
小
学
生
時
代
、
私
が
住
ん

で
い
た
町
に
芝
居
小
屋
風
の

古
い
映
画
館
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
映
画
館
で
化
け
猫
映
画

や
美
空
ひ
ば
り
映
画
な
ど
を

好
ん
で
見
た
よ
う
な
お
ぼ
え

が
あ
り
ま
す
。
あ
る
日
、
私

は
一
本
の
映
画
に
出
会
い
ま

し
た
。
老
人
が
水
爆
実
験
の

恐
怖
か
ら
発
狂
し
て
、
自
分

の
工
場
に
放
火
す
る
と
い
う

衝
撃
な
映
画
で
し
た
。
後
年
、

そ
れ
が
黒
澤
明
監
督
の
「
生

き
も
の
の
記
録
」
で
あ
っ
た

と
知
り
ま
し
た
。
劇
中
、
精

神
科
医
が
「
狂
っ
て
い
る
の

は
あ
の
患
者
な
の
か
、
こ
ん

な
時
世
に
正
気
で
い
ら
れ
る

わ
れ
わ
れ
が
お
か
し
い
の
か
」

と
い
う
セ
リ
フ
は
、
ま
さ
に
、

安
倍
政
権
の
悪
政
に
も
あ
て

は
ま
る
セ
リ
フ
で
す
。
私
の

自
主
上
映
の
原
点
が
、
私
の

魂
を
大
い
に
揺
さ
ぶ
っ
た
黒

澤
映
画
で
あ
っ
た
こ
と
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。

中
央
集
権
的
施
策
が
、
地

方
の
映
画
文
化
を
衰
退
さ
せ

て
い
ま
す
。
県
内
の
映
画
館

は
僅
か
３
館
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
上
映

作
品
の
多
様
性
の
確
保
が
難

し
く
、
見
た
い
映
画
に
巡
り

会
え
な
い
状
況
で
す
。
わ
が

鳥
取
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ

は
、
非
商
業
的
な
良
質
の
映

画
を
上
映
す
る
た
め
、
非
映

画
館
を
活
用
し
、
積
極
的
に

自
主
上
映
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

そ
も
そ
も
自
主
上
映
を
始

め
る
き
っ
か
け
は
一
九
七
〇

年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
地

域
格
差
は
今
も
大
差
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
芸
術
、
ア
ン
ダ

ー
グ
ラ
ウ
ン
ド(

前
衛)

、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト(

個
人)

、
Ａ
Ｔ

Ｇ
、
独
立
プ
ロ
な
ど
の
映
画

は
、
県
内
で
は
ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
「
映

画
過
疎
地
」
と
か
「
映
画
不

毛
の
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
「
同
じ
日
本
に
住
み
な

が
ら
、
な
ぜ
、
都
会
の
人
間

だ
け
に
文
化
の
恩
恵
が
あ
る

の
か
」
「
な
ぜ
、
地
方
の
人
間

は
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
」
。
そ
の
頃
の
私(
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歳)

は
、
そ
ん
な
地
域
格
差
を

嘆
い
て
い
ま
し
た
。

「
あ
の
映
画
が
見
た
い
、

こ
の
映
画
を
見
せ
た
い
」
。
そ

う
思
っ
て
、
同
年

月
に
「
ア

12

ー
ト
シ
ネ
マ
鳥
取
グ
ル
ー
プ
」

を
立
ち
上
げ
、
映
写
機
を
ま

わ
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
「
鳥

取
映
画
村
」
「
Ｎ
Ｐ
О
法
人
と

っ
と
り
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ

ョ
ン
」
「
鳥
取
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

シ
ネ
マ
」
と
団
体
は
変
わ
り

ま
し
た
が
、
「
い
い
映
画
を
見

た
い
、
い
い
映
画
を
見
せ
た

い
」
と
い
う
思
い
だ
け
は
変

わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

年
近
く
自
主
上
映
を
行

50
っ
て
来
ま
し
た
が
、
私
に
は

１
年
に
一
度
、
特
別
の
思
い

を
持
っ
て
催
す
上
映
会
が
あ

り
ま
す
。
数
年
前
の
あ
る
夏
、

原
爆
ド
ー
ム
に
佇
み
、
「
平
和

の
た
め
に
自
分
に
で
き
る
こ

と
は
何
か
」
を
考
え
ま
し
た
。

昨
今
、
被
爆
者
の
高
齢
化
で

原
爆
体
験
を
直
接
聞
け
る
機

会
が
年
々
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

被
爆
の
語
り
部
に
代
り
、
私

に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
、

と
思
案
し
ま
し
た
。
私
に
は

長
年
続
け
て
来
た
自
主
上
映

が
あ
り
ま
す
。
「
１
年
に
一
度
、

原
爆
映
画
を
上
映
し
、
被
爆

の
語
り
部
に
な
ろ
う
」
と
原

爆
ド
ー
ム
に
誓
い
ま
し
た
。

被
爆

年(

２
０
１
５
年)

70

の
節
目
の
年
に
、
原
爆
投
下

直
後
の
広
島
の
惨
状
を
描
い

た
「
ひ
ろ
し
ま
」
の
上
映
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

広
島
を
舞
台
に
し
た
「
原
爆

の
子
」
「
黒
い
雨
」
「
夕
凪
の

街

桜
の
国
」
「
父
と
暮
ら
せ

ば
」
を
上
映
。
今
年
の
被
爆

年
の
夏
は
、
初
め
て
長
崎

75を
舞
台
に
し
た
「
爆
心

長
崎

の
空
」
を
上
映
し
ま
す
。

今
後
も
「
被
爆
の
語
り
部

を
う
け
つ
ぐ
自
主
上
映
」
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
原
爆
映
画
を
一
人
で
も

多
く
の
方
に
見
て
い
た
だ
き
、

原
爆
の
悲
惨

さ
、
原
爆
の

非
人
間
性
を

考
え
る
き
っ

か
け
に
し
て

ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
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被爆の語り部をうけつぐ自主上映
鳥取コミュニティシネマ代表

清水増夫さん

毎
年
７
月
。
特
別
の
思
い
を
持
っ
て
、
原
爆
映
画
の
自
主
上

映
を
続
け
る
鳥
取
市
在
住
の
清
水
増
夫
さ
ん
に
、
自
主
上
映
さ

れ
る
思
い
や
地
域
の
映
画
状
況
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

清水増夫さんのプロフィール

若桜町出身。1968年、県職員の傍ら創作童話誌を発行
する鳥取童話グループの代表に。69年、鳥取労演事務
局次長。70年、自主上映団体「アートシネマ鳥取グル
ープ」を設立して代表に。80年には「鳥取映画村」と
改称。2005年、県職員退職し、ＮＰＯ法人とっとりフ
ィルムコミッションを設立して理事長に。2014年、鳥
取コミュニティシネマ代表。2018年、ドキュメンタリ
ー映画「まわる映写機めぐる人生」に出演。現在まで
に356回の自主上映会を実施。50年にわたり自主上映活
動を続けてきた。

最
近
の
テ
レ
ビ
ワ
イ
ド

シ
ョ
ウ
で
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
問
題
が
盛
ん

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
こ
の
病
原

体
が
ど
の
よ
う
に
ヒ
ト
の

健
康
に
害
を
与
え
る
の
か

心
配
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
生
物
は
そ
の

誕
生
以
来
ず
っ
と
何
億
年

も
感
染
と
の
戦
い
で
し

た
。
最
近
で
は
「
エ
イ
ズ

原
因
ウ
イ
ル
ス
は
人
類
を

滅
亡
さ
せ
る
の
か
？
」
あ

る
い
は
「
人
食
い
バ
ク
テ

リ
ア
（
Ａ
型
溶
連
菌
）
は

人
類
を
壊
滅
さ
せ
る
の

か
？
」
な
ど
騒
が
れ
ま
し

た
。生

物
の
流
れ
の
原
則
・

基
本
原
理
か
ら
言
え
ば
、

話
題
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

は
弱
病
原
性
に
姿
を
変
え

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
を

滅
ぼ
し
て
は
こ
の
ウ
イ
ル

ス
自
体
が
自
滅
の
危
険
性

が
あ
る
か
ら
で
す
。
生
物

の
原
則
は
「
自
己
中
心
で

は
自
己
も
ハ
ッ
ピ
ー
に
な

れ
な
い
」
と
い
う
互
い
の

関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
強
い
ラ
イ
オ
ン
も

弱
い
属
性
を
持
ち
進
化
し

て
い
ま
す
。

他
方
、
日
本
の
国
で
は

う
そ
つ
き
の
王
様
が
存
在

し
、
そ
の
嘘
に
合
わ
せ
て

事
実
が
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
昨
日
（
２
／

）
19

は
、
人
事
院
の
局
長
さ
ん

が
「
う
っ
か
り
と
間
違
え

ま
し
た
」
と
謝
罪
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
声
を
大
に
し

て
「
こ
の
王
様
感
染
症
は

本
当
に
怖
い
ぞ
！
」
と
言

い
た
い
で
す
。

（
高
山
）



大
阪
府
公
立
中
学

校
教
師
の
平
井
美
津

子
先
生
の
講
演
を
聞

い
て
、
日
韓
の
歴
史

を
学
ん
で
こ
そ
本
当

の
友
好
関
係
が
築
け

る
こ
と
が
理
解
で
き

た
。
中
学
生
に
も
わ

か
る
よ
う
に
授
業
を

し
て
お
ら
れ
る
の
で
、

私
に
も
わ
か
り
や
す

か
っ
た
。

世
間
で
は
第
３
の

韓
流
ブ
ー
ム
が
起
き

て
い
る
か
ら
若
者
に

は
「
嫌
韓
」
は
な
い

と
言
わ
れ
る
が
、
決

し
て
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。
「
韓
流
」
が
好

き
と
い
う
こ
と
も
言

い
に
く
い
雰
囲
気
が

作
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

「
慰
安
婦
」「
徴
用
工
」

問
題
は
、
日
本
が
韓
国
を
植

民
地
に
し
た
１
９
０
０
年
以

降
の
歴
史
を
学
ば
な
い
と
韓

国
の
人
た
ち
の
気
持
ち
は
理

解
で
き
な
い
と
思
っ
た
。

日
本
は
悪
い
こ
と
も
し
た

け
ど
良
い
こ
と
も
し
た
。
韓

国
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
日
本

が
し
て
や
っ
た
ん
だ
と
言
う

人
が
私
の
ま
わ
り
に
も
た
く

さ
ん
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
が
朝
鮮
半

島
で
行
っ
た
こ
と
は
、
土
地

調
査
事
業
と
い
う
名
の
も
と

で
の
土
地
取
り
上
げ
。
日
本

の
利
益
の
た
め
の
鉄
道
・
道

路
・
工
場
・
電
信
・
電
気
・

ダ
ム
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
。

そ
の
た
め
の
強
制
労
働
・
強

制
動
員
、
日
本
臣
民
と
し
て

の
教
育
な
ど
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

日
本
の
歴
史
教
育
は
近
代

史
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
、

古
代
史
よ
り
近
代
史
を
重
視

す
る
こ
と
が
大
切
と
思
っ
た
。

歴
史
を
学
び
な
が
ら
文
化

交
流
も
大
い
に
し
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。
わ
た
し
も
韓

ド
ラ
、
韓
国
映
画
、
Ｋ
ポ
ッ

プ
が
大
好
き
で
す
。

（
伯
耆
町

森
下
町
子
）

昨
年

月
６
日
、
湯
梨
浜

10

町
合
併

周
年
記
念
式
典
が

15

ア
ロ
ハ
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、

そ
の
駐
車
場
で
第
１
回
商
工

フ
ェ
ス
タ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
商
工
フ
ェ
ス
タ
の

「
は
た
ら
く
車
」
の
コ
ー
ナ

ー
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、

パ
ト
カ
ー
の
他
、
自
衛
隊
の

装
甲
車
と
オ
ー
ト
バ
イ
が
展

示
さ
れ
、
装
甲
車
銃
座
へ
の

体
験
乗
車
等
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
湯
梨
浜
９

条
の
会
は
、
町
合
併
記
念
式

典
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
取

り
組
み
、
度
を
超
し
た
取
り

組
み
と
し
て
、
主
催
し
た
町

商
工
会
に
中
止
の
申
し
入
れ

を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
こ
の
時
の
様
子

を
町
報

月
号
が
報
じ
た
の

11

で
す
が
、
表
紙
を
飾
っ
た
の

は
「
す
ご
い
ぞ
、
自
衛
隊
車

両
！
」
の
コ
メ
ン
ト
の
付
い

た
装
甲
車
銃
座
で
の
子
ど
も

た
ち
の
写
真
で
し
た
。
あ
ま

り
に
異
様
な
町
報
の
編
集
・

報
道
に

月

日
、
９
条
の

11

25

会
会
員

名
で
宮
脇
町
長
に

14

抗
議
の
申
し
入
れ
を
し
、
町

長
か
ら
は
、
町
民
の
不
信
感

や
懸
念
を
招
い
た
こ
と
を
お

詫
び
し
、
今
後
こ
の
よ
う
な

事
の
無
い
よ
う
に
す
る
旨
の

記
事
を
町
報

月
号
に
掲
載

12

す
る
と
の
返
事
を
も
ら
い
ま

し
た
。

そ
し
て
更
に
、
平
和
都
市

宣
言
を
し
て
い
る
湯
梨
浜
町

で
、
こ
う
し
た
事
が
起
き
て

し
ま
っ
た
事
自
体
が
問
題
で
、

町
長
以
下
全
職
が
、
改
め
て

日
本
国
憲
法
や
平
和
都
市
宣

言
の
学
習
を
し
直
す
こ
と
も

申
し
入
れ
し
ま
し
た
。

（
湯
梨
浜
９
条
の
会

会
長

信
原
裕
知
）

浪
江
・
津
島
地
区
に

は
、
当
時
人
気
テ
レ
ビ

番
組
の
「
鉄
腕
ダ
ッ
シ
ュ

村
」
と
い
う
の
が
あ
り
、

わ
た
し
も
よ
く
見
て
い

ま
し
た
。
そ
の
浪
江
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。

農
民
連
東
和
地
区

支
部
長
の
菅
野
さ
ん
の

案
内
で
、

日
に
ガ
イ

27

ガ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
を
持

っ
て
、
車
で
浪
江
に
向

か
い
ま
し
た
。
帰
還
困

難
区
域
に
入
る
と
、
ガ
イ

ガ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
の
数

値
は
ど
ん
ど
ん
上
が
り

ま
す
。
ダ
ッ
シ
ュ
村
に
近

い
津
島
中
学
校
は
、
30

倍
に
も
な
っ
て
い
ま
し

た
。
戦
後
、
開
拓
し
て

開
い
た
田
畑
は
葦
原
と

な
り
、
家
々
も
灌
木
に

飲
み
込
ま
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
し
た
。

浪
江
の
市
街
地
に
入

り
、
荒
れ
果
て
た
商
店

街
を
し
ば
ら
く
行
く

と
、
町
役
場
の
す
ぐ
そ

ば
に
小
さ
な
イ
オ
ン
が

進
出
し
、
私
達
の
よ
う

な
町
外
の
人
を
商
売
の

対
象
に
し
た
プ
レ
ハ
ブ
の

復
興
商
店
街
も
で
き
て

い
ま
し
た
。
か
つ
て
２
万

１
千
人
の
人
口
は
８
百

人
（
２
０
１
９
年
夏
）
で

す
が
、
人
も
帰
っ
て
き
て

い
ま
す
。

中

心

部

や
港
の
あ

っ
た
地
域

は
徹
底
的

に
除
染
さ

れ
、
花
卉

の
ハ
ウ
ス

栽
培
で
若

者
が
暮
ら
せ
る
街
を
つ
く
る
と

奮
闘
し
て
い
る
川
本
さ
ん
に
も

お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
す

で
に
３
人
の
若
者
が
、
花
栽
培

で
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
認
定
こ
ど
も
園
の

園
庭
で
子
ど
も
た
ち
が
元
気

よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
小
中

学
校
も
建
て
変
わ
っ
て
い
ま
し

た
が
、
小
中
学
生
は

人
し
か
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い
ま
せ
ん
。
住
め
る
場
所
と
、

住
め
な
い
場
所
が
き
っ
ち
り
と

２
分
化
さ
れ
て
お
り
、
印
象
と

し
て
、
放
射
能
に
取
り
込
ま
れ

た
陸
の
孤
島
と
い
う
感
じ
で
し

た
。
行
き
交
う
車
は
ト
ラ
ッ
ク

や
工
事
車
用
ば
か
り
で
、
街
中

を
歩
い
て
い
る
人
を
一
人
も
見

か
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
遠
く

に
、
イ
チ
エ
フ(

福
島
第
一
原

発)

の
廃
炉
工
事
に
あ
た
る
ク

レ
ー
ン
が
小
さ
く
見
え
ま
し

た
。

（
田
村
真
弓
）

昭和５８年３月１０日第３種郵便物認可 全国革新懇ニュース（付録） 鳥取県版

２月１１日（火・祝）、米子市ふれあいの里で「日韓問題・

文化交流だけでは解決しない」をテーマに、平井美津子さん（大

阪府立中学校教師・立命館大学・大阪大学非常勤講師）の講演

会を行いました。憲法学習会呼びかけ団体と西部春闘共闘会議

が共催し９２名が参加しました。参加者の感想をご紹介します。

日韓問題について考える
～歴史を学んでこそ本当の友好関係が築ける～

資料を示しながら講演する平井氏 ２月１１日 ふれあいの里

町
報
表
紙
で
自
衛
隊
装
甲
車
を
賛
美

-

湯
梨
浜
９
条
の
会

町
長
に
抗
議-

福島県浪江町訪問記 ～２月２７日 陸の孤島 浪江を行く～

津島中学校入口

復興商店街の様子


