
　　

まちの話題

暮らしのコラム

▶『くらしとせいじカフェ』というお茶会をご存知ですか？名前
の通り「暮らしと政治はつながっている」ということで、持ち寄
りのお茶やお菓子をいただきながら語り合う集まりのことで
す。▶誰でも開催したい人が、場所を決め、広報して、いろんな
スタイルで開催しています。私は友だちと一緒に企画したり、
参加したことがあります。どちらも、気軽にできて楽しかったで
す。▶たとえば、焚き火を囲みながら友だち同士で教育のこと
や暮らしのなかで思うことを語り合ったり、選挙が近くなれば
候補予定者さんを呼んでお話を聞いたり聞いてもらったり、自
由と平和のための京大有志の会の藤原辰史さんやドイツ文
学者の池田浩士さんと勉強会をしたり、野洲の満月マルシェ
で滋賀大経済学部の中野桂さんとTPPの勉強会もしました
し、弁護士さんに来ていただいて憲法カフェも。▶勉強不足な
私ですので、たとえば、政治家の方と話すのは、はじめは緊張
しました。だけど、分からないことは教えて頂いたらいいし、人
間同士、なんでもお話ししていたら、政治がぐっと近づいてき
て、興味もぐんぐんわいてきました。▶特にここのところのくら
しとせいじカフェの開催ペースがすごいんです！2016年11月
には７回の開催があって、12月にも7回の開催が開催予定で
す。ということは、毎週一回か二回、県内のどこかで開催され
ている状況です。▶基本的にどなたでも参加できますので、ぜ
ひどこかで「くらしとせいじカフェ」を体験してみてください。市
民パワーを育んでいることが実感できます。昔、ローマでは広
場に集った市民が政治を語り合い、また、それが大学を作る
ことに発展していったと言われています。楽しく語らいながら
市民力をつけていきましょう♪（ななつ）
＊くらしとせいじカフェfacebookページ
https://www.facebook.com/kurashitoseijicafe/

　　“ブゥッ、ブッ”　１２月３日（土）の朝、８時
２０分ころ、メール着信をしらせるケータイのバ
イブが鳴った。
　この日は、「コミュニティ・オーガナイジング
（以下、CO）」のワークショップ（以下、WS)の初
日で、翌日もふくめて朝９時から夜７時半まで、
みっちり２日間を、同志社大学ですごすことに
なっていた。メールは、一緒にWSに参加する仲
間（ななつさん）からで「いま、着きましたー」と
いう連絡。いつもは、きまって開始時間ギリギリ
に会場にかけこむことが多い私も、この日は、
ちょっと早くつきすぎて「遠足の日の朝の子ども
みたいだな」と感じていたけれど、ななつさんに
先をこされたー（笑）。
　さて。COとは、１９３０年代のアメリカで、人
びとの運動の経験を体系化してつくられたノウ
ハウで、古くは公民権運動をたたかったキング
牧師が、また、オバマ（アメリカ大統領）が、学び
実践したのがCOだと言われている。ウエブ上
に、だれでも無料でダウンロードできるCOのテ
キスト（マーシャル・ガンツ博士／ハーバード大
学）があるので、そこから、グッときた文章をすこ
し紹介したい。

“私たちはどのようにするかを知っていますが、
それは「暗黙知」であり「形式知」ではないので
す。私たちはそれらをしていますが、私たちはそ
れをどう正確にするのか考えたことがないので
す。これから私たちが共に学んでいくのはこの
「暗黙知」を明確にしていくことです”

　目が回って目が回って、床に伏していた。
ちょっと良くなって、でも動くとクラクラする
ので、本でも読むか、と目に入ったのが『丸
腰国家』だ。
　「軍隊をすてた国」と称されるコスタリカ
は、第二次大戦後の1949年に常備軍の廃
止を明文化した新憲法をつくった。戦後と
いうことでは日本と一緒だ。違うのは、コス
タリカは貧しい国だということ。貧しいから
軍備にお金をかけられない、という現実的
な問題があったという。「国家再建のために
は、限りある資源を教育や福祉、医療などに
優先的に配分しなければならな」いと。
　でも本当に軍隊がなくて国が守れるの？
とは誰もが抱く疑問だ。実際中南米では内
戦が頻繁に起こっていたし、コスタリカでも
新憲法を制定してから四度の武力攻勢の危
機を迎えたと言う。そんな中で、「積極的永
世非武装中立宣言」を発表。降り注ぐ戦火
の中で、ただの中立ではなく、「ウチが仲裁し
ますよ」と「積極的」な中立宣言をすることで
アメリカを相手に渡り歩くのだ。また「中米
特命大使」という新しいポストをつくってそ
こに女性を就かせ、中米各国のファーストレ
ディたちを使って夫である戦争の主導者た
ちを説得させ、和解のテーブルに着かせる。

軍備ではなく外交で危機を乗り切るのだ。し
かも斬新なアイデアと綿密に練られた戦略
で。
　その四度の危機を乗り越える度に「非武
装」という価値観を国民の中に作り上げて
いったのだという。「非武装」であるから「紛争
を避けられる」という価値観は、コスタリカの
人々にとって「理想」ではなく「合理的」なのだ
という。
 　一方で、同じ憲法で戦争を放棄した日本は
どうか。棚ぼた式に非武装を手に入れ、平和
な戦後70年を経験した日本は今、徹底的な
対米追従の政府を持つ。そして出された自民
党による憲法改正法案。
　たとえば学校で、子どもたちにだって及第
点というものがある。理科の試験で、太陽は東
から昇って西に沈むとか、地球が回ってるので
あって太陽は回ってないとか、それが理解で
きていなかったら「落第」だ。自民党は全国学
力テストを復活させ、あれだけ「学力」「学力」
と言ってる割に、その「憲法改正草案」は確実
に落第点だ。
　『あたらしい憲法草案のはなし』は、そのこ
とがよく分かる本だ。憲法という以上、国民が
政府に守らせるという原則（立憲主義という
概念）を守らねば、憲法とは言えなくなる。し
かし自民党の改憲草案では、憲法の理念を述
べる前文で主語を「日本国民」から「日本国」
とするなど、その本末転倒ぶりが満載だ。その
本末転倒ぶりを自民党の立場に立って説明す
る、という試みをこの本はしている。その最後
の文はこうだ、「勇気をもって憲法を改正すれ
ば、みなさんも『強く美しい国』の一員になれ
るのです」。めまいがする。（なかのかずこ）

　そう！私たちは、すでに実践しているし、自分
たちなりにやってきた―――2009年以来、新
たな仲間づくりや、この「あまいろだより」をふく
め、暗中模索してきたことの中に、失敗も、成功
体験もふくめ、この先、自分たちが望む暮らし
や、社会、政治をつくっていくための「術」はある
んだ！それがこのテキストを読んでの第１印象。
またこんな風にも書かれている；

“オーガナイジングを学ぶとは、自転車に乗るこ
とを学ぶようなものです。（中略）誰しもがはじ
めて自転車に乗るとき起こることは、転ぶことで
す。そこで「心」の出番になります。あきらめて家
に帰るか。あるいは、また転ぶことがわかってい
ても勇気をだして自転車に乗るか。”

　どお？グッときた？ここでグッとくるポイント
は、うちの子どもがそうであったように、「私も、
年上のお兄ちゃんたち（キング牧師やオバマさ
ん）が乗っているように、自転車にのって、まだ
行ったことのないすこし離れた公園まで、自分
たちの力で行きたいんだ！」ってこと。
　ありゃ！もう字数がほとんど残ってない（汗）。
この日の朝、WSの会場には、参加者が４０名
足らず。プラス学びを支えるコーチ、スタッフが
１９名！総勢６０名近い人たちが集まった。中
には、東京からわざわざ泊まりがけで参加して
いる人もいた。ある人は「２月に東京でもWSは
あるんだけど、２月では遅いので、今回、京都に
来た」と言っていた。

　ワープ！紙面の関係で、WSの内容は一気に
割愛し、場面は２日間のWSを終えた仲間３人
が、日曜日の夜８時すぎに京都駅に向かう、地
下鉄の車内にとぶ。すいていた車内に、四条で
どっと人が入ってきたが、おかまいなしに、やや
大きめの声で「ああだった、どうだった？、こう
だった」とWSの感想をしゃべりあう３人の姿が
ある。一列の座席に並んですわって、すこしほお
を紅くしながら。私は、真ん中に座ったので、顔

おたくの子どもさんは、朝、学校行くとき、どん
な表情で出ていく？どんな様子で帰ってくる？
―――「コミュニティ・オーガナイジング」
ワークショップ参加レポート
　　　　　　　　　　　　　根木山恒平

こんな本、いかがですか？

＊『丸腰国家～軍隊を放棄したコスタリカ 
60年の平和戦略～』足立力也著（扶桑社）
＊『あたらしい憲法草案のはなし』自民党の
憲法改正草案を爆発的にひろめる有志連合
（自爆連）著（太郎次郎社エディタス）　

あまいろだより（天色便り）第29号
あまいろ探偵団、走る！手づくり市民メディア
特集／憲法カフェ
発行日／2016年12月15日　　
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びわ湖の森を元気にするkikitoペーパーを
使用しています（びわ湖の森の間伐材活用)

声をつなぐ市民ラジオ

ことばにする
耳をかたむける

http://www.aoibiwako.org/amairo-channel/

を右に向け、左に向け、忙しい。まきおさんの
肩越しに、スーツ姿の若い男の人が、不思議
そうな表情で、こちらをチラ見しているのが

見えた（笑）。
（今回、学んできたことは、別の機会に、またお
伝えさせてください）

天色便り
あまいろ探偵団、走る！
手づくり市民メディア
第 29号　2016.12.15

憲法カフェ



　
質
問
▼
玉
木
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
早
速
で
す
が
、
憲
法
っ
て

　
　
　
　 

そ
も
そ
も
な
ん
で
す
か
？

玉
木
／
こ
ん
に
ち
は
。
玉
木
と
い
い
ま
す
。
今
、
国
会
の
憲
法

審
査
会
に
お
い
て
憲
法
を
変
え
る
か
ど
う
か
、
議
論
が
さ
れ
て
い

ま
す
。一
年
前
に
「
新
安
保
法
制
」
と
い
う
法
律
が
作
ら
れ
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、「
駆
け
つ
け
警
護
」
と
い
う
新
任
務
を
負
っ

た
自
衛
隊
の
部
隊
が
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
市
民
に
と
っ
て
、
憲
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
考
え
る
、

大
き
な
局
面
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
憲
法
っ
て
い
う
と
あ
ま
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
、
私
た
ち
の

く
ら
し
と
ど
う
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
と

思
う
ん
で
す
が
、
非
常
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
大
き
く
わ

け
て
二
つ
の
、
国
の
あ
り
方
を
決
め
て
し
ま
う
大
事
な
点
が
あ
り

ま
す
。一つ
は
、
戦
争
に
対
し
て
ど
う
い
う
立
場
を
と
る
の
か
と

い
う
問
題
。
も
う一つ
は
、
市
民
の
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
ど
う

考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
憲
法
と
法
律
の
違
い
で

す
が
、
こ
れ
に
は
「
立
憲
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
押
さ

え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
法
律
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
消
費
税
を

納
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
に
す
る
の
か
、
何
％
に
す
る
の
か
な

ど
、国
民
が
従
わ
さ
れ
る
ル
ー
ル
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
国
憲
法
の
冒
頭
は
、「
日
本
国
民
は…

」
と
始
ま
り
、
日

本
国
民
が
こ
の
憲
法
を
作
っ
た
、と
最
初
に
唱
わ
れ
て
い
る
。じ
ゃ

あ
憲
法
を
守
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
は
誰
な
の
か
？
憲

法
第
九
十
九
条
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
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
擁
護
し
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
」。
つ
ま
り
、
立
憲
主
義
と

い
う
の
は
、
い
か
な
る
政
権
も
憲
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
政
権
交
代
で
政
府
が
変
わ
っ
て
も
、

憲
法
を
守
り
な
さ
い
よ
と
い
う
、「
国
民
の
政
府
に
対
す
る
命
令
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
権
力
を
行
使
す
る

人
た
ち
は
と
き
に
は
暴
走
し
て
戦
争
し
た
り
、
国
民
の
人
権
を

侵
害
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
先
の
戦
争
で
は
、
二
千
万
人
以
上
の

ア
ジ
ア
人
の
命
が
奪
わ
れ
、
三
百
十
万
人
以
上
の
日
本
人
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
は
そ
れ
を
く
い
と
め
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
同
じ
事
態
が
起
き
る
の
を
く
い
と
め
る

た
め
に
、
日
本
国
憲
法
が
あ
る
ん
で
す
。「
新
安
保
法
制
」
が
多

く
の
国
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
作
ら
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
憲
法

を
守
ら
な
き
ゃい
け
な
い
安
倍
さ
ん
ら
が
、
憲
法
改
正
手
続
き
を

し
な
い
で
、
勝
手
な
解
釈
で
憲
法
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、

立
憲
主
義
に
反
す
る
、
立
憲
主
義
の
回
復
を
図
る
必
要
が
あ
る
、

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
質
問
▼
自
民
党
が
出
し
て
い
る
憲
法
改
正
草
案
は
、
ど
う
い

　
　
　
　
う
も
の
な
ん
でし
ょ
う
。

玉
木
／
自
民
党
の
改
憲
草
案
は
、一言
で
言
う
と
憲
法
で
な
い
も

の
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
立
憲
主
義
を
否

定
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、「
日
本
国
民
は
国
旗
国
歌
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
か
、「
公
益
及
び
公
の
秩
序
を

大
切
に
し
な
い
と
い
け
な
い
、
こ
れ
に
反
し
て
は
い
け
な
い
」
と

し
き
り
に
出
て
き
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
、
権
力
が
国

民
に
こ
う
し
な
さ
い
あ
あ
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
命
令
を
あ
げ

て
い
る
ん
で
す
。
根
本
的
に
違
う
ん
で
す
。
日
本
国
憲
法
の
掲
げ

る
三
大
原
則
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
国
民
主
権
、
戦
争
放
棄
、

基
本
的
人
権
の
尊
重
で
す
が
、『
あ
た
ら
し
い
憲
法
草
案
の
は
な

し
』（
自
民
党
の
憲
法
草
案
を
爆
発
的
に
広
め
る
有
志
連
合
著
、

太
郎
次
郎
社
エ
ディ
タ
ス
）
と
い
う
本
で
は
、
自
民
党
の
改
憲
草

案
は
三
大
原
則
を
、
国
民
主
権
の
縮
小
、
戦
争
放
棄
の
放
棄
、

基
本
的
人
権
の
制
限
と
い
う
形
に
変
え
て
お
り
、
国
民
に
と
っ
て

有
害
で
し
か
な
い
も
の
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
解
説
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
質
問
▼
実
際
に
憲
法
を
変
え
る
な
ら
「
緊
急
事
態
条
項
」
か

　
　
　
　
ら
と
言
わ
れ
てい
ま
す
。「
緊
急
事
態
条
項
」
って
？

玉
木
／
「
緊
急
事
態
条
項
」
は
、
戦
争
や
災
害
等
を
理
由
に
憲

法
を一時
的
に
停
止
す
る
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
自
民
党
の
改

憲
草
案
が
具
体
的
に
ど
う
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
閣
議
に
か

け
て
緊
急
事
態
宣
言
を
し
た
ら
「
内
閣
は
法
律
と
同一の
効
力
を

有
す
る
政
令
を
制
定
す
る
」、
つ
ま
り
立
法
権
が
内
閣
に
い
っ
て

し
ま
う
。
さ
ら
に
「
必
要
な
支
出
も
で
き
る
」、
つ
ま
り
国
会
が

本
来
財
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
も
内
閣
が
で
き
る
。
さ
ら
に
「
地
方
自
治
体
の
長
に
対
し
て
、

必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
内
閣

や
総
理
大
臣
に
集
中
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
麻
生

大
臣
が
、
憲
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
「
ナ
チ
ス
の
手
口
に
学
ん
だ
ら

ど
う
か
ね
」
と
言
い
ま
し
た
。
ナ
チ
ス
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下

で
授
権
法
と
い
う
法
律
を
作
り
ま
し
た
。
ワイ
マ
ー
ル
憲
法
は
非

常
に
民
主
的
な
憲
法
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
国
家
緊
急
権
と
い

う
条
項
を
設
け
て
い
た
た
め
に
効
力
を
失
っ
て
し
ま
い
、
対
抗
す

る
政
治
勢
力
を
す
べ
て
弾
圧
し
て
潰
し
て
か
ら
、一切
の
権
限
を

授
権
す
る
と
い
う
形
で
ナ
チ
ス
が
権
力
を
握
っ
て
、
そ
れ
で
第
二

次
世
界
大
戦
に
な
だ
れ
こ
ん
で
い
っ
た
、
と
い
う
過
去
の
歴
史
が

あ
る
わ
け
で
す
。
自
然
災
害
が
あ
っ
た
時
に
、
速
や
か
な
復
興
の

た
め
に
権
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
必
要
と
言
わ
れ
た
ら
、「
そ
う

か
な
ぁ
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
野
党
も
取
り
込
み
や
す
い
っ
て

言
わ
れ
て
る
ん
で
す
け
ど
、「
緊
急
事
態
」
に
つ
い
て
改
憲
草
案

の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、「
災
害
」
で
は
な
く
て
、「
外
部

か
ら
の
武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に
よ
る
社
会
的
混
乱
」
な
ん
で
す
。

も
の
す
ご
く
危
険
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。「
お
試

し
改
憲
」
と
い
う
レ
ベル
じ
ゃ
な
し
に
、
憲
法
秩
序
を
根
底
か
ら

覆
し
て
し
ま
う
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、
権
力
者
の
側

で
ナ
チ
ス
の
手
口
を
学
ぼ
う
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
市
民
の
側
も
そ
れ
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て

い
る
よ
う
で
は
ダ
メ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

あ
ま
い
ろ
／
災
害
の
際
に
権
力
を
国
家
に
集
中
し
た
と
こ
ろ
で
、

国
は
本
当
に
地
域
を
守
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
よ
ね
。

玉
木
／
二
○一一年
の
東
北
の
大
震
災
に
対
し
て
、
政
府
が
ま
と

も
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
だ
け
ど
、
憲
法
に

緊
急
事
態
条
項
が
な
か
っ
た
か
ら
対
応
で
き
な
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
法
律
で
規
定
さ
れ
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
も
に

や
ら
な
か
っ
た
が
た
め
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
、
政
府
の

失
策
を
改
憲
論
議
に
繋
げ
る
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
と
思
い
ま

す
。
震
災
の
被
害
を
受
け
た
地
方
自
治
体
の
長
の
人
た
ち
も
、

緊
急
事
態
条
項
を
望
む
か
と
聞
い
た
ら
「
全
く
望
ま
な
い
」
と

答
え
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
地
域
に
権
限
が
あ
っ
て
、
柔
軟
に
対

応
で
き
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
質
問▶

改
憲
に
な
っ
てし
ま
う
前
に
、一番
み
ん
な
に
考
え
て

　
　
　
　
ほ
し
い
と
玉
木
さ
ん
が
思
う
条
項
は
な
ん
で
す
か
？

 

玉
木
／
や
は
り
平
和
の
問
題
は
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。「
今
、

日
本
が
平
和
な
の
は
日
米
同
盟
の
お
か
げ
」
っ
て
言
い
ま
す
が
、

ア
メ
リ
カ
が
行
う
戦
争
に
、
軍
隊
と
し
て
自
衛
隊
を
派
遣
し
て
、

軍
事
行
動
を一緒
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、憲
法
九
条
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
、

ベト
ナ
ム
戦
争
。
ア
メ
リ
カ
と
軍
事
同
盟
を
結
ん
で
い
た
韓
国
は
、

三
十
万
人
も
の
軍
隊
を
派
遣
し
て
、
五
千
人
近
い
兵
士
の
命
が

奪
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
も
、
も
し
九
条
が
な
か
っ
た
ら
、
韓
国
と

同
じ
よ
う
に
軍
隊
と
し
て
自
衛
隊
を
派
遣
し
て
、
何
千
人
か
の

人
が
亡
く
な
っ
た
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
を
防
い
で
き
た
。
あ
る
い
は
、

国
際
社
会
に
お
い
て
、
日
本
は
平
和
な
国
、
戦
争
を
し
な
い
国

と
い
う
信
用
が
あ
る
。
日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
J
V
C
）
代
表
の
谷
山
博
史
さ
ん
が
、「
私
た
ち
の
活
動
は
こ

の
日
本
に
対
す
る
信
用
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
自
衛
隊
が
銃
を一

発
撃
て
ば
、
こ
の
国
際
的
な
信
頼
感
が
失
わ
れ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
の
元
に
も
、
や
は
り
憲
法
九
条
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
今
、
憲
法
改
正
手
続
き
を
経
な
い
で
、
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
を
認
め
て
、
P
K
O
部
隊
で
「
駆
け
つ
け
警
護
」
を
認
め
て
、

自
衛
隊
員
が
南
ス
ー
ダ
ン
に
送
ら
れ
て
殺
し
殺
さ
れ
る
関
係
が
作

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
と
ん
で
も
な
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
南
ス
ー
ダ
ン
は
非
常
に
危
険
な
地
域
に
な
っ

て
い
ま
す
。
七
月
に
は
首
都
ジ
ュ
バ
で
政
府
軍
と
反
政
府
軍
の
戦

闘
が
あ
っ
て
、
二
七
○
人
以
上
の
市
民
や
P
K
O
隊
員
が
亡
く

な
っ
た
り
、
十
月
に
は
首
都
か
ら
六
百
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も

数
十
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
新
安
保
法
案
に
反
対
す
る
た
め
に
、
マ
マ
の
会
や
学
生
、

大
学
人
、
宗
教
家
な
ど
沢
山
の
人
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
が
、

や
は
り
戦
争
に
対
す
る
想
像
力
を
持
つ
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。
先
の
戦
争
の
時
、
日
本
本
土
の
市
民
は
、

戦
争
は
兵
隊
さ
ん
が
中
国
や
朝
鮮
に
行
っ
て
や
る
も
の
だ
と
思
っ

て
、
戦
時
中
で
あ
る
こ
と
を
あ
ま
り
実
感
し
な
か
っ
た
面
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
本
土
空
襲
が
あ
っ
て
、
爆
弾
が
落
ち

て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
日
本
は
と
ん
で
も
な
い
戦
争
を

し
て
い
た
ん
だ
っ
て
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
今
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
自
衛
隊
員
は
派
遣
さ
れ
て
い
く
け
ど
も
、

我
々
に
は
関
係
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
問

わ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
自
衛
隊
員
は
、
日
本
の
防
衛

の
た
め
に
は
危
険
を
顧
み
な
い
と
い
う
誓
約
を
し
て
い
ま
す
。
だ

け
ど
、
他
国
に
行
っ
て
、
日
本
と
直
接
に
は
関
係
の
な
い
任
務
に

就
く
こ
と
に
ま
で
は
誓
約
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。「
積
極
的
平

和
主
義
で
武
力
行
使
を
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
言
っ
て
ま
す
が
、

武
力
行
使
に
よ
っ
て
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

し
、
テ
ロ
を
防
ぐ
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
質
問
▼
今
の
日
本
国
憲
法
の
キ
モ
って
ど
こ
でし
ょ
う
？

玉
木
／
憲
法
で
ど
の
条
文
が
い
ち
ば
ん
大
切
だ
と
思
わ
れ
ま
す
？

第
九
条
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
ど
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
絶
対
に
戦
争
し
な
い
ん
だ
っ
て
い
う
憲
法
九
条
は
非

常
に
重
要
な
ん
で
す
が
、
私
た
ち
は
九
条
の
た
め
に
生
き
て
い
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
平
和
で
幸
せ
に
、
ひ
と
り
ひ
と

り
が
大
切
に
さ
れ
る
世
の
中
、
社
会
で
暮
ら
し
た
い
っ
て
い
う
欲

求
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
誰
に
と
っ
て
も
か
け
が
え
の
な
い一

度
き
り
の
人
生
を
戦
争
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
り
、
人
権
侵
害
に

よ
っ
て
傷
つ
い
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
幸
せ
に
暮
ら
し
た

いっ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
。そ
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
が
、

憲
法
第
十
三
条
、
幸
福
追
求
権
の
規
定
な
ん
で
す
ね
。
あ
ら
ゆ

る
人
権
の
お
お
も
と
に
な
る
規
定
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と

り
ひ
と
り
が
大
切
に
生
き
ら
れ
る
た
め
に
は
平
和
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
平
和
な
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
と
い

う
と
こ
ろ
で
、
憲
法
九
条
の
平
和
主
義
、
戦
争
の
放
棄
っ
て
い
う

こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
。

あ
ま
い
ろ
／
玉
木
さ
ん
は
、
中
学
校
や
高
校
に
出
張
授
業
に
も

行
か
れ
て
、
憲
法
の
お
話
を
さ
れ
た
り
し
て
る
ん
で
す
よ
ね
。

玉
木
／
今
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
「
出
張
授
業
」
と
い
う
制

度
を
設
け
て
い
て
、
滋
賀
弁
護
士
会
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
学
校
か
ら
授
業
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
弁
護
士
会
が
弁
護

士
を
派
遣
す
る
ん
で
す
。
憲
法
の
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す

が
、
生
徒
さ
ん
た
ち
は
わ
り
と
し
っ
か
り
聞
い
て
く
れ
ま
す
よ
。

　
た
だ
、
学
校
教
育
に
お
い
て
憲
法
の
こ
と
を
し
っ
か
り
教
え
て

い
る
か
と
い
う
と
、
現
状
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
公
務
員

は
、
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
学
校
の
先

生
も
当
然
、
憲
法
を
大
切
に
し
て
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
な
い
と
い

け
な
い
。
で
も
今
、
憲
法
を
し
っ
か
り
教
え
よ
う
と
す
る
と
、「
そ

う
い
う
政
治
的
な
教
育
は
す
る
な
」
と
い
う
圧
力
が
か
か
っ
て
や

り
づ
ら
い
、
と
い
う
先
生
の
声
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
質
問
▼
わ
た
し
た
ち
に
何
が
で
き
ま
す
か
？

玉
木
／
私
は
、憲
法
第
十
二
条
の
規
定
が
非
常
に
大
切
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
さ
え
あ
れ
ば
、
平
和
や
人
権
が
守
ら

れ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、憲
法
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
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
」
ぼ

さ
ー
っ
と
し
て
い
て
、
国
民
の
権
利
や
自
由
が
守
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
ん
で
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
、
憲
法
自
身
が
言
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。

　
沖
縄
の
伊
江
島
で
、
米
軍
基
地
の
反
対
闘
争
を
し
た
阿
波
根

昌
鴻
さ
ん
と
い
う
方
が
、「
平
和
の
敵
は
無
関
心
だ
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
街
頭
で
ビ
ラ
を
配
っ
て
い
て
も
素
通
り
す
る
人
が
多
い

と
い
う
の
も
事
実
で
す
け
れ
ど
も
、
ひ
と
り
で
も
関
心
を
持
つ
人

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
、
平
和
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
主
権
者
と
し
て
、
国
民
主

権
の
担
い
手
と
し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
考
え
て
行
動
し
て
い
く

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
ま
い
ろ
／
政
府
は
、
平
和
の
た
め
に
、
み
ん
な
の
た
め
に
、
豊

か
に
な
る
た
め
に
、「一人一人
の
市
民
が
賢
く
強
く
な
る
よ
う
に
」

と
は
言
わ
ず
、「
我
々
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
て
、
み
ん
な

を
平
和
に
し
て
い
く
ん
だ
」
と
言
っ
て
市
民
の
安
心
感
を
得
よ
う

と
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
こ
を
ど
う
見
破
っ
た
ら
い
い

の
で
し
ょ
う
。「
こ
れ
ホ
ン
マ
か
な
？
」っ
て
疑
う
感
性
が
い
る
な
っ

て
感
じ
て
る
ん
で
す
が
。

玉
木
／
今
の
安
倍
政
権
に
関
し
て
い
う
と
、
例
え
ば
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
誘
致
す
る
際
に
、「
福
島
原
子
力
発
電
所
汚
染
水
の
影

響
は
完
全
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
」
と
、
国
際
的
な
大
嘘
を
つ

き
ま
し
た
ね
。
新
安
保
法
制
を
作
る
時
に
も
、
ア
メ
リ
カ
艦
戦

に
戦
地
か
ら
救
出
し
た
日
本
の
民
間
人
が
保
護
さ
れ
て
輸
送
さ

れ
て
い
る
、
そ
の
戦
艦
を
自
衛
隊
が
保
護
し
な
く
て
ど
う
す
る
っ

て
や
り
ま
し
た
よ
ね
。
で
も
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
日
本
の
民
間

人
を
ア
メ
リ
カ
艦
戦
が
保
護
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
機
雷
除
去
も
、
最
初
の

内
は
新
安
保
法
制
を
適
用
す
る
唯
一の
例
と
言
っ
て
い
た
の
が
、

い
つ
の
間
に
か
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
憲
法
学
者
、

全
国
の
弁
護
士
会
、
元
最
高
裁
長
官
、
元
最
高
裁
判
事
、
元
内

閣
法
制
局
長
官
ら
も
憲
法
違
反
だ
と
言
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
、
な
ぜ
違
反
は
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
ま
と
も
に
説
明

し
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
こ
ら
へん
の
と
こ
ろ
を
、
し
っ
か
り
見
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
を
、「
企
業
が
世
界
で
い
ち
ば
ん
活
躍
し
や
す
い
国
に
」
っ

て
言
っ
て
る
ん
で
す
。
新
自
由
主
義
の
経
済
活
動
を
重
視
す
る
と

言
っ
て
い
る
中
で
、
労
働
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
は
ひ
ど
い
も

の
に
な
っ
て
る
け
ど
、「
女
性
の
活
躍
」
だ
と
か
「
非
正
規
雇
用

と
い
う
言
葉
を
な
く
す
」、
と
、
聞
き
心
地
の
い
い
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
ぶ
ち
上
げ
て
い
く
。
実
際
の
政
策
は
、
非
正
規
雇
用
を
増
大

さ
せ
て
、
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
も
規
制
す
る
で
は
な
し
に
、
残

業
代
を
払
わ
な
く
て
す
む
よ
う
な
法
案
を
認
め
て
い
く
と
い
う
方

向
性
が
あ
る
。
今
、
マ
ス
コ
ミ
も
ま
と
も
に
検
証
す
る
よ
う
な
報

道
を
し
ま
せ
ん
か
ら
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
け
聞
い
た
市
民
は
、「
何

か
し
ら
い
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
な
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
が
、
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
女
性
が
活
躍
す

る
よ
う
に
し
て
く
れ
て
る
の
？
本
当
に
長
時
間
労
働
な
く
す
た
め

の
政
策
を
し
て
く
れ
て
る
の
？
と
、
市
民
の
側
で
ち
ゃ
ん
と
追
求

し
て
い
く
こ
と
が
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

あ
ま
い
ろ
／
心
地
い
い
言
葉
の
雰
囲
気
の
中
で
、
憲
法
が
変
わ
る

こ
と
と
、
そ
の
現
実
に
起
き
て
く
る
こ
と
と
が
な
か
な
か
結
び
つ

か
な
い
。「
じ
ゃ
あ
憲
法
変
わ
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
？
」「
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
戦
争
に
ま
で
な
ら
へん
や
ろ
」
と
い
う
の
が
、
き
っ

と
多
く
の
人
た
ち
の
実
感
で
す
よ
ね
。
そ
こ
を一歩
踏
み
込
ん
で
、

本
当
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
政
策
が
私
た
ち
の

暮
ら
し
に
お
い
て
役
に
立
つ
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ

か
り
知
っ
て
い
か
な
き
ゃ
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

　
い
っ
ぺん
に
は
何
も
か
も
分
か
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
け
ど
、

憲
法
は
権
力
者
を
縛
る
た
め
の
も
の
だ
っ
て
こ
と
を
押
さ
え
る
と

い
う
こ
と
や
、
自
分
た
ち
の
頭
で
し
っ
か
り
考
え
て
判
断
す
る
こ

と
を
模
索
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
っ
て
こ
と
を
教
え
て
い

た
だ
く
の
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
こ
の
憲
法
カ
フ
ェ
の
全
容
は
、
市
民
ラ
ジ
オ
「
あ

ま
い
ろ
チ
ャン
ネ
ル
」
で
お
聞
き
い
た
だ
け
ま
す
。
奥
付
参
照
）

あ
ま
い
ろ
探
偵
団
、
今
回
は
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
＆
つ
な
が
る

マ
ー
ケ
ッ
トin

三
井
寺
に
や
って
き
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な

人
の
知
恵
や
経
験
を
語
り
合
い
聞
き
合
い
で
き
る
場
「
野

外
寺
子
屋
」
に
て
、今
日
は
『
憲
法
カ
フ
ェ
』
を
開
催
し
、

自
由
法
曹
団
滋
賀
支
部
の
玉
木
昌
美
弁
護
士
さ
ん
に
、
今

な
ぜ
憲
法
を
大
事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
か
？
憲
法
と

は
そ
も
そ
も
な
に
？
と
、
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
し
ま
し
た
。


