
１
９
８
６
年
の
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
リ
原
発
事
故
で
放
出
さ

れ
た
放
射
性
ヨ
ウ
素
の
影
響

で
、
小
児
甲
状
腺
が
ん
患
者
の

増
加
が
あ
っ
た
こ
と
は
国
際
的

に
認
め
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

２
０
１
１
年
の
東
京
電
力
福
島

第
一
原
発
事
故
で
も
同
様
に
放

射
性
ヨ
ウ
素
の
放
出
が
あ
り
、

福
島
市
の
空
間
線
量
は
一
時
期

20μ
Sv/h

ま
で
上
昇
し
、
東

京
の
浄
水
の
中
か
ら
も
暫
定
規

制
値
以
上
の
放
射
性
ヨ
ウ
素
が

検
出
さ
れ
た
。

予
想
外
の
１
巡
目
結
果�

�
�

〜
１
０
０
名
を
超
え
る
甲
状
腺
が
ん

「
過
剰
診
断
」
を
理
由
に
し
た
検
査
縮
小
論

そ
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
た
２
０
１
４
年
に
韓
国
か

ら
、
成
人
の
が
ん
検
診
と
し
て

甲
状
腺
超
音
波
検
査
を
施
行
し

た
と
こ
ろ
、
甲
状
腺
が
ん
発
見

数
の
激
増
に
も
か
か
わ
ら
ず
死

亡
率
の
低
下
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
が

報
告
さ
れ
た
。
こ
の
報

告
に
よ
り
、「
過
剰
診

断
」
と
い
う
問
題
が
国

際
的
に
も
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も

そ
も
が
ん
検
診
は
生
命

予
後
の
改
善
が
目
的
で

あ
り
、
そ
の
目
的
が
達

成
で
き
な
い
検
診
は
が

ん
検
診
と
し
て
は
成
立

し
な
い
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。

２
０
１
６
年
に
は
そ
れ
を
小
児

に
も
同
様
に
当
て
は
め
、
県
民

健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
を
縮
小

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
流

れ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

時
は
原
発
事
故
か
ら
５
年
が
経

過
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で

も
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
こ
れ
か

ら
事
故
由
来
の
甲
状
腺
が
ん
が

増
え
る
可
能
性
の
高
い
時
期
で

あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
検
査
が
開

始
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

県
民
提
出
の
「
検
査
継
続
の
請

願
」
が
福
島
県
議
会
に
て
全
会

一
致
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
時
の
検
査
縮
小
論
は

消
退
し
て
い
っ
た
。

検
査
２
回
目
多
発
も
予
想
外�

�
�

〜
と
り
ま
と
め
で
は
被
曝
影
響
を
強
引
に
否
定

本
格
検
査
（
検
査
２
回
目
）

の
結
果
に
つ
い
て
は
、
検
査
１

回
目
よ
り
は
少
な
か
っ
た
が
71

名
の
甲
状
腺
が
ん
が
発
見
さ
れ

た
。
理
屈
で
は
検
査
１
回
目
で

比
較
的
小
さ
な
が
ん
も
発
見
し

た
た
め
そ
の
「
刈
り
取
り
効

果
」
に
よ
り
、
検
査
２
回
目
は

ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な
い
と
予

想
さ
れ
て
い
た
。
検
査
２
回
目

で
発
見
さ
れ
た
71
名
中
58
名
は

検
査
１
回
目
の
検
査
で
結
節
は

認
め
て
お
ら
ず
、
甲
状
腺
が
ん

は
成
長
の
遅
い
が
ん
で
あ
る
と

い
う
元
々
の
常
識
に
も
反
す
る

結
果
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

検
査
２
回
目
の
結
果
の
取
り
ま

と
め
の
議
論
の
中
で
は
こ
れ
ら

の
結
果
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
線
量

の
増
加
に
応
じ
て
発
見
率
が
上

昇
す
る
と
い
っ
た
一
貫
し
た
関

係
（
線
量
・
効
果
関
係
）
は
認

め
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
主
な
根

拠
と
し
て
、「
現
時
点
に
お
い

て
、
甲
状
腺
検
査
本
格
検
査

（
検
査
２
回
目
）
に
発
見
さ
れ

た
甲
状
腺
が
ん
と
放
射
線
被
ば

く
の
間
の
関
連
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
結
論
づ
け
た
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
に
辿
り

着
く
た
め
に
、
検
査
１
回
目
の

評
価
で
用
い
ら
れ
た
線
量
区

分
（
避
難
区
域
・
浜
通
り
・
中

通
り
・
会
津
地
方
と
い
う
４

地
域
区
分
）
を
突
然
変
更
し
、

U
N

SCEA
R

（
原
子
放
射
線
の

影
響
に
関
す
る
国
連
科
学
委
員

会
）
の
線
量
区
分
を
用
い
て
評

価
し
て
い
る
。
解
析
を
行
っ
た

福
島
県
立
医
大
の
大
平
医
師
は

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
検
査
１

回
目
と
同
様
の
４
地
域
区
分
で

評
価
し
た
場
合
は
「
線
量
・
効

果
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

な
結
果
が
出
た
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
検
査
ま
で
の
時
間
経
過

等
多
数
の
交
絡
因
子
が
存
在
す

る
。
そ
れ
ら
の
交
絡
因
子
を
補

正
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
調

整
を
行
っ
た
が
調
整
が
つ
か
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
線
量
区

分
自
体
を
変
更
し
た
と
説
明
し

て
い
る
。
何
か
し
っ
く
り
こ
な

い
説
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
議
論
を
主
導
し
た
甲
状
腺
検

査
評
価
部
会
長
の
鈴
木
元
氏
は

当
時
の
記
者
会
見
で
の
質
問
に

対
し
、「
４
地
域
区
分
で
の
線

量
評
価
を
行
っ
た
場
合
は
調
整

が
つ
か
な
い
の
で
捨
て
ま
し

た
」
と
、
放
射
線
の
影
響
が
な

か
っ
た
と
い
う
結
果
に
導
く
た

め
に
、
線
量
区
分
自
体
の
変
更

を
行
っ
た
と
も
取
れ
る
よ
う
な

回
答
を
し
て
い
る
。

過
剰
診
断
論
の
先
に
あ
る
検
査
縮
小

検
査
１
回
目
・
２
回
目
の
結

果
に
対
す
る
取
り
ま
と
め
の
上

で
放
射
線
の
影
響
を
否
定
し

て
、
甲
状
腺
が
ん
が
多
数
発
見

さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
疫
学
的

考
え
方
の
「
過
剰
診
断
」
と
い

う
問
題
に
す
り
替
え
て
い
こ
う

と
い
う
考
え
が
透
け
て
見
え

る
。
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、
検

査
忌
避
の
空
気
感
の
熟
成
で
あ

る
。
科
学
的
な
事
実
を
装
い
な

が
ら
、
原
発
事
故
の
影
響
を
過

小
評
価
す
る
よ
う
な
動
き
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。（
次
号

に
続
く
）

そ
れ
ら
の
事
実
に
基
づ
い
て

福
島
県
内
で
は
、
当
時
18
歳
以

下
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
健

康
の
見
守
り
と
し
て
甲
状
腺
検

査
が
開
始
さ
れ
た
。
原
発
事
故

か
ら
４
〜
５
年
程
度
の
潜
伏
期

が
あ
る
と
仮
定
し
、
１
回
目
の

検
査
は
事
故
の
影
響
が
出
る
前

の
状
況
を
確
認
す
る
と
い
う
理

由
で
「
先
行
検
査
」
と
名
付
け

ら
れ
た
。
２
回
目
以
降
を
「
本

格
検
査
」
と
称
し
て
、
実
際
に

甲
状
腺
が
ん
が
増
え
る
の
か
ど

う
か
を
見
極
め
る
と
い
う
予
定

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
予
想
に
反
し
て
検

査
１
回
目
か
ら
１
１
６
名
と
多

く
の
甲
状
腺
が
ん
（
手
術
の
結

果
１
例
は
良
性
結
節
）
が
発
見

さ
れ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
、
想
定
し
て
い
た
潜
伏
期

内
に
発
見
さ
れ
て
い
る
た
め
、

「
過
剰
診
断
」
で
は
な
い
の
か

と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
た
（
こ

の
時
、
原
発
事
故
か
ら
４
〜
５

年
程
度
の
潜
伏
期
が
あ
る
と
い

う
仮
定
が
、
適
正
だ
っ
た
の
か

と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な

い
）。
県
民
健
康
調
査
検
討
委

員
会
の
中
間
取
り
ま
と
め
で

も
、「
将
来
的
に
臨
床
診
断
さ

れ
た
り
、
死
に
結
び
つ
い
た
り

す
る
こ
と
が
な
い
が
ん
を
多
数

診
断
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
」
と
、「
過
剰
診

断
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
記
載

さ
れ
て
い
る
。

日本国憲法前文には「日本国民は、恒久の平和を
念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深
く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正
と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ
うと決意した」と記述されています。平和を愛する
諸国民のなかに、韓国、北朝鮮、中国、ロシア、ア
メリカ、日本の国民、市民が含まれることは言うま

でもありません。
諸国民を信頼する広い心、これが日本国民の心で

あると憲法前文は宣言しています。これは日本国民
を含む諸国民、人類のめざす一理想像であり、日本
国憲法は「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を
あげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓
ふ」と結んでいます。

日本国民が世界の人々に誇りに思うことがあると
すれば、日本国憲法もその一つです。日本国憲法は
1946年11月 3 日に公布されて以来、今に至る76年
間、一度も改定されたことはありません。諸国の憲
法は公布以来、改定がまれでない中にあって、日本
国憲法はそれがない。日本国憲法はそれだけ日本国
民の心の中に深く根を下ろし、生きているからにほ
かなりません。

この憲法を変えようとする強い動きが続く中に
あって、なぜ長きにわたりこの憲法は日本国民に支
持され、擁護されてきたのでしょう。それは日本国
民の心の中に、満州事変に始まり、中国との全面戦
争、太平洋戦争へと続く戦争体験にあると思うので
す。あの戦争により日本国民だけでも310万人の尊
い命が失われ、日本の大都市は焼け野原となりま
した。この体験が日本国民の心の中に「戦争だけは
やっていけません」の精神を深く沈殿させているの
です。

なぜ人が互いに殺しあう戦争をしたのでしょう。
「大事なことはすべて、昭和史に書いてある」（半藤
一利）のです。今こそ昭和の歴史を学ぶときと思
うのです。歴史を忘れてはいけません。（次号につ
づく）

「憲法」を日常生活で意識することはなかなかありませんが、性別や人種によって差別されな
いことや、健康で文化的な生活を過ごすことなど、私たちが暮らしていく上で大切な権利を保障
しています。しかし、実際には権利が守られていない現状もあります。このシリーズは、憲法の
理念を再確認し、それを実現する社会保障制度を考える一歩にしようという企画です。
石川県保険医協会が事務局を務める「九条の会・石川医療者の会」の賛同人へ憲法に思うこと
を募集し、ご寄稿いただきましたので掲載いたします（全3回）。

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
その71

シリーズ

種
市

　靖
行
（
白
山
市
・
整
形
外
科
）

福
島
の
小
児
甲
状
腺
が
ん
の

多
数
発
見
は「
過
剰
診
断
」か
？

〈シリーズ〉憲法を生きる

日本国憲法擁護を考える①
ペンネーム　古志　雅裕 九条の会・石川医療者の会賛同人
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