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8
月

27
日
、
清
水
沢
公

民
館
に
お
い
て
、
ゆ
う
ば

り
女
性

9

条
の
会
が
主

催
す
る
「
憲
法
学
習
会
」

が
開
催
さ
れ
、
和
光
大
学

教
授
で
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス

ト
の
竹
信
美

恵
子
さ
ん

が
講
演
し
ま
し
た
。 

♦ 
 

♦ 
 

♦ 

世

話

人

代

表

の

下

向

恵
子
さ
ん
が
「
戦
後

69
年

の
今
年
、
広
島
の
原
爆
死

没
者
慰
霊
碑
に
『
安
ら
か

に
眠
っ
て
く
だ
さ
い
。
過

ち
は
繰
り
返

し
ま
せ
ぬ

か
ら
』
と
刻
ま
れ
た
こ
と

ば
を
あ
ら
た
め
て
考
え
、

さ
ら
に
安
倍

政
権
の
暴

挙
に
よ
る
『
戦
争
す
る
国

づ
く
り
』
が
進
行
す
る
中

で
、
憲
法
と
は
何
か
、
憲

法

9

条
の
指
し
示
す
も

の
は
何
か
を

学
習
し
ま

し
ょ
う
」
と
挨
拶
し
ま
し

た
。 夕

張
の
現
状 

25
条
の
生
存
権 

「

9

条
と
生
存
権
の
密

接
な
関
係
」
と
題
し
て
講

演
し
た
竹
信
さ
ん
は
、
夕

張
の
現
状
を

憲
法
の
条

文
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
25

条
の
生
存
権

の
問
題
と

し
て
と
ら
え

る
こ
と
の

必
要
性
を
指
摘
。 

さ
ら
に
、
「
今
日
の
安

倍
政
権
に
よ
る
『
戦
争
す

る
国
づ
く
り
』
が
憲
法

9

条

を

破

壊

す

る

ば

か

り

で

は
な
く
、

25

条

も

含

め

た

憲

法

全

体

を

破
壊
し
、
『
健

康

で

文

化

的

な

生

活

』

の

す

べ

て

を

葬

り

去

る

結

果

を

招

く

」

と

そ

の

危

機

的

状

況

を

強

調

し
ま
し
た
。 

 
 

 

憲
法
は
権
力
を
規

制
す
る
も
の 

憲

法

の

始

ま

り

に

つ

い
て
、
17
世
紀
の
『
英
国

の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
』
・

18

世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
『
人

権
宣
言
』
を
引
き
合
い
に
、

当
時
の
王
制

が
横
暴
極

ま
る
中
で
、
そ
れ
を
押
さ

え
る
た
め
の

方
策
で
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
、
日
本

国
憲
法
も
（
戦
争
へ
と
暴

走
し
た
）
政
府
を
規
制
す

る
も
の
と
し

て
制
定
さ

れ
た
こ
と
、
「
憲
法
は
国

民
が
従
う
も

の
で
は
な

く
、
国
の
権
力
を
規
制
す

る
も
の
」
と
、
改
憲
派
の

主
張
が
い
か

に
不
当
な

も
の
か
を
分

か
り
や
す

く
解
説
し
ま
し
た
。 

 
 

25
条
（
生
存
権
） 

の
重
要
性 

そ
の
う
え
で
、
生
存
権

（
健
康
で
文

化
的
な
生

活
＝
憲
法

25
条
）
が
根
幹

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

平
和
（
９
条
）
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
誰
も
が
平
等

に
選
挙
権
を
持
ち
（

15

条
）
、
男
女
平
等
（

24
条
）

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の

人
権
を
守
る

た
め
に
教

育
を
受
け
る
権
利
（

26
条
）

が
あ
り
、
労
働
者
の
人
権

を
守
る
（

27
条
）
組
合
や

団
体
交
渉
の
権
利
（

28
条
）

が
あ
る
と
、
そ
の
重
要
性

を
力
説
し
ま
し
た
。 

 

戦
争
は
暮
ら
し
の 

す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る 

日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
、

第
一
次
世
界
大
戦
、
そ
の

後
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、

太
平
洋
戦
争
へ
。
戦
争
遂

行
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
犠
牲

に
す
る
体

制
＝
教
育
を

受
け
る
権

利
も
男
女
平

等
も
勤
労

の
権
利
も
な
し
。
女
性
が

家
族
福
祉
の
担
い
手
。 

  

雇
用
劣
化
と
夕
張
市

財
政
破
綻
を
結
ぶ
も
の 

 

か
つ
て
は
、
男
性
世
帯

主
と
東
京
に

資
金
を
集

中
し
、
こ
こ
か
ら
税
を
地

方
に
分
配
す

る
こ
と
で

平
準
化
し
て
き
た
。 

 

１
９
９
０

年
代
後
半

か
ら
、
終
身
雇
用
と
家
族

を
支
え
る
賃

金
が
放
棄

さ
れ
、
派
遣
労
働
が
原
則

全
面
解
禁
さ
れ
た
。 

 

２
０
０
２
年
、
地
方
交

付
税
の
削
減
と
『
三
位
一

体
の
改
革
』（
「
国
庫
補
助

負
担
金
の
廃
止
・
縮
減
」

「
税
財
源
の
移
譲
」
「
地

方
交
付
税
の

一
体
的
な

見
直
し
」
）
に
よ
り
、
多

く
の
地
方
自

治
体
が
大

変
な
状
況
に
直
面
す
る
。 

 

な
か
で
も
、
国
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策

の
転
換
に

よ
り
人
口
が
激
減
し
た
、

夕
張
市
が
財
政
破
綻
し
、

巨
額
の
赤
字

を
背
負
わ

さ
れ
た
。
製
造
業
で
も
派

遣
が
解
禁
さ
れ
、
男
性
の

非
正
規
化
が
拡
大
。
実
質

賃
金
が
大
幅
に
下
が
り
、

福
祉
も
教
育

も
予
算
が

削
ら
れ
、
劣
化
し
て
い
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
の
転

換
・
製
造
業
か
ら
の
産
業

転
換
に
も
失

敗
し
た
政

府
の
責
任
は
重
大
。 

  

憲
法
を
本
当
に
守
る

生
存
権
の
立
て
直
し
を 

最
後
に
、
「
安
倍
政
権

の
支
持
率
が

若
者
と
女

性
で
下
が
っ

て
き
た
こ

と
を
取
り
上
げ
、
特
定
秘

密
保
護
法
、
集
団
的
自
衛

権
、
原
発
再
稼
働
と
と
も

に
、
実
質
賃
金
の
目
減
り

な
ど
、
生
存
権
崩
壊
の
強

い
不
安
が
広

が
っ
て
い

る
。
戦
争
放
棄
と
雇
用
劣

化
、
貧
困
、
性
差
別
を
つ

な
げ
た
護
憲
の
活
動
を
」

と
し
め
く
く
り
ま
し
た
。 

♦ 
 

♦ 
 

♦ 

 

参
加
者
の
感
想
か
ら 

○
憲
法
の
九

条
を
軸
に

生
存
権
や
教
育
を
受
け 

る
権
利
、
勤
労
の
権
利
な

ど
と
関
連
付

け
た
お
話

に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。 

○
も
う
一
度
、
今
日
の
話

に
出
た
憲
法

の
条
文
を

読
み
な
お
し
た
い
。 

○
憲
法
成
立

ま
で
の
歴

史
的
な
背
景

や
経
過
を

交
え
て
話
さ
れ
、
戦
後
の

日
本
復
興
を

支
え
て
き

た
こ
と
が
よ

く
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
だ
女
性
を
家

事
労
働
に
追

い
や
っ
た

り
、
男
女
賃
金
格
差
や
女

性
の
社
会
進

出
を
妨
げ

て
い
る
問
題

も
考
え
る

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

○
新
聞
記
者

の
経
験
か

ら
お
話
は
わ

か
り
や
す

く
ち
ょ
う
ど

よ
い
時
間

の
講
演
で
し
た
。 
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「は
た
や
ま
和
也
か
け
あ
る
記
」 

日
本
共
産
党 北

海
道
委
員
会
書
記
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

は
た
や
ま 

和
也 

 

 
 

「
仲
間
よ
、
闘
う
こ
と
を
忘
れ
る
な
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

お
盆
明
け
に
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
被
害
へ
の
救
済
勧
告
が
札
幌

弁
護
士
会
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。
国
鉄
で
働
い
て
い
た
苗
川
清
一

郎
さ
ん
の
申
し
立
て
を
受
け
た
も
の
で
、
三
月
の
舛
甚
秀
男
さ

ん
・
加
藤
哲
夫
さ
ん
に
続
き
三
人
目
と
な
り
ま
し
た
。「
ア
カ
」
の

名
で
職
場
を
追
い
出
さ
れ
、
六
十
四
年
に
わ
た
る
名
誉
回
復
の
た

た
か
い
で
す
。
政
府
は
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
ほ
し
い
。 

 

「
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
被
害
者
の
名
誉
回
復
と
補
償
を
求
め
る
北

海
道
懇
話
会
」
の
総
会
に
参
加
し
、
苫
小
牧
・
王
子
製
紙
労
働
組

合
で
の
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
反
対
の
歴
史
に
つ
い
て
講
演
も
聞
き
ま

し
た
。
犠
牲
と
な
っ
た
仲
間
を
職
場
に
戻
せ
と
組
合
が
一
致
し
て

要
求
し
、
社
宅
の
仕
事
で
す
が
従
業
員
並
の
待
遇
を
約
束
さ
せ
ま

す
。
こ
の
結
果
に
危
機
感
を
抱
い
た
経
済
界
が
介
入
を
強
め
、
組

合
は
百
四
十
五
日
に
わ
た
る
無
期
限
ス
ト
に
突
入
し
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
「
王
子
争
議
」
で
す
。 

 

資
料
を
整
理
さ
れ
た
冊
子
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
争
議
責
任
を

理
由
に
解
雇
さ
れ
た
労
組
委
員
長
が
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
復
職
闘

争
を
ふ
り
か
え
っ
て
書
い
て
い
ま
す
。「
闘
い
の
動
機
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
色
彩
よ
り
、
旧
職
場
の
仲
間
の
窮
状
を
見
か
ね
た
“
素

朴
な
人
情
”
か
ら
で
、
そ
れ
が
百
四
十
五
日
の
闘
い
の
大
き
な
要

因
と
な
っ
て
い
き
ま
す
」
。 

 

無
権
利
状
態
の
職
場
が
、
な
ん
と
今
も
多
い
こ
と
か
。
仲
間

の
苦
し
さ
を
受
け
止
め
る
余
裕
も
な
い
現
状
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
身
近
な
仲
間
を
助
け
ら
れ
ず
、
政
治
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
「
ア
カ
」
と
言
わ
れ
て
も
立
ち
上
が
っ
た
歴
史
か
ら
、

私
も
誠
実
に
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
名
碑
合
同
法
要 

行
な
わ
れ
る 

建
設
一
般
労
組 

夕
張
支
部 

 8
月

28
日
、
全
日
本

建
設
交
運
一
般
労
働
組

合
事
務
所
に
お
い
て
、

第
五
〇
回
目
の
合
同
法

要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。 こ

の
合
同
法
要
は
１

９
６
８
年
に
仲
間
を
偲

ん
で
石
碑
を
建
て
、
毎

年
こ
の
時
期
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
ま
す
。 

今
年
も
新
た
に
１
名

の
方
を
合
祀
し
、
合
計

３
４
２
名
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
中
に
は
市
役

所
か
ら
の
依
頼
で
、
身

寄
り
の
な
い
方
々
の
遺

骨
を
預
か
り
、
納
骨
堂

に
お
さ
め
て
い
る
数
も

多
数
含
ま
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
す
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坑
夫
と
女
工
像 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
で
「
花
子
と
ア
ン
」
が
評
判
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
。
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
、
政
略
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
天

皇
の
従
妹
に
あ
た
る
「
白
蓮
」
（
葉
山
連
子
）
と
「
炭
鉱

王
・
伝
右
衛
門
」(

嘉
納
傳
助)

で
す
。
こ
の
伊
藤
伝
右
衛

門
は
、
九
州
筑
豊
で
炭
鉱
を
経
営
し
て
財
を
な
し
た
人
物

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

九
州
筑
豊
炭
田
。
こ
れ
ま
た
明
治
政
府
の
官
営
に
よ 

っ
て
開
か
れ
、
後
に
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
ま
す
。
三
池 

炭
鉱
は
富
岡
製
糸
場
と
同
じ
く
三
井
に
、
高
島
炭
鉱
は
三 

菱
に
払
い
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

少
し
遅
れ
て
空
知
炭
田
、
夕
張
炭
山
も
明
治
政
府
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
に
、
北

海
道
炭
鉱
鉄
道
会
社
と
し
て
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。 

 

 
 

「
坑
夫
と
織
女
」
の
像 

 

東
京
の
丸
の
内
東
京
駅
近
く
に
１
９
２
０
年
（
大
正
９
年
）
１
１
月
、
日
本
工
業

倶
楽
部
会
館
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
会
館
の
正
面
玄
関
の
屋
上
に
「
坑
夫
と
織
女
」

の
像
が
立
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
工
業
倶
楽
部
は
、
と
き
の
財
界
の
活
動
の
場
で
あ
り
、
戦
後
は
経
団
連
や
日

経
連
の
設
立
・
育
成
に
力
を
発
揮
す
る
経
済
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
財
界

の
総
本
山
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

そ
の
会
館
の
屋
上
か
ら
見
下
ろ
す
ハ
ン
マ
ー
を
持
つ
坑
夫
と
糸
車
を
持
つ
工
女

の
半
裸
像
は
、
明
治
政
府
や
財
界
の
思
惑
を
超
え
、
日
本
近
代
化
を
築
い
た
「
働
く 

者
」
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

製
糸
所
で
は
、
十
歳
に
満
た
な
い
女
子
や
名
も
な
い 

女
子
が
命
が
け
で
働
い
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
製
糸 

工
場
で
は
、
各
所
で
「
人
間
と
し
て
の
め
ざ
め
」
が
生 

ま
れ
て
い
き
ま
す
。 

１
８
８
６
年
（
明
治
１
９
年
）
山
梨
県
甲
府
の
雨
宮 

製
糸
工
場
で
１
０
０
名
に
お
よ
ぶ
工
女
た
ち
が
、
お
寺 

に
籠
も
り
「
同
盟
罷
工
（
ス
ト
ラ
イ
キ
）
」
を
決
行
し 

て
い
ま
す
。
日
本
の
労
働
運
動
史
初
め
て
の
ス
ト
ラ
イ 

キ
で
す
。 

炭
鉱
の
た
た
か
い
も
ま
た
―
。 
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