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◆ 十 番 （ 今 井 光 子 ）  （ 登 壇 ） 議 長 の お 許 し を い た だ き ま し た の で 、

日 本 共 産 党 を 代 表 い た し ま し て 、 知 事 並 び に 関 係 部 長 に 一 般 質 問 を さ

せ て い た だ き ま す 。  

 ま ず 、 奈 良 県 国 民 保 護 計 画 に つ い て 総 合 防 災 監 に お 伺 い し ま す 。  

 先 日 、 ラ ジ オ を 聞 い て お り ま す と 、 硫 黄 島 で 戦 死 を し た 第 百 九 師 団

の 団 長 、 栗 林 忠 道 中 将 の こ と が 紹 介 さ れ て お り ま し た 。 作 家 の 梯 久 美

子 さ ん が 栗 林 中 将 に 興 味 を 待 ち ま し た の は 、 家 族 へ の 手 紙 の 一 節 で

す 。 家 の 整 理 は お お む ね つ け て き た と 思 い ま す が 、 お 勝 手 の 下 か ら 吹

き 上 げ る 風 を 防 ぐ 措 置 を し て こ な か っ た の が 残 念 で す 。 二 万 人 の 兵 を

束 ね る 最 高 司 令 官 が 最 後 に 思 い を は せ た の は 留 守 宅 の 台 所 だ っ た と い

う こ と で 興 味 を 持 ち 「 散 る ぞ 悲 し き 」 と い う 本 を 書 き 上 げ ま し た 。 辞

世 の 句 と し て 昭 和 二 十 年 三 月 、 国 の た め 重 き 努 め を 果 た し 得 で 矢 弾 尽

き 果 て 散 る ぞ 悲 し き と う た い ま し た が 、 新 聞 に 発 表 さ れ ま し た の は 、

散 る ぞ 口 惜 し い と 変 え ら れ た そ う で す 。 こ の 戦 い で 日 本 軍 の 戦 死 者 一

万 九 千 九 百 名 、 生 還 者 千 三 十 三 名 、 私 は 改 め て 戦 争 の 非 道 さ を 感 じ ま

し た 。 ど ん な こ と が あ っ て も 二 度 と 戦 争 を 繰 り 返 し て は な ら な い と 思

い ま す 。 幾 多 の 犠 牲 の 上 に つ く ら れ た も の が 日 本 国 憲 法 第 九 条 で し

た 。 改 憲 の 動 き が 急 速 化 す る 中 で 、 大 江 健 三 郎 さ ん な ど 九 人 の 著 名 人

が 憲 法 九 条 を 守 ろ う と い う ア ピ ー ル を 出 し 、 六 月 十 日 で 満 二 周 年 を 迎

え ま し た 。 あ の と き 何 を し て い た の か と 言 わ れ な い よ う に と 、 多 く の

ア ピ ー ル に 賛 同 し 、 九 条 の 会 は 全 国 に 五 千 百 七 十 四 、 奈 良 県 で も 五 十

四 の 会 が 燎 原 の 火 の よ う に 広 が っ て い ま す 。 さ き の 国 会 で は 、 憲 法 九

条 の 改 正 に 伴 う 国 民 投 票 法 案 や 、 教 育 基 本 法 に 愛 国 心 を 入 れ る 改 正 案

ま で も が 議 論 さ れ ま し た 。  

 県 で は 昨 年 度 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置 に

関 す る 法 律 に 基 づ き 、国 民 保 護 計 画 を 策 定 い た し ま し た 。自 治 体 に は 、

住 民 の 生 命 、 身 体 、 財 産 を 保 護 す る 責 務 が あ り ま す 。 有 事 を 想 定 し て

ど ん な 計 画 を 立 て よ う と も 、 一 た ん 事 が 起 こ れ ば 住 民 の 命 も 文 化 遺 産

も 守 れ ま せ ん 。 他 府 県 の 計 画 で は 前 提 に 、 平 和 の た め に は 外 交 努 力 が

必 要 と う た わ れ て い る も の も あ り ま す 。 奈 良 県 の 計 画 に は そ の よ う な

記 述 は あ り ま せ ん が 、 そ の わ け を お 聞 か せ く だ さ い 。  



 

◎ 総 合 防 災 監 （ 松 田 光 央 ）  （ 登 壇 ） 十 番 今 井 議 員 の ご 質 問 に お 答 え

い た し ま す 。  

 私 に 対 す る 質 問 は 国 民 保 護 計 画 に つ い て 、 平 和 の た め に は 外 交 努 力

が 必 要 と う た わ れ て い る 府 県 も あ る が 、 本 県 の 国 民 保 護 計 画 に は 記 述

が な い 。 そ の 理 由 に つ い て の お 尋 ね で ご ざ い ま す 。  

 す べ て の 国 民 が 希 求 す る 平 和 と 安 全 を 確 保 す る た め に は 、 国 に よ る

平 常 時 か ら の 外 交 努 力 等 に よ り 、 武 力 攻 撃 事 態 等 を 未 然 に 防 ぐ こ と が

最 も 重 要 で あ る と い う こ と は 言 う ま で も な い と 考 え て お り ま す 。  

 し か し な が ら 、 こ う し た 外 交 努 力 等 に も か か わ ら ず 、 万 が 一 、 武 力

攻 撃 や 大 規 模 テ ロ 等 が 発 生 し た 場 合 、 国 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 を 保

護 し 、 国 民 生 活 や 国 民 経 済 に 及 ぼ す 影 響 が 最 少 と な る よ う に 、 国 民 の

保 護 の た め の 措 置 を 実 施 す る こ と が 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の

保 護 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 、 い わ ゆ る 国 民 保 護 法 の 目 的 で ご ざ い

ま し て 、 県 に お き ま し て も 万 が 一 の こ う し た 事 態 が 発 生 し た 場 合 に 備

え 、 県 の 責 務 と し て 行 う べ き 措 置 が 、 迅 速 か つ 的 確 に 実 施 さ れ る よ

う 、 同 法 及 び 国 の 基 本 指 針 に 基 づ い て 、 奈 良 県 国 民 保 護 計 画 を 策 定 し

た と こ ろ で ご ざ い ま す 。 そ の た め 、 外 交 努 力 な ど の 取 り 組 み に つ き ま

し て は 、 国 が 当 然 行 う べ き こ と で あ り 、 本 県 の 国 民 保 護 計 画 で 、 あ え

て 言 及 す る 必 要 は な い と し て 記 述 し て い な い と こ ろ で ご ざ い ま す 。  

 本 県 で は 、恒 久 平 和 を 願 い 、「 国 際 文 化 観 光・平 和 県 」を 標 榜 し 、か

ね て か ら さ ま ざ ま な 取 り 組 み を 行 っ て い る と こ ろ で ご ざ い ま し て 、 今

後 と も 地 方 公 共 団 体 の 立 場 か ら で き る こ と と し て 、 奈 良 県 が 有 し て お

り ま す 歴 史 的 、 文 化 的 遺 産 を 活 用 し な が ら 、 さ ま ざ ま な 分 野 で 世 界 の

人 々 と 交 流 や 相 互 理 解 を 深 め る こ と が 重 要 で あ る と 、 こ の よ う に 考 え

て お り ま す 。  

 以 上 で ご ざ い ま す 。  


