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ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
も

「
共
に
！
」

安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
・
関
西

の
原
告
、
並
び
に
、
支
援
者
の
皆
様
、

し
ば
ら
く
の
ご
無
沙
汰
で
し
た
。

昨
年
末
に
最
高
裁
の
上
告
棄
却
決
定

が
出
た
こ
と
は
、
す
で
に
簡
単
に
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
決

定
」
は
、
「
最
高
裁
の
判
決
な
ん
て

み
ん
な
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
言
え
ば

そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
く
無
内

容
な
も
の
で
し
た
。
安
倍
参
拝
が
違

憲
違
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
安

倍
ら
被
告
も
、
そ
の
代
理
人
も
、
裁

判
所
も
、
す
べ
て
自
覚
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
を
判
決
に
書
か
な
い

た
め
の
屁
理
屈
は
地
裁
・
高
裁
で

は
、
け
っ
し
て
誉
め
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
り
に
「
工

夫
」
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
勇

ん
で
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
安
倍
「
忖
度
」
判
決

を
し
た
わ
け
で
す
。
他
方
、
と
も
に

闘
い
を
進
め
て
い
る
東
京
訴
訟
で
の

地
裁
判
決
は
、
も
う
張
り
切
っ
て
安

倍
ヨ
イ
シ
ョ
判
決
で
し
た
。
「
安
倍

総
理
大
臣
閣
下
は
平
和
を
願
っ
て
参

拝
し
た
と
仰
っ
て
い
る
。
そ
の
お
言

葉
を
戦
争
準
備
と
読
む
原
告
の
お
前

た
ち
は
異
常
だ
」
と
。
で
も
、
最
高

裁
は
、
工
夫
も
ヨ
イ
シ
ョ
も
し
な
く

て
い
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
で
私
た
ち
の

「
訴
訟
」
は
一
応
終
結
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
闘
い
そ
の
も
の
が
終
結
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
法
の
「
成
立
」
、

あ
か
ら
さ
ま
な
「
壊
憲
」
の
動
き
な
ど
か

ら
、
靖
国
を
め
ぐ
る
状
況
は
一
層
重
大
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
事
態
に
備
え

る
た
め
に
、
訴
訟
団
そ
の
も
の
は
「
解
散
」

す
る
に
し
て
も
、
運
動
の
継
続
は
ぜ
ひ
と

も
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
訴
訟
団
が
そ
も
そ
も
「
反

靖
国
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
か
ら
発
生

し
た
こ
と
に
鑑
み
、
訴
訟
団
の
事
務
局
や

財
政
を
再
び
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
戻
し
て

新
た
な
出
発
を
期
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
か
皆
様
の
変
わ
ら
な
い
ご
協
力
・
ご

支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
・
関
西
」

訴
訟
団
事
務
局
長
・
菱
木
政
晴
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二
〇
一
七
年
九
月
二
九

日
、
エ
ル
大
阪
に
て
第
一

回
靖
国
連
続
学
習
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
は

駒
込
武
さ
ん
（
＊
）
、
タ
イ

ト
ル
は
「
森
友
学
園
問
題

と
教
育
勅
語
」
。
そ
の
概
要

は
以
下
の
と
お
り
で
し
た
。

［
園
児
が
「
教
育
勅
語
」

を
暗
誦
］

最
初
に
、
マ
ス
コ
ミ
で

も
報
道
さ
れ
た
学
校
法
人

森
友
学
園
（
理
事
長
；
籠

池
泰
典
氏
）
（
以
下
「
森
友

学
園
」
と
記
す
）
が
経
営

す
る
塚
本
幼
稚
園
で
の
園

児
に
教
育
勅
語
を
暗
誦
さ

せ
る
あ
の
衝
撃
的
な
光
景

が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

［
仰
天
の
閣
議
決
定
］

さ
ら
に
お
ど
ろ
い
た
こ

と
に
は
、
教
育
勅
語
に
つ

い
て
は
、
戦
後
（
一
九
四

八
年
）
、
参
議
院
で
失
効

確
認
に
関
す
る
決
議
、
衆

議
院
で
は
教
育
勅
語
等
の

詔
勅
排
除
に
関
す
る
決
議
が
な
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
倍
内
閣
は
「
憲

法
や
教
育
基
本
法
等
に
反
し
な
い
よ
う
な

形
で
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
ま
で
は
否

定
さ
れ
な
い
」
と
の
見
解
を
閣
議
決
定
し

ま
し
た
。
ま
た
、
自
民
党
の
議
員
な
ど
に

「
父
母
ニ
孝
、
兄
弟
ニ
友
ニ
、
夫
婦
相
和

シ
・
・
・
」
と
い
う
徳
目
は
今
日
で
も
通

用
す
る
と
言
う
人
も
い
ま
す
。

［
教
育
勅
語
の
何
が
問
題
か
］

そ
れ
で
は
、
そ
の
教
育
勅
語
に
は
実
際

に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
み
て
ゆ
く

と
、
主
に
以
下
の
と
お
り
の
問
題
点
が
あ

り
ま
す
。

・
教
育
勅
語
は
「
義
勇
公
ニ
奉
ジ
」
と
い

う
徳
目
が
軍
国
主
義
的
だ
と
い
う
こ
と
だ

け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
忠
・
孝
を
中

核
と
し
た
徳
目
を
守
る
べ
き
原
理
と
し
て

「
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
」
「
爾
祖
先
の
遺
風
」

を
持
ち
出
し
た
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
重

要
。

・
「
国
体
」
と
い
う
言
葉
で
、
共
通
の
血

統
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
？
）
で
結
ば
れ
た
存
在
と
し

て
の
「
日
本
民
族
（
日
本
人
）
」
の
存
在

を
強
調
。

・
そ
し
て
、
日
本
人
は
「
血
統
」
に
お
い

て
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、

個
々
人
の
行
為
に
か
か
わ
り
な
く
「
道
徳

的
」
で
あ
る
と
し
た
。
（
非
日
本
人
は
「
非

道
徳
的
」
？
）

・
「
父
母
ニ
孝
、
兄
弟
ニ
友
ニ
・
・
・
」

と
い
う
一
連
の
徳
目
の
箇
所
も
す
べ
て
最

後
に
「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
に
奉
シ
、

以
て
天
上
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」

（
高
橋
源
一
郎
訳
で
い
え
ば
「
永
遠
に
続

く
ぼ
く
た
ち
天
皇
家
を
護
る
た
め
に
戦
争

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
）
に
帰
着
す
る
こ

と
に
な
る
。

［
道
具
立
て
と
し
て
の
教
育
勅
語
］

し
か
も
、
そ
れ
ら
教
育
勅
語
単
体
の
問

題
点
だ
け
で
な
く
、
戦
前
、
国
家
が
学
校

教
育
に
お
い
て
、
神
社
参
拝
、
御
真
影
拝

礼
、
教
育
勅
語
奉
読
、
「
君
が
代
」
斉
唱
、

「
日
の
丸
」
掲
揚
と
い
う
一
連
の
も
の
を

道
具
立
て
と
し
て
学
校
儀
式
に
組
み
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
に
対
し
「
天
皇
崇

拝
」
を
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史

が
あ
り
ま
す
。

［
森
友
学
園
問
題
の
本
質
］

森
友
学
園
問
題
と
い
う
と
マ
ス
コ
ミ
等

一
般
で
は
、
公
有
地
を
不
当
に
安
く
払
下

げ
た
こ
と
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
は
問
題
な
の
で
す
が
、

な
ぜ
不
当
に
払
下
げ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
で
す
。

安
倍
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
、
教
育
を

通
じ
て
「
国
民
意
識
を
覚
醒
」
さ
せ
、
「
日

本
を
取
り
返
す
」
と
い
う
日
本
教
育
再
生

機
構
等
の
保
守
勢
力
が
、
将
来
、
日
本
中

の
学
校
で
塚
本
幼
稚
園
の
よ
う
な
教
育
を

や
ら
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
塚
本
幼

稚
園
の
小
学
校
版
で
あ
る
「
瑞
穂
の
國
記

念
小
學
院
」
に
肩
入
れ
し
、
そ
の
よ
う
な

不
当
に
安
い
公
有
地
の
払
下
げ
を
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
理
由
こ
そ

が
森
友
学
園
問
題
の
本
質
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

＊
駒
込

武
（
こ
ま
ご
め
た
け
し
）
さ
ん

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
教
授
。
専
門
は
教
育

史
、
植
民
地
教
育
政
策
、
台
湾
近
現
代
史
。

（
報
告
・

高
橋

靖
）

追

講
演
内
容
は
お
な
じ
み
小
冊
子

：
「
反
天
皇
制
市
民
一
七
〇
〇
」

号
に
全
文
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

43是
非
お
買
い
求
め
下
さ
い
。

頒
価
送
料
込
み

五
〇
〇
円

申
込
み
は

電

話

06
7
77
7-
49
3
5

：

Ｆ
Ａ
Ｘ

06
-
77
77
-
49
25

：

全 3回「靖国」連続学習会・報告
第
一
回
靖
国
連
続
学
習
会

「
森
友
学
園
問
題
と
教
育
勅
語
」
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二
〇
一
七
年
一
二
月
一
五
日
の
連
続
学

習
会
第
二
回
の
話
し
手
は
龍
谷
大
学
文
学

部
教
授
（
歴
史
学
）
の

藤
原
正
信
さ
ん
。

講
演
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
報
告
す
る

と
、
こ
の
紙
面
で
は
足
り
な
い
の
で
、
報

告
者
（
菱
木
）
が
、
タ
イ
ト
ル
の
意
味
や

そ
の
背
景
を
解
説
す
る
形
で
報
告
し
よ
う

と
思
い
ま
す
。
中
身
の
詳
細
を
知
り
た
い

方
は
藤
原
さ
ん
が
当
日
に
配
布
・
提
供
く

だ
さ
っ
た
レ
ジ
メ
と
資
料
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
事
務
局
へ
連
絡
く
だ
さ
れ
ば
コ
ピ
ー

を
送
り
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
の
「
天
皇
信
仰
」
と
い
う
の

は
、
い
わ
ば
、
天
皇
が
現
人
神
で
あ
り
、

あ
ら
ひ
と
が
み

日
本
の
統
治
者
で
あ
る
と
す
る
「
教
義
」

を
信
じ
込
む
こ
と
で
す
が
、
常
識
的
に
考

え
て
、
そ
ん
な
も
の
が
「
定
着
」
す
る
と

は
思
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
信
仰

（
信
じ
込
む
こ
と
）
と
理
解
す
る
と
、
講

演
後
の
質
疑
応
答
の
中
に
も
そ
う
し
た
意

見
が
出
て
い
ま
し
た
が
「
天
皇
さ
ま
の
ウ

ン
コ
は
ど
ん
な
色
な
の
か
」
で
簡
単
に
崩

せ
そ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
天
皇

制
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う

が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
天
皇
が
現
人
神
で
あ
り
、
日
本

あ
ら
ひ
と
が
み

の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
を
、
宗
教
の
用
語

と
し
て
の
「
教
義
」
と
表
現
す
る
の
は
、

戦
後
の
「
国
家
神
道
」
研
究
に
決
定
的
な

影
響
力
を
与
え
た
村
上
重
良
の
国
家
神
道

定
義
に
由
来
す
る
こ
と
で
す
。
村
上
の
定

義
で
は
、
国
家
神
道
と
は
神
社
神
道
と
皇

室
神
道
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
天
皇
制

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
全
体
、
あ
る
い
は
、
天

皇
制
化
の
社
会
体
制
全
体
を
さ
え
さ
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
宗
教
で
あ
れ
そ

の
「
教
義
」
な
る
も
の
を
文
字
通
り
そ
の

ま
ま
信
じ
て
い
る
人
な
ど
い
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
に
明
確
に
反
対
す
る
こ
と
に
漠
然
と

し
た
（
あ
る
い
は
、
明
確
な
）
恐
怖
を
与

え
、
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
に
漠
然
と
し

た
安
心
を
与
え
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
全
体
が
、
人
々
に
ど
ん
な
に
多
く
の
被

害
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
え
れ
ば
、
こ
の

定
義
は
そ
れ
な
り
に
有
効
な
の
で
す
が
、

学
問
的
厳
密
さ
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
と
あ
い

ま
い
な
定
義
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
基

本
的
に
は
戦
前
の
日
本
や
教
育
勅
語
な
ど

を
取
り
戻
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
連
中
か

ら
は
こ
の
定
義
は
ず
っ
と
攻
撃
の
的
で
し

た
。攻

撃
の
基
本
的
な
タ
イ
プ
は
、
国
家
神

道
と
は
、
「
神
社
が
国
家
に
よ
っ
て
政
治

的
経
済
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と(

し

た
が
っ
て
、
現
在
は
国
家
神
道
な
る
も
の

は
存
在
し
な
い)

」
と
い
う
よ
う
に
形
式

的
な
面
だ
け
に
絞
り
、
内
実
の
ほ
う
は
ち

ゃ
っ
か
り
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
戦
略
で

し
た
。

神
道
系
の
学
者
や
歴
史
学
者
に
は
こ
の

立
場
を
と
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
藤
原

さ
ん
は
長
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
連
中
と
渡

り
合
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
講
演

は
、
こ
の
国
家
神
道
論
争
史
の
紹
介
と
し

て
も
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
私

た
ち
が
天
皇
現
人
神
信
仰
な
ど
簡
単
に
克

服
し
た
つ
も
り
で
い
て
も
、
敵
は
、
現
人

神
を
そ
の
ま
ま
信
じ
こ
ま
せ
よ
う
な
ど
と

は
ハ
ナ
か
ら
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
「
日
本
会
議
」
の
運
動
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
動
き
を
し
ぶ
と
く
や
っ
て
い
ま

す
。
歴
史
学
の
領
域
で
の
こ
う
し
た
動
き

が
よ
く

わ
か
る
学
習
会
で
し
た
。

(

報
告
・
菱
木
政
晴)

第
二
回
靖
国
連
続
学
習
会

「
近
代
日
本
に
お
け
る
天
皇
信
仰
定
着
の
歴
史
」
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二
〇
一
八
年
三
月
一
六
日
、
エ
ル
大
阪

に
て
第
三
回
靖
国
連
続
学
習
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
講
師
は
近
藤
俊
太
郎
さ
ん

（
＊
）
で
タ
イ
ト
ル
は
「
近
代
天
皇
制
と

宗
教
」
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で

し
た
。

近
藤
さ
ん
は
、
ま
ず
最
初
に
、
教
科
書

に
お
け
る
近
代
史
で
は
、
宗
教
の
こ
と
に

は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

近
代
天
皇
制
を
語
る
上
で
、
宗
教
を
抜
き

に
し
て
は
語
れ
な
い
と
さ
れ
、
そ
こ
で
今

回
は
、
近
代
天
皇
制
下
で
の
宗
教
史
に
照

準
を
あ
わ
せ
て
の
お
話
と
な
り
ま
し
た
。

近
代
天
皇
制
と
宗
教
史
を
、
大
き
く
、

１

日
本
の
近
代
化
と
宗
教
（
明
治
維
新

当
初
の
時
期
）

２

宗
教
の
近
代
的
再
編
の
諸
相
（
日
清

・
日
露
戦
争
、
大
日
本
帝
国
憲
法
、
教
育

勅
語
発
布
の
時
期
）

３

十
五
年
戦
争
下
の
宗
教
（
日
中
戦
争
、

第
二
次
世
界
大
戦
時
）

三
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

で
の
天
皇
制
国
家
が
行
っ
た
政
策
、
宗
教

政
策
と
そ
れ
に
対
す
る
宗
教
界
の
対
応
に

つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
含

ん
で
語
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
私
が

特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
時

に
明
如
（
み
ょ
う
に
ょ
。
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
二
一
世
、
大
谷
光
尊
の
法
名
）
が
詠

っ
た
次
の
歌
で
す
。

「
後
の
世
は
み
だ
の
お
し
へ
に
ま
か
せ
つ

つ

い
の
ち
を
や
す
く
君
に
さ
さ
げ
よ

（
あ
の
世
の
こ
と
は
み
だ
（
阿
弥
陀
如
来
）

の
教
え
に
任
せ
て
、
安
心
し
て
命
を
天
皇

に
奉
げ
な
さ
い
）」

い
や
は
や
、
本
来
、
殺
生
自
体
を
禁
じ
る

は
ず
の
浄
土
真
宗
が
こ
こ
ま
で
天
皇
制
軍

国
主
義
に
協
力
す
る
と
は
。

そ
し
て
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
近
代
宗
教
史
は
、
天
皇
制

国
家
へ
の
従
属
史
で
し
た
。
天
皇
制
国
家

と
諸
政
策
を
積
極
的
に
支
持
し
、
戦
争
に

さ
え
も
宗
教
界
は
協
力
し
て
き
ま
し
た
。

他
方
、
ご
く
少
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、

天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
を
相
対
化
し
、

対
峙
す
る
人
（
「
余
が
社
会
主
義
」
を
著

し
た
高
木
顕
妙
、
「
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
」

と
説
い
た
竹
中
彰
元
等
）
も
現
れ
ま
し
た

が
、
社
会
的
影
響
力
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と

は
難
し
く
、
そ
う
し
た
立
場
は
孤
立
し
、

広
が
り
を
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

天
皇
制
国
家
は
そ
れ
自
体
が
強
力
な
権

力
体
で
あ
り
、
抑
圧
の
体
系
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
を
作
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、
強

制
力
だ
け
で
な
く
、
自
発
的
、
積
極
的
に

天
皇
制
国
家
を
支
え
た
国
民
の
存
在
が
不

可
欠
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
国
民
を
内
面

的
次
元
か
ら
規
律
化
し
従
属
を
引
き
出
し

た
も
の
が
宗
教
で
し
た
。
こ
こ
に
宗
教
史

の
重
要
性
が
あ
り
ま
す
。

天
皇
制
国
家
に
従
属
し
た
近
代
日
本
の

宗
教
史
を
否
定
的
に
踏
ま
え
ら
れ
る
だ
け

の
立
場
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
回
復
で
き
る

の
か
。
そ
れ
は
、
宗
教
者
に
と
っ
て
は
信

仰
の
本
来
性
を
回
復
す
る
営
為
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て

は
、
自
己
の
尊
厳
性
や
非
戦
・
平
和
の
価

値
を
踏
ま
え
直
す
こ
と
や
日
本
国
憲
法
の

意
味
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
近
代
天
皇
制
と
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題

は
、
直
接
に
は
歴
史
を
ど
う
認
識
す
る
か

に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
私
た
ち
が
い
か
な
る
未
来
を
形
成
す

べ
き
か
と
い
う
問
い
に
直
結
す
る
、
極
め

て
実
践
的
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

＊
近
藤
俊
太
郎
（
こ
ん
ど
う
し
ゅ
ん
た
ろ
う
）

龍
国
大
学
非
常
勤
講
師
。
博
士
（
文
学
）

著
書

『
天
皇
制
国
家
と
「
精
神
主
義
」

：

ー
清
沢
満
之
と
そ
の
門
下
』
（
法
蔵
館
／
二

〇
一
三
年
）
、

編
著

『
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
ー
仏

：

教
か
ら
み
た
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
ー
』
（
法

蔵
館
／
二
〇
一
六
年
）

（
報
告
・
高
橋

靖
）

3/16第三回学習会を持って今期連続学習会は終わりま

した。三回とも会場いっぱいの参加者でした。安倍政権

がもたらした危険な政治状況下、いよいよ危険を増す「靖

国問題」の重要性と熱気が感じられました。「靖国問題」

一層深堀のため、事務局では引き続き次回度連続学習会

の準備を始めます。

引き続きともに学び、ともに闘っていきましょう！

第
三
回
靖
国
連
続
学
習
会

「
近
代
天
皇
制
と
宗
教
」

事務局より
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靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
靖
国
行
動
は
、

昨
年
で
五
回
を
数
え
ま
し
た
。
そ
の
際
、

も
し
も
、
自
衛
隊
員
に
戦
死
者
が
出
た

場
合
に
靖
国
神
社
は
合
祀
す
る
の
か
と

い
う
私
た
ち
の
質
問
に
対
し
て
、
靖
国

神
社
の
権
宮
司
は
「
国
が
戦
死
者
と
し

て
認
定
す
れ
ば
・
・
・
」
と
言
い
、
そ

の
可
能
性
を
示
唆
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
の
発
言
と
は
明
ら
か
に
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
違
う
言
い
方
で
す
。

靖
国
神
社
合
祀
イ
ヤ
で
す
訴
訟
を
提

起
し
た
元
原
告
は
も
ち
ろ
ん
靖
国
神
社
に

合
祀
の
取
り
消
し
を
求
め
て
き
た
多
く
の

人
た
ち
は
、
何
と
し
て
も
「
国
に
戦
争
を

さ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
強
い
思
い

を
共
有
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

か
つ
て
の
戦
争
で
侵
略
戦
争
に
加
担
さ
せ

ら
れ
、
あ
げ
く
の
果
て
に
無
残
な
死
を
強

要
さ
れ
た
者
た
ち
を
靖
国
神
社
が
「
英
霊
」

と
し
て
顕
彰
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
許
し

て
は
い
け
な
い
、
ま
ず
は
遺
族
が
声
を
あ

げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
今
こ
そ
、
日
本

民
衆
自
身
が
「
靖
国
思
想
」「
殉
国
思
想
」

か
ら
自
ら
を
解
き
放
た
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
合
祀
取
り
消
し
要
求
書
に
対

し
て
、
靖
国
神
社
は
毎
年
、
同
文
の
そ
っ

け
な
い
回
答
を
寄
こ
し
ま
す
（
資
料
参
照
）
。

し
か
し
、
近
し
い
も
の
た
ち
が
靖
国
神
社

に
合
祀
さ
れ
、「
英
霊
」
と
さ
れ
て
い
る
の

は
イ
ヤ
だ
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
が
少
な

か
ら
ず
い
る
こ
と
を
靖
国
神
社
自
身
認
識

し
て
い
ま
す
。

今
年
も
、
私
た
ち

靖
国
合
祀
イ
ヤ
で

す
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
一
人
で

も
多
く
の
遺
族
の

皆
さ
ん
の
参
加
を

呼
び
か
け
ま
す
。

「
合
祀
取
り
消
し

要
求
書
」
を
靖
国

神
社
に
突
き
つ
け

ま
し
ょ
う
！

靖国合祀いやです
靖国合祀いやで

ますます重要性が増す合祀取消要求行動

２０１８年・今年はあなたも参加してみませんか

もう「戦死者 英霊」をつくってはならない！

今こそ「戦争ができる国づくり」にNO！を

靖国神社に合祀取り消しを要求し続けましょう！

以下は昨年靖国神社に提出した「質問書」に対する返答です

今年の行動日程等詳細は追っ

てお知らせします。
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インフォメーション

会 計 報 告

控訴審／上告審の会計収支は以下の通りです。皆さんからの会費・支援カンパで黒字で締めくくることが

出来ました。心より感謝致します。心強い限りでした。残金は「合祀イヤですアジアネットワーク」に移行

いたします。訴訟は終結しましたが、これからの闘いに向け、事務局をこれまで通りSORAに維持するため引

き続きのご支援、よろしくお願い致します。

（２０１６年２月～２０１８年３月末日まで）

収 入 内 訳 支 出 内 訳

前期繰越 1,294,507 弁護士費 998,000 着手金等

印紙代、

会費・カンパ 1,650,787 原告費、支援会 裁判関連費 158,166 弁護団会議

費カンパ コピー等

集会参加費 179,500 通信・チラシ等 1,240,864 送料、印刷、

発行費 封筒、紙等

物販、銀行利息、

雑収入 76,540 ハスの花基金 事務費 523,264 事務所費、

集会経費、

出張費、送料

資料等販売 16,800 会場費 165,204 弁護団会議室、

集会会場等

雑支出 7,351 事務用品等

今年度収入 1,923,627 今年度支出 3,132,849

合 計 合 計

今期繰越金 85,285

合 計 3,218,134 3,218,134

◆東京控訴審訴訟・口頭弁論日程 （東京高裁）

第１回：４月２７日（金）１３時３０分～

第２回：６月 ６日（水）１３時３０分～

（お近くのみなさん、是非傍聴に駆けつけて下さい！）

◆第31回政教分離訴訟全国集会in京都」

日 時 ６月１５日（金）～１６日（土）

会 場 しんらん交流館（２階・大谷ホール）

内 容 記念講演 加島 宏（弁護士） 「2019年代替わり諸儀式の法的諸問題

－先の即位・大嘗祭違憲訴訟の経験を踏まえて－」

（詳細は事務局まで問い合わせて下さい。TEL06-7777-4935）

■中国人強制連行 大阪・花岡国賠訴訟弁論日程

第１３回口頭弁論 ５月１５日（火）１０:３０～（大阪地裁２０２号大法廷）

（「事実認定」を勝ち取る上で欠かすことのできない原告全員の陳述書が裁判所に提出されます。本件

は、唯一残った中国関係の戦後補償裁判（「重慶無差別爆撃」は昨年末に不当判決）であり、近々結

審が予想されます。最後の踏ん張りです！是非とも傍聴にお越しください）
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母の憶い、大待宵草 －よき人々との出会い－

著者：古川佳子著／田中伸尚〔跋〕

発行：白澤社

申込：お近くの書店又は 事務局まで ﾌｧｯｸｽ 06-7777-4925
定価：２６００円

目 次

第１章 小谷謙蔵のこと 第２章 母、小谷和子のこと

第３章 母、和子の戦後 第４章 夫、古川二郎のこと

第５章 ランソのヘイ、松下竜一さんのこと

第６章 箕面忠魂碑違憲訴訟、神坂哲・玲子夫妻のこと

第７章 「紡ぎ人」伊藤ルイさんのこと

第８章 啖呵きる短歌を詠う三木原ちかさんのこと

第９章 「戦死ヤアハレ」、竹内浩三さんのこと

第１０章 忠恕のひと、井上とし枝さんのこと

跋 過去が朝 くる前に（田中伸尚）

本

反天皇制市民 1700 43号
発行：反天皇制市民1700ネットワーク

申込：反天皇制市民1700ネットワーク事務局 ﾌｧｯｸｽ 06-7777-4925
定価：５００円

目 次

【駒込 武】 森友学園問題と教育勅語 －「教育再生」の行方－

【鵜飼 哲】 「民族の祭典」と「資本の祭典」

－2020年東京五輪批判の深化のために

【杉村昌昭】 反天皇制論議への私的補論

【知花昌一/服部良一】 沖縄における「奉安殿」から

【松岡 勲】 『靖国神社遺児参拝文集』(大阪府)を読む

1950年代の靖国神社遺児参拝〈11〉

【横山 潤】 宇部市「奉祝大会」への助成金問題

【加島 宏】 コラム「ガンジー」(８)

【松岡 勲】 旅の記 ーはじめてのメキシコ旅行

【菱木政晴】 古書紹介 ー「天皇制に挑んだ1700人」と次期「即大」

【徐 翠珍】 編集後記にかえて －今を語るために－

偶
然
の
よ
う
な
出
会
い
に
よ
っ
て
知
り
合
っ
た
、

「
よ
き
人
々
」
と
と
も
に
過
ご
し
た
時
を
暖
か
い

ま
な
ざ
し
で
つ
づ
っ
た
人
生
記

囚われた若き僧峯尾節堂 －未決の大逆事件と現代－

著者：田中伸尚

発行：岩波書店 申込：お近くの書店で

定価：２１００円

大逆事件で検挙され、獄中死した僧侶・峯尾節堂(1885～1919年)。社会

主義に近づいただけで、死刑判決(後に無期懲役)を受けた青年僧の生と

死を、新資料や丹念な取材によって鋭く描き出す。近代日本における最

大の言論・思想弾圧事件にまきこまれ、国家人生をに翻弄された節堂の

苦悩は、現代に何を問うのか。
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地下鉄谷町線「天満橋駅」西へ 300 ｍ

安倍靖国参拝違憲訴訟の会・関西

連絡先 : TEL／０６－７７７７－４９３５

こ
ろ
さ
な
い

こ
ろ
さ
れ
な
い

ころさせない

◆◆ ◇◇ ◆◆

靖国参拝違憲訴訟の大阪地裁・高裁判決は史上最悪のものでしたが、その後に続い

た東京地裁判決がそれを上回るひどいものであり、昨年末に出された「上告棄却決定」

はまさに安倍政権と同路を行くものでした。訴訟は終結しましたが、闘いそのものが

終結したわけではありません。天皇制と靖国のシステムは、殺し殺されることを敬意

と感謝で美化するものです。だから、私たちの訴訟は当初から政教分離だけでなく反

戦平和の闘いでもありました。

戦争法の「成立」、あからさまな「壊憲」の動きなど、靖国をめぐる状況は一層重大

になっています。闘いはまだまだこれから！集いに是非参集ください。

－4/13 訴訟終結と再出発の集い－
日 時 ４月１３日（金） ６：３０～

場 所 エル・おおさか ７０９号室

講 演 天皇制に抗う（仮）

（中曽根靖国公式参拝違憲訴訟以来 30数年、私たちは「靖国」とどのように闘って

きたか･･･）

講 師 田中伸尚さん（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家）

参加費 ８００円

安倍靖国参拝違憲訴訟


