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等憲
法
施
行
６
１
周

年
１
２
０
０
８
年
５
月

の
憲
法
月
間
を
私
た
ち

は
、
「自
衛
隊
の
イ
ラ
ク

派
兵
は
違
憲
」
判
決
や

「
９
条
改
憲
ノ
ー
」
の
世

論
調
査
結
果
に
大
き
く

励
ま
さ
れ
る
な
か
で
迎

え
ま
し
た

日
比
谷
で
の

５
・
３
集
会
で
は
「憲
法

を
現
実
に
生
か
し
、
戦

争
を
な
く
し
貧
困
を
な

く
す
」
運
動
の
大
切
さ
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
新
憲
法
制
定

議
員
同
盟
は
民
主
党
幹

部
も
加
わ
っ
た
新
役
員

体
制
を
発
足
さ
せ
、
憲

法
審
査
会
の
始
動
、
海
外

派
兵
恒
久
法
つ
く
り
を

は
か
つ
て
い
ま
す
。

自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
兵
は

違
憲

口違
法
判
決
が
確
定

名
古
屋
高
裁
が
４
月
１
７
日
に
下
し

た
、
「自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
兵
は
違
憲
・違

法
」
の
判
決
は
、
５
月
２
日
に
確
定
し
ま
し

た
。
判
決
は
、
「バ
グ
ダ
ッ
ド
は
戦
闘
地
域
」

で
あ
り
、
武
装
兵
員
輸
送
は
「武
力
行
使
と

一
体
」
と
し
て
断
罪
し
て
い
ま
す
。

高
裁
判
決
は
ま
た
、
「平
和
的
生
存
権
」

に
つ
い
て
画
期
的
な
見
解
を
示
し
ま
し
た
。

「平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

違
憲
判
決
を
う
け
て

‥
・

判
決
を
う
け
て
、
福
田
首
相
は

「傍
論
で
し
ょ
つ
」
と
答
え
、
高
村
外

相
は
「大
臣
を
や
め
て
暇
で
も
で
き

た
ら
（判
決
文
を
）読
む
」
と
い
い
ま

し
た
。
航
空
幕
僚
長
は
「そ
ん
な
の

関
係
ね
え
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

る
」
と
明
記
し
た
憲
法
前
文
、
戦
争
放
棄
と

戦
力
不
保
持
を
決
め
た
９
条
、
幸
福
追
求

権
を
保
障
し
た
１
３
条
を
ひ
い
て
、
平
和

的
生
存
権
は
「す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
基

礎
に
あ
る
基
底
的
な
権
利
」
で
あ
り
、
「憲

法
の
基
本
的
精
神
や
理
念
を
表
明
し
た
も

の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具
体
的
権
利
」
と
し

て
、
国
民
に
た
い
し
て
具
体
的
に
保
障
す
べ

き
権
利
と
認
定
し
ま
し
た
。

東
大
和
９
条
の
会
は
、
一
橋
大
学
教
授
ｏ

渡
辺
治
さ
ん
（九
条
の
会
事
務
局
）
を
招
き

公
開
講
座
を
ひ
ら
き
ま
す
。
演
題
は
「ポ
ス

ト
安
倍
政
権
で
改
憲
は
ど
う
な
る
？
」。

▽
５
月
１
８
日
（
日
）午
後
１
時
３
０
分

か
ら
、
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
。
無
料
パ
渡
辺

さ
ん
の
講
演
は
映
画
の
前
で
す
）

新
テ
ロ
特
措
法
の
期
限
が
き
れ
る
来
年
一

１
月
に
む
け
た
、
派
兵
恒
久
法
の
策
動
を

し
っ
か
り
み
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。
こ
ぞ
っ

て
参
加
さ
れ
ま
す
よ
う
、
い
」案
内
申
し
上

げ
ま
す
。
（手
話
通
訳
も
用
意
し
ま
す
）
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ポ
ス
ト
安
倍
政
権
で
改
憲
は
ど
う
な
る
？

一
橋
大
学
教
授

渡
辺

治
さ
ん
が
講
演

18日 に

公開講座
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日
本
に
住
む
中
国
人
監

督
が
Ю
年
か
け
て
撮
っ
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を

巡
っ
て
、
一
部
の
国
会
議
員

が
事
前
の
試
写
を
要
求

す
る
な
ど
の
動
き
が
あ
つ

た

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
各

地
の
映
画
館
が
近
隣
に
迷

惑
が
か
か
る
ご
」と
を
理
由

に
相
次
い
で
上
映
中
止
を

決
め
た

こ
れ
に
対
し
、
ｏ会
ア
イ
ア

関
係
者
や
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
等
が
響
口論
の
自
由
が
保

障
さ
れ
て
い
る
憲
法
の
下
で

は
と
ん
で
も
な
い
話
」
と
猛

反
発
、
迷
惑
の
理
由
に
さ
れ

た
右
翼
が
試
写
を
観
く

と

い
う
現
象
が
起
き
た
。
そ
の

一記
録
映
画

「
靖
国
」
を
巡
っ
て

結
果
、全
く
論
評
を
加
え
ず

淡
々
と
進
む
映
像
に
、
右
翼

す
ら
、
判
断
す
る
の
は
観
客

個
々
人
だ
、
と
い
つ
感
想
が

出
たそ

の
後
、上
映
す
る
こ
と

に
し
た
映
画
館
が
多
く
な
っ

て
き
た
。
映
画
館
の
ポ
リ

シ
ー
の
な
さ
に
が
っ
か
り
す

る
が
、
力
に
よ
っ
て
反
対
意

見
を
封
じ
込
め
る
や
り
方

が
台
頭
し
て
き
て
い
う
）恐

怖
感
で

長
い
も
の
に
す

ぐ
に
巻
か
れ
て
し
ま
う

気
概
の
な
い
風
潮
が
、

人
々
を
誘
導
し
て
い
く
こ
と

に
、
敏
感
で
な
く
て
は
い
け

な
い
、
と
痛
感
し
た
。

（中
央
・花
山
由
美
こ

Ｎ
Ｐ

Ｏ
生
活
自
立
サ
ポ
ー

ト
セ

ン
タ
ー

「
も
ゃ

い

」

痺

袢

さ
ん

の
話

な

立
川
市
で
４
月
２
５

日
、
「
２
０
０
８
三
多
摩

憲
法
の
つ
ど
い
　
あ
な
た

に
は
貧
困
が
見
え
ま
す

か
？
」
が
ひ
ら
か
れ
、
「も

や
い
」
事
務
局
長
の
湯
浅

誠
さ
ん
が
講
遠

憲
法
に

つ
い
て
の
発
言
部
分
（要

一こ
を
紹
介
し
ま
す
。

憲
法
の
問
題
と
い
つ
と

主
に
９
条
が
テ
ー
マ
に
な
っ

て
き
た
。
た
ぐ
い
ま
れ
な
い

戦
争
体
験
、
被
爆
体
験
を

持
つ
日
本
で
は
当
然
だ
ろ

，２

他
方
、
貧
困
の
問
題
は

長
く
忘
れ
ら
れ
、
９
条
と

２
５
条
が
セ
ッ
ト
で
考
え

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
飢
餓
と
戦
争
、
貧
困
と

戦
争
は
常
に
セ
ツ
ト
だ

貧

困
が
物
質
的
に
戦
争
を
用

意
し
て
い
く
。

堤
未
果
さ
ん
が
『
ル
ポ

貧
困
大
国
ア
メ
リ
カ
』

で
い
つ
て
い
る
が
、
若
者
を

軍
隊
に
や
る
の
に
軍
国
主

義
教
育
は
い
ら
な
唆

貧
困

が
軍
に
入
隊
さ
せ
る
。
軍

隊
に
い
け
ば
、
さ
ま
ざ
ま

が
保
障
さ
れ
技
術
も
身
に

つ
け
ら
れ
る
。
日
本
で
も

同
じ
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

実
際
、
私
の
と
こ
ろ
に
も
自

衛
隊
の
募
集
官
が
連
絡
を

と
つ
て
く
る
．

１
８
～
１
９
歳
の
人
が

コ
ン
ビ
ニ
で
し
か
働
け
な
く

て
、
レ
ジ
う
ち
で
何
年
が

ん
ば
っ
て
も
時
給
５
０
円

上
が
る
か
ど
う
か
。
「資
格

を
得
た
い
か
ら
自
衛
隊
に

で
も
」
と
い
つ
問
い
に
、
な

ん
と
答
え
た
ら
い
い
だ
ろ

う
か
。

ア
メ
リ
カ
を
反
面
教
師

に
、
「貧
困
の
あ
る
社
会
は

戦
争
に
対
し
て
抵
抗
力
が

弱
い
」
と
い
つ
問
題
の
立
て

方
が
で
き
る
か
、
が
問
わ

れ
て
い
る
と
思
う
。

今
夜
は
ど
こ
で
寝
よ
う

か
、
余
裕
の
な
い
若
者
た

ち
が
コ
」ん
ど
の
日
曜
日
、

憲
法
改
正
の
国
民
投
票
だ

か
ら
」
と
い
つ
て
投
票
に
い

く
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
人

が
戦
争
を
し
よ
う
と
思
わ

な
く
て
も
結
果
は
そ
う
い

う
ふ
う
に
出
て
し
ま
う
。

９
条
と
２
５
条
を
常
に

セ
ツ
ト
に
し
て
考
え
て
い
こ

う
と
提
起
し
た
い
。

２

５

条

と

９

条

と

立
野
・山
田
　
規
子

３
人
に
１
人
は
派
遣
労

働
、
あ
っ
と
い
つ
間
に
日
本

も
貧
困
大
国
。
生
存
権
を

う
た
う
憲
法
２
５
条
と
合

わ
せ
て
、
９
条
に
取
り
組
み

た
い
。

ひ
ミ
ら
ぐ
責
任

仲
原
・平
田
香
代
子

戦
後
、
平
和
憲
法
が
制

定
さ
れ
て
半
世
紀
。
気
が
つ

く
と
、
い
つ
の
間
に
か
自
衛

隊
は
当
た
り
前
の
よ
う
に

海
外
派
兵
、
防
衛
庁
は
防

衛
省
に
昇
格
し
国
民
の

前
に
存
在
感
を
増
し
て

き
ま
し
た
。
今
こ
そ
世
界

に
誇
れ
る
九
条
を
守
り
、

次
の
世
代
へ
つ
ぐ
責
任
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

背

筋

が

ゾ

ー

ッ

狭
山
・湯
浅
　
尚
子

映
画

「
シ
ツ
ご

を
み

て
、
背
筋
が
ゾ
ー
ッ
と
し

た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
い
い

な
り
。
日
本
の
こ
れ
か
ら

を
見
た
思
い
が
し
た
。
軍

備
に
金
が
か
か
り
私
た
ち

の
生
活
は
ま
す
ま
す
苦
し

く
な
り
、
生
活
権
が
奪
わ

れ
る
。
日
本
は
唯

一
の
被

爆
国
。
全
員
で
９
条
を
守

り
、
世
界
に
向
か
っ
て
「軍

備
費
を
減
ら
そ
う
」
の
輪

を
広
げ
た
い
。
日
本
が
や

ら
な
き
や
ど
こ
が
や
る
。

憲
法
亀
念
日
に
寄
せ
て

狭
山
・秋
山
　
公
代

七
二
一部
嫁
で
何
を
し
た
の
か
恙
れ
し
や

鬼
よ
り
酷
い
人
の
組
を

・戦
と
は
鬼
に
な
る
こ
と
と
知
る
我
ら

百
ま
で
生
き
て
９
条
守
る
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清水神社

清
水
神
社
に
は
子
ど
も

達
に
人
気
の
大
太
鼓
が
あ

り
ま
す
。
　

，）の
太
鼓
は
昭

和
二
十
二
年
■

九
四
七
）

に
境
内
に
あ
つ
た
大
木
を
売

却
し
た
代
金
を
も
と
に
、
住

民
の
総
意
で
作
ら
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
大
鼓
に
は

「憲
法
発
布
記
念

昭
和
二

十
二
年
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。

戦
中
、

こ
の
神

社

の
社

頭
か
ら

も
多

く

の
人

が

出
征
し
、
少
な
か
ら
ぬ
人
が

生
き
て
帰
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
争
が
終
わ
り
、
平
和

が
も
ど
り
、
お
祭
り
も
で
き

る
世
の
中
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
三
度
と
戦
争
を
し

な
い
と
誓
つ
て
「新
し
い
憲

法
」
が
で
き
ま
し
た
。

多
く
の
人
が
「平
和
な
世

の
中
が
続
く
よ
う
」
願
っ
て

大
太
鼓
に
「憲
法
発
布
」

と
刻
ん
だ
の
で
し
よ

う
。
新
し
い
憲
法
が

で
き
た
こ
と
を
本
当

に
喜
ん
で
い
た
こ
と

が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。平

和
で
あ
っ
て
こ

そ
、
お
祭
り
も
で
き

る
の
で
す
。
お
祭
り

大
好
き
人
間
の
私
も

戦
争

に
は
反
対
で

ｔ

（清
水
・原
万
次
）

●
読
売
新
聞
調
査

４
月
８
日
付
読
売
新
聞

は
、
「憲
法
」
に
関
す
る
連
続

世
論
調
査
の
結
果
を
発
表

し
ま
し
た
。
３
点
が
注
目
さ

れ
ま
す
。

①

「改
正
し
な
い
方
が
い

い
」が
４
３
ｏ
ｌ
％
で
、
「改
正

す
る
方
が
よ
い
」
は
４
２
・

５
％
で
し
た
。
改
憲
反
対
が

賛
成
を
上
回
っ
た
の
は
、
１

５
年
ぶ
り
で
す
。

②

改

憲

反
対

理
由

の

ト
ッ
プ
は
「世
界
に
誇
る
平

和
憲
法
だ
か
ら
」
が
５
２
ｏ

５
％
、
つ
い
で
「基
本
的
人

権
、
民
主
主
義
が
保
障
さ

れ
て
い
る
」
が
２
６
・
６
％
。

③
９
条
に
つ
い
て
は
改
正

反
対
が
６
０
ｏ
ｌ
％
と
賛

成
３
０
ｏ
７
％
の
２
倍
に
の

ぼ
っ
た
の
も
特
筆
す
べ
き

こ
と
で
す
。

●
朝

日
新
聞
調
査

朝
日
新
聞
が
５
月
３
日

に
発
表
し
た
世
論
調
査
で

もヽ
、
憲
法
９
条
を
「変
え
な

い
方
が
よ
い
」
が
６
６
％
添＼

「変
え
る
方
が
よ
い
」
の
２

３
％
を
大
き
く
上
回
り
ま

し
た
。
昨
年
の
同
調
査
で
は

４
９
％
、
３
３
％
で
あ
つ
た

も
の
が
、
今
回
そ
の
差
が
大

き
く
広
が
っ
た
結
果
に
つ
い

て
同
紙
は
鋼
９
条
を
変
え

な
い
』
世
論
が
戻
る
」
と
し

て
い
ま
す
。

国
民
世
論
の
前
向
き
の

変
化
は
、
２
０
０
４
年
か
ら

始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
年

６
月
に
「
９
条
の
会
」
が
結

成
さ
れ
、
年
々
草
の
根
の
会

を
増
や
し
、
７
０
０
０
を
こ

え
る
と
こ
ろ
ま
で
成
長
し

た
こ
と
が
国
民
世
論
に
変

化
を
つ
く
り
だ
し
た
と
い
え

・る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
世
論
調
査
の
結

果
は
、
私
た
ち
を
大
い
に
励

ま
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
世
論
に
応
え
て
、
東

大
和
で
も
賛
同
者
を
さ
ら

に
広
め
る
こ
と
に
力
を
注

ギ
■
ド
も
の
で
す
。

憲法改定への賛否と「9条の会」結成数

９
条
の
会
の
数

改憲反対15年

改憲賛成を上
渕
』

05060708(年 ) 九条の会4年 世論に大きな変化

Ю

∞

５０

４０

３０

２０

Ю

０
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＊
地
ｏ域
・発
＊

一互
―
ス
レ
タ
上
創
刊

湖
畔
口狭
山
９
Ｌ
Ｏ
Ｖ

Ｅ
は
設
立
以
来
の
念
願

だ
っ
た
一三
―
ス
レ
タ
ー
を

創
刊
し
ま
し
た
。

今
年
２
月
に
地
域
で

ポ
ス
タ
ー
と
し
て
張
り
出

さ
れ
、
３
月
か
ら
は
「東

大
和
９
条
の
会
」
の
街
頭

宣
伝
で
も
活
用
さ
れ
て
い

る
写
真
と
詩
を
組
み
合

わ
せ
た
作
品
が
表
紙
で

す
。
写
真
家
の
娘
さ
ん
を

も
つ
Ｋ
さ
ん
か
ら
提
供
さ

れ
た
の
を
き
つ
か
け
に

一

気
に
構
想
が
ま
と
ま
っ
た

も
の
で
す
。

Ｇ
Ｗ
賛
同
者
増
や
し

南
街
・立
野
・中
央
９

条
の
会
で
は
昨
年
の
南
街

公
民
館
ま
つ
り
に
参
加

し
て
以
来
、
活
動
し
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
、

賛
同
者
を
広
め
る
活
動

を
５
月
３
日
と
６
日
に

行
い
、
２
１
人
の
賛
同
者

を
増
や
し
ま
し
た
。
行
動

で
感
じ
た
の
は
、
「『
９
条

の
△
こ
は
知
ら
れ
て
い
な

い
」
と
い
つ
こ
と
、
「賛
同

者
に
な
っ
て
く
れ
る
人

は
、
ま
だ
ま
だ
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

公
民
館
ま
つ
リ
デ
ビ
ュ
ー

芋
窪
口蔵
敷
去
ホ
良
橋

九
条
の
会
（仮
）
は
、
３
月

２
９
日
に
準
備
会
を
立

ち
上
げ
次
の
二
つ
を
す
す

め
て
い
ま
す
。

①
、
５
月
２
４
～
２
５

日
の
蔵
敷
公
民
館
ま
つ
り

に
展
示
参
加
す
る
準
備
。

テ
ー
マ
は
、
五
日
市
憲
法

草
案
と
東
大
和
の
自
由

民
権
運
動
概
観
で
す
。

②
、
九
条
の
会
結
成
会

の
準
備

（
６
月
２
９
日
、

奈
良
橋
市
民
セ
ン
タ
ー
）。

地
域
内
に
は
８
０
人
の

賛
同
者
が
い
ま
す
。
九
条

で
つ
な
が
つ
て
い
る

一
人

一
人

を
大

切
に

し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を

模
索
中
で
す
。

「日
７

了
ン
ン
物
語
」

す
ご
い
舞
台
で
す

５
歳
か
ら
年
配
の
方

ま
で
本
当
に
す
ば
ら
し

く
、
伝
え
た
い
思
い
が
表

現
さ
れ
鳥
肌
物
の
舞
台

で
す
。

昨
夏
の
原
水
禁
世
界

大
会
に
東
大
和
か
ら
参

加
の
高
校
生
代
表
だ
っ
た

森
田
沙
緒
里
さ
ん
も
出

冶
場
前
の
方
で
歌
い
踊
っ
て

い
ま
す
。

会
場
を
い
つ
ぱ
い
に
し

て
、
平
和
へ
の
思
い
を
み
ん

な
で
共
有
で
き
た
ら
と

思
い
ま
ｔ

ぜ
ひ
、
い
二

緒

し
ま
し
ま
乳◇

立
川
市
市
民
会
館
で

の
公
演
が
最
後
で
、
２
４

日
（土
）
午
後
６
時
～
、
２

５
日
（日
）午
後
２
時
～
。

一
般
＝
２
５
０
０
円
、
高

大
生
＝
２
０
０
０
円
、
中

学
生
以
下
ｏ障
が
い
者
＝

１
５
０
０
円
。

チ
ケ
ッ
ト
　
９
条
の
会

で
は
南
街
の
藤
田
さ
ん

が
担
当
し
て
い
ま
す
（電

話
５
６
５
ｏ
０
４
９
５
）。

千
葉
卓
二
郎
の
年
表
で

は

「明
治
１
４
年
（１
８
８

１
）
１
～
６
月
？
五
日
市

憲
法
草
案
起
草
。
６
月
五

日
市
を
去
り
、
奈
良
橋
村

に
住
む
」と
あ
り
ま
す
。

Ｆ書
讐
鼎
私
の
疑
間
は
千

葉
が
ど
う
い
つ
目
的
と
伝

で
奈
良
橋
村
の
鎌
田
家
に

来
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

そ
れ
に
応
え
る
情
報
が

南
街
の
Ｋ
さ
ん
か
ら
寄
せ

ら
れ
、
五
日
市
に
住
む
人

達
か
ら
お
話
を
聞
け
ま
し

み嶋

一
人
は
、
鎌
田
喜
二
郎

氏
の
三
男
弥
十
氏
（後
に

岸
忠
左
衛
門
と
名
乗
る
）

の
孫
、
石
井
道
郎
氏
。
氏

は

著
書
『
戸
倉
物
語
』
で
、

「五
日
市
憲
法
草
案
の
最

後
の
仕
上
げ
地
は
北
多
摩

（お
そ
ら
く
は
狭
山
村
円

乗
院
）
で
は
な
い
か
と
考
え

る
よ
う
に
な
つ
た
」
と
述
ベ

て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は

「草
案
の

仕
上
げ
と
言
う
精
神
の
集

中
を
必
要
と
す
る
仕
事
は

小
学
校
教
員
の
片
手
間
仕

事
で
到
底
出
来
ず
、
卓
三

郎
は
そ
の
煩
わ
し
さ
を
避

教
師
で
も
や
っ
た
ら
―
”

と
鎌
田
屋
の
主
人
が
斡
旋

し
た
と
し
て
も
自
然
な
な

り
ゆ
き
で
は
な
い
か
。
住
居

は
奈
良
橋
鎌
田
家
か
ら
ほ

ど
遠
く
な
い
狭
山
村
の
円

乗
院
の
離
れ
（深
沢
権
人

宛
書
簡
）
で
、
シ
ョ
」な
ら
上

京
す
る
の
も
便
利
だ
、
収

入
は
減
っ
て
も
、
と
り
あ
え

ず
糊
口
を
し
の
げ
ば
よ
唆

何
よ
り
著
述
に
集
中
で
き

る
。
・
‥
と
い
つ
の
が
私
の

判
断
で
あ
る
」。

も
う

一
人
は
、
五
日
市

町
在
住
の
Ｋ
氏
〓
奈
良
橋

の
鎌
田
家
が
本
家
で
す
。

お
じ
い
さ
ん
が
、
千
葉
卓

二
郎
の
世
話
を
し
た
と
よ

く
言
っ
て
い
ま
し
た
。
具
体

的
に
は
判
り
ま
せ
ん
が
、

警
察
も
近
く
に
あ
り
ま
し

た
か
ら
何
か
と
う
る
さ

か
つ
た
よ
う
で
す
」
と
石

井
氏
の
判
断
を
裏
づ
け

る
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

（つ
づ
く
）

蔵敷 鳥谷 靖

３
番
地
は
鎌
田
屋
（現
存

す
る
）と
呼
ば
れ
る
家
で
、

フあ
家
の
本
家
は
奈
良
橋

村
の
豪
農
で
あ
る
。
“
先

生
、
う
ち
の
本
家
に
は
年

第２回
なぜ奈良橋村
へ　
噸̈
錫脚野針［

キ
☆
け
る
た

一
め
、
五

一

日
市
を

一
離
れ
た

一
と
推
測

一
さ
れ
る

一
か
ら
で

一
あ

る
。

一
彼
の
五

一
日
市
の

一
住
居
は

一
五
日
市

，

一

町
３
２

一
番

地

、

☆
崚
隣
家
３
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