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東久留米「九条の会」ニュース

　  　　日本国憲法　第 9条
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。

九条の樹 2015 年 3月
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先
ご
ろ
朝
日
の
投
書
欄
で
、
八
十
歳

の
私
と
同
世
代
の
方
が
安
倍
首
相
に

「『
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
』
再
読

を
」
と
訴
え
て
い
た
。
私
（
た
ち
）
は

新
制
中
学
一
年
生
の
時
こ
の
教
科
書
を

学
ん
だ
の
だ
っ
た
。
民
主
主
義
・
国
際

平
和
主
義
・
基
本
的
人
権
な
ど
の
意
味

が
説
か
れ
て
た
が
、
特
に
脳
裏
に
焼
き

つ
い
た
の
は
戦
争
放
棄
の
章
で
あ
っ

た
。
武
器
類
が
戦
争
放
棄
の
大
釜
に
叩

き
込
ま
れ
、
平
和
に
役
立
つ
物
品
が
吐

き
出
さ
れ
る
挿
絵
と
と
も
に
「
日
本
は

正
し
い
こ
と
を
、
ほ
か
の
国
よ
り
さ
き

に
行
っ
た
の
で
す
。
世
の
中
に
、
正
し

い
こ
と
ぐ
ら
い
強
い
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。」
と
文
部
省
は
説
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
当
時
の
少
年
（
た
ち
）
の
心
に

ど
ん
な
に
深
く
共
鳴
し
た
か
。

　

私
は
戦
時
中
、
憲
法
と
い
う
言
葉
を

聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
暗
唱
し
た

「
朕
思
ふ
に
・
・
・
」
で
始
ま
る
教
育

勅
語
こ
そ
国
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
決
ま

り
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、「
あ

た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
」
は
思
想

（
？
）の
一
大
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

私
（
た
ち
）
は
国
民
学
校
５
年
生
の

夏
、
敗
戦
を
知
ら
さ
れ
た
。
神
の
国
日

本
は
不
敗
で
あ
る
と
洗
脳
さ
れ
、
七
つ

釦
の
少
年
航
空
兵
に
憧
れ
て
い
た
の
に

何
な
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
ん
だ

ろ
う
、
と
不
安
と
飢
え
の
日
々
を
経

て
、
そ
れ
で
い
て
明
る
い
解
放
感
の
戦

後
の
空
気
を
体
感
し
な
が
ら
墨
塗
り
の

教
科
書
と
手
作
り
の
用
具
で
野
球
を
し

た
り
し
な
が
ら
、
１
９
４
５
年
に
発
足

し
た
男
女
共
学
の
新
制
中
学
一
期
生
に

な
っ
て
、「
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な

し
」
の
あ
の
小
冊
子
を
手
に
し
た
の

だ
っ
た
。
後
年（
２
０
０
４
年
）に「
九

条
の
会
」
を
呼
び
か
け
た
大
江
健
三
郎

氏
が
、
同
世
代
人
が
わ
が
児
の
名
前
に

「
憲
」
の
一
字
を
つ
け
た
人
が
多
い
と

指
摘
し
て
い
た
の
で
も
う
か
が
い
知
れ

る
よ
う
に
私
（
た
ち
）
は
新
憲
法
を
心

か
ら
迎
え
入
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

今
年
は
戦
後
70
周
年
の
節
目
の
年
、

戦
前
の
日
本
を
取
り
戻
し
た
が
る
反
動

の
波
が
ひ
た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
て
い
る

昨
今
で
は
あ
る
が
、
９
条
と
25
条
は
言

わ
ず
も
が
な
、
現
憲
法
を
何
と
し
て
も

守
り
た
い
の
が
国
民
の
大
多
数
で
あ
る

こ
と
を
信
じ
た
い
。「
国
民
の
不
断
の

努
力
」
を
要
す
る
こ
と
は
承
知
の
う
え

で
だ
が
。

　

先
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
、
戦
中
戦
後
の
映
像

を
カ
ラ
ー
化
し
て
放
映
し
た
。
そ
の
中

で
昭
和
天
皇
が
議
事
堂
の
最
上
段
で
大

き
な
奉
書
を
広
げ
、「
平
和
な
文
化
国

家
を
め
ざ
し
、
こ
の
憲
法
を
正
し
く

守
っ
て
い
く
事
を
願
ふ
」
と
読
み
上
げ

た
シ
ー
ン
を
観
た
。
新
憲
法
を
公
布
し

た
の
だ
。
当
時
、
あ
の
宣
言
文
に
異
を

唱
え
る
国
会
議
員
は
一
人
も
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　

時
移
り
、
今
や
安
倍
政
権
は
集
団
的

自
衛
権
行
使
容
認
を
言
い
放
ち
、
海
外

で
も
戦
争
す
る
法
整
備
を
急
い
で
い

る
。
私
（
た
ち
）
は
「
九
条
の
会
」
の

網
の
目
を
張
り
巡
ら
し
て
、
９
条
を
守

り
ぬ
か
ね
ば
後
世
に
申
し
訳
が
立
た
な

い
。
安
倍
首
相
の
よ
う
に
「
あ
た
ら
し

い
憲
法
の
は
な
し
」
へ
の
初
心
を
忘
れ

る
、
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
あ
た
ら
し
い

憲
法
の
は
な
し
」

の
こ
と
な
ど

大
泉
は
じ
め
（
小
山
・
幸
町
９
条
の
会
）
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11
月
９
日
中
央
図
書
館
で
、
西
部

九
条
の
会
の
塚
田
勲
さ
ん
を
お
招
き

し
て
学
習
会
が
開
催
さ
れ
、
50
名
の

参
加
者
で
、「
慰
安
婦
」
に
つ
い
て

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
講
演
の
要
旨

の
続
き
を
掲
載
し
ま
す
。

　

朝
日
の
誤
報
問
題
か
ら
バ
ッ
シ
ン

グ
が
起
こ
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で

「
慰
安
婦
」
問
題
が
再
び
注
目
さ
れ

て
き
た
事
。
慰
安
婦
は
日
本
の
侵
略

戦
争
と
と
も
に
始
ま
っ
て
終
結
と
と

も
に
消
え
た
事
。
上
海
事
変
後
す
ぐ

に
最
初
の
慰
安
所
が
作
ら
れ
、
日
本

軍
の
侵
略
先
で
は
ど
こ
に
も
設
置
さ

れ
ま
し
た
。（
前
号
ま
で
）

設
置
の
ね
ら
い
と
実
際

　

性
奴
隷
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
慰

安
婦
に
は
居
住
、
外
出
、
廃
業
、
拒

否
が
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
慰
安
所
の
生
活
は
あ
ら
ゆ
る

自
由
が
な
い
奴
隷
状
態
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

慰
安
所
設
置
の
ね
ら
い
と
実
際

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
軍
兵
士

は
ず
っ
と
交
代
な
し
で
戦
い
ま
し

た
。
娯
楽
も
な
い
、
だ
か
ら
慰
安
所

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
米
英
は
数
ヶ

月
で
交
代
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
性

病
が
蔓
延
し
な
い
よ
う
に
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
実
際
は
性
病
は
減
ら
ず

に
若
干
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

「
強
姦
防
止
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
中
国
派
遣
軍
の
ト
ッ
プ

が
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
命
令
を

出
し
て
い
ま
す
。
日
本
軍
が
あ
ち
こ

ち
で
強
姦
ば
か
り
す
る
か
ら
、
も
の

す
ご
く
反
日
意
識
が
高
ま
っ
て
し
ょ

う
が
な
い
の
で
慰
安
所
を
早
く
作
れ

と
。
と
こ
ろ
が
強
姦
防
止
に
は
な
ら

な
か
っ
た
ん
で
す
。
さ
ら
に
ス
パ
イ

防
止
を
目
的
に
入
れ
た
の
は
日
本
兵

に
し
か
こ
の
慰
安
所
を
使
用
さ
せ
な

い
よ
う
に
し
、兵
士
が
街
に
出
て
し
ゃ

べ
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
か
ら
で
す
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
は

な
ぜ
か
。
日
本
政
府
も
国
民
も
、
日

本
は
ア
ジ
ア
の
一
等
国
で
、
最
も
優

秀
な
民
族
で
あ
る
。
逆
に
ア
ジ
ア
の

人
た
ち
は
一
段
と
低
い
、
と
い
う
蔑

視
思
想
が
と
っ
ぷ
り
入
っ
て
い
て
、

ア
ジ
ア
の
人
た
ち
を
こ
う
い
う
目
に

合
わ
せ
る
こ
と
を
全
く
疑
問
に
思
わ

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
中
国

と
の
戦
争
を
や
っ
て
み
た
ら
中
国
人

が
激
し
く
戦
っ
た
。
こ
れ
に
日
本
が

勝
つ
た
め
に
は
長
く
駐
屯
し
て
力
で

押
さ
え
つ
け
る
。
そ
れ
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
、
朝
鮮
人
や
中
国
人
を

慰
安
所
に
、
と
な
っ
た
ん
で
す
。

　

日
本
は
さ
ら
に
東
南
ア
ジ
ア
に
戦

線
を
拡
大
し
、
占
領
地
を
拡
げ
て
い

き
ま
す
が
占
領
地
の
住
民
も
武
力
を

使
っ
て
慰
安
所
に
入
れ
て
い
き
ま
し

た
。

立
ち
上
が
る
元
「
慰
安
婦
」

　

日
本
軍
が
全
滅
し
た
時
、
ほ
と
ん

ど
の
慰
安
婦
は
一
緒
に
死
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
ま
た
敗
戦
と
と
も
に
中

国
大
陸
や
東
南
ア
ジ
ア
の
慰
安
婦
は

見
捨
て
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
慰

安
婦
は
一
緒
に
引
き
揚
げ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
帰
っ
た
後
も
汚
い

女
と
み
ら
れ
、
韓
国
で
も
同
じ
で
、

大
変
悲
惨
な
状
態
で
過
ご
し
た
ん
で

す
ね
。

　

慰
安
婦
問
題
が
大
き
な
展
開
を
見

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
キ
ム
ハ

ク
ス
ン
さ
ん
と
い
う
方
が
１
９
９
１

年
８
月
に
記
者
会
見
で
、
そ
の
少
し

前
に
日
本
の
政
府
が
国
会
で
「
あ
れ

は
民
間
業
者
が
連
れ
歩
い
た
だ
け

だ
」
と
答
弁
し
た
こ
と
が
韓
国
に
伝

わ
っ
た
と
き
に
、
キ
ム
さ
ん
が
勇
気

を
出
し
て
発
言
し
た
ん
で
す
。
そ
の

あ
と
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国
、
台
湾
、

在
日
朝
鮮
人
、
東
チ
モ
ー
ル
、
こ
れ

だ
け
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
元
慰

安
婦
た
ち
が
次
々
と
名
乗
り
出
る
と

◆
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
学
習
会
◆

 
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
と
九
条
（
下
）
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◆
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」

◆
10
周
年
の
つ
ど
い

６
月
27
日
（
土
）
午
後

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

講
師
・
小
森
陽
一
さ
ん
に
決
定

拡
大
世
話
人
会
で
、
詳
細
を
検
討

し
て
い
き
ま
す
。
各
会
か
ら
の
世

話
人
会
参
加
お
願
い
し
ま
す
。

い
う
形
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応

が
ダ
メ
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
始

ま
っ
た
の
が
水
曜
デ
モ
、
い
ま
で
も

毎
週
水
曜
、
ソ
ウ
ル
の
日
本
大
使
館

前
で
集
会
、
デ
モ
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

キ
ム
さ
ん
の
証
言
以
来
、
学
者
、

市
民
の
手
で
慰
安
婦
研
究
が
急
速
に

進
み
ま
し
た
。
慰
安
婦
問
題
が
世
界

中
に
広
が
っ
て
、
日
本
政
府
も
動
か

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て「
河
野
談
話
」

に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

も
う
一
度
見
て
い
た
だ
く
と
、
日

本
政
府
の
道
義
的
責
任
が
あ
る
こ
と

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
法

的
責
任
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

事
実
を
ち
ゃ
ん
と
認
め
て
、
国
家
と

し
て
謝
罪
す
る
と
は
書
い
て
い
ま
せ

ん
。
国
と
軍
が
直
接
握
っ
て
い
た
こ

と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
関
与
と
は

書
い
て
い
ま
す
。
キ
ム
さ
ん
の
発
言

の
衝
撃
は
世
界
史
の
大
き
な
う
ね
り

の
中
で
起
こ
っ
た
ん
で
す
。　
　
　

　

１
９
８
６
年
、
独
裁
者
マ
ル
コ
ス

が
打
倒
さ
れ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
民
主

化
さ
れ
ま
し
た
。
翌
年
韓
国
と
台
湾

で
市
民
・
労
働
者
一
斉
に
立
ち
上
が

り
、民
主
化
が
一
気
に
進
み
ま
し
た
。

東
ア
ジ
ア
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
き

で
す
。
天
安
門
事
件
の
よ
う
に
押
さ

え
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
。
こ

の
こ
ろ
、
慰
安
婦
問
題
だ
け
で
な

く
、
東
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
が
い
っ
せ

い
に
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
う
裁
判

が
80
と
か
90
と
か
い
う
数
で
起
こ
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
90
年
代
か
ら

２
０
０
０
年
代
に
か
け
て
で
す
。
そ

の
中
の
慰
安
婦
の
問
題
は
世
界
の
女

性
解
放
運
動
の
中
で
画
期
的
な
意
味

を
持
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

１
９
９
０
年
代
の
こ
ろ
ア
フ
リ
カ

の
性
暴
力
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の
内
戦

の
時
の
性
暴
力
を
ど
う
や
っ
て
解
決

し
て
い
く
の
か
と
い
う
時
に
、
日
本

の
慰
安
婦
の
問
題
の
解
決
が
な
け
れ

ば
、
す
べ
て
が
解
決
で
き
な
い
と
、

国
連
で
も
世
界
の
良
識
あ
る
人
々
が

動
き
出
し
、
慰
安
婦
問
題
は
世
界
の

解
放
運
動
に
き
ち
っ
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た

の
が
キ
ム
ハ
ク
ス
ン
さ
ん
た
ち
、
元

慰
安
婦
た
ち
の
運
動
だ
っ
た
こ
と
を

言
い
た
い
わ
け
で
す
。　
（
終
）

◆
憲
法
を
守
ろ
う
・

　

東
久
留
米
共
同
行
動

　

１
月
12
日
成
人
の
日
、
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
前
で
、
新
成
人
の
方
た
ち

に
自
由
法
曹
団
女
性
部
の
作
成
し
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
日
本
国
憲
法
に
聞

い
て
み
よ
う
」
を
午
前
、
午
後
に
分

け
て
５
０
０
枚
配
布
し
ま
し
た
。
九

条
の
会
か
ら
も
参
加
し
ま
し
た
。

●
今
日
の
中
東
問
題
と
憲
法

３
月
28
日
（
土
）
午
後
７
時
〜
９
時

中
央
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル

講
師
・
塚
田
勲
さ
ん

参
加
費
・
２
０
０
円

主
催
・
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」

●
中
学
校
教
科
書
の
検
定
基
準

　

全
面
改
悪
と
採
択
に
つ
い
て

４
月
４
日
（
土
）

12
時
50
分
〜
15
時
40
分

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
学
習
室
４

講
師
・
塚
田
勲
さ
ん

主
催
・
東
久
留
米
の
教
科
書
を
考
え

　
　
　

る
会

●
キ
リ
ス
ト
者
九
条
の
会
講
演
会

４
月
29
日　

午
後
１
時
30
分
〜

成
美
教
育
文
化
会
館
大
研
修
室

講
師
・
稲 

正
樹　

先
生

「
憲
法
の
何
が
大
切
か
」《
９
、
20
、

21
、
25
条
を
中
心
に
》（
仮
題
）

お
問
い
合
わ
せ
は
０
４
２
‐
４
７
３

‐
４
４
９
６
岸
ま
で
。

学
習
会

講
演
会
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《
平
和
を
考
え
る
本
》

『
希
望
の
牧
場
』

　

森 

絵
都
・
作
／
吉
田
尚
令
・
絵

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東

日
本
大
震
災
が
発
生
。
福
島
第
一

原
発
を
津
波
が
襲
い
、
放
射
能
汚

染
の
た
め
、
半
径
二
〇
キ
ロ
圏
内

は
立
入
り
禁
止
区
域
に
指
定
さ
れ

た
。
そ
こ
に
取
り
残
さ
れ
た
牧
場

の
話
で
あ
る
。

　

肉
牛
と
し
て
飼
育
さ
れ
た
牛
が

汚
染
さ
れ
る
と
、
も
う
人
間
の
役

に
立
た
な
い
。
殺
処
分
を
迫
ら
れ

た
が
承
服
で
き
な
い
一
人
の
牧
場

主
が
牧
場
に
留
ま
っ
て
、
三
〇
頭

の
牛
の
世
話
を
続
け
た
。
近
隣
か

ら
頼
ま
れ
た
り
、
ま
い
ご
牛
を
引

き
取
っ
た
り
で
、
牛
は
三
六
〇
頭

に
増
え
た
。
毎
日
、
エ
サ
不
足
と

闘
い
な
が
ら
も
、
牧
場
主
は
エ
サ

を
や
り
続
け
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ

は
自
分
が
牛
飼
い
だ
か
ら
だ
。

　

今
や
、「
希
望
の
牧
場
」
と
呼
ば

れ
る
こ
の
牧
場
に
、
協
力
の
輪
が

広
が
り
つ
つ
あ
る
。　
（
高
田
）

◆
シ
リ
ー
ズ

繰
り
返
し
て
は

　
　

   
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　

伊
東
芳
子
（
南
町
）

　

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
、
私
は
八

王
子
に
住
ん
で
い
て
、七
歳
だ
っ
た
。

空
襲
警
報
は
毎
晩
の
よ
う
に
鳴

り
響
き
、
そ
の
た
び
に
電
灯
を
黒
い

布
で
覆
っ
た
。
す
ぐ
に
か
ぶ
れ
る
よ

う
に
と
、
防
空
頭
巾
を
手
元
に
置
い

て
耳
を
す
ま
し
た
。
Ｂ
29
の
音
を
確

か
め
、
行
き
過
ぎ
る
の
を
待
っ
た
。

こ
の
音
の
怖
さ
は
、
今
で
も
耳
に
残

っ
て
い
る
。

　

当
時
、「
ほ
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ

ま
で
は
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、

町
工
場
だ
っ
た
わ
が
家
に
ま
で
鉄
製

品
や
機
械
類
の
供
出
の
お
達
し
が
き

て
、
み
ん
な
持
っ
て
行
か
れ
た
。

　

一
九
四
五
年
七
月
に
入
る
と
、
米

軍
は
何
回
に
も
亘
っ
て
空
襲
予
告
の

ビ
ラ
を
ま
き
、
下
旬
に
は
、
攻
撃
目

標
の
都
市
名
も
明
記
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
市
当
局
も
そ
れ
に
反
応
し
て

婦
女
子
に
避
難
を
呼
び
か
け
た
。

そ
し
て
、
予
告
か
ら
一
日
過
ぎ

た
八
月
一
日
の
夕
方
、
市
役
所
前

に
、
ポ
ン
プ
や
ホ
ー
ス
を
乗
せ
た
大

八
車
の
よ
う
な
も
の
が
ず
ら
っ
と
並

ん
で
、
子
ど
も
心
に
も
異
様
な
雰
囲

気
だ
と
緊
張
し
た
。

　

当
時
、
わ
が
家
は
市
役
所
前
に
あ

っ
た
の
で
、
一
番
に
狙
わ
れ
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
万
町
に
逃
げ
た
。
そ
こ

に
は
畑
を
持
っ
て
い
て
、
作
り
か
け

の
防
空
壕
も
あ
っ
た
。

Ｂ
29
は
、
ま
ず
照
明
弾
を
投
下

し
、
真
昼
の
よ
う
に
明
る
い
そ
こ
を

目
が
け
て
焼
夷
弾
を
雨
あ
ら
れ
と
落

と
し
た
。
家
の
者
は
何
と
か
無
事
に

防
空
壕
に
着
い
た
が
、
街
は
一
晩
中

燃
え
続
け
、
ま
っ
赤
だ
っ
た
。

こ
れ
が
、
八
王
子
大
空
襲
で
あ

る
。（
後
で
知
っ
た
が
、
八
王
子
で

一
番
に
空
襲
さ
れ
た
の
は
万
町
で
、

我
々
は
命
拾
い
し
た
の
だ
っ
た
）。

　

翌
朝
、
防
空
壕
か
ら
、
燃
え
落
ち

そ
う
な
電
柱
を
く
ぐ
っ
て
市
街
地
に

戻
っ
て
き
た
。
家
々
は
焼
け
崩
れ
、

も
ち
ろ
ん
わ
が
家
も
焼
け
落
ち
て
、

街
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
蔵
だ
け
が
形

を
留
め
て
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。「
今
、

蔵
の
扉
を
開
け
た
ら
危
な
い
。
炎
が

噴
き
出
す
ぞ
」と
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
、

あ
た
り
で
は
人
々
が
折
り
重
な
っ
て

倒
れ
て
い
た
。
今
に
も
起
き
上
が
り

そ
う
な
気
が
し
た
が
、「
見
る
な
」

と
い
う
父
の
声
に
、
た
だ
も
う
見
な

い
よ
う
に
し
て
、
逃
げ
る
し
か
な
か

っ
た
。空

爆
を
逃
れ
た
親
戚
の
家
に
や

っ
と
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
で
、
避
難

し
て
き
た
二
〇
人
を
超
え
る
人
々
と

の
共
同
生
活
が
始
ま
っ
た
。

毎
日
、
食
べ
物
を
探
し
ま
わ
っ

た
。
す
い
と
ん
の
具
が
日
に
日
に
少

な
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
ひ
も
じ

く
て
食
べ
た
の
だ
ろ
う
、
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
る
乳
飲
み
児
の
便
か
ら
、

蝉
（
セ
ミ
）
が
未
消
化
の
ま
ま
出
て

き
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
び
っ
く
り
し

た
。ま

も
な
く
戦
争
は
終
わ
っ
た
が
、

戦
時
中
よ
り
も
っ
と
過
酷
な
食
糧
難

と
住
宅
難
の
時
代
が
待
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
（
聞
き
書
き
：
高
田
桂
子
）

戦
　

争
　

体
　

験
　

記

戦
　

争
　

体
　

験
　

記

（岩崎書店）


