
あなたの平和憲法を知っていますか？ 
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真
実
を
知
り
、 
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実
を
語
り
合
い
、 

真
実
を
伝
え
る
こ
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で
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平
和
で
豊
か
な
世
界
が
広
が
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す
よ
う
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あ
る
朝
の 

平
和
へ
の
想
い 

 
 

あ
る
朝
早
く
起
き
て
不
安
を
感
じ
ま
し
た
。 

戦
争
で
今
か
ら
殺
し
合
い
が
始
ま
る
と
し
た
ら
、
な
ん
て
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

今
、
日
本
が
再
び
戦
争
を
す
る
国
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、 

た
だ
そ
れ
に
対
し
て
「
Ｎ
Ｏ
！
だ
め
だ
よ
！
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
よ
！
」
と
言
う
し
か
な
い
。 

あ
ま
り
に
も
あ
た
り
ま
え
だ
け
ど
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
大
切
な
事
実
が
そ
こ
に 

あ
る
こ
と
を
、
す
な
お
に
感
じ
た
の
で
す
。 

殺
す
も
殺
さ
れ
る
の
も
恐
ろ
し
い
。 

ナ
パ
ー
ム
弾
で
焼
か
れ
た
り
、
核
兵
器
で
細
胞
ま
で
壊
さ
れ
た
り
・
・
・ 

自
分
に
も
、
家
族
に
も
、
誰
に
も
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

戦
争
、
つ
ま
り
違
っ
た
国
ど
う
し
の
人
た
ち
が
殺
し
合
い
を
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、 

と
ん
で
も
な
く
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
許
し
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
。 

そ
こ
に
は
、
な
ん
の
か
け
ひ
き
も
、
理
屈
も
い
ら
な
い
。 

真
実
は
シ
ン
プ
ル
で
、
小
さ
な
子
ど
も
で
も
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。 

い
や
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
も
め
ご
と
を
解
決
す
る
た
め
に
、
殺
し
あ
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

ナ
イ
フ
や
銃
を
隠
し
持
ち
、
脅
し
合
い
な
が
ら
、
お
互
い
仲
良
く
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

「
世
界
貢
献
」
や
「
テ
ロ
を
な
く
す
た
め
」
に
、
ミ
サ
イ
ル
、
空
母
、
軍
隊
は
要
り
ま
せ
ん
。 

殺
し
の
道
具
や
破
壊
兵
器
を
増
や
し
て
、
平
和
は
や
っ
て
こ
な
い
の
で
す
。 

今
ま
で
も
そ
う
で
し
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
す
。 
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１  

は
じ
め
に 

 
ご
存
知
の
よ
う
に
、
今
年
は
憲
法
の
改
定
に
む
け
て
、
政
府
も
社
会
も
大
き
く
動
い
て
い
る
大
切
な
節
目
で
す
。 

改
憲
の
焦
点
は
「
戦
争
の
放
棄
」
を
定
め
た
第
九
条
で
す
が
、
こ
れ
が
改
定
さ
れ
る
と
、
「
戦
争
を
放
棄
し
て
、

戦
争
を
し
な
い
国
」
か
ら
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
一
八
〇
度
方
向
転
換
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

今
、
な
ぜ
憲
法
が
書
き
か
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
だ
か
ら
・
・
」「
国
際
貢
献
の
た
め
に
・
・
・
」「
今
の
社
会
情
勢
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
・
・
・
」

「
今
ま
で
一
度
も
改
憲
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
」「
軍
隊
を
持
っ
て
い
る
の
が
普
通
だ
か
ら
・
・
・
」
な
ど
な
ど
。

最
近
、
国
会
、
政
党
、
財
界
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
、
急
に
湧
き
出
し
た
か
の
よ
う
に
、
改
憲
の
必
要
性
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
理
屈
が
飛
び
か
っ
て
い
ま
す
。 

も
っ
と
も
そ
う
に
聞
こ
え
る
理
由
も
あ
り
ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
？ 

憲
法
は
国
の
根
幹
に
あ
た
る
も
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
国
民
の
生
活
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
の
あ
る
重
大
な
も

の
で
す
。
特
に
、
戦
争
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
仮
想
敵
」
も
増
え
、
再
び
軍
事
国
家
に
な
り
、
言
論
の
統
制

や
徴
兵
制
が
布
か
れ
る
こ
と
ま
で
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
ん
な
大
切
な
こ
と
を
、
知
ら
な
い
う
ち
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
困
り
ま
す
よ
ネ
。 

最
近
は
、
大
切
な
国
の
政
策
や
法
制
に
関
す
る
事
柄
な
ど
が
、
国
会
で
の
十
分
な
審
議
も
な
い
ま
ま
決
め
ら
れ
る

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
一
般
市
民
が
十
分
に
理
解
し
た
り
考
え
た
り
す
る
時
間
も
十
分
に
与
え
ら
れ
ず
、
市
民
の

意
見
や
願
い
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
決
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
だ
け
に
、
こ
と
は
深
刻
で
す
。 

例
え
ば
、
こ
の
数
年
の
間
に
「
有
事
法
制
」
と
い
う
一
〇
の
法
律
が
成
立
し
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
政
府
が
有
事
を
予
測
し
た
時
点
で
、
全
て
の
公
共
団
体
と
国
民
を
戦
争
に
強
制
動
員
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
成
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
「
国
民
保
護
」
の
名
の
下
に
、
国
民
の
土
地
、
家
屋
、
物
資
な
ど
を

強
制
的
に
使
う
こ
と
、
医
療
や
輸
送
な
ど
に
た
ず
さ
わ
る
労
働
者
を
強
制
動
員
す
る
こ
と
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
を

規
制
す
る
こ
と
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
国
民
は
い
や
お
う
な
し
に
戦
争
へ
の
協
力
を
強
制
さ
れ
、
協
力
を
阻
む
も
の

に
は
懲
役
や
罰
金
が
か
せ
ら
れ
ま
す
。 

戦
時
中
（
一
九
三
八
）
「
国
家
総
動
員
法
」
が
制
定
さ
れ
、
戦
争
の
た
め
に
、
国
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
資
源
が
政

府
の
統
制
下
に
お
か
れ
ま
し
た
が
、
有
事
法
制
は
こ
れ
に
よ
く
似
た
性
質
の
も
の
で
す
。「
強
制
疎
開
」「
勤
労
動
員
」

「
学
徒
動
員
」
「
家
屋
撤
去
」
を
経
験
さ
れ
た
り
、
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 
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と
に
か
く
、
戦
争
を
放
棄
し
軍
隊
を
も
た
な
い
と
す
る
平
和
憲
法
を
も
つ
国
で
、
こ
の
よ
う
な
法
律
が
設
立
さ
れ

て
き
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
す
。
有
事
法
制
は
戦
時
法
制
で
す
か
ら
、
平
和
憲
法
で
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

そ
の
う
え
、
改
憲
し
て
「
戦
争
を
し
な
い
国
」
か
ら
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
変
え
た
い
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ

う
か
？
ま
わ
り
の
誰
も
が
平
和
を
願
い
、「
戦
争
し
な
い
国
」
で
あ
り
続
け
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
に
＊
・
・
・
・
・ 

今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
手
だ
て
と
し
て
、
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。 

  

＊
こ
れ
ま
で
の
世
論
調
査
で
は
、
七
割
近
く
の
人
が
九
条
改
憲
に
反
対
で
す
。 
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２  

日
本
国
憲
法
・
平
和
憲
法
っ
て
な
に
？ 

 
ほ
ん
の
数
十
年
ま
え
に
、
日
本
軍
国
主
義
に
よ
る
侵
略
戦
争
が
お
こ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
民
二
千
万
人
と
日
本

の
三
百
万
人
以
上
の
人
た
ち
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。
人
類
が
始
め
て
経
験
し
た
原
爆
に
よ
る
無
差
別
殺
戮
も
含
め
、

二
十
世
紀
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
大
の
惨
禍
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
想
像
を
絶
す
る
苦
し
み
と
歴
史
的
教
訓
か
ら
、
平
和
を
こ
こ
ろ
か
ら
希
求
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
、
現

在
の
日
本
の
憲
法
、
「
平
和
憲
法
」
で
す
。
平
和
主
義
と
国
民
が
主
権
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
基
本
的
人
権
が
守
ら

れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

再
び
戦
争
を
起
こ
し
た
り
巻
き
こ
ま
れ
な
い
こ
と
を
願
っ
て
、
第
九
条
で
は
、「
戦
争
の
放
棄
・
戦
力
の
不
保
持
・

交
戦
権
の
否
認
」
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の
六
十
年
も
の
間
、
直
接
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
ず
、
戦
争
と
い
う
名
の

も
と
に
人
を
殺
す
こ
と
を
国
民
の
誰
も
が
強
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
第
九
条
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

そ
し
て
、
平
和
憲
法
は
、
国
連
憲
章
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
国
連
憲
章
の
「
戦
争
の
違
法
化
」
か

ら
さ
ら
に
「
戦
争
の
廃
止
」
へ
と
み
ち
び
く
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
、
世
界
中
の
心
あ
る
人
々
か
ら
高
く
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。 

戦
中
の
明
治
憲
法
で
は
、
国
益
を
守
る
た
め
人
権
は
全
く
無
視
さ
れ
、
権
力
が
暴
走
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
法
に
よ

っ
て
権
力
を
縛
る
の
で
は
な
く
、
国
民
を
縛
り
自
由
や
人
権
を
奪
う
も
の
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
平
和
憲
法
は
、

政
府
が
再
び
暴
走
し
て
戦
争
し
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
悲
惨
な
社
会
に
な
ら
な
い
よ
う
、
国
民
の
た
め
に
制
定
さ
れ

た
も
の
で
す
。 

九
条
の
会
の
井
上
ひ
さ
し
氏
は
、
「
私
た
ち
が
と
き
の
政
府
に
対
し
て
命
令
す
る
と
い
う
の
が
憲
法
で
す
。
そ
れ

で
、
と
き
の
政
府
が
国
民
に
命
令
す
る
の
が
法
律
で
す
。
で
は
、
そ
の
国
民
の
命
令
と
政
府
の
命
令
が
ぶ
つ
か
っ
た

場
合
に
ど
う
す
る
か
。
常
に
憲
法
の
ほ
う
が
優
越
す
る
」
と
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

憲
法
は
、
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
、
自
由
、
安
全
な
ど
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。 

 

憲
法
は
国
民
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
民
は
憲
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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３ 

日
本
国
憲
法
‐
や
さ
し
く
言
う
と 

 
憲
法
前
文
‐
抜
粋 

日
本
国
民
は
、
・
・
・
・
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
・
・
・
・
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が

起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確

定
す
る
。・
・
・
・
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す

る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。・
・
・
・
日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な

理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
う
。 

 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】 

わ
た
し
た
ち
は
、・
・
・
・
わ
た
し
た
ち
と
子
孫
の
た
め
に
、
政
府
に
よ
っ
て
再

び
悲
惨
な
戦
争
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
国
民
が
主
権
者
で
あ
り
、
国
の

政
治
の
あ
り
方
を
決
め
る
権
力
を
持
つ
こ
と
を
宣
言
し
ま
す
。・
・
・
・
世
界
の
全
て
の
人
た
ち
に
は
、
恐

れ
や
欠
乏
に
よ
っ
て
苦
し
む
こ
と
な
く
、
平
和
に
生
活
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。・
・
・
・
わ
た
し
た
ち
は
、

こ
の
気
だ
か
い
理
想
と
目
的
の
た
め
に
最
善
を
つ
く
す
こ
と
を
誓
い
ま
す
。 

  

第
九
条
【
戦
争
の
放
棄
、
戦
力
の
不
保
持
・
交
戦
権
の
否
認
】 

 

① 

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に

よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

② 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を

認
め
な
い
。 

  

【
や
さ
し
く
言
う
と
】  

① 

わ
た
し
た
ち
は
、
世
界
の
平
和
を
こ
こ
ろ
か
ら
願
っ
て
、
国
と
し
て
戦
争
し
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

争
い
を
解
決
す
る
た
め
に
、
武
力
に
よ
っ
て
相
手
を
脅
し
た
り
、
攻
撃
す
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。  

② 

国
と
し
て
戦
争
し
な
い
よ
う
に
、
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
、
そ
し
て
武
器
や
軍
隊
な
ど
を
持
ち
ま
せ
ん
。 
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第
十
二
条
【
自
由
及
び
権
利
の
保
持
責
任
・
濫
用
禁
止
・
利
用
責
任
】 

 
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る

責
任
を
負
ふ
。 

 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】 

こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
由
や
権
利
は
、
わ
た
し
た
ち
国
民
の
絶
え

間
な
い
努
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を

む
や
み
に
使
わ
ず
、
み
ん
な
が
健
康
で
幸
せ
な
生
活
を
営
む
た
め
に
使
う
責
任
が
あ
り
ま
す
。 

      

第
二
十
四
条
【
家
族
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
・
両
性
の
平
等
】 

  

① 

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の

協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関

し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】  

③ 

男
女
二
人
が
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
き
、
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
夫
婦

は
等
し
い
権
利
を
持
つ
と
共
に
、
夫
婦
と
し
て
生
活
し
て
い
け
る
よ
う
に
協
力
し
あ
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。  

② 

結
婚
や
家
族
生
活
に
関
す
る
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
男
女
平
等
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。 
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第
九
七
条
【
基
本
的
人
権
の
本
質
】 

 
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
え
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権

利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】 
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
日
本
の
国
民
に
保
障
さ
れ
た
人
権
（
す
べ
て
の
人
が
人
間

と
し
て
生
ま
れ
持
っ
て
い
る
権
利
）
は
、
人
間
が
長
い
年
月
を
か
け
て
つ
ち
か
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

今
後
何
事
が
あ
ろ
う
と
も
、
誰
に
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
す
。 

 
  

第
九
八
条
【
憲
法
の
最
高
法
規
性
、
条
約
及
び
国
際
法
規
の
遵
守
】 

 

①
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他

の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。
② 

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法

規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】 

① 

こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
の
法
律
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
法
律
、

命
令
、
天
皇
に
よ
る
文
書
、
国
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
な
ど
は
全
て
無
効
で
あ
り
拘
束
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。

② 

日
本
が
結
ん
だ
条
約
や
国
際
法
を
守
り
ま
す
。 

   

第
九
九
条
【
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
】 

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を

負
ふ
。 

 

【
や
さ
し
く
言
う
と
】
天
皇
と
全
て
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
大
切
に
し
、
守
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。 
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４  

平
和
憲
法
（
特
に
第
九
条
）
を
ど
う
し
た
い
の
？ 

 
現
在
の
憲
法
は
、
国
際
間
の
争
い
ご
と
を
、
戦
争
・
武
力
の
行
使
・
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
よ
ら
ず
に
、

平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。 

特
に
、
第
九
条
で
は
、
① 

戦
争
を
せ
ず
（
戦
争
の
放
棄
）
、
② 

戦
力
を
持
た
ず
（
戦
力
の
不
保
持
）
、 

 
 

③ 

国
の
戦
争
す
る
権
利
を
も
た
な
い
（
交
戦
権
の
否
認
）
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
戦
争
を
す
る
た
め
に
は
、
第
九
条
を
取
り
払
っ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
第
九
条
を

書
き
か
え
れ
ば
、
「
戦
争
を
し
な
い
国
」
か
ら
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

「
集
団
的
自
衛
権
」
と
は
、
自
国
が
直
接
攻
撃
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
同
盟
国
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、

武
力
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
す
。 

九
条
改
憲
に
よ
っ
て
、
集
団
的
自
衛
権
が
容
認
さ
れ
る
と
、
同
盟
国
（
ア
メ
リ
カ
）
と
共
に
戦
争
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

あ
と
、
戦
争
を
す
る
た
め
に
は
、
国
家
へ
の
忠
誠
心
と
戦
争
を
肯
定
す
る
考
え
方
を
、
人
々
が
持
た
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
支
え
る
家
族
も
必
要
で
す
。 

そ
の
た
め
に
、
第
二
十
四
条
を
変
え
、
個
人
の
尊
厳
や
男
女
平
等
を
と
り
は
ら
い
、
家
族
や
社
会
（
国

家
）
を
優
先
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
教
育
基
本
法
を
変
え
、
子
供
た
ち
に
愛
国
心
を
う
え
つ
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 
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５  

誰
が
？
な
ん
の
た
め
に
改
憲
し
た
い
の
？ 

 
世
界
戦
略
の
た
め
に
再
編
（
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
し
、
軍
事
を
拡
大
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本

が
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
て
海
外
で
戦
闘
で
き
る
よ
う
に
強
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
き
て
い
ま
す
。 

ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
前
米
国
務
副
長
官
は
、
対
日
報
告
書
（
二
〇
〇
〇
）
で
、
「
集
団
的
自
衛
権
を
禁
じ
て
い
る
こ
と

が
両
国
の
同
盟
協
力
を
制
約
し
て
い
る
」
と
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
禁
止
を
取
り
払
う
こ
と
を
提
起
し
ま
し
た
。 

改
憲
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
で
き
る
国
に
な
り
、
日
米
安
保
条
約
に
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
共
に
ど
こ
で
で
も

戦
争
に
加
担
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
要
望
に
全
面
的
に
そ
う
よ
う
な
形
で
、
二
〇
〇
一
年
に
発
足
し
た
小
泉
内
閣
は
、
有
事
法
制
な
ど
の
整
備
、

自
衛
隊
の
再
編
計
画
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
軍
事
活
動
の
強
化
を
お
し
進
め
て
い
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
主
導
の
イ
ラ
ク
戦
争
は
、
国
連
憲
章
に
違
反
し
た
も
の
で
し
た
。
国
連
憲
章
は
、
自
衛
の
た
め
の
戦
争

と
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
が
決
議
し
た
場
合
の
戦
争
し
か
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
政
府
は
、

「
人
道
支
援
活
動
」
と
い
う
名
の
下
に
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
イ
ラ
ク
戦
争
を
支
援
す
る
た
め
に
武
装
し
た
自
衛
隊
を

派
兵
さ
せ
ま
し
た
。 

世
界
の
約
八
割
の
国
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
イ
ン
ド
を
含
む
）
が
、
世
界
の
平
和
の
た
め
の

ル
ー
ル
を
踏
み
に
じ
っ
た
戦
争
に
加
担
し
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
は
憲
法
違
反
を
犯
し
な
が
ら
ア
メ
リ

カ
の
侵
略
と
占
領
を
支
援
し
続
け
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
改
憲
の
た
め
の
国
民
投
票
法
案
（
注
１
）
や
草
案
作
り
な
ど
、
改
憲
に
む
け
て
猛
烈
な
勢
い
で
作
業
が
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
す
。 

最
近
で
は
、
自
民
党
の
「
新
憲
法
試
案
要
綱
」（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
と
「
憲
法
改
定
草
案
」（
二
〇
〇
五
年
一
〇

月
）
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
権
力
や
政
府
へ
の
制
限
を
軽
く
し
、「
公
の
秩
序
」
や
「
国
民
の
責
務
」

な
ど
の
概
念
を
憲
法
に
書
き
込
む
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
公
の
秩
序
」
に
よ
っ
て
、
個
人
の
自
由
や
権
利

よ
り
も
国
家
を
優
先
し
、
「
国
民
の
責
務
」
に
よ
っ
て
、
国
家
を
守
る
義
務
な
ど
を
人
々
に
課
そ
う
と
す
る
も
の
で

す
。
加
え
て
、
「
愛
国
心
」
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
「
国
や
社
会
を
愛
情
と
責
任
感
と
気
概
を
も
っ
て
自
ら
支
え

守
る
責
務
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
代
に
逆
行
し
て
、
明
治
憲
法
の
よ
う
に
、
憲
法
が
人
々
を
縛
り
、
人
が
国
家

の
た
め
に
尽
く
す
よ
う
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
自
民
党
は
憲
法
改
定
草
案
を
と
お
し
て
、
「
自
衛
軍
」
と
呼
ぶ
軍
隊
を
設
立
し
、
集
団
的
自
衛
権
を
容

認
す
る
考
え
を
明
確
に
し
ま
し
た
。
こ
の
草
案
で
は
、
第
九
条
の
一
項
「
戦
争
の
放
棄
」
は
残
さ
れ
、
二
項
の
「
戦

力
の
不
保
持
」
と
「
交
戦
権
の
否
認
」
は
消
し
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
や
さ
し
く
言
う
と
、
「
日
本
は
、
絶
対
に
戦
争

を
し
ま
せ
ん
が
、
軍
隊
を
持
ち
戦
争
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
」
と
な
る
わ
け
で
す
。 



 11

 

ま
た
「
自
衛
軍
は
・
・
・
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る
活
動
及

び
緊
急
事
態
に
お
け
る
公
の
秩
序
を
維
持
し
、
又
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
守
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

一
見
「
世
界
貢
献
」
や
「
世
界
平
和
」
の
為
だ
け
の
軍
隊
の
よ
う
で
す
が
、
「
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る
活

動
」
と
は
主
に
米
国
の
世
界
戦
略
の
こ
と
で
あ
り
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
米
軍
主
導
に
よ
る
戦
争

へ
の
参
加
が
主
な
活
動
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
日
米
軍
事
同

盟
の
強
化
と
共
同
演
習
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
し
ょ
う
。 

日
本
が
再
び
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
な
る
こ
と
は
、
軍
事
に
よ
る
国
や
人
々
の
統
制
に
よ
っ
て
、
再
び
膨
大
な

権
力
や
利
権
を
握
り
た
い
政
治
家
や
権
力
者
た
ち
の
念
願
で
す
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
も
っ

て
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
経
済
秩
序
に
あ
や
か
り
た
い
日
本
の
財
界
の
思
い
と
も
重
な
り
ま
す
。 

戦
争
の
下
請
け
を
企
業
が
す
る
「
戦
争
の
民
営
化
」
と
と
も
に
、
日
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
（
大
企
業
）
は
、
軍

需
産
業
に
関
わ
る
こ
と
で
、
生
き
残
り
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
武
力
行
使
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

海
外
で
の
自
由
な
市
場
活
動
を
守
る
と
い
う
利
点
も
生
ま
れ
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
で
は
「
軍
産
複
合
体
」
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
存
在
が
政
治
を
動
か
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
も
同
じ
よ

う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
に
、
日
本
の
経
済
団
体
は
「
武
器
輸
出
禁
止
三

原
則
」
の
見
直
し
を
も
と
め
、
「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
シ
ス
テ
ム
」
（
Ｍ
Ｄ
）
の
日
米
共
同
開
発
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け

て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
も
「
防
衛
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
は
戦
争
の
た
め
の
兵
器
で
す
か
ら
、

憲
法
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
す
。 
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６ 

す
る
と
ど
う
な
る
の
？ 

わ
た
し
た
ち
の
国
と
生
活
は
？ 

九
条
が
改
憲
さ
れ
、
集
団
的
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
た
ち
の
国
や
生
活
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？ 

憲
法
、
政
治
、
経
済
な
ど
の
専
門
家
の
分
析
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ

れ
ま
す
。
（
詳
し
く
は
最
後
に
リ
ス
ト
し
た
参
考
文
献
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 


 

こ
れ
ま
で
平
和
憲
法
に
よ
っ
て
出
来
な
か
っ
た
軍
事
中
心
の
国
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
抑

圧
さ
れ
て
き
た
軍
事
大
国
化
へ
の
衝
動
が
放
た
れ
、
軍
国
主
義
の
復
活
と
軍
事
大
国
化
が
お
し
す
す

め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 


 

現
在
、
日
本
に
は
年
間
五
兆
円
の
予
算
と
二
十
六
万
人
の
隊
員
＋
最
新
鋭
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
や
兵
器
を

持
つ
自
衛
隊
が
あ
り
ま
す
が
、
九
条
改
憲
と
と
も
に
、
世
界
有
数
の
軍
隊
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
（
年
間
五
兆
円
は
、
米
国
に
つ
い
で
世
界
有
数
の
国
防
予
算
で
す
） 


 

「
防
衛
政
策
の
自
由
化
」
が
進
み
、
上
限
の
な
い
軍
事
費
と
軍
備
の
拡
大
が
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

増
税
さ
れ
、
教
育
や
福
祉
な
ど
の
予
算
は
さ
ら
に
節
減
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。 


 

日
米
軍
事
同
盟
が
強
化
さ
れ
、
世
界
の
法
を
無
視
し
、
世
界
戦
略
を
企
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
政
府
と

一
体
と
な
っ
て
戦
争
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
「
悪
の
枢
軸
」
と
名
指
す
国
に
対

し
て
の
「
先
制
攻
撃
戦
争
」
に
ま
で
参
戦
す
る
可
能
性
が
で
て
き
ま
す
。 


 

現
在
、
日
本
の
国
土
に
八
十
八
ヶ
所
も
の
米
軍
基
地
が
あ
り
、
大
規
模
な
共
同
演
習
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
本
全
体
が
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
な
空
母
と
化
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。 


 

平
和
に
関
す
る
大
切
な
公
約
が
破
棄
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 


 

「
非
核
三
原
則
」
（
核
兵
器
は
も
た
な
い
・
作
ら
な
い
・
持
ち
込
ま
せ
な
い
）×

 


 

「
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
否
認
」
（
同
盟
国
と
の
戦
争
を
行
わ
な
い
）×

 


 

「
専
守
防
衛
」
（
防
衛
に
徹
す
る
）×

 


 

「
攻
撃
的
兵
器
の
保
有
禁
止
」
（
弾
道
ミ
サ
イ
ル
、
攻
撃
型
空
母
な
ど
を
持
た
な
い
）×

 


 

「
宇
宙
の
平
和
利
用
限
定
」
（
平
和
的
な
宇
宙
開
発
に
限
定
す
る
）×
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大
企
業
が
軍
需
産
業
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
で
、
行
政
を
支
配
す
る
「
軍
産
複
合
体
」
が
生
ま
れ
、
軍

事
を
中
心
と
し
た
政
治
と
経
済
へ
と
変
容
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 


 

軍
拡
と
少
子
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
義
務
兵
役
制
度
（
徴
兵
制
）
も
必
要
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。 


 

国
の
統
一
と
「
防
衛
」
の
た
め
、
思
想
や
表
現
の
自
由
な
ど
が
制
限
さ
れ
、
基
本
的
人
権
が
守
ら
れ

な
く
な
る
で
し
ょ
う
。 


 

平
和
憲
法
を
放
棄
し
た
日
本
は
、
世
界
、
特
に
ア
ジ
ア
の
国
々
の
信
頼
を
失
い
、
政
治
的
に
も
孤
立

し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 


 

軍
事
力
に
よ
る
対
外
的
影
響
力
は
高
ま
る
が
、
軍
事
化
し
た
日
本
に
対
し
て
警
戒
心
や
反
日
感
情
が

高
ま
り
、
「
仮
想
敵
」
が
ふ
え
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う 


 

世
界
戦
略
を
企
て
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
家
と
し
て
戦
争
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
国
が

ふ
え
、
戦
争
に
よ
る
攻
撃
や
テ
ロ
の
標
的
に
な
る
可
能
性
も
高
ま
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。 

 
 

ア
メ
リ
カ
の
戦
略
や
世
界
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
で
戦
争
が
お
こ
る
と
、
日
本
の
国
土

が
日
米
両
軍
の
戦
闘
基
地
と
な
り
、
主
戦
場
に
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
で
し
ょ
う
。 


 

五
十
基
以
上
の
原
子
力
発
電
所
を
か
か
え
、
都
会
に
何
千
万
人
と
い
う
人
口
が
密
集
す
る
日
本
が
戦

場
に
な
る
と
、
想
像
を
絶
す
る
惨
禍
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。（
原
発
一
基
ず
つ
に
広
島
・
長
崎

に
落
と
さ
れ
た
原
爆
の
何
千
倍
の
死
の
灰
・
プ
ル
ト
ニ
ュ
ウ
ム
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
） 


 

資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
く
、
食
料
自
給
率
が
三
割
ほ
ど
の
日
本
が
、
戦
争
に
よ
り
孤
立
し
た
り
、

食
料
な
ど
の
輸
入
が
途
絶
え
る
よ
う
な
状
況
に
な
る
と
、
飢
餓
や
疫
病
の
蔓
延
な
ど
、
想
像
を
絶
す

る
惨
禍
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。 
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こ
の
リ
ス
ト
を
読
ま
れ
て
「
ほ
ん
と
に
～
？
」「
ま
さ
か
そ
こ
ま
で
は
！
」
と
思
わ
れ
る
か
た
も
多
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
う
す
で
に
、
戦
時
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
「
有
事
法
制
」
が
制
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
と
約
束
さ
れ
て
い
た
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
が
学
校
で
強
制
さ
れ
た
り
、

自
衛
隊
官
舎
に
イ
ラ
ク
派
兵
に
反
対
す
る
ビ
ラ
を
配
っ
た
平
和
な
市
民
グ
ル
ー
プ
が
七
五
日
間
に
も
わ
た

っ
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
「
共
謀
罪
」（
注
２
）

や
「
国
民

投
票
法
案
」
な
ど
、
憲
法
の
保
障
す
る
言
論
・
表
現
の
自
由
や
国
民
主
権
主
義
を
無
視
す
る
法
整
備
が
急

が
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
軍
事
化
と
人
権
侵
害
の
兆
候
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
歴
史
的
背
景

と
社
会
情
勢
の
客
観
的
な
分
析
は
、
平
和
憲
法
（
特
に
第
九
条
）
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
悲
惨
な
未
来

を
示
し
て
い
る
の
で
す
。 

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
九
条
改
憲
に
よ
る
利
点
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
戦
争
の
で
き
る
「
普
通
の

国
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
が
さ
ら
に
安
全
に
な
り
、
人
権
や
社
会
福
祉
が
さ
ら
に
よ
く
な
り
、 

平
和
な
世
界
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 
 

ど
う
み
て
も
答
え
は
Ｎ
Ｏ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

九
条
と
い
う
「
歯
止
め
」
が
は
ず
さ
れ
、
日
本
が
軍
事
大
国
家
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち

の
生
活
は
「
平
和
」
や
「
安
全
」
か
ら
程
遠
い
も
の
に
な
り
そ
う
で
す
。
ま
た
、
世
界
中
の
平
和
を
願
う

人
々
の
思
い
を
無
視
し
、
国
連
憲
章
を
踏
み
に
じ
っ
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
す
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

軍
事
的
に
一
体
と
な
る
こ
と
が
、
世
界
貢
献
に
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。 
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７ 

わ
た
し
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 わ
た
し
た
ち
の
憲
法
を
よ
く
知
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切 

わ
た
し
は
、
わ
た
し
た
ち
の
憲
法
を
よ
く
知
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
よ
く
学
び
」
、
「
よ
く
語
り
合
い
」
、
「
よ
く
伝
え
る
」
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

多
く
の
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
も
憲
法
の
こ
と
に
関
し
て
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
一
人
で
す
。
で
も
、

憲
法
の
こ
と
を
読
ん
だ
り
、
平
和
を
願
う
人
た
ち
と
語
り
合
う
こ
と
を
と
お
し
て
、
平
和
憲
法
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら

し
く
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
ま
し
た
。 

わ
た
し
た
ち
の
平
和
憲
法
は
、
こ
こ
ろ
あ
る
人
た
ち
の
平
和
の
願
い
と
努
力
の
結
晶
で
あ
る
こ
と
。
世
界
大
戦
で

膨
大
な
数
の
人
た
ち
が
戦
争
の
犠
牲
に
な
り
、
世
界
中
の
人
た
ち
の
平
和
を
願
う
思
い
が
、
国
連
憲
章
と
な
り
日
本

の
平
和
憲
法
に
な
っ
た
こ
と
。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
も
貴
重
な
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

喜
び
と
と
も
に
深
く
感
動
し
ま
し
た
。 

オ
ハ
イ
オ
大
学
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
ー
バ
ー
ビ
ー
博
士
は
、
「
第
九
条
は
、
全
人
類
へ
の
未
来
か
ら
の
贈
り
も
の

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。 

的
確
で
素
晴
ら
し
い
言
葉
だ
と
お
も
い
ま
す
。
実
際
、
わ
た
し
た
ち
の
平
和
憲
法
は
、
世
界
の
平
和
を
願
う
人

た
ち
か
ら
尊
重
さ
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
憲
法
の
理
念
が
ほ
ん
と
う
に
活
か
さ
れ
た
時
、
戦
争
の

な
い
、
平
和
な
世
界
が
ひ
ら
け
て
く
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。 

と
に
か
く
、
ま
ず
は
、
平
和
憲
法
の
こ
と
を
よ
く
学
ぶ
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

参
考
文
献
の
リ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
よ
い
本
も
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
読
ま

れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
の
目
と
耳
で
、
そ
し
て
こ
こ
ろ
で
本
当
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を

こ
こ
ろ
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。 

わ
た
し
は
、
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
事
実
に
誠
実
に
、
誤
っ
た
こ
と

を
書
か
な
い
よ
う
に
努
力
し
ま
し
た
。
内
容
の
正
確
さ
に
関
し
て
は
、
何
人
も
の
専
門
家
や
識
者
に
検
証
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
う
ま
く
書
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
や
、
誤
解
を
う
む
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、
自
分
で
本
当
の
こ
と
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
。 

「
真
実
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
自
由
に
な
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
格
言
が
あ
り
ま
す
が
、
憲
法
に
も

よ
く
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
。 

憲
法
の
本
当
の
姿
（
真
実
）
を
知
る
と
、
そ
れ
が
力
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
本
当
の
こ
と
を

知
る
と
、
そ
れ
が
大
き
な
力
と
知
恵
と
な
っ
て
、
社
会
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
平
和
、
自
由
、
人
権

な
ど
を
基
調
と
し
た
社
会
へ
と
で
す
。 

 



 16 

現
在
、
わ
た
し
た
ち
の
周
り
で
は
、
誰
の
目
か
ら
み
て
も
憲
法
違
反
と
分
か
る
よ
う
な
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
ま
か

り
通
っ
て
い
ま
す
。
平
和
憲
法
が
あ
る
国
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
よ
う
な
こ
と
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。 

で
も
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
憲
法
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
多
く
の
人
が
本
当
の

こ
と
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
社
会
は
正
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
多
く
の
人
が
憲
法
を
よ
く
知
り
、
何
が
憲
法
違
反
な
の

か
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
然
に
正
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。 

た
だ
の
理
想
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
知
る
こ
と
が
力
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
に
、
本
当
の
こ

と
を
よ
く
知
る
こ
と
の
秘
密
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
が
開
く
と
き
、
み
ん
な
が
憲
法
の
本
質
を
知
る 

「
日
米
防
衛
協
力
の
指
針
」
（
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
作
成
に
関
わ
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
氏
（
当
時
国
防
次
官

補
）
は
、
「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
条
約
改
定
や
日
本
の
憲
法
改
正
が
必
要
だ
と
は
思
わ
な
い
。
法
的
な
枠
組
み
ま

で
触
れ
る
と
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
断
言
し
た
そ
う
で
す
。 

ナ
イ
氏
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
を
比
喩
に
使
っ
た
わ
け
で
す
が
、
日
本
の
憲
法
を
改
定
し
よ
う
と

し
て
、
平
和
憲
法
の
本
当
の
あ
り
方
を
知
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
取
返
し
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配

し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。（
神
話
で
は
、
パ
ン
ド
ラ
が
好
奇
心
で
あ
け
て
し
ま
っ
た
箱
の
中
か
ら
全
て

の
「
悪
」
が
飛
び
出
し
て
し
ま
い
、
最
後
に
「
希
望
」
が
の
こ
り
ま
し
た
。
） 

つ
ま
り
、
今
は
「
平
和
憲
法
が
風
前
の
と
も
し
火
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
危
機
に
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に

は
改
憲
派
の
大
き
な
リ
ス
ク
も
あ
り
、
多
く
の
人
が
平
和
憲
法
の
素
晴
ら
し
さ
や
大
切
さ
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
改

憲
ど
こ
ろ
か
、
憲
法
違
反
を
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
す
。 

大
江
健
三
郎
氏
、
井
上
ひ
さ
し
氏
、
梅
原
猛
氏
た
ち
が
主
宰
す
る
「
九
条
の
会
」
の
ア
ピ
ー
ル
に
、
「
・
・
・
こ

の
国
の
主
権
者
で
あ
る
国
民
一
人
ひ
と
り
が
、
九
条
を
持
つ
日
本
国
憲
法
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
選
び
直
し
、
日
々

行
使
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
・
・
・
」
と
あ
り
ま
す
。 

「
だ
れ
か
の
憲
法
」
で
あ
っ
た
も
の
を
「
わ
た
し
の
憲
法
」
に
し
、
日
々
の
暮
ら
し
に
活
か
し
て
い
く
。
こ
れ
は

と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
「
よ
く
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
の
憲
法
」
に
な
り
、
大
切
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。 

ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
氏
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
が
開
か
れ
、
多
く
の
人
た
ち
が
憲
法
の
本

質
を
知
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
よ
く
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
変

革
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。 

こ
こ
に
も
「
憲
法
を
よ
く
知
る
」
こ
と
の
大
切
さ
と
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 
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平
和
憲
法
に
反
す
る
も
の
は
全
て
無
効
で
拘
束
力
が
な
い 

第
九
八
条
で
は
、
憲
法
は
国
の
最
高
の
法
律
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
法
律
、
命
令
、
天
皇
に
よ
る
文

書
、
国
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
な
ど
は
全
て
無
効
で
あ
り
拘
束
力
は
な
い
、
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
に
当
て
は
め
る
と
、
戦
時
法
制
で
あ
る
有
事
法
制
も
、
国
際
法
に
反
し
た
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
派
兵
も
、
学
校

で
の
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
強
制
も
・
・
・
・
・
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
も
の
は
全
て
無
効
で
あ
り
、
わ
た
し
た

ち
国
民
が
し
た
が
う
義
務
は
全
く
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。 

憲
法
は
国
の
最
高
法
規
な
の
で
す
か
ら
、
違
反
し
た
も
の
は
無
効
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ

ん
な
シ
ン
プ
ル
で
当
然
の
こ
と
が
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
し
て
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。 

こ
こ
に
も
「
知
る
こ
と
の
大
切
さ
」
と
「
知
る
こ
と
に
よ
る
力
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ん
な
に
「
シ
ン

プ
ル
で
当
然
の
こ
と
」
で
さ
え
、
多
く
の
人
が
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
が
効
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。 

 「
平
和
」
か
「
戦
争
」
か 

― 

だ
れ
も
が
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
岐
点 

「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
だ
か
ら
」「
一
度
も
改
憲
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
」「
一
国
平
和
主
義
で
、
国
際
貢
献
し

な
い
と
よ
く
な
い
か
ら
」
な
ど
と
惑
わ
さ
れ
、
こ
の
貴
重
な
平
和
憲
法
・
九
条
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
日

本
が
再
び
軍
事
国
家
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
と
一
緒
に
戦
争
の
で
き
る
国
と
な
り
、
世
界
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く

道
が
行
く
手
に
し
か
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
平
和
憲
法
を
よ
く
知
り
、
平
和
主
義
を
活
か
し
た
外
交
で
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
、
国
民

主
権
を
守
り
、
人
権
と
福
祉
を
大
切
に
し
た
国
づ
く
り
を
す
る
道
も
開
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

今
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
大
き
く
重
大
な
分
岐
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
選
択
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
道
へ
歩
む
こ
と
に
な
る
か
が
決
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。 

こ
の
こ
と
は
、
だ
れ
か
特
定
の
人
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
な
い
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
ま

す
。
憲
法
に
お
い
て
ど
ち
ら
の
道
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
が
ま
っ
た
く
変
わ

っ
た
も
の
に
な
っ
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
を
含
む
世
界
に
も
大
き
な
影
響
が
あ
る
こ
と

で
す
。 

子
育
て
に
忙
し
い
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
も
直
接
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
す
。
家
族
や
仕
事
の
こ
と
で
精
一
杯

だ
し
、
自
分
た
ち
の
生
活
や
幸
せ
を
考
え
て
い
た
い
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
ほ
っ
て
お
く
と
行
き
た

く
な
い
道
を
強
制
的
に
歩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

老
若
男
女
も
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
「
高
齢
だ
し
、
徴
兵
制
は
関
係
な
い
か
ら
よ
か
っ
た
」
な
ん
て
こ
と
は
な
い
は

ず
で
す
。
い
つ
も
戦
争
で
は
、
一
番
苦
し
い
思
い
を
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
の
は
一
般
市
民
だ
し
、
子
供
や
老
人
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が
一
番
先
に
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
人
生
が
始
ま
る
若
者
や
学
生
た
ち
に
と
っ
て
も
、
徴
兵
制
な
ど
含
め
て
、
重
大
な
こ
と
で

す
。
ほ
ん
の
数
十
年
前
に
、
二
十
歳
に
も
な
ら
な
い
若
者
た
ち
ま
で
が
、
「
世
界
平
和
」
や
「
国
防
」
と
い
う
大
義

名
分
で
戦
場
に
連
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
「
赤
紙
」
と
よ
ば
れ
る
「
召
集
令
状
」
一
枚
で
、
過
酷
な
軍
隊
に
い
れ
ら

れ
、
人
を
殺
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
無
惨
に
殺
さ
れ
た
若
者
た
ち
も
数
知
れ
な
い
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
誰
も
が
避
け
て
通
れ
な
い
重
大
な
分
岐
点
な
の
で
す
。
環
境
に
関
す
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
。

男
女
共
同
参
画
や
人
権
の
改
善
に
努
力
さ
れ
て
い
る
方
た
ち
。
動
物
愛
護
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
。
こ
こ
ろ
の
傷

を
癒
そ
う
と
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
勉
強
を
し
た
り
、
対
人
援
助
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
。
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど

を
通
し
て
、
被
災
地
の
援
助
や
環
境
保
全
に
全
力
を
つ
く
し
て
い
る
人
た
ち
・
・
・
・
・ 

ま
た
、
日
本
の
「
国
柄
」
や
「
弱
体
化
」
を
憂
う
人
た
ち
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
日
本

人
、
そ
し
て
日
本
の
国
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
に
組
み
込
ま
れ
、
国
土
が
攻
撃
基
地
に
な

り
、
主
戦
場
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
道
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 平
和
的
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
生
存
と
共
生 

「
普
通
の
国
」
「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
」
な
ど
、
偽
り
の
理
由
が
テ
レ
ビ
や
大
メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
垂
れ
流

さ
れ
、
惑
わ
さ
れ
て
い
る
善
良
な
方
た
ち
が
想
像
以
上
に
多
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
平
和
憲
法
の

本
質
を
よ
く
知
れ
ば
、
す
ぐ
に
こ
と
の
重
大
さ
と
平
和
憲
法
の
貴
重
さ
に
気
づ
い
て
も
ら
え
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。 

わ
た
し
た
ち
の
国
は
、
資
源
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
あ
ま
り
な
く
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
他
国
に
た
よ
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
が
、
国
の
食
料
自
給
率
は
ほ
ん
の
三
割
ほ
ど
で
、
先
進
国
で
は
最
悪
の
状
態
で
す
。

そ
の
う
え
に
、
攻
撃
や
テ
ロ
の
標
的
に
な
り
や
す
い
原
発
が
、
こ
の
狭
い
国
土
に
五
二
基
も
あ
り
、
過
疎
化
と
都
市

化
で
、
都
会
に
は
何
千
万
と
い
う
人
た
ち
が
密
集
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
だ
け
で
も
、
「
戦
争
で
き
る
国
」
ま
た
は
「
戦
争
す
る
国
」
に
な
る
こ
と
が
ど
れ

ほ
ど
恐
ろ
し
く
、
非
現
実
的
で
あ
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
戦
争
で
き
る
国
に
な
る
の
で
は
な
く
、
平
和
を

基
調
と
し
た
外
交
と
世
界
に
誇
れ
る
高
度
な
技
術
な
ど
に
よ
る
世
界
貢
献
を
と
お
し
て
、
自
国
の
生
存
と
繁
栄
を
図

る
し
か
道
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。 

世
界
的
に
も
、
地
球
温
暖
化
、
森
林
破
壊
、
砂
漠
化
、
海
洋
汚
染
、
水
や
食
料
危
機
な
ど
、
環
境
問
題
だ
け
み
て

も
、
地
球
は
瀕
死
の
状
態
で
す
。
「
戦
争
は
最
悪
の
環
境
破
壊
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

し
て
い
る
余
裕
は
、
人
間
に
は
も
う
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。 

争
い
や
奪
い
合
い
で
な
く
、
平
和
を
基
調
と
し
た
協
働
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
を
含
む

全
て
の
い
の
ち
の
生
存
の
可
能
性
が
み
え
て
く
る
の
で
す
。 
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平
和
と
共
生
へ
の
道
を
歩
も
う 

た
し
か
に
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
小
さ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
す
こ
し
で
も
大
切

な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
、
ま
だ
知
ら
な
い
人
た
ち
に
知
ら
せ
る
。
す
こ
し
で
も
行
動
で
き
る
人
た
ち
が
、
行
動

し
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
良
く
し
、
次
の
世
代
を
守
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
、
無
力
感
や
忙
し
さ
で
あ

き
ら
め
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
と
の
重
大
さ
に
気
づ
き
、
ハ
ー
ト
と
希
望
を
も
っ
て
一
歩
一

歩
を
踏
み
だ
す
と
き
、
か
な
ら
ず
大
き
く
強
い
働
き
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
読
む
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
国
憲
法
が
「
あ
な
た
の
平
和
憲
法
」
に
な
る
こ
と
を
。

そ
し
て
、
み
ん
な
が
「
よ
く
学
び
」
、「
よ
く
語
り
合
い
」、「
よ
く
伝
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
安
全
で
豊
か

な
国
に
な
り
、
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
て
い
け
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。 

わ
た
し
は
、
こ
の
大
切
な
分
岐
点
に
来
て
、
平
和
と
共
生
の
道
を
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
、
力
強
く
歩
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

 
  

注
１ 

憲
法
改
正
国
民
投
票
法
案 

 

日
本
国
憲
法
に
は
、
憲
法
改
定
の
た
め
の
具
体
的
な
手
続
き
に
関
す
る
国
民
投
票
法
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

改
憲
派
の
議
員
連
盟
は
「
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
案
」
を
提
出
し
、
通
常
国
会
で
の
成
立
を
急
い
で
い
ま
す
。
こ
の
法
案
の
特

徴
と
し
て
、
① 

国
民
投
票
に
関
す
る
言
論
や
報
道
活
動
の
厳
し
い
規
制
、
② 

改
定
内
容
の
条
項
ご
と
の
判
断
を
許
さ
な
い
「
改

憲
す
る
○
、
し
な
い×

」
形
式
の
一
括
投
票
、
③ 

国
民
投
票
の
発
議
か
ら
投
票
ま
で
の
期
間
（
国
民
が
改
憲
に
関
す
る
理
解

や
議
論
を
す
る
た
め
の
時
間
）
が
短
い
、
な
ど
多
く
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
案
は
、
国
民
主
権
を
無
視
し
、

九
条
改
憲
を
容
易
に
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
多
く
の
市
民
団
体
や
弁
護
士
団
な
ど
が
反
対
表
明
や
運
動
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。 

 注
２ 

共
謀
罪 

 

「
共
謀
罪
」
と
は
、
犯
罪
行
為
を
お
こ
な
わ
な
く
と
も
、
話
し
合
い
、
合
意
し
た
だ
け
で
処
罰
で
き
る
法
律
で
、
国
会
で
新
設

が
再
審
議
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
際
的
犯
罪
や
重
大
な
犯
罪
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
一
般
市
民
が
単
に
疑
わ
し
い

と
か
、
悪
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
す
。
実
際
に
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
く

と
も
逮
捕
・
処
罰
さ
れ
る
た
め
、
憲
法
の
保
障
す
る
言
論
・
表
現
の
自
由
や
近
代
刑
法
の
原
則
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
う
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い
る
「
盗
聴
法
」
と
と
も
に
、
国
家
が
国
民
の
言
論
や
思
想
ま
で
監
視
し
、
処
罰
す
る
監
視
国

家
が
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 
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た
』(
二
〇
〇
四) 

ジ
ャ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
マ
ン
監
督
『
映
画 

日
本
国
憲
法
』 

ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー 

他
（
シ
グ
ロ
、
二
〇
〇
五
） 

高
橋
哲
哉
著
『
心
と
戦
争
』（
晶
文
社
、
二
〇
〇
三
） 

高
橋
哲
哉
＋
斉
藤
貴
男
著
『
平
和
と
平
等
を
あ
き
ら
め
な
い
』
（
晶
文
社
、
二
〇
〇
四
） 

 

野
田
正
彰
著
『
さ
せ
ら
れ
る
教
育
‐
思
考
途
絶
す
る
教
師
た
ち
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
） 

伊
藤
美
好
＋
池
田
香
代
子
著
『
十
一
の
約
束
‐
え
ほ
ん
教
育
基
本
法
』（
ほ
る
ぷ
出
版
、
二
〇
〇
五
） 

赤
旗
編
集
局
編
『
ま
る
ご
と
考
え
よ
う
日
本
国
憲
法
』（
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
〇
五
） 

労
働
者
教
育
協
会
編
『
読
ん
で
み
ま
せ
ん
か
日
本
国
憲
法
』（
学
習
の
友
社
、
二
〇
〇
四
） 

池
田
香
代
子
訳
＋
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
監
修
『
や
さ
し
い
こ
と
ば
で
日
本
国
憲
法
』（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
、
二
〇
〇
二
） 

大
原
穣
子
著
『
お
く
に
こ
と
ば
で
憲
法
を
』
朗
読
Ｃ
Ｄ
付
（
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
〇
四
） 

小
林
直
樹
著
『
憲
法
第
九
条
』（
岩
波
新
書 

二
〇
〇
二
） 

渡
辺
治
著
『
憲
法
「
改
正
」
の
争
点
』
（
旬
報
社
、
二
〇
〇
二
） 

渋
谷
秀
樹
著
『
憲
法
へ
の
招
待
』
（
岩
波
新
書 

二
〇
〇
四
） 

川
村
俊
夫
著
『
戦
争
違
法
化
の
時
代
と
憲
法
９
条
』（
学
習
の
友
社 

二
〇
〇
四
） 

ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
著 

ま
や
・
ラ
ミ
ス
訳 

『
日
本
は
、
本
当
に
平
和
憲
法
を
捨
て
る
の
で
す
か
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
） 

憲
法
九
条
メ
ッ
セ
ー
ジ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
憲
法
と
く
に
九
条
を
守
る
た
め
の
緊
急
の
よ
び
か
け
』( 

リ
ー
フ
レ
ッ
ト 

二
〇
〇
四)  

憲
法
九
条
メ
ッ
セ
ー
ジ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
腹
の
底
か
ら
憲
法
で
い
こ
う
‐
戦
争
し
な
い
国
を
戦
争
す
る
国
に
し
ま
す
か
』(

二
〇
〇
五)  

 

星
川
淳
著
『
魂
の
民
主
主
義
‐
北
米
先
住
民
・
ア
メ
リ
カ
建
国
・
日
本
国
憲
法
』
（
築
地
書
館
、
二
〇
〇
五
） 

ジ
ョ
エ
ル
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
著 

き
く 

ち 

ゆ
み 

監
訳
『
戦
争
中
毒
‐
ア
メ
リ
カ
が
軍
国
主
義
を
脱
け
出
せ
な
い
本
当
の
理
由
』（
合
同
出
版
、
二
〇
〇
二
） 

フ
ラ
ン
ク
・
ド
リ
ル 

編 

日
本
語
版
ビ
デ
オ
『
テ
ロ
リ
ス
ト
は
誰
？
』（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ピ
ー
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
二
〇
〇
四
） 

『
敗
戦
６
０
年 

そ
し
て
こ
れ
か
ら
』
（
週
間
金
曜
日 

第
五
三
九
、
二
〇
〇
五
） 

９LO
VE

（
ク
ラ
ブ
）
編 

『
９
を
ま
く
』
（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
五
） 
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あ
と
が
き 

（
第
三
版
に
む
け
て
） 

「
平
和
憲
法
」
は
、
私
た
ち
国
民
の
も
の
で
す
。
平
和
憲
法
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
人
権
や
安
全
が
守
ら
れ
、
平
和
な
生
活
が

す
ご
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
平
和
憲
法
は
と
て
も
貴
重
で
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
戦
争
と
い
う
も
の
が
身
近
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
こ
と
を
誰
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
し
て
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
く
て
、
こ
こ

ろ
を
こ
め
て
書
き
ま
し
た
。 

初
版
か
ら
約
半
年
が
た
ち
、
も
う
す
で
に
第
三
版
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
政
治
や
平
和
憲
法
に
ま
つ
わ
る
動
き
が
激
し
い

た
め
、
情
報
を
更
新
し
た
り
加
筆
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
今
回
は
、
平
和
憲
法
に
関
す
る
現
状
を
正
し
く
把
握

し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
憲
法
改
定
草
案
」
、「
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
案
」
、「
共
謀
罪
」
な
ど
に
関
す
る
説
明
や
情
報
も
書
き

込
み
ま
し
た
。 

こ
の
小
冊
子
の
動
向
と
し
て
は
、
宣
伝
ら
し
き
も
の
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
四
千
冊
ほ
ど
が
旅
立

ち
ま
し
た
。
口
コ
ミ
で
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
、
全
国
各
地
か
ら
の
注
文
が
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
平
和
憲
法
」
と
検
索
す

れ
ば
初
め
の
ほ
う
に
出
て
く
る
た
め
か
、
毎
日
、
多
く
の
人
が
冊
子
専
用
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
に
一
万
件
以
上
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
月
も
あ
り
、
人
々
の
平
和
憲
法
に
関
す
る
興
味
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
小
さ
な
冊
子
が
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
周
り
の
方
た
ち
に
大
切
な
こ
と
を
伝
え
、
平
和
な
生

活
を
す
る
た
め
の
手
伝
い
に
な
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。
「
善
は
急
げ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
手
遅
れ
に
な

ら
な
い
う
ち
に
、
最
善
を
つ
く
す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

あ
な
た
に
と
っ
て
の
「
平
和
の
ス
テ
ッ
プ
（
歩
み
）」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 
 
 

 

 
 



この小 冊 子 の活 用 について 

 小冊子を読み終えたら、どこかへ片付けてしまわずに、まわし読みする。  

 読み終えて興味がわいたら、参考文献のリストなどを使って、平和憲法のことをさ

らによく学習してみる。  

 憲法のことに興味を持った人たちと、学習会などをする。（ほんの数人の小さな集

いでも十分です。）  

 改憲に関して興味のない人や、改憲賛成の人たちにも冊子を紹介してみる。（本当

のことが伝われば、平和憲法の大切さを分かってもらえると思います。）  

 小冊子を購入して、回りの人たちにプレゼントする。（できるだけ多くの人たちに平

和憲法のことを知ってもらうために、料金を低く設定しました。次ページ参照）  

 小冊子を多めに購入して、販売する。（１冊 200 円までで販売することができます。

収益金は、学習会などの運営に利用することも可能です。）  

 イベントなどで、カンパで配布する。（カンパで配っても、購入にかかる費用程度は

カバーできるようです。）  

 お店などをしていたら、何冊か置いて販売する。（冊子を販売してくださるお店など

のリストを紹介していきたいと思います。気軽にご連絡ください。）  

 小冊子のホームページ（www.earth-citizen.org）を周りの人たちに知らせる。 

 小冊子の内容を携帯（I-mode）で読めることを知らせる。 

 小冊子のリンクバナーを使ってリンクする。 

 ほか いろいろと楽しく工夫してください。 

 

 
 

お問い合わせ：くまの元気広場 

〒519-5403 三重県熊野市紀和町長尾 1114 

E-mail:peace@earth-citizen.org  FAX: 020-4624-5989 

 

 

 

＜小冊子の購入についてのご案内＞ 
 
なるべく安く購入して、無料で配布したり販売していただけるようにアレンジしまし

た。平和憲法のことを、分かりやすく伝えるためのグッズとしてご利用ください。こ

の冊子の販売による収益金は、全て平和憲法のために使われます。 

★ 購入された冊子は１冊２００円以下で、販売することができます。 
収益金は、学習会などの運営に利用することも可能です。 

 
★ 注文方法 冊子のご注文は、以下の要領でお願いします。 

 
郵便振替「払込取扱票」の「通信欄」に、 

① ご希望の冊数 
② お届け先のお名前、郵便番号、住所 & 電話番号 

を明記の上、料金（本代＋送料）をお振込みください。ご入金を確認後発送し

ます。料金は下記の料金表をご覧ください。 

郵便振替口座 ００８４０－４－２６２３ くまの元気広場 
 
―＞＞お急ぎの方は、入金済みの郵便振替用紙コピーの余白に、ご希望の冊数・お届けの住所・電話番号・

お名前を、大きく明記の上、FAX（０２０）４６２４－５９８９ にてお送りください。 
 
―＞＞メール、FAX での問い合わせにも応じていますが、原則として、ご入金頂いた郵便振替通知を注文

書とさせて頂きます。 
料金表（消費税を含む） 

１～２冊 各２００円 ＋ 送料 １８０円 

３～４冊    各２００円 ＋ 送料 ２１０円 

５～９冊 各２００円 ＋ 送料 ２９０円 

１０冊以上  割引価格でご購入いただけます。 

１０～１５冊 各１５０円 ＋ 送料 ３４０円 

１６～３０冊 各１５０円 ＋ 送料 ４５０円 

３１～５０冊 各１５０円 ＋ 送料 ５９０円 

５１～９９冊 各１５０円 ＋ 送料 ８００円 

１００冊以上  原価価格でご購入いただけます。 

１００冊 各１００円 ＋ 送料 ９００円 

 



 

 

 

 

 

 

＜著者プロフィール＞ 

中川 いちろう 

１９７７年に渡米し、カリフォルニア大学バークレイ校(U.C. 

Berkeley) を卒業した後、１９９０年にニューヨークのローチェスタ

ー大学で臨床心理学博士号を取得。サンフランシスコ総合病院（精神

科リハビリテーション部門主任）などを経て、ホリスティック（全体

性）心理学の研究と実践にたずさわる。 

１９９９年、「２０００年問題」に伴う危機を契機に、個人だけでな

く地球規模の健康を視野に入れた、持続できるコミュニティ再生の必

要性を伝えるため帰国。現在は、紀伊半島の熊野に在住し、臨床活動、

執筆、講演、研修などを中心に活躍。「タッピング・タッチ」の開発者。 

著書：「タッピング・タッチ－こころ・体・地球のためのホリスティ

ックケア」朱鷺書房；「2000 年危機から身を守る本」（分担執筆、洋泉

社）；「原子力の時代は終わった」（分担執筆、雲母書房）ほか。 

 

 

 

 

 

あなたの平和憲法を知っていますか？  

発行日：2005 年 5 月 3 日  初版 
2006 年 1 月 1 日  第３版１刷 

著者：中川 いちろう  ⒸIchiro Nakagawa, Ph.D. 2006  

イラスト：猿丸 知桂 & 造士 貴之 

発行所：元気広場出版  三重県熊野市紀和町長尾 1114 

印 刷：トタニ印刷所 三重県熊野市木本町 366 
 

―――――――――――――――――――――――― 

「あなたの平和憲法」ホームページ： 

http://www.earth-citizen.org 
（ PDF 版からの印刷、冊子購入、関連情報へのアクセス） 

―――――――――――――――――――――――― 

 
 平和憲法の大切さを伝えるために、この小冊子をご活用ください。 
 ご意見やご感想などお知らせいただければ幸いです。 
 落丁・乱丁がありましたらお取替えいたします。 
 表紙以外は、リサイクル紙を使っています。 
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