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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 5月
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占
領
地
に
日
の
丸
を
立
て
る

　
「
東
久
留
米
九
条
の
会
」
が
で
き
て

今
年
で
十
年
目
に
当
た
り
ま
す
。
代
表

の
児
童
文
学
者
、
古
田
足
日
さ
ん
は
昨

年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
最
後
ま
で

安
倍
政
権
の
暴
走
を
心
配
し
て
い
ま
し

た
。

　

古
田
さ
ん
は
少
年
期
、
学
校
で
教
室

に
中
国
の
地
図
を
貼
り
、
そ
こ
に
書
か

れ
た
中
国
の
都
市
を
日
本
軍
が
占
領
す

る
と
、
そ
の
地
図
の
都
市
に
日
の
丸
を

立
て
て
、
み
ん
な
で
喜
ん
だ
と
話
し
て

い
ま
し
た
。
古
田
さ
ん
は
、
当
時
の
自

分
は
、
日
の
丸
の
立
っ
た
都
市
に
実
際

は
中
国
の
人
た
ち
や
子
ど
も
た
ち
が
い

た
こ
と
、
そ
の
人 

た
ち
が
ど
う
い
う
状

況
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く

想
像
で
き
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
想
像
力
を
も
つ
子
ど

も
を
育
て
る
こ
と
が
、
平
和
を
作
る
こ

と
に
な
る
と
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

平
和
を
つ
く
る
想
像
力

　

古
田
さ
ん
の
考
え
に
習
う
な
ら
、
今

私
た
ち
が
想
像
力
を
発
揮
し
て
考
え
る

べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
自
衛
隊
が
、
海
外
に
武
器
な

ど
を
も
っ
て
出
て
行
っ
た
と
き
、
入
っ

て
こ
ら
れ
た
国
の
人
た
ち
の
立
場
で
考

え
る
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
ど
う
思
う
の

か
と
。
立
場
を
変
え
れ
ば
、
中
国
や
韓

国
の
軍
隊
が
日
本
の
領
土
に
武
器
を

持
っ
て
入
っ
て
き
た
ら
ど
う
感
じ
る
で

し
ょ
う
。
小
さ
な
島
に
漁
船
や
軍
艦
が

近
づ
い
た
だ
け
で
大
騒
ぎ
に
な
る
の
で

す
か
ら
。
外
国
の
軍
隊
が
本
州
な
ど
に

続
々
上
陸
し
て
き
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
。
日
本
人
は
激
怒
し
て
た
ち
ま
ち
戦

争
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

戦
後
の
日
本
も
ア
メ
リ
カ
が
来
た
ら

男
は
皆
殺
さ
れ
女
は
暴
行
さ
れ
る
の
で

は
と
恐
れ
て
い
ま
し
た
。

　

外
国
に
軍
隊
が
出
る
と
は
そ
う
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。そ
う
い
う
法
律
を
今
、

政
府
は
作
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。

「
戦
争
法
」
は
ス
ト
ッ
プ
を

　

安
倍
政
権
が
成
立
を
め
ざ
す
「
安
保

法
制
」
は
ま
さ
に
「
戦
争
法
」
で
す
。

世
界
の
平
和
に
と
っ
て
も
、
日
本
国
民

の
幸
福
に
も
、
ま
っ
た
く
、
逆
行
す
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

憲
法
九
条
を
否
定
す
る
今
回
の
「
安

保
法
制
」
を
、市
民
が
力
を
合
わ
せ
て
、

阻
止
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
ま
す
。

九
条
こ
わ
す
「
安
保
法
制
」

東
久
留
米
九
条
の
会
十
周
年
に
あ
た
っ
て
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東
久
留
米
の
教
育

と
安
倍
政
権

　

西
部
九
条
の
会　

草
刈
智
の
ぶ

　

東
久
留
米
市
の
教
育
に
大
き
な
動

き
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
が

安
倍
政
権
の
政
策
と
連
動
し
て
い
る

の
が
明
ら
か
な
だ
け
に
教
育
の
危
機

を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

大
津
市
の
中
学
生
い
じ
め
自
殺
事

件
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
２
０
１
４

年
６
月
に
地
方
教
育
行
政
法
（
地
教

行
法
）
改
正
案
が
国
会
で
可
決
・
成

立
し
、
新
教
育
委
員
会
制
度
が
今
年

の
４
月
か
ら
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
新

制
度
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
次
の

２
つ
で
す
。
一
つ
は
市
長
が
任
命
す

る
新
教
育
長
が
教
育
委
員
会
の
責
任

者
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
市
長
が

主
宰
す
る
「
総
合
教
育
会
議
」
を
新

た
に
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
育
に
市
長
の
権
限
を
反
映
で
き
る

よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
特
徴
で

す
。

　

こ
の
新
教
育
委
員
会
制
度
の
導
入

に
東
久
留
米
市
は
非
常
に
積
極
的
で

す
。
新
教
育
委
員
会
制
度
は
４
月
に

施
行
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
施
行

に
つ
い
て
は
旧
教
育
長
の
任
期
が
満

了
す
る
ま
で
在
職
し
て
よ
い
と
い
う

移
行
措
置
が
あ
り
ま
す
。
旧
教
育
長

は
３
年
の
任
期
が
残
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
３
月
議
会
で
辞
職
を
し
、
新

教
育
長
と
し
て
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
で
は
「
な
ぜ
そ
ん
な
に
急
ぐ
の

か
」
と
新
制
度
へ
の
移
行
を
急
ぐ
意

味
を
問
う
討
論
が
続
き
ま
し
た
が
、

市
は
今
後
の
教
育
委
員
会
を
ど
う
考

え
て
い
く
か
な
ど
を
説
明
す
る
こ
と

な
く
、「
法
改
正
に
と
も
な
っ
て
や

る
」
と
形
式
的
な
答
弁
に
終
始
し
ま

し
た
。
そ
し
て
新
教
育
長
の
任
命
と

総
合
教
育
会
議
の
設
置
と
い
う
２
つ

の
改
革
を
迅
速
に
や
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

昨
年
９
月
、
教
育
委
員
会
は
全
国

学
力
テ
ス
ト
の
結
果
公
表
を
決
め
ま

し
た
。
特
に
東
京
都
内
で
は
東
久
留

米
市
だ
け
が
学
校
別
の
公
表
を
決
め

た
の
で
、
教
育
関
係
者
を
は
じ
め
市

民
か
ら
も
「
学
校
の
序
列
化
や
競
争

を
激
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
不
安
や
心
配
の
声
が

上
が
り
ま
し
た
。
特
に
全
国
平
均
点

に
満
た
な
い
子
ど
も
の
割
合
を
公
表

し
た
こ
と
は
子
ど
も
や
保
護
者
に
競

争
意
識
を
あ
お
る
だ
け
で
、
子
ど
も

の
学
力
向
上
に
結
び
つ
く
と
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

並
木
市
長
は
昨
年
９
月
に
「
学
力

テ
ス
ト
の
公
表
に
つ
い
て
」、
11
月

に
は
「
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
」
に

臨
時
教
育
委
員
会
に
出
席
し
、
市
長

と
し
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

歴
代
の
市
長
は
教
育
委
員
会
に
出
席

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
教
育
委
員
会

は
、
教
育
が
政
治
に
左
右
さ
れ
た
戦

前
の
反
省
か
ら
、
１
９
４
８
年
「
政

治
的
中
立
性
の
確
保
」、「
方
針
の
継

続
性
・
安
定
性
の
確
保
」、「
地
域
の

人
た
ち
の
参
加
で
住
民
の
意
向
を
反

映
」
す
る
と
い
う
３
つ
の
大
原
則
が

掲
げ
ら
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
委
員

会
と
市
長
と
の
関
係
を
、
一
気
に
新

教
育
委
員
会
制
度
で
変
え
て
い
き
た

い
と
い
う
意
気
込
み
が
こ
こ
に
見
ら

れ
ま
す
。

　

学
力
テ
ス
ト
の
結
果
公
表
や
新
教

育
委
員
会
制
度
の
導
入
は
、
安
倍
政

権
の
教
育
改
革
の
柱
、
戦
争
で
き
る

国
づ
く
り
の
た
め
に
ま
い
進
す
る
政

権
の
姿
そ
の
も
の
で
す
。
そ
れ
を
ど

こ
よ
り
も
早
く
市
政
に
反
映
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
事
実
を
し
っ
か
り
と

ら
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
何
よ
り
も
子
ど
も
が
主
人
公
に

な
ら
な
い
教
育
改
革
は
許
さ
れ
な
い

と
市
民
が
声
を
あ
げ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
声
や
保
護
者
の

願
い
、
保
育
や
教
育
に
携
わ
る
専
門

家
の
声
が
充
分
に
反
映
さ
れ
る
教
育

改
革
こ
そ
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

８
月
に
は
２
０
１
６
年
か
ら
４
年

間
使
わ
れ
る
中
学
校
の
教
科
書
採
択

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
も
政
権
の

力
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
の
未
来
を
守
る
た
め
、
教
科
書

採
択
が
公
正
な
立
場
で
行
わ
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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二
本
の
柱　
　

   　

キ
リ
ス
ト
者
九
条
の
会　

岸
亮
夫

　

２
０
１
４
年
５
月
30
日
と 

６
月
８

日
に
副
代
表
と
代
表
の
二
本
の
柱
が
相

次
い
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
恐
ら
く
お
二

人
と
も
今
の
状
況
を
気
に
な
さ
り
な
が

ら
往
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
の

お
二
人
を
偲
ん
で
、
書
か
れ
た
文
章
を

読
み
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
古

田
さ
ん
は
児
童
文
学
者
、
佐
野
さ
ん
は

出
版
社
に
長
年
勤
務
と
い
う
経
歴
で
し

た
か
ら
、
九
条
の
樹
に
よ
く
書
い
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
九
条
の
樹
は
発
足
と

共
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
お
二
人
に
見

る
論
調
に
は
終
始
一
貫
し
た
姿
勢
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
昨
今
の
こ
う
し
た
主
張

に
は
そ
の
都
合
に
よ
っ
て
変
更
変
節
が

よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
と
こ

ろ
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

○　

２
０
０
５
年
２
月
20
日
、
発
足

の
日
に
市
民
プ
ラ
ザ
屋
内
広
場
で
開
か

れ
た
、〝
み
ん
な
で
東
久
留
米
「
九
条

の
会
」
を
つ
く
る
集
い
〞
で
の
古
田
足

日
さ
ん
と
小
森
陽
一
さ
ん
の
講
演
か

ら
、
古
田
さ
ん
の
お
話
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

　

―
戦
争
当
時
少
年
兵
だ
っ
た
文
学
教

育
、
平
和
教
育
に
熱
心
な
石
上
正
夫
と

い
う
方
の
「
小
学
１
年
生
か
ら
天
皇
の

た
め
国
の
た
め
命
を
惜
し
ま
ず
戦
え
と

教
育
さ
れ
て
・・・
」
つ
ま
り
「
愛
国
心
」

を
植
え
つ
け
ら
れ
「
忠
君
愛
国
」
こ
そ

日
本
国
民
の
生
き
る
道
だ
と
い
う
価
値

観
を
身
に
つ
け
て
・
・
・
天
皇
と
祖
国

日
本
の
た
め
に
死
の
う
と
思
い
込
ん
で

い
ま
し
た
。
忠
君
は
別
に
し
て「
愛
国
」

を
大
き
な
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
強

要
し
て
い
こ
う
と
い
う
力
が
堂
々
と
動

い
て
い
る
。
憲
法
と
教
育
基
本
法
改
悪

に
反
対
し
、
孫
の
世
代
に
再
び
少
年
の

死
者
を
出
さ
な
い
た
め
、
つ
ら
い
年
月

を
孫
た
ち
に
体
験
さ
せ
た
く
な
い
。
―

と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

○　

２
０
０
７
年
８
月
に
発
行
さ
れ

た
「
九
条
の
樹
」
で
は
、
佐
野
さ
ん
が

「
い
ま
こ
そ
〝
民
論
を
興
そ
う
〞」
と
書

い
て
い
ま
す
。

　

―
今
回
の
選
挙
は
政
権
与
党
に
厳
し

い
審
判
を
下
し
、
野
党
が
歴
史
的
勝
利

を
得
た
。
小
泉
前
首
相
が
明
示
し
た
改

憲
路
線
を
安
倍
首
相
は
「
私
が
実
現
す

る
」
と
引
継
ぎ
改
憲
の
手
続
法
、
教
育

基
本
法
を
改
悪
し
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
の

打
破
」
を
叫
び
「
海
外
で
戦
争
す
る
国
」

に
し
「
弱
肉
強
食
の
経
済
社
会
作
り
」

に
邁
進
し
て
い
る
。
多
く
の
人
が
戦
前

の
状
況
に
似
て
来
た
と
不
安
感
を
も
っ

て
こ
の
政
権
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
。

こ
こ
に
こ
の
選
挙
の
意
味
が
あ
る
。
私

た
ち
の
進
む
べ
き
道
は
明
確
で
す
。
世

界
の
先
駆
け
で
あ
る
日
本
国
憲
法
を
守

り
、
平
和
で
民
主
的
な
日
本
を
作
る
こ

と
で
す
。
民
主
党
に
力
を
与
え
た
が
、

こ
の
党
も
改
憲
を
掲
げ
て
い
る
。
私
た

ち
自
身
が
一
歩
踏
み
出
し
て
変
わ
っ
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

百
年
前
に
島
崎
藤
村
は
「
本
当
に
自

分
ら
が
新
し
く
な
る
こ
と
が
出
来
れ

ば
、古
い
も
の
は
す
で
に
壊
れ
て
い
る
。

来
る
べ
き
時
代
の
た
め
に
仕
度
す
る
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」（
千
曲
川

ス
ケ
ッ
チ
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
の

時
代
に
生
活
実
感
を
踏
ま
え
て
草
の
根

か
ら
世
論
を
“
民
論
”
と
し
て
起
こ

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
民
論
を
盛
ん
に

し
て
こ
そ
憲
法
が
生
か
さ
れ
民
主
主
義

が
定
着
す
る
で
し
ょ
う
。東
久
留
米「
九

条
の
会
」
は
市
民
の
み
な
さ
ま
と
広
く

連
帯
し
て
九
条
を
守
る
た
め
に
力
を
尽

く
し
ま
す
。
―

　

○　

２
０
１
２
年 

１
月
発
行
「
九

条
の
樹
」
は
「
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に

楽
し
み
考
え
る
創
作
で
飛
躍
し
た
い
」

と
古
田
さ
ん
が
豊
富
を
語
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
。
新
し
い
評
論
集
を
出
し

て
意
気
軒
昂
な
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
だ

さ
っ
て
も
い
る
。
初
め
の
評
論
集
（
日

本
児
童
文
学
者
協
会
新
人
賞
受
賞
）
か

ら 

50
年
余
り
た
つ
の
を
機
に
振
り
返

ろ
う
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
タ
イ
ト
ル

は
「
現
代
児
童
文
学
を
問
い
続
け
て
」

そ
の
中
に
「
新
し
い
戦
争
児
童
文
学
を

求
め
る
」
と
い
う
書
き
下
し
を
一
編
入

れ
た
の
だ
が
、
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
、

加
害
の
事
実
、
な
ど
植
民
地
支
配
を
振

り
返
っ
て
き
ち
ん
と
書
こ
う
と
主
張
し

た
論
で
す
。

　

―
支
配
へ
の
抵
抗
に
は
朝
鮮
に
三
一

独
立
運
動
が
あ
り
、
台
湾
に
は
霧
社
事

件
と
い
う
の
が
あ
り
、
日
本
は
そ
の
弾

圧
に
毒
ガ
ス
を
使
い
、
飛
行
機
を
使
っ

て
日
中
戦
争
の
予
告
編
の
よ
う
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
。

　

ぼ
く
は
84
歳
、
こ
の
後
生
き
て
い
る

聞
に
物
語
を
子
ど
も
と
一
緒
に
楽
し
む

と
い
う
か
、
創
作
を
や
り
た
い
。
井
上

ひ
さ
し
は
そ
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
「
難

し
い
こ
と
を
優
し
く
、
深
い
こ
と
を
お

も
し
ろ
く
書
く
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

井
上
さ
ん
は
児
童
文
学
者
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
児
童
文
学
っ
て
の
は
そ
う
い

う
も
の
で
す
。
子
ど
も
と
一
緒
に
考
え
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て
い
く
、
そ
ん
な
物
語
を
書
い
て
い
き

た
い
。
今
ま
で
よ
り
一
歩
飛
躍
し
た
い

で
す
ね
。
―

　

○　

２
０
１
０
年
５
月
発
行
「
九
条

の
樹
」
に
佐
野
さ
ん
は
「
締
め
出
す
な

民
の
声
」
と
題
し
て
原
稿
を
寄
せ
て
い

ま
す
。

　

―
そ
の
当
時
民
主
党
政
権
が
80
名
の

定
数
削
減
を
打
ち
出
し
〝
む
だ
遣
い
を

な
く
す
〞
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
。

議
員
の
数
は
多
す
ぎ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
主
な
外
国
と
比
べ
て
も
議
員
定
数

は
少
な
い
の
で
す
。

　

議
会 

１
２
０
年
の
歴
史
を
振
り

返
っ
て
見
る
の
も
参
考
に
な
り
ま
す
。 

　

１
８
９
０
年
に
第
１
回
の
総
選
挙
が

行
わ
れ
、
議
員
定
数
３
０
０
名
、
当
時

の
総
人
口
は
３
８
０
０
万
人
で
今
の
３

分
の
１
で
し
た
。
１
９
２
０
年
に
第
１

回
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
、
全
人
口
は

５
６
０
０
万
人
、
そ
の
年
総
選
挙
が

あ
り
、
定
数
を
４
６
４
名
に
増
や
し

３
円
以
上
の
納
税
者
が
有
権
者
に
な

る
。
１
９
２
５
年
に
納
税
資
格
を
撤
廃

し
て
男
子
普
通
選
挙
法
が
国
会
通
過
し

１
９
２
８
年
か
ら
実
施
。
定
数
は
そ
の

ま
ま
、
因
み
に
東
久
留
米
の
村
議
は
12

名
か
ら
18
名
に
増
員
し
て
い
ま
す
。

　

１
９
４
５
年
敗
戦
の
年
11
月
、
翌
年

に
総
選
挙
を
行
う
た
め
に
人
口
調
査
を

し
、
７
１
９
９
万
８
１
０
４
人
と
確
認

さ
れ
た
。
総
選
挙
法
を
改
正
し
婦
人

参
政
権
が
認
め
ら
れ
選
挙
権
、
被
選

挙
権
も
そ
れ
ぞ
れ
５
歳
ず
つ
下
げ
ら

れ
た
。
議
員
定
数
は
少
し
ず
つ
増
え
、

１
９
８
０
年
代
に
は
５
１
２
名
に
ま
で

増
え
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
１
９
９
４
年
、
財
界
４
団

体
の
首
脳
が
、
小
選
挙
区
制
法
案
の
今

国
会
成
立
を
主
張
。
小
選
挙
区
比
例

代
表
制
が
導
入
さ
れ
、
議
員
定
数
は

５
０
０
（
比
例
２
０
０
、
小
選
挙
区

３
０
０
）
に
縮
減
。
２
０
０
０
年
に
さ

ら
に
20
名
削
減
さ
れ
比
例
が
１
８
０
名

に
、
さ
ら
に
80
名
も
削
減
す
る
と
い
う

の
で
は
、１
０
０
年
前
に
逆
戻
り
で
す
。

比
例
定
数
削
減
は
改
憲
反
対
や
消
費
税

増
税
の
民
意
を
国
会
か
ら
締
め
出
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。
近
代
百
余
年
は

国
民
の
参
政
権
拡
大
に
努
力
し
て
き
た

歴
史
で
す
。
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
私
た
ち

は
民
主
主
義
、
国
民
主
権
を
後
退
さ
せ

る
こ
と
を
断
じ
て
許
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
―

　

○　

２
０
１
４
年
１
月
発
行
の
「
九

条
の
樹
」
で
古
田
さ
ん
は
「
リ
ハ
ビ
リ

や
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
発
声
練
習
に
歯
医
者

さ
ん
」
な
ど
が
訪
問
し
て
く
れ
て
毎
日

が
忙
し
い
と
お
元
気
で
す
。

　

―
僕
た
ち
が
生
き
た
時
代
は
戦
争
の

時
代
だ
っ
た
。
僕
自
身
軍
国
少
年
だ
っ

た
。
同
じ
こ
と
を
安
倍
首
相
は
や
ろ
う

と
し
て
い
る
。
愛
国
心
と
い
う
言
葉
を

言
っ
て
い
る
。
ど
れ
だ
け
そ
の
言
葉
に

傷
つ
け
ら
れ
て
き
た
か
。
こ
れ
ま
で
憲

法
九
条
が
守
ら
れ
て
来
た
の
は
、
国
民

の
戦
争
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
い
ま

す
。
そ
の
体
験
者
が
い
な
く
な
っ
て
、

そ
れ
が
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
言
う

所
ま
で
考
え
て
来
な
か
っ
た
。
戦
後
に

な
り
「
だ
ま
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
た
。
僕
は
そ
の
言
葉
が
嫌

い
で
し
た
。「
だ
か
ら
自
分
は
悪
く
な

か
っ
た
」
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
思

う
。

　

田
中
正
造
と
い
う
人
が
い
て
天
皇
に

直
訴
し
た
人
で
す
。
足
尾
銅
山
鉱
毒
に

反
対
す
る
事
か
ら
始
ま
っ
て
渡
良
瀬
遊

水
地
を
国
が
作
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は

谷
中
村
が
水
没
し
て
し
ま
う
。
そ
の
事

に
反
対
を
続
け
て
い
く
の
で
す
。
田
中

正
造
は
「
国
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。「
国
と
は
国
民
じ
ゃ

な
い
か
」
と
。
正
造
の
本
は
だ
い
ぶ
出

て
い
て
、
子
ど
も
向
け
の
著
書
も
出
て

い
る
。
学
校
や
図
書
館
で
も
普
及
し
て

ほ
し
い
。

　

秘
密
保
護
法
に
つ
い
て
は
、
僕
た
ち

も
会
で
も
声
明
を
出
そ
う
か
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
僕
は
今
電
話
も
出
来

な
い
状
態
で
出
来
ず
に
い
る
の
で
す

が
、
僕
の
よ
う
に
上
げ
た
く
て
も
上
げ

ら
れ
な
い
人
も
い
ま
す
。
今
後
の
た
め

に
、
今
黙
っ
て
い
る
人
、
迷
っ
て
い
る

人
も
声
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

三
十
年
来
考
え
て
き
た
企
画
と
し
て

戦
争
児
童
文
学
と
い
う
長
編
小
説
集
を

出
そ
う
と
考
え
、
韓
国
に
三
一
独
立
運

動
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
で
は

知
ら
れ
て
い
て
も
日
本
の
子
ど
も
た
ち

は
知
ら
な
い
。
き
ち
ん
と
し
た
長
編
児

童
小
説
と
し
て
書
い
て
、
朝
鮮
韓
国
を

差
別
し
て
き
た
歴
史
を
き
ち
ん
と
書

く
、
そ
れ
を
考
え
て
き
た
の
で
す
。
短

編
は
う
ま
く
い
っ
た
の
で
す
が
、
長
編

集
が
進
む
か
ど
う
か
、
人
に
書
け
か
け

と
言
っ
て
自
分
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ん
で
す
。
―

　

佐
野
さ
ん
、
古
田
さ
ん
の
書
き
記
さ

れ
た
な
か
か
ら
、
か
い
つ
ま
ん
で
こ
こ

に
載
せ
て
み
ま
し
た
。
お
二
人
の
見
識

あ
る
文
章
と
お
人
柄
が
偲
ば
れ
ま
す
。
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◆
お
知
ら
せ

●
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」

　

　周
年
の
つ
ど
い

　

未
来
を
担
う
子
ど
も
や
孫
や
ひ
孫

た
ち
に
ず
っ
と
平
和
憲
法
を
引
き
継

ぎ
た
い
、
今
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

は
何
か
、
い
っ
し
ょ
に
考
え
力
を
合

わ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

第
１
部
で
は
沖
縄
出
身
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
バ
ン
ド
、「
カ
ー
ミ
ー
ズ
」
が

平
和
へ
の
想
い
を
唄
い
ま
す
。ま
た
、

東
久
留
米
の
教
科
書
採
択
に
つ
い
て

の
報
告
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
２
部
で
、講
師
に
「
九
条
の
会
」

事
務
局
長
の
小
森
陽
一
さ
ん
を
お

迎
え
し
、
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。

日
・
６
月
27
日
（
土
）

時
・
午
後
１
時
30
分
開
演

　
　
（
開
場
は
午
後
１
時
）

於
・
ま
ろ
に
え
ホ
ー
ル

（
東
久
留
米
生
市
立
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
）

チ
ケ
ッ
ト
は

前
売
５
０
０
円
（
当
日
７
０
０
円
）

学
生
・
障
が
い
者
は
無
料
で
す

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
！　
　
　
　

　

安
倍
政
権
の
国
民
を
無
視
し
「
戦

争
す
る
国
」
づ
く
り
へ
の
暴
走
に
対

抗
す
る
「
憲
法
九
条
を
ま
も
れ
」
の

草
の
根
の
運
動
を
強
化
す
る
た
め
の

「
九
条
の
会
全
国
交
流
集
会
」
が
３

月
15
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
初
の
予
定
を
こ
え
る
参
加
者
が

あ
り
、
変
更
し
た
大
き
な
会
場
も
満

員
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
も
き
て
い
ま

し
た
。な
か
で
も
韓
国
メ
デ
ィ
ア
は
、

参
加
者
の
声
を
活
発
に
取
材
、
関
心

の
高
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

集
会
は
、
九
条
の
会
の
呼
び
か
け

人
９
人
の
う
ち
集
会
へ
参
加
で
き
る

澤
地
久
枝
さ
ん
と
大
江
健
三
郎
さ
ん

の
二
人
が
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。
澤
地

さ
ん
は
「
軍
事
大
国
を
め
ざ
し
て
い

る
一
部
の
政
治
家
が
ア
メ
リ
カ
と
手

を
組
ん
で
い
る
。
過
去
の
過
ち
も
軍

事
大
国
に
な
っ
て
大
儲
け
す
る
人
た

ち
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
。
人
々
が

手
を
組
ん
で
何
と
し
て
も
こ
の
窮
地

を
の
り
こ
え
よ
う
」。
大
江
さ
ん
は

「
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
の
元
大
統

領
と
の
会
話
で
、『
い
ま
、
世
界
で

東
ア
ジ
ア
の
不
安
定
さ
が
危
惧
さ
れ

て
い
る
が
、
日
本
で
の
九
条
の
会
の

活
動
に
関
心
を
寄
せ
、
希
望
を
か
け

て
い
る
』
と
い
う
内
容
を
紹
介
、
東

ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め
に
は
、
私
た

ち
の
運
動
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
訴

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
渡
辺
治
さ
ん
か
ら
「
情

勢
に
つ
い
て
」
の
話
し
、
小
森
事
務

局
長
か
ら「
結
成
10
年
の
私
た
ち「
九

条
の
会
」
の
真
価
が
問
わ
れ
る
正
念

場
で
す
。「
戦
争
法
制
」
を
絶
対
に

許
さ
な
い
行
動
が
必
要
。
活
動
を
休

ん
で
い
る
「
九
条
の
会
」
に
も
声
を

か
け
、
地
域
で
協
力
し
て
行
動
を
起

こ
し
何
と
し
て
も
「
戦
争
法
制
」
を

阻
止
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま

し
た
。
各
地
の
「
九
条
の
会
」
の
参

加
者
34
名
が
運
動
を
進
め
る
発
言
が

あ
り
、
参
加
者
の
決
意
を
固
め
ま
し

た
。　
（
西
部
九
条
の
会　

大
野
英
男
）

九
条
を
ま
も
る
草
の
根
の
活
動
を
強
め
よ
う

―
九
条
の
会
全
国
交
流
集
会
」
開
か
れ
る
―

●
西
部
九
条
の
会

「
戦
争
す
る
国
」
づ
く
り
に

　
　
　

反
対
す
る

戦
後
　
年
見
学
会　

　
「
西
部
九
条
の
会
」
で
は
、
戦
争

へ
進
む
道
、
戦
時
中
の
暮
ら
し
、
そ

し
て
戦
争
が
も
た
ら
し
た
最
大
の
犯

罪
、
原
爆
投
下
な
ど
、
埼
玉
平
和
資

料
館
と
丸
木
美
術
館
を
と
お
し
て
、

そ
の
実
態
を
学
び
、
安
倍
政
権
が
す

す
め
る
「
戦
争
へ
の
道
」
に
強
く
反

対
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご

一
緒
に
見
学
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

日
・
５
月
31
日
（
日
）

時
・
９
時
〜
17
時
頃

参
加
費
・
約
１
０
０
０
円
＋

　
　
　
　

交
通
費
実
費

（
丸
木
美
術
館
入
館
料
９
０
０
円
含
む
）

申
込
み
・
問
合
せ
先
（
電
話
・fax

）

042-478-3266

（
大
山
）

042-475-9359

（
大
野
）
ま
で

70

10
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東
久
留
米
「
九
条
の
会
」

学
習
会
―
感
想

　

３
月
28
日
に
行
わ
れ
た
『
今
日
の

中
東
問
題
と
憲
法
』
に
は
、
37
名
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
分
り
に
く
い

中
東
問
題
に
つ
い
て
、
塚
田
先
生
の

お
話
は
わ
か
り
や
す
く
、
こ
の
問
題

を
理
解
す
る
の
に
と
て
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
紹
介
し
ま
す
。

●
私
は
79
歳
で
す
。
世
界
の
国
際
情

勢
は
満
州
事
変
の
頃
と
何
ら
変
わ
っ

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

●
中
東
の
事
は
複
雑
に
感
じ
て
分
り

に
く
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
お

話
を
聞
い
て
大
き
な
と
ら
え
方
の
ヒ

ン
ト
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
参
考

に
理
解
を
整
理
し
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。

●
は
じ
め
て
塚
田
先
生
の
お
話
を
う

か
が
い
、
わ
か
り
や
す
く
胸
に
す
と

ん
と
落
ち
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
最
終
土
曜
日
に
塚
田
先
生
が

歴
史
の
勉
強
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
と
友
人
か
ら
聞
い
て
い
て
、
隣
の

西
東
京
か
ら
の
私
も
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
思
い
ま
す
。

●
判
り
に
く
い
中
東
問
題
の
こ
と
、

地
図
も
入
っ
て
の
お
話
に
よ
く
理
解

で
き
ま
し
た
。
湾
岸
戦
争
の
前
に
私

の
同
級
生
が
２
年
間
サ
ウ
ジ
に
行
っ

て
い
ま
し
た
。
帰
国
後
い
ろ
い
ろ
お

聞
き
し
ま
し
た
が
、
現
在
の
よ
う
な

混
乱
が
な
く
、
ア
ラ
ビ
ア
は
行
っ
て

み
た
い
所
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

「
戦
争
」
は
破
滅
を
招
き
ま
す
ネ
。

―
安
倍
政
権
の
進
め
る
「
海
外

で
の
武
力
行
使
」「
憲
法
９
条

改
正
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

お
考
え
で
す
か
。
―

●
政
治
に
無
関
心
だ
っ
た
人
た
ち
も

安
倍
政
権
に
は
危
機
感
を
抱
い
て
い

ま
す
。
今
こ
そ
活
動
の
時
だ
と
あ
ら

た
め
て
思
い
ま
す
。

●
今
、
国
会
で
続
々
と
立
法
す
る
の

を
、
九
条
の
会
の
力
で
、
市
民
の
力

で
反
対
し
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。

●
こ
の
事
は
と
ん
で
も
な
く
大
変
な

事
の
入
口
に
な
っ
て
し
ま
う
の
に
、

国
民
（
自
分
も
含
め
）
が
あ
ま
り
関

心
が
な
い
事
が
大
不
安
！

●
大
量
殺
人
へ
の
道
を
と
ろ
う
と
す

る
安
倍
政
権
の
し
て
い
る
こ
と
に
絶

対
反
対
で
す
。

●
何
か
戦
争
を
し
な
い
で
外
交
的
な

方
法
で
、
日
本
が
孤
立
し
な
い
で

や
っ
て
い
く
、
具
体
的
な
方
策
が

あ
っ
た
ら
教
え
て
貰
い
た
い
と
思
っ

て
今
日
期
待
し
て
や
っ
て
き
ま
し

た
。
安
倍
の
岸
か
ら
つ
な
が
る
右
傾

化
に
は
反
対
で
す
。

《
平
和
を
考
え
る
本
》

『
靖
国
の
子
』

山
中
恒
・
著

「
靖
国
の
子
」
と
は
、
戦
没
し
て

「
靖
国
神
社
の
神
」
と
さ
れ
た
将
兵

の
遺
族
の
子
弟
を
指
す
。

『
ボ
ク
ラ
少
国
民
』
の
作
者
で
も

あ
る
山
中
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

当
時
は
十
四
歳
前
後
で
、
少
国
民

と
し
て
生
き
る
こ
と
に
何
の
疑
い

も
持
た
な
か
っ
た
。
ま
し
て
靖
国

の
子
ら
は
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ

た
父
兄
を
誉
れ
に
思
っ
て
、
後
に

続
く
気
概
を
持
つ
こ
と
を
一
層
強

く
期
待
さ
れ
た
少
国
民
だ
っ
た
。

尋
常
小
學
校
修
身
書
も
子
ど
も

の
本
も
雑
誌
類
も
、
大
多
数
が
、

戦
争
の
正
当
性
を
語
り
、
兵
隊
さ

ん
の
勇
ま
し
い
働
き
を
書
き
立
て

て
い
た
。

八
五
歳
に
な
っ
た
作
者
は
今
、

膨
大
な
資
料
を
も
と
に
「
靖
国
の

子
」
の
生
ま
れ
た
背
景
を
検
証
し
、

改
め
て
言
う
の
だ
。「
も
う
二
度
と
、

靖
国
の
子
を
登
場
さ
せ
な
い
で
い

た
だ
き
た
い
！
」
と
。（
高
田
）

（大月書店）


