ
て
し
ま

う
そ
の
一
瞬
を
、
十
七
文
字
に
込
め
て
み
ま
し
た
。

第 20回

我
が
道
と
横
切
る
蝶
の
優
雅
な
る

 

足
早
に
急
ぐ
朝
。
季
節
が
変
わ
っ
た
こ
と
も
う
っ
か
り
気
づ
か
ず

に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
が
ち
な
日
々
に
、
目
の
前
を
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ

ウ
が
ふ
ん
わ
り
と
横
切
っ
た
。
美
し
い
白
と
そ
の
優
雅
な
舞
に
、は
っ

と
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
蝶
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
が
、
で
も
き
っ

と
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
蝶
も
季
節
も
変
わ
ら
ず
に
毎
年
や
っ
て
く

る
。
な
ん
だ
か
い
つ
も
バ
タ
バ
タ
と
忙
し
く
し
て
い
る
け
れ
ど
、ゆ
っ

た
り
と
飛
ぶ
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
に
、
少
し
だ
け
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
み

る
の
も
い
い
よ
、
教
え
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

羽
の
上
見
え
た
景
色
に
春
眠
し

　

飛
行
機
の
中
は
、
あ
ま
り
や
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
私
に
と
っ
て
最
高
の
睡

眠
タ
イ
ム
。
普
段
の
生
活
で
は
、
あ
れ
も
や
り
た
い
こ
れ
も
や
り
た
い
と
動
い

て
い
る
う
ち
に
、
自
然
と
睡
眠
が
削
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
飛
行
機
は
絶
好
の
睡

眠
チ
ャ
ン
ス
。
先
日
の
乗
っ
た
飛
行
機
は
エ
ア
ド
ゥ
。
い
つ
も
の
よ
う
に
窓
側

席
に
座
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
翼
が
見
え
る
席
で
、
窓
の
外
に
は
、
エ
ア
ド
ゥ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
ベ
ア
ド
ゥ
が
翼
の
上
で
眠
っ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ

て
い
た
。
乗
客
を
楽
し
ま
せ
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
。
こ
う
い
う
遊
び
心
っ

て
素
敵
。
眠
っ
て
い
る
ベ
ア
ド
ゥ
に
誘
わ
れ
、
一
緒
に
う
と
う
と
と
。

柚
原 

誓
子 （
ゆ
は
ら 

せ
い
こ
）

　

平
日
は
会
社
員
。
休
日
は
心
惹
か
れ
る
ま
ま
に
、
趣
味
の
ス
キ
ー
、
温
泉
、

旅
行
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
数
年
前
か
ら
始
め
た
俳
句
。
あ
ら
た
め
て
日
本

語
の
美
し
さ
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の
イ
ン
タ
ー
ン
だ
っ
た
沢
田
祐
季
さ
ん

が
企
画
運
営
し
て
く
れ
て
い
る
「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

で
考
え
る
子
ど
も
の
貧
困
」。
北
海
学
園
大
の
ゼ
ミ

と
連
携
し
て
の
講
座
に
な
っ
て
、
学
生
が
た
く
さ

ん
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

４
～
５
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

私
の
他
の
３
人
は
み
な
19
歳
。
発
言
し
て
く
れ
る

か
な
あ
、
な
ん
て
ち
ょ
っ
と
心
配
し
た
り
し
た
が
、

具
体
的
な
話
を
投
げ
か
け
る
と
ど
ん
ど
ん
活
発
な

や
り
と
り
に
な
る
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
者
の

決
め
方
（
誕
生
月
と
か
洋
服
の
色
と
か
、
ア
イ
ス

ブ
レ
ー
キ
ン
グ
の
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
）

の
工
夫
や
、
な
か
な
か
自
分
か
ら
挙
手
は
し
な
い

け
れ
ど
も
発
表
者
に
当
た
る
と
臆
せ
ず
言
い
た
い

こ
と
を
発
言
す
る
こ
と
に
、
な
ん
だ
か
感
動
し
て

し
ま
っ
た
。

　

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
そ
れ
な
り
に
考
え
て
い

る
、
柔
軟
で
肩
に
力
が
入
っ
て
い
な
く
て
、
い
つ

も
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
経
験
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し

て
も
、
20
人
も
の
学
生
で
愛
生
舘
サ
ロ
ン
が
い
っ

ぱ
い
に
な
る
講
座
が
、
こ
れ
か
ら
も
時
々
あ
る
と

い
い
な
。
企
画
し
交
渉
し
運
営
し
て
く
れ
た
沢
田

さ
ん
、
あ
り
が
と
う
、
お
疲
れ
さ
ま
。（
細
谷
洋
子
）

会費、ご寄付をくださった方々（敬称略、順不同）

期間：2019 年 4 月 26 日～ 6 月 20 日　＊印の方は、新規の方です。

■ 正会員会費を受領しました
　大嶋薫、東由佳子、出口真也、川村雅則、小林俊子、吉田邦彦、小山内道子、小川公人、佐藤英行、浅野元広、
飯島秀明、渡辺達生、切明澄枝、弦巻陽子、滝川康治、大久保雅子、青柳藤栄、東龍夫、田畑豊、吉田曜子、
福尾健司、土屋英路＊、宮坂八重子、林炳澤、畔田俊彦、干場信司、斉藤哲、水上砂恵子、三浦直登、鈴木修、
大屋定晴、對馬順哉＊（以上、19 年度分）、池田ひろみ（20、21 年度分）
■ 準会員会費を受領しました
　市村猛樹（18 年度分）、大崎美佳、半浦剛＊、中村紀夫、金重良子＊、三島均＊、渡邉圭、尾崎芳明、浜崎孝、
石川佐和子、伊藤規久子、椿矩行、今川かおる、田嶋容子、佐藤弘、佐藤祐子、干場芳子、市民ネットワー
ク北海道、齊藤詔司、田中敏彦、中村まゆみ、木田博典、前川紀子、竹ノ内研司、市村猛樹、三澤恵子、
石田英人、秋山孝二、秋山眞澄、吉田幸恵、高田菜穂子、箭原真智子、笹渕乃梨＊、柏崎恵子、角花一枝、
清水和恵、高縁恵美子、宮入隆、富塚とも子、柏野大介、竹田眞司、有塚真一、内田可奈子、松山綾子、
工藤ひろ子、高橋千江子、永田千恵子、杉山正彦、長屋のり子、原島和子（以上、19 年度分）、皆川敦子、
河野洋子、塚本裕子、宮入隆、宮本吉人、小畑直子、堀由利枝（以上、20 年度分）
■ 特別会員会費を受領しました
　七尾寿子、森脇栄一（以上、19 年度分）
■ ご寄付をくださった方々
◎一般寄付　伊藤裕子、谷岡修、宮坂八重子、左久、角花一枝、塚本裕子、加藤敬、白川ただし、長屋のり子、
水谷敦夫、会員交流会残金、デザキ・ミキ交流会残金
◎ ひと基金　小林俊子、丸山仁、田中敏彦、沓澤隆

★どうもありがとうございました★
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老いと向き合う　＊一般・会員 600、25 歳以下 500

7/5( 金 ) 14:00 ～『百まで生きる覚悟』を手掛かりに　●細谷洋子さん
8/2( 金 ) 14:00 ～ 老いたればこそ地域でともに暮らす　●奥山睦さん

日本を売らせない！―水道民営化をめぐって　＊一般 1,500、会員 1,000、25 歳以下 500

於：愛生舘サロン（愛生舘ビル６Ｆ・南側奥）
7/8( 月 )18:45 ～ 改正水道法で、持続可能な水道となるか？　●永井雅師（元全日本水道労組委員長）
8/5( 月 )18:45 ～ 当別ダムと水道事業　●石川さわ子（市民ネットワーク北海道共同代表）

ボトムアップで考える” 子どもの貧困”　＊ 500　於：愛生舘サロン

7/11( 木 )18:45 ～ " 貧 " と " 困 " から考えよう

アイヌが描く、アイヌモシリの未来　＊一般 1,500　会員 1,000　25 歳以下 500

7/19( 金 )18:45 ～ オホーツクの森と海からアイヌ民族の権利回復を ●畠山敏（紋別アイヌ協会会長）
8/23( 金 )18:45 ～ 強制移住と遺骨盗掘 ●木村二三夫（平取アイヌ協会副会長）

外国人技能実習生から考える人権問題  ＊一般 1,500、会員 1,000、25 歳以下 500 於：愛生舘サロン

7/22( 月 )18:45 ～ 外国人受入と人権　●小野寺信勝（弁護士・北海道合同法律事務所）

ひとつの夢、ひとつのコリア　＊一般 1,500、会員 1,000、25 歳以下 500

7/26( 金 )18:45 ～ 朝・米対決の原点を探る　●林炳澤（さっぽろ自由学校「遊」共同代表）

このままでいいの？再生可能エネルギーの進め方 パート 4　＊一般 1,500、会員 1,000、25 歳以下 500

7/23( 火 )18:45 ～ 稚内市における風車の健康影響　●佐々木邦夫（風力発電の真実を知る会）
8/27( 火 )18:45 ～ 持続不可能な大型木質バイオマス発電　●小泉雅弘（さっぽろ自由学校「遊」事務局長）

ゆうひろば
発行：NPO法人さっぽろ自由学校「遊」
〒 060-0061　札幌市中央区南１条西５丁目　愛生舘ビル５Ｆ 501
　・郵便振替口座：　02780-5-47036 （名義：自由学校「遊」）
　　　　　　　　　　・TEL:011-252-6752　　
　　　　　　　　　　・FAX:011-252-6751　
　　　　　　　　　　・syu@sapporoyu.org
　　　　　　　　　　・http://www.sapporoyu.org

さっぽろ自由学校「遊」　からのお知らせ

７～８月の講座よりピックアップ
（＊は単発参加費）

北海道ノーモア・ヒバクシャ会館ツアー
 ● 7 月 27 日（土）　現地集合　10:30 ～ 13:00
 ●場所　北海道ノーモア・ヒバクシャ会館（広島長崎原爆資料展示館）
 ●一般 1,500 円　会員 1,000 円　25 歳以下 500 円　※ 要事前予約
 　※申込時にオプションの軽食（600 円）についても申込ください。
 ●内容　展示資料のガイドツアー、ヒバクシャの方の体験談
 　　　　軽食を取りながら感想、意見、現在の情勢の交流

※
お
詫
び
と
訂
正

「
ゆ
う
ひ
ろ
ば
」
第
１
７
０
号
の
８

ｐ
に
お
い
て
、
白
土
奈
津
代
さ
ん
の

読
み
仮
名
を
（
し
ら
と 

な
つ
よ
）
と

し
て
お
り
ま
し
た
が
、（
し
ら
つ
ち 

な
つ
よ
）
で
し
た
。
お
詫
び
と
と
も

に
訂
正
い
た
し
ま
す
。


