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 3.11から未来へ 

～原発廃炉から始まる明るい静岡～ 

小出裕章さん講演会 

2015年10月17日（土） 
13：30～16：00（ 開場13：00 ） 

静岡労政会館 ６階ホール 

静岡市葵区黒金町5－1 

（静岡駅北口より徒歩7分） 

前売券：500円 当日券：700円 

大学生まで無料 

  420 回 児童文学を語る会 

例会のお知らせ 
日時：９月２６日（土） 

13 時～16 時 30 分 

場所：市民活動センター 
（本町タワー） 

４階 第３会議室 

テキスト：大川悦生  作 

「おかあさんの木」 

連絡先：三島市中央町 8-8 
山口 971-3348 

２０１５年 ９月１０日（日） 市 民 ひ ろ ば 新 聞 第 ６ 号 （２面）

夏
祭
り
の
３
日
間
、
小
出
正

吾
文
学
記
念
碑
の
前
に

「涼
み

処
」
の
手
作
り
看
板
を
出
し
て

一
般
公
開
を
し
た
。

。
入
り
口
か
ら
部
屋
の
ド
ア

ま
で
の
階
段
に
は
折
り
紙
を
切
っ

て
作
っ
た

輪
飾
り
を

飾
り
付
け
、

三
階
の
窓

か
ら
歩
道

の
樹
木
に

向
か
っ
て
万
国
旗
を
渡
し
、
お

祭
り
の
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
た
。

大
人
も
子
ど
も
も
三
島
大
社
の

祭
り
を
楽
し
ん
だ
後
に
、
涼
み

が
て
ら
気
軽
に
参
加
で
き
る
内

容
を
用
意
し
た
。

公
開
の
内
容
は
日
替
わ
り

（D
V
D
映
画
上
映
）
と
常
設

（子
供
向
け
科
学
実
験
）
の
二

本
立
て
で
、
日
替
わ
り
の
メ
ニ
ュ
ー

は
こ
れ
ま
た
手
作
り
の
黒
板
に

書
い
て
外
に
掲
示
し
た
。

①

沖
縄
決
戦
、
白
旗
の
少
女
、

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
阻
止
住
民
運
動
、

寅
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
他

②

子
供
向
け
科
学
実
験

ス
ラ
イ
ム
の
制
作
、
磁
石
遊
び
、

鏡
遊
び

17
日
は
雨
で
一
般
参
加
者
は

ゼ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
15
日
、
16

日
両
日
は
家
族
が
数
組
参
加
。

人
気
が
あ
っ
た
の
は
ス
ラ
イ
ム

作
り
で
、
親
子
で
楽
し
ん
で
い

た
。食

べ
物
売
り
が
主
に
な
っ
て

い
る
露
天
商
の
店
と
は
一味
違
っ

た
魅
力
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま

た
、
北
側
の
窓
か
ら
は
メ
イ
ン

通
り
が
展
望
で
き
、

「頼
朝
行

列
な
ど
の
パ
レ
ー
ド
を
ク
ー
ラ
ー

の
効
い
た
部
屋
か
ら
見
ら
れ
た

の
は
大
き
な
収
穫
」
と
は
参
加

者
の
感
想
で
あ
る
。

「来
年
は
準
備
の
期
間
や
人

数
を
増
や
し
て
、
楽
し
く
て
実

り
あ
る
場
所
の
提
供
を
し
て
い

き
た
い
」
と

「涼
み
処
」
の
企

画
者
は
言
っ
て
い
る
。
読
者
か

ら
も
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
寄

せ
て
い
だ
き
た
い
。

（Ｏ
）

昔
の
大
社
の
祭
り

8
月
15
日
は
に
ぎ
や
か
な
三

島
大
社
の
お
祭
り
だ
が
、
同
時

に
敗
戦
の
日
で
あ
る
。

１
９
４
５
年
8
月
15
日
、
玉

音
放
送
が
流
れ
、
人
々
が
戦
争

の
終
わ
り
を
知
っ
た
そ
の
日
、

三
島
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
お
祭
り
は
や
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
社
の
社
務
所
で
聞
い
て
み

る
と
、
例
大
祭
の
儀
式
は
行
っ

て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
と

の
こ
と
。

当
時
4
、
5
歳
で
あ
っ
た
方

に
聞
く
と
、
お
祭
り
が
あ
る
と

い
う
の
で
、
家
族
と
疎
開
先
か

ら
戻
っ
て
き
た
記
憶
が
あ
る
と

い
う
。
別
の
方
の
話
で
は
、
玉

音
放
送
を
聞
い
て
大
社
に
行
っ

た
ら
山
車
が
で
て
い
た
が
そ
こ

で
シ
ャ
ギ
リ
を
や
っ
て
い
た
か

は
記
憶
が
な
い
と
の
こ
と
だ
っ

た
。い

ず
れ
に
し
ろ
、
あ
の
戦
争

中
で
も
お
祭
り
は
や
っ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。

国
民
総
出
で
戦
争
を
し
て
い
た

感
が
あ
る
が
、
庶
民
は
案
外
自

分
た
ち
の
生
活
を
守
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

ひ
ろ
ば
会
員
Ｎ
氏
の
話

小
学
生
だ
っ
た
私
が
最
初
に

思
い
出
す
の
は
、
境
内
で
見
た

お
化
け
屋
敷
と
サ
ー
カ
ス
と
食

べ
た
綿
菓
子
。
小
さ
い
池
で
の

仕
掛
け
花
火
。
賽
銭
箱
の
後
ろ

に
落
ち
て
い
る
一
銭
銅
貨
を
、

笹
の
先
に
つ
け
た
蝿
取
り
紙
で

す
く
い
い
取
っ
た
こ
と
な
ど
。

太
平
洋
戦
争
中
は
毎
月
曜
の

朝
は
箒
を
持
参
し
て
境
内
の
掃

除
を
し
た
が
、
冬
は
寒
く
て
手

が
か
じ
か
ん
だ
こ
と
。
神
主
さ

ん
が
本
殿
前
で
大
麻(

ハ
タ
キ

み
た
い
な
も
の)

を
振
り
、
出

征
兵
士
の
武
運
長
久
を
祈
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。

「信
教
の
自

こ
の
催
し
は
8
月
19
日
か
ら

5
日
間
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

で
開
催
さ
れ
た
。
主
催
は

「核

兵
器
を
な
く
し
平
和
を
つ
く
る

三
島
市
民
の
会
」
で
今
年
は
16

回
目
に
な
る
。

▼
三
島
に
も
戦
争
が
あ
っ
た

大
正
8
年
、
野
戦
銃
砲
兵
第
二

連
隊
が
横
須
賀
か
ら
、
第
三
連

隊
が
和
歌
山
か
ら
三
島
に
移
っ

て
き
て
、
昭
和

20
年
、
15
年
戦

争
が
終
結
す
る

ま
で
駐
屯
す
る

（現
在
の
北
中
・

日
大
側
と
北
小
・

北
高
側
）
。
全

国
か
ら
召
集
さ

れ
た
約
３
０
０

０
名
の
兵
隊
は

練
兵
場

（現
在
の
東
レ
）
や
富

士
裾
野
の
練
習
場
で
訓
練
を
受

け
、
戦
場
へ
と
か
り
出
さ
れ
て

い
っ
た
。
北
中
、
北
小
の
入
り

口
は
連
隊
の
営
門
を
そ
の
ま
ま

使
っ
て
い
る
。
日
大
、
日
大
三

高
の
ま
わ
り
を
囲
む
石
垣
も
当

時
の
ま
ま
残
し
て
あ
る
。

▼
戦
争
な
ん
て
ま
っ
ぴ
ら
ご
め

ん

な
か
に
し
礼
の
詩
、

「平

和
の
申
し
子
た
ち
へ
！
泣
き
な

が
ら
抵
抗
を
始
め
よ
う
」
の
全

文
が
掲
示
し
て
あ
っ
た
。

以
下
、
項
目
の
み
紹
介
す
る
。

▼
戦
争
と
子
ど
も
▼
ヒ
ロ
シ
マ
・

ナ
ガ
サ
キ

原
爆
と
人
間
▼
戦

後
70
年
ド
イ
ツ
の
今

（過
去
に

目
を
閉
ざ
す
者
は
現
在
に
も
盲

目
と
な
る
）
▼
核
兵
器
の
な
い

世
界
を
！
▼
原
発
・
平
和
利
用
っ

て
ホ
ン
ト
？
▼
オ
ス
プ
レ
イ
と

東
富
士
▼
戦
争
遺
品
▼
平
和
文

芸
作
品

22
日
は
特
別
企
画
と
し
て

「語

り
継
ぐ
戦
争
体
験
」
が
あ
っ
た
。

寺
田
美
智
子
さ
ん
（旭
ヶ
丘
）

入
学
と
同
時
に
奉
安
殿
へ
の

最
敬
礼
の
仕
方
を
教
わ
る
。
教

育
勅
語
の
柱

「天
皇
の
た
め
に

命
を
捧
げ
る
こ
と
が
生
き
る
道
」

を
信
じ
た
。
3
年
生
の
時
、
国

民
学
校
令
が
公
布
さ
れ
た
。
戦

争
す
る
に
は
そ
れ
を
支
え
る
人

間
が
必
要
で
あ
る
。
皇
国
民
教

育
、
軍
国
教
育
は
す
さ
ま
じ
か
っ

た
。
先
生
の
言
う
こ
と
は
絶
対

で
、
疑
問
が
あ
っ
て
も
質
問
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
然
り
っ

ぱ
な
軍
国
少
女
と
な
っ
た
が
、

女
学
校
1
年
の
時
敗
戦
。
修
身
、

国
史
の
本
は
没
収
と
な
り
、
国

語
の
教
科
書
は
軍
国
主
義
的
な

部
分
を
墨
で
塗
っ
て
消
さ
せ
ら

れ
た

（殆
ど
全
部
）
。
教
わ
っ

た
こ
と
全
て
が
否
定
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
が
否
定
さ

れ
た
の
も
同
然
。
こ
の
悔
し
さ

が
、
二
度
と
過
ち
を
繰
り
返
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
に

変
わ
り
、
戦
後
の
70
年
間
を
生

き
て
き
た
と
い
う
。

花
上
俊
子
さ
ん
（光
が
丘
）

北
朝
鮮
生
ま
れ
。
父
の
仕
事

や
戦
争
の
た
め
、
転
校
を
く
り

返
し
た
。
10
歳
の
時
に
終
戦
。

す
し
詰
め
の
引
き
揚
げ
列
車
、

釜
山
の
埠
頭
で
の
一
昼
夜
乗
船

待
ち
、
玄
界
灘
の
波
の
荒
さ
な

ど
を
経
験
し
、
や
っ
と
の
思
い

で
山
口
県
仙
崎
港
に
上
陸
し
た
。

そ
の
後
、
北
朝
鮮
か
ら
脱
出
し

て
き
た
父
と
半
年
ぶ
り
に
対
面
。

父
は

「家
族
が
一
緒
だ
っ
た
ら

無
事
に
は
帰
れ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
」
と
話
し
た
。
九
州
の
国
民

学
校
4
年
に
転
入
。
そ
の
時
、

鉛
筆
、
ノ
ー
ト
、
服
、
何
も
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。
担
任
の
先
生

に
も
ら
っ
た
更
紙
を
八
つ
に
切

り
、
そ
の
紙
面
に
な
ん
と
２
ミ

リ
位
の
細
か
い
文
字
を
び
っ
し

り
書
い
て
手
作
り
ノ
ー
ト
に
し

て
い
た
。
10
歳
の
子
ど
も
が
可

能
な
限
り
紙
を
節
約
し
て
い
た

の
だ
。
参
加
者
全
員
が
70
年
前

の
そ
の
ノ
ー
ト
を
手
に
取
っ
て

見
せ
て
も
ら
っ
た
。

鉛
筆
の
文
字
は
消
え
か
か
っ

て
い
た
。

（Ｓ
）

桜
堤
通
り
を
北
に
向
か
い
、

伊
豆
縦
貫
道
を
く
ぐ
っ
て
直
進

１
キ
ロ
辺
り
に

「洋
服
の
青
山
」

の
看
板
が
見
え
る
。

そ
の
青
山
の
手
前
がs

m
i
l
e

B
a
k
e
r
y
B
e
e

。

駐
車
場
が
広
く
す

ぐ
分
か
る
。
店
の

前
に
は
ウ
ッ
ド
デ
ッ

キ
に
切
り
株
の
椅

子
。
店
内
は
明
る

く
広
い
。
パ
ン
の

種
類
は
多
く
、
値

段
も
お
手
頃
。
店

内
に
テ
ー
ブ
ル
の

ス
ペ
ー
ス
あ
り
。

こ
こ
で
の
パ
ン
の

ラ
ン
チ
も
お
薦
め
。

コ
ー
ヒ
ー
は
紙
コ
ッ

プ
１
杯
だ
け
無
料
。
他
に
飲
み

物
自
販
機
あ
り

（１
０
０
円
）
。

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
ま
で
あ
る
。

家
に
帰
っ
て
チ
ー
ズ
、
ベ
ー
コ

ン
入
り
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
３
セ

ン
チ
程
切
り
、
焼
い
て
食
べ
て

み
た
。
チ
ー
ズ
が
と
ろ
け
、
こ

し
ょ
う
も
効
い
て
美
味
し
い
。

野
菜
ジ
ュ
ー
ス
と
ヨ
ー
グ
ル
ト

を
添
え
た
朝
食
を
完
璧
に
し
て

く
れ
た
。

（Ｍ
Ｉ
）

住
所

裾
野
市
伊
豆
島
田
８
４

１-

６-

１

電
話

０
５
５-

９
９
５-

２
３

８
０

時
間

午
前
９
時
～
午
後
７
時

（土
日
祝
は
午
前
8
時
開
店
）

休
日

毎
月
第
3
火
曜
日

夏
祭
り
に
「涼
み
処
」

平和のための戦争展海
の
上
の
少
女

（ジ
ュ
ー
ル
・
シ
ュ
ペ
ル
ヴ
ィ

エ
ル
、
み
す
ず
書
房
、
綱
島
寿

秀
訳
）遠

い
海
の
真
ん
中
で
、
水

面
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
村
の
住
人

は
、
た
っ
た

一
人
、
十
二
歳
の

少
女
だ
け
。
少
女
は
毎
朝
、
誰

も
い
な
い
小
学
校
へ
通
い
、
宛

先
の
な
い
手
紙
を
書
い
て
は
海

へ
と
投
げ
る
。
―
―
南
米
ウ
ル

グ
ア
イ
に
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス

人
作
家
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
ュ
ペ
ル

ヴ
ィ
エ
ル
の
、
シ
ン
プ
ル
な
文

章
で
表
さ
れ
る
静
か
な
情
景
は
、

水
面
に
浮
か
ぶ
村
と
同
じ
よ
う

に
、
現
実
の
水
面
に
空
想
の
世

界
を
生
み
出
し
て
い
る
。

本
書
は
表
題
作
を
含
む
短
篇

集
。
身
投
げ
し

た
娘
と
海
底
の

死
者
た
ち
の
世

界
を
描
く

「セ
ー

ヌ
か
ら
来
た
名

な
し
嬢
」
が
、

お
そ
ら
く

「セ
ー

ヌ
川
の
身
元
不

明
少
女
」
と
し
て
知
ら
れ
る
フ

ラ
ン
ス
の
都
市
伝
説
か
ら
モ
テ
ィ
ー

フ
を
得
て
い
る
よ
う
に
、
伝
説

や
神
話
、
メ
ル
ヘ
ン
か
ら
生
ま

れ
た
空
想
世
界
の
住
人
た
ち
が

現
実
の
冷
た
さ
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
、
独
特
の
魅
力

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
物
語
は
、

主
人
公
の
視
点
か
ら
の
み
語
ら

れ
る
も
の
で

は
な
く
、
ま

た
主
人
公
を

離
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
眺
め

る
だ
け
の
も

の
で
も
な
い
。

読
者
か
ら
見

れ
ば
“
海
の
上
の
少
女
”
は
私

と
は
異
質
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
し
共
感
で
き
る
、
揺
れ
動
く

存
在
だ
。
現
実
の
上
に
浮
か
ぶ

人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
に
不
幸
を
抱

え
て
い
る
。
物
語
の
結
末
は
、

不
幸
の
克
服
だ
っ
た
り
不
幸
を

受
け
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
り
す

る
。
そ
の
不
幸
と
の
葛
藤
が
、

私
た
ち
の
孤
独
と
、
現
実
を
生

き
る
困
難
さ
と
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
。

間
宮

緑
（ま
み
や
・
み
ど
り
）

１
９
８
５
年
三
島
市
生
ま
れ
。

２
０
０
８
年
、

「牢
獄
詩
人
」
に

て
第
22
回
早
稲
田
文
学
新
人
賞

を
受
賞
。
以
降
、

「群
像
」

「新
潮
」
な
ど
に
作
品
を
発
表

し
て
い
る
。

２
０
１
１
年
に
は
単
行
本

「搭
の

中
の
女
」

（講
談
社
）
を
発
刊
。

戦争の悲惨さを知り、平和の尊さを学ぶ

沼
津
市
は
８
月
６
日
臨
時
記

者
会
見
を
開
き
、
従
来
の
計
画

（姿
を
消
す
古
墳
墳
丘
部
の
跡

地
に
車
道
を
建
設
、
古
墳
を
取

り
囲
む
堀
の
一
部
は
埋
め
立
て
、

そ
の
上
に
歩
道
を
建
設
、
こ
の

結
果

一
部
の
み
が
地
下
に
保
存

さ
れ
る
）
に
つ
い
て

「白
紙
撤

回
す
る
」
と
し

「古
墳
保
存
」

と

「沼
津
南

一
色
線
整
備
」
の

両
立
を
図
る
と
し
た
。

こ
の
保
存
と
は

「現
状
保
存
」

(

破
壊
さ
れ
た
の
は
全
体
の
27

％)

。
今
後
５

人
の
委
員
と
２

人
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
で
構
成
さ

れ
る
協
議
会
が
開
催
さ
れ
る
が
、

こ
の
協
議
会
が
最
終
案
や
結
論

を
出
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
市
長
が
結
論
を
出
す
際
の

判
断
材
料
の
提
供
の
役
割
と
い

う
。
こ
の
委
員
は
公
表
さ
れ
て

い
る
が
考
古
学
の
専
門
家
が
入
っ

て
い
な
い
。
副
市
長
は

「古
墳

の
価
値
は
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー

全
員
が
共
有
し
て
い
る
」
と
答

え
た
よ
う
だ
。

当
初
再
検
討
は
あ
り
得
な
い

と
さ
れ
て
い
た
市
の
方
針
が
白

紙
に
戻
っ
た
と
し
た
こ
と
は
古

墳
保
存
を
要
望
す
る
会
の
者
に

と
り
一
定
の
評
価
が
あ
っ
た
と

思
い
た
い
。
し
か
し
決
し
て
楽

観
は
で
き
な
い
。
今
後
も
引
き

続
き
、
署
名
活
動
、
啓
蒙
の
た

め
に
学
習
会
等
々
は
継
続
し
て

い
く
と
し
て
い
る
。
な
に
せ
２

３
０
年
～
２
５
０
年
の
間
に
築

造
、
埋
葬
が
行
わ
れ
、
60
メ
ー

ト
ル
超

（２
０
０
８
年
～
２
０

０
９
年
の
発
掘
以
前
は
20
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
も
っ
と
新
し
い
古

墳
と
思
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て

３
世
紀
の
古
墳
と
は
誰
も
思
わ

な
か
っ
た
、
こ
れ
が
悲
劇
の
始

ま
り
と
考
古
学
者
の
篠
原
和
大

静
岡
大
学
教
授
は
語
っ
て
い
る
）

の
東
国
最
大
級
の
古
墳
で
あ
り
、

ヤ
マ
ト
王
権
の
対
抗
勢
力
の
最

大
の
首
長
だ
っ
た
と
考
え
る
研

究
者
も
い
る
。

出
土
し
た
器
に
伊
勢
湾
地
方

の
影
響
を
受
け
た
土
器
の
ほ
か
、

近
江
や
北
陸
地
方
と
の
関
係
を

示
す
土
器
も
あ
る
ら
し
い
。
す

な
わ
ち
、
遠
隔
地
と
の
関
係
を

結
ん
で
い
た
こ
と
、
埋
葬
施
設

か
ら
鏡
、
鎗
、
朱
等
が
出
土
し
、

希
少
な
品
を
含
む
豊
富
な
副
葬

品
が
あ
り
，
極
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
ら
し
い
。
ま
た
武
器

な
ど
を
含
む
こ
と
か
ら
葬
ら
れ

た
の
は
、
男
性
の
王
な
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

卑
弥
呼
の

ラ
イ
バ
ル
、

東
国
の
男

王
、
卑
弥

弓
呼
の
墓

の
可
能
性

が
あ
る
と

い
う
の
だ
。

（中
国
の

歴

史

書

「魏
志
倭

人
伝
」
に

「女
王
卑

弥
呼
、
狗

奴
国
の
男
王
卑
弥
弓
呼
と
も
と

よ
り
和
せ
ず
」
）
こ
れ
は
、
狗

奴
国
は
東
国
に
あ
る
と
い
う
考

古
学
研
究
者
の
説
。
解
明
さ
れ

て
い
な
い
謎
が
多
い
よ
う
だ
が
、

古
墳
時
代
出
現
期
の
重
要
な
遺

跡
で
、
日
本
列
島
の
政
治
的
な

社
会
の
成
り
立
ち
を
知
る
上
で

重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

実
で
あ
ろ
う
。

国
道
２
４
６
号
の
終
点
に
日

本
の
歴
史
の
起
源
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
全
く
お
も
し

ろ
い
話
で
は
な
い
か
！
そ
れ
だ

け
に
保
存
の
必

要
性
を
感
ず
る
。

遺
跡
は
破
壊
し

た
ら
復
元
で
き

な
い
し
何
の
意

味
も
な
い
こ
と

は
、
誰
も
知
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

保
存
さ
れ
れ
ば
、

国
指
定
史
跡
の

価
値
。

「あ
の

時
の
沼
津
の
市

長
は
偉
か
っ
た
」

と
後
世
に
語
り

継
が
れ
る
決
断

を
望
み
た
い
。

（Ｙ
Ｙ
記
）

次
回
高
尾
山
古

墳
を
学
ぶ
会

・
仮
題
高
尾
山
古

墳
で
町
お
こ
し

10
／
22

（木
）
18:

30
～
20:

00
沼
津
市

立
図
書
館
４
階
ホ
ー
ル

八
木

洋
行
氏

（民
俗
学
者

・
藤
枝
文
学
者
会
長
）

資
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０
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円

事
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申
込

・

0
5
5
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-
2
0
7
4

秋
野

・

0
5
5
-
9
5
1
-
4
8
5
5

丹
澤

沼
津
高
尾
山
古
墳

由
」

「政
教
分
離
」
な
ん
て
想

像
も
出
来
な
い
時
代
だ
っ
た
。

そ
う
そ
う
、
鳥
居
の
前
で
モ
ン

ペ
姿
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
千
人

針(

一
人
一
人
針
ず
つ
縫
っ
て
結

び
目
を
作
っ
て
も
ら
い
兵
士
の

生
還
を
祈
る)

を
広
げ
て
叫
ん
で

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

（Ｏ
）

（墨塗り教科書）

沼津高尾山、根方街道沿いの古墳発掘現場

ひ
ろ
ば
8
月
企
画
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