
 
 

☆
沖
縄
県
民
投
票
の
結
果
に
思
う 

 
 

辺
野
古
沖
埋
め
立
て
の
賛
否
を
問
う
沖
縄
県
民
投
票 

◆
二
〇
一
九
年
二
月
二
四
日
、
国
が
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
に
建
設
し
て
い
る
新
基
地
の
埋
め
立
て

 
 

 

の
賛
否
を
問
う
沖
縄
県
民
投
票
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
結
果
は
反
対
が
約
四
三
万
四
千
票
（
有
効
投

 
 

 

票
数
の
約
七
二
％
）
を
占
め
、
賛
成
の
約
一
一
万
五
千
票
、
（
同
約
一
九
％
）
「
ど
ち
ら
で
も
な

 
 

 

い
」
約
五
万
二
千
票
（
約
八
％
）
を
圧
倒
し
ま
し
た
。 

県
民
投
票
条
例
で
、
投
票
資
格
者
総
数
の
四
分
の
一
を
超
え
る
票
を
知
事
は
尊
重
す
る
義
務
が

 

あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ね
て
か
ら
辺
野
古
沖
埋
め
立
て
反
対
を
掲
げ
る
玉
城
デ 

ニ
ー
知
事
は
国
と
対
話
を
し
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

結
果
を
受
け
て
安
倍
晋
三
首
相
は
「
真
摯
に
受
け
止
め
る
」
と
し
な
が
ら
、
「
基
地
負
担
の 

 

軽
減
に
全
力
を
尽
く
す
」｢

普
天
間
飛
行
場
の
危
険
性
除
去
は
先
送
り
で
き
な
い｣

と
し
て
、
辺
野

 

古
沖
埋
め
立
て
を
強
行
す
る
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
県
民
投
票
の
翌
日
か
ら
、
何

 

事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
辺
野
古
沖
に
ダ
ン
プ
カ
ー
が
土
砂
を
投
入
し
続
け
て
い
ま
す
。
安

 

倍
首
相
の
言
う
「
真
摯
」
と
は
何
の
こ
と
か
？
と
首
を
か
し
げ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

憲
法
の
掲
げ
る
民
主
主
義
を
重
ん
じ
る 

◆
こ
の
県
民
投
票
に
法
的
拘
束
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ

 

た
民
意
を
国
が
無
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
憲
法
が
掲
げ
る
民
主

 

主
義
に
大
き
く
反
し
、
そ
れ
を
軽
ん
じ
る
行
為
で
す
。 

憲
法
は
権
力
を
制
限
し
、
国
民
の
人
権
を
保
障
し
、
国
民
の
幸
福
追
求
を
促
進
す
る
た
め
に
あ

 

る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
憲
法
を
無
視
し
た
、
こ
の
辺
野
古
沖
埋
め
立
て
を
強

 

行
す
る
国
の
姿
勢
に
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
こ
の
時
、
私
た
ち
は
「
憲
法
を
守 

る
」
「
憲
法
を
国
に
守
ら
せ
る
」
と
い
う
姿
勢
を
貫
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

憲
法
第
九
七
条
「
自
由
獲
得
の
努
力
」
を
、
な
お
続
け
る 

◆
憲
法
は
第
九
七
条
で
「
基
本
的
人
権
」
に
つ
い
て
言
い
ま
す
。
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障

 

す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の 

 

権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
へ
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な 

 

い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
憲
法
の
語
る
「
基
本
的
人
権
」
と
し
て
の 

 

民
主
主
義
は
「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」
に
よ
る
こ
と
で
す
。
今
回
の

 

県
民
投
票
の
結
果
と
、
そ
れ
を
無
視
す
る
国
の
対
応
は
、
世
界
の
人
類
史
お
い
て
、
あ
る
意
味
で

 

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
事
で
も
あ
り
ま
す
。
人
類
史
の
多
く
に
お
い
て
、
国
民
の
権
利
は
権
力
者
に

 

よ
っ
て
「
無
視
」
さ
れ
続
け
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
人
類
は
「
自
由
獲
得
」
を
諦
め
た
か

 

と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
「
努
力
」
を
し
続
け
ま
し
た
。
そ
の
「
成
果
」
と
し

 

て
、
憲
法
の
掲
げ
る
基
本
的
人
権
、
民
主
主
義
は
あ
る
。
そ
う
憲
法
自
身
が
語
る
の
で
す
。 

安
倍
政
権
は
、
埋
め
立
て
強
行
で
国
民
の
「
諦
め
」
を
も
く
ろ
ん
で
い
ま
す
。
「
国
民
が
何
を 

言
っ
て
も
無
駄
」
と
思
わ
せ
た
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
憲
法
に
よ
っ 

て
、
な
お
「
努
力
」
を
続
け
た
い
。
憲
法
は
自
ら
の
内
に
、
権
力
者
の
横
暴
と
戦
い
続
け
、
そ
し

 

て
そ
れ
に
勝
利
し
た
、
人
類
史
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
す
。
沖
縄
に
お
い
て
、
今
、
そ
の
人
類

 

史
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
、
諦
め
る
こ
と
な

 
 

く
、
基
本
的
人
権
、
民
主
主
義
と
い
う
、
「
自
由
獲
得
」
に
向
け
て
の
「
努
力
」
を
、
な
お
続
け

 
 

て
行
く
者
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す
。 

      
 

 

二
〇
一
八
年
三
月
一
〇
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
六
二
五
回
目
） 

 
  

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会 

事
務
局 

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五 

 
 

★
月
例
護
憲
平
和
行
進 

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合 

 

◆ 私たちの自由のため、日本国憲法を守ろう！ 

◆  ◆  

 浜松市憲法を守る会のホームページは  http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松  で検索  



                       
  

   

日
本
国
憲
法 

第
一
三
条 

 
 

す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る 

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の

上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。 

 

第
九
七
条 

  

こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲 

得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在

及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。 

  


