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核
兵
器
禁
止
条
約

　

広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆

投
下
か
ら
72
年
、
核
兵
器

を
非
合
法
化
す
る
「
核
兵

器
禁
止
条
約
」
が
７
日
、

国
連
で
初
め
て
採
択
さ
れ

た
。「
核
な
き
世
界
」
を

訴
え
続
け
た
被
爆
者
、
国

際
社
会
、
市
民
の
取
り
組

み
の
歴
史
的
な
成
果
だ
。

　

条
約
は
、
国
連
加
盟
国

の
６
割
以
上
に
あ
た
る
１

２
２
カ
国
が
賛
成
し
た

（
保
留
１
、
反
対
１
）。
前

文
で
は
、
核
兵
器
の
破
局

的
な
結
末
に
言
及
し
、
非

人
道
性
を
告
発
し
た
。
核

兵
器
の
違
法
性
を
浮
き
彫

り
に
す
る
と
共
に
、「
被

爆
者
（hibakusya

）
の

受
け
入
れ
難
い
苦
し
み
と

被
害
に
留
意
す
る
」
と
明

記
。
核
廃
絶

へ
向
け
た
国

際
社
会
の
強

い
決
意
を
示

し
た
。

　

条
約
が
禁
止
す
る
の

は
、
核
兵
器
の
製
造
や
実

験
、
使
用
、
移
転
だ
け
で

は
な
い
。
特
筆
す
べ
き

は
、「
使
用
の
威
嚇
」
を

禁
じ
た
こ
と
だ
。
核
兵
器

に
よ
る
威
嚇
を
安
全
保
障

政
策
に
位
置
付
け
る
「
核

抑
止
力
論
」
を
完
全
に
否

定
し
た
の
で
あ
る
。

　

核
保
有
国
の
不
参
加
を

理
由
に
実
効
性
を
疑
問
視

す
る
声
も
あ
る
。
し
か

し
、
核
兵
器
を
禁
じ
る
国

際
条
約
が
で
き
た
こ
と

約
制
定
を
リ
ー
ド
す
る
立

場
で
あ
り
な
が
ら
、
交
渉

参
加
を
見
送
っ
た
。
採
択

後
も
署
名
し
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
核
保
有
国
と
非
核
保
有

国
と
の
橋
渡
し
役
」
を
自

任
し
て
い
た
が
、
も
は
や

と
を
確
認
す
る
」
と
述

べ
、
長
年
に
わ
た
っ
て

「
核
な
き
世
界
」
の
実
現

を
運
動
の
柱
に
据
え
て
き

た
。
昨
年
４
月
に
は
被
爆

者
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、

多
く
の
団
体
や
市
民
と
共

同
し
、「
核
兵
器
廃
絶
国

の
制
定
を
切
り
開
い
た
の

で
あ
る
。
今
後
は
、
条
約

を
力
に
国
際
世
論
を
高

め
、
日
本
政
府
や
核
保
有

国
を
国
際
的
に
包
囲
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
採
択

後
に
初
開
催
と
な
る
８
月

の
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会

に
は
、
各
国
代
表
や
多
く

の
市
民
が
広
島
・
長
崎
に

集
う
。
協
会
も
代
表
を
送

り
、
参
加
者
ら
と
共
同
を

深
め
る
。

　

日
本
は
被
爆
国
と
し

て
、
世
界
中
の
人
々
に
核

兵
器
の
脅
威
と
そ
の
非
人

道
性
を
伝
え
る
責
任
が
あ

る
。
被
爆
者
の
思
い
に
応

え
、
力
を
尽
く
す
決
意
を

表
明
す
る
。

核
保
有
国
側
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

協
会
は
、
人
命
を
守
る

歯
科
医
師
の
団
体
と
し

て
、
開
業
医
宣
言
で
「
核

戦
争
の
防
止
と
核
兵
器
廃

絶
が
現
代
に
生
き
る
医
師

の
社
会
的
責
任
で
あ
る
こ

際
署
名
」
に
取
り
組
み
、

要
請
を
重
ね
て
き
た
。

　

同
署
名
は
国
内
外
で
約

２
９
６
万
人
分
を
集
め
、

被
爆
者
自
ら
が
６
月
に
国

連
へ
署
名
目
録
を
提
出
し

た
。
協
会
を
含
む
草
の
根

の
運
動
が
歴
史
的
な
条
約

で
、
核
保
有
国
は
政
治
的

・
道
義
的
に
拘
束
さ
れ
る

と
共
に
、
核
兵
器
削
減
を

求
め
る
国
際
世
論
に
包
囲

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

許
し
難
い
の
は
、
安
倍

政
権
の
一
連
の
対
応
だ
。

唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
条

廃
絶
へ
草
の
根
が
未
来
開
く

か
強
診
に
大
半
が
否
定
的

「か強診」でなければ安全・安心な
医療は提供できないと思いますか　

　

世
の
中
に
は
立
憲
主
義
で
は
な
い
「
憲

法
」
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
外

見
的
立
憲
主
義
の
憲
法
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
憲
法
は
そ
も
そ
も
立
憲
主

義
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
、
本

物
の
憲
法
で
は
な
い
と
も
言
え
ま
す
。

外
見
的
立
憲
主
義

　

そ
の
代
表
格
が
大
日
本
帝
国
憲
法
で

す
。
こ
の
憲
法
に
は
「
臣
民
の
権
利
」
を

保
障
す
る
規
定
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
「
法
律
の
範
囲
内
」
で
認
め
ら
れ
て
い

ん
。

　

他
方
、
自
民
党
改
憲
草
案
で
は
、
国
民

の
人
権
は
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
に
反
し

な
い
限
り
」
で
の
み
保
障
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
自
民
党
の
「
改
憲
草
案

Ｑ
＆
Ａ
」
に
よ
る
と
、「
公
益
及
び
公
の

秩
序
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
導
入
し
た

の
は
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
基
本

的
人
権
の
制
約
は
、
人
権
相
互
の
衝
突
の

場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
」
と
解
説
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
権
相
互
の
衝
突
の
場
合
を

超
え
る
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
が
何
で

あ
る
か
は
、
そ
の
法
律
を
定
め
る
国
会
の

ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
25
条
は
も
は
や

立
法
府
の
権
限
を
縛
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

歯
科
医
師
の
方
々
は
日
々
の
診
療
を
通

じ
て
、
公
的
皆
保
険
制
度
の
必
要
性
や
有

用
性
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
医

療
制
度
の
課
題
に
も
問
題
意
識
を
持
た
れ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
保
険
診
療
制
度

の
維
持
発
展
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、

人
権
と
し
て
の
医
療
を
大
本
で
支
え
て
い

る
日
本
国
憲
法
の
立
憲
主
義
を
常
に
意
識

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
法
律
さ
え
作
れ

ば
い
く
ら
で
も
制
限
可
能
な
も
の
で

し
た
。
実
質
的
に
は
、
立
法
権
に
は

何
の
制
限
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
典

型
的
な
外
見
的
立
憲
主
義
で
し
た
。

　

２
０
１
２
年
に
安
倍
自
民
党
が
発

表
し
た
改
憲
草
案
も
外
見
的
立
憲
主

義
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
最
も
如
実

に
表
れ
て
い
る
の
が
第
13
条
の
第
２

文
で
す
（
左
記
）。

　

現
憲
法
の
「
公
共
の
福
祉
に
反
し

な
い
限
り
」
と
い
う
の
は
、
他
者
の

人
権
を
侵
害
し
な
い
限
り
と
い
う
意

味
で
す
。
他
者
の
人
権
を
侵
害
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
や
す
い
基

準
の
た
め
、
裁
判
所
や
国
民
も
判
断

し
や
す
く
、
国
会
の
立
法
権
限
が
無

制
限
に
広
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

多
数
派
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
結
局
、
こ
の
憲
法
の
中
の
人
権

保
障
規
定
は
有
名
無
実
化
し
て
し
ま

い
ま
す
。

皆
保
険
の
廃
止
も

　

自
民
党
改
憲
草
案
の
憲
法
25
条
の

文
言
は
現
行
の
も
の
と
ほ
ぼ
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
他
の
人
権
と
同

様
、
医
療
を
受
け
る
権
利
も
そ
の
時

々
の
政
権
が
「
公
益
」
に
照
ら
し
て

必
要
だ
と
判
断
す
れ
ば
、
制
限
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
憲
法
で
医
療

を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
な
い

ア
メ
リ
カ
社
会
と
同
様
、
政
権
次
第

で
医
療
制
度
を
根
本
的
に
変
更
す

る
、
例
え
ば
公
的
皆
保
険
制
度
の
廃

止
な
ど
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
で
し

自民案で生存権が無実化
安
倍
改
憲
と
医
療
を
考
え
る

安
倍
改
憲
と
医
療
を
考
え
る

け
ん
ぽ
う
カ
フ
ェ

け
ん
ぽ
う
カ
フ
ェ  

㊦
弁
護
士　

國
本　

依
伸

弁
護
士　

國
本　

依
伸

　

協
会
は
８
日
、
第
５
回
理

事
会
を
開
き
、
２
０
１
８
年

の
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
改

定
を
控
え
、
窓
口
負
担
の
軽

減
、
保
険
の
き
く
歯
科
治
療

を
増
や
す
、
歯
科
医
療
に
か

か
る
国
の
予
算
を
増
や
す
こ

と
を
求
め
る
「
保
険
で
良
い

歯
科
医
療
」
の
実
現
を
求
め

る
請
願
署
名
３
万
筆
を
達
成

す
る
こ
と
に
加
え
、
会
員
署

名
、
新
た
な
ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ

に
取
り
組
む
な
ど
の
運
動
対

策
を
決
め
た
。
執
行
体
制
で

は
、
理
事
の
専
門
部
担
当
、

専
門
部
員
と
休
保
委
員
の
委

嘱
を
決
め
た
。

　

会
員
署
名
は
、
▽
医
科
・

歯
科
と
も
必
要
な
医
療
を
提

供
す
る
た
め
、 
診
療
報
酬
本

体
を
10
％
以
上
引
き
上
げ
る

こ
と
▽
患
者
窓
口
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
│
│
と
す
る
案

が
保
団
連
か
ら
示
さ
れ
て
い

る
。
理
事
会
で
協
議
し
、
保

団
連
案
に
賛
成
す
る
こ
と
に

し
た
。
８
月
６
日
の
保
団
連

　

２
０
１
６
年
度
診
療
報
酬

改
定
で
新
設
さ
れ
た
「
か
か

り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型

歯
科
診
療
所
」（
か
強
診
）

を
会
員
は
ど
う
受
け
止
め
て

い
る
の
か
。

　

「
か
強
診
で
な
け
れ
ば
安

全
・
安
心
な
医
療
は
提
供
で

き
な
い
と
思
う
か
」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
思
わ
な
い
」

が
55
・
８
％
、「
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
思
わ
な
い
」
が
10

・
１
％
で
６
割
超
を
占
め

た
。「
思
う
」「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
思
う
」
と
の
回
答
は

合
わ
せ
て
も
１
割
に
満
た
な

か
っ
た
。
一
方
で
、
２
割
が

「
分
か
ら
な
い
」「
ど
ち
ら

と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
。

判
断
に
迷
う
姿
が
伺
え
た
。

　

か
強
診
が
「
Ｃ
ｅ
や
Ｓ
Ｐ

Ｔ
の
治
療
の
質
を
向
上
さ
せ

る
と
思
う
か
」「
在
宅
医
療

の
推
進
に
役
立
つ
と
思
う

か
」
と
の
問
い
へ
の
回
答
で

も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
、

否
定
的
な
意
見
が
大
勢
を
占

め
た
。

　

か
強
診
の
施
設
基
準
や
点

数
設
定
に
つ
い
て
は
、
医
療

の
安
全
性
や
質
の
向
上
、
在

宅
医
療
の
普
及
な
ど
と
の
関

連
性
が
乏
し
く
、
多
く
の
会

員
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。
か
強
診
の
評
価
体
系
を

抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

理
事
会
で
成
案
化
し
、
８
月

下
旬
か
ら
実
施
す
る
予
定
。

　

ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ
は
、
患
者

負
担
増
・
医
療
費
抑
制
策
を

広
く
患
者
、
国
民
に
訴
え
る

取
り
組
み
で
、
ク
イ
ズ
チ
ラ

シ
の
普
及
を
通
し
て
「
ス
ト

【現行憲法第13条】
　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。
【自民党改憲草案第13条】
　生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公益及び公
の秩序に反しない限り、立法その他
の国政の上で、最大限に尊重されな
ければならない。

ッ
プ
！
患
者
負
担
増
」
の
世

論
を
作
っ
て
い
く
こ
と
、
ま

た
、
会
員
の
参
加
の
機
会
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
９
月
か
ら
実
施
す
る
。

　

会
務
運
営
で
は
、
評
議
員

会
・
総
会
決
定
を
遂
行
し
て

い
く
執
行
体
制
、
理
事
の
専

門
部
担
当
、
専
門
部
員
・
休

保
委
員
を
委
嘱
し
た
。
ま

た
、
事
務
局
の
人
事
異
動
を

承
認
し
た
。

２
０
１
６
年
度

２
０
１
６
年
度

会
員
意
見
調
査

会
員
意
見
調
査
❻

次
期
改
定
見
据
え
会
員
署
名

北
欧
の
予
防
歯
科
学
ぶ

第５回
理事会

スウェーデンのメンテナン
ス率の高さを報告する西真
紀子氏＝８日、高槻市内

８
月
下
旬
か
ら
実
施
へ

三
島
地
区

　

三
島
地
区
は
北
欧
の
予
防

歯
科
を
学
ぼ
う
と
８
日
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
大
学

博
士
課
程
の
西
真
紀
子
氏
に

よ
る
講
習
会
を
開
い
た
。

　

北
欧
の
歯
科
事
情
を
研
究

す
る
西
氏
は
、
１
９
７
０
年

代
に
予
防
歯
科
へ
シ
フ
ト
し

た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
特
徴
を

紹
介
。
公
立
の
歯
科
サ
ー
ビ

ス
の
比
重
が
高
い
こ
と
や
、

18
歳
未
満
の
無
料
歯
科
治
療

制
度
な
ど
を
説
明
し
た
。

　

80
歳
代
の
残
存
歯
数
が
21

・
４
本
を
記
録
し
た
要
因
と

し
て
、「
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
率
は

未
成
年
者
で
９
割
超
、
成
人

で
８
割
超
。
２
割
程
度
の
日

本
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
」

と
指
摘
。
残
存
歯
数
が
増
え

る
な
か
で
、
高
齢
者
の
イ
ン

プ
ラ
ン
ト
管
理
が
問
題
に
な

り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
た
。

　

日
本
の
近
未
来
像
を
考
察

し
た
西
氏
は
、「
歯
科
医
師
過

剰
と
言
わ
れ
る
が
、
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
率
の
上
昇
や
高
齢
者

層
の
需
要
増
が
進
め
ば
、
現

在
の
歯
科
医
師
数
で
は
足
り

な
い
ぐ
ら
い
だ
」
と
強
調
。

新
し
い
「
８
０
２
０
運
動
」

と
し
て
、「
２
０
２
０
年
ま

で
に
80
％
の
人
が
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
」
と
呼
び
か
け
た
。

無
回
答

分
か
ら
な
い

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

思
わ
な
い

思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

思
う

思
う
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