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靖国合祀イヤですアジアネットワークは

通信「殺さない・殺されない・殺させない」を不定期に継続し活動を続けます。

「靖国合祀イヤですアジアネットワーク」主催の四回続いた靖国映像学習が終わりま

した。合祀取り消しを求める日本国内・台湾・沖縄・韓国の四地域の遺族の闘いを追っ

てきたわけですが、すべてを総括するテーマは「反皇民化」だったように思います。靖

国とは、天皇のために生き、天皇のために死ぬことを合祀という宗教儀式を通して至高

の名誉とすることで、あとに続く者を再生産するシステムです。このシステムを日本国

内だけでなく、植民地にも適用したことで、台湾・韓国にも靖国合祀者と靖国遺族が生

まれました。映像学習はこれらの人びとの闘いの軌跡を再確認するものでした。

人びとを天皇のために生き死ぬという方向に導くことを「皇民化」と呼ぶとすれば、

合祀拒否とはまさに反皇民化の闘いだったと言えます。ところが、皇民化による被害は、

それを被っている者が必ずしもそれを被害として自覚するのではなく、むしろそれを誇

りとして自発的に受け入れていくところに特徴があると思われます。とりわけ、それは

日本国内において顕著です。日本国内の靖国遺族の多数は、靖国合祀を、遺族「援護」

の一つとみなし被害であると受け止めてはいません。植民地朝鮮は35年に及ぶ皇民化の

被害を受けましたが、1945年以降は、これが被害であったことを明確に自覚しました。

それでも、現政権によって今改めて親日派の清算が課題として挙げられるということが

あります。おなじように、台湾は50年間の被害だったわけですが、合祀取り消し訴訟や

小泉参拝違憲訴訟の際に、そうした親日派の動員さえありました。そして、琉球におい

て140年間、日本国内における150年に及ぶ皇民化はほとんど問題とされません。だから、

この四地域の遺族の闘いが連動して「ネットワーク」を形成しえたことは、被害を被害

として自覚し、場面によっては加害者の役割を担わされたことに対する痛恨の思いを共

有し問い直す闘いだったのだと思います。

今、世間は天皇代替わりに際して、皇民化が個人の尊厳に対する重大な侵害であるこ

とを見失って愚かなバカ騒ぎをしているように思われます。いち早く皇民化の悪を指摘

し、今なお皇民化に浮かれる私たちを目覚めさせてくれたアジアの友人たちに敬意を表

しつつ、「靖国合祀イヤですアジアネットワーク」は、このバカ騒ぎをしっかりと見届け、

たとえば、即位礼・大嘗祭違憲訴訟のような、それに対する有効な闘いを模索して、こ

れからも随時情報の発信を続けていこうと思います。

今後ともよろしくご支援ご協力をいただけますようお願い申し上げ

ます。

（事務局長：菱木政晴）

バンザイ！

バンザイ！と･･･

あたまを冷やさねば

又々右向け右

˙ό 発行：靖国合祀イヤです・アジアネットワーク【２０１９年５月１5日】
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「
靖
国
の
檻
」
上
映
と
菅
原
龍
憲
さ
ん
の
お
話

靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
・
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
第
三

期
の
学
習
会
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
作
成
さ
れ
た
映

像
を
今
一
度
み
ん
な
で
見
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
企
画

だ
。二

〇
一
八
年
一
一
月
七
日
、
エ
ル
お
お
さ
か
で
、
『
靖

国
の
檻
』
を
取
り
上
げ
、
第
二
回
連
続
映
像
学
習
会
を
持

っ
た
。
靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
訴
訟
の
原
告
団
団
長
の
菅
原

龍
憲
さ
ん
監
修
の
映
画
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
菅
原
さ
ん

に
来
て
も
ら
っ
て
話
も
聴
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

『
靖
国
の
檻
』
と
は
、
私
た
ち
の
家
族
が
侵
略
戦
争
に

狩
り
出
さ
れ
戦
死
さ
せ
ら
れ
た
う
え
、
死
ん
だ
後
も
靖
国

神
社
に
合
祀
さ
れ
「
国
（
天
皇
）
の
た
め
に
進
ん
で
命
を

捧
げ
た
英
霊
」
、
「
護
国
の
神
」
と
し
て
、
殉
国
思
想
、
靖

国
思
想
を
宣
伝
す
る
道
具
と
し
て
靖
国
神
社
に
利
用
さ
れ

続
け
て
い
る
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
家
族
が
靖
国
神
社
に

囚
わ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
菅
原
さ
ん
は
『
靖
国

の
檻
』
と
名
付
け
た
の
だ
。

映
画
は
、
ま
ず
菅
原
さ
ん
の
次
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

始
ま
る
。

「
二
〇
〇
六
年
八
月
一
四
日
、
合
祀
イ
ヤ
で
す
訴
訟
提

訴
、
提
訴
か
ら
丸
四
年
以
上
が
経
つ
二
〇
一
〇
年
一
二
月
、

い
よ
い
よ
控
訴
審
の
判
決
が
下
さ
れ
る
。
私
（
菅
原
）
を

含
む
八
人
の
原
告
は
こ
の
裁
判
を
い
か
に
闘
っ
て
き
た
の

か
。
そ
し
て
己
が
内
面
と
い
か
に
し
て
向
き
合
っ
て
き
た

の
か
。
原
告
を
訪
ね
る
私
の
旅
が
、
始
ま
っ
た
。」

久
し
ぶ
り
に
再
見
。
菅
原
さ
ん
に
導
か
れ
て
原
告
八
人

の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
住
ん

で
い
る
と
こ
ろ
も
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
も
様
々
。
主
張
も
、

靖
国
神
社
に
対
す
る
怒
り
の
あ
り
様
も
、
靖
国
に
囚
わ
れ

て
い
る
家
族
と
の
向
き
合
い
方
も
そ
れ
ぞ
れ
。
そ
の
違
い

が
響
き
合
っ
て
靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
訴
訟
を
原
告
と
し
て

「
楽
し
く
」
（
こ
れ
は
私
｟
吉
田
｠
の
感
想
）
や
り
切
れ

た
の
だ
。
敗
訴
は
腹
が
立
つ
が
、
裁
判
に
か
け
た
こ
と
じ

た
い
が
私
た
ち
の
勝
利
だ
っ
た
の
だ
と
、
再
確
認
し
た
。

集
会
の
後
で
、
「
吉
田
さ
ん
は
あ
ん
な
思
い
で
裁
判
さ

れ
て
い
た
ん
で
す
ね
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。
「
靖
国
の

こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
も
聞
い
た
と
い
う
。

や
っ
ぱ
り
映
像
と
い
う
の
は
す
ご
い
。
す
で
に
古
野
さ
ん

が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
が
、
映
画
の
な
か
で
古
野
さ
ん
は
、

古
野
さ
ん
ら
し
く
、
穏
や
か
に
、
に
こ
や
か
に
、
し
か
し

断
固
と
し
て
靖
国
合
祀
を
許
さ
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
菅

原
さ
ん
、
よ
く
ぞ
原
告
八
人
の
映
像
を
残
し
て
い
た
だ
い

た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
！

原
告
の
一
人
西
山
誠
一
さ
ん
を
取
材
し
た
二
〇
一
八
年

八
月
一
七
日
付
け
の
毎
日
新
聞
の
コ
ピ
ー
が
配
布
さ
れ

た
。
タ
イ
ト
ル
は
「
父
の
戦
死
美
化
さ
せ
な
い

軍
神
扱

い
苦
い
記
憶

『
院
号
』
返
上
大
谷
派
門
徒

宗
教
界
戦

争
協
力
」
と
あ
る
。
映
画
の
中
の
西
山
さ
ん
と
重
な
り
、

西
山
さ
ん
と
知
り
合
え
た
こ
と
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
事

か
と
改
め
て
感
じ
入
っ
た
。

菅
原
さ
ん
の
話
の
後
、
一
〇
月
に
行
っ
た
七
回
目
の
靖

国
行
動
（
上
告
棄
却
後
、
原
告
団
中
心
に
靖
国
神
社
へ
直

接
「
合
祀
取
り
消
し
要
求
書
」
を
全
国
か
ら
同
志
を
募
っ

て
毎
年
提
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
運
動
を
始
め
た
）
を
報

告
し
、
靖
国
神
社
に
手
交
し
た
抗
議
文
を
配
布
し
、
「
来

年
も
や
る
」
と
参
加
を
呼
び
か
け
た
。

安
倍
首
相
靖
国
神
社
参
拝
憲
訴
訟
に
憲
法
判
断
を
示
す

こ
と
な
く
棄
却
し
た
（2

0
1
8

年1
0

月2
5

日
）
東
京
高
裁
に

対
す
る
東
京
の
訴
訟
団
か
ら
出
さ
れ
た
抗
議
声
明
を
集
会

参
加
者
に
配
布
し
た
。
抗
議
文
に
は
「
本
件
参
拝
後
、
防

衛
費
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
憲
法
改
正
を
掲
げ
た
安

倍
首
相
が
自
民
党
総
裁
三
選
を
果
た
す
な
ど
、
平
和
憲
法

の
諸
原
則
が
崩
壊
す
る
危
機
に
あ
る
中
で
、
憲
法
の
番
人

た
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判

決
は
、
こ
れ
を
裏
切
り
、
政
治
部
門
に
よ
る
憲
法
違
反
を

野
放
し
に
し
て
、
政
教
分
離
原
則
を
黙
殺
し
た
も
の
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
あ
る
。
そ
の
通
り
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
安
倍
首
相
の
靖
国
参
拝
訴
訟
を
闘
っ
た

弁
護
団
は
、
近
づ
く
天
皇
代
替
わ
り
に
対
し
て
「
即
位
・

大
嘗
祭
違
憲
訴
訟｣

を
提
起
し
、
原
告
を
募
っ
て
い
る
。

今
回
の
「
即
位
・
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
」
は
東
京
に
一
本
化

す
る
、
大
阪
は
東
京
で
の
裁
判
に
原
告
と
し
て
、
支
援
者

と
し
て
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
訴
訟
委
任
状
を

配
布
し
、
集
会
参
加
者
に
原
告
に
な
る
よ
う
事
務
局
長
菱

木
さ
ん
か
ら
呼
び
か
け
た
。

盛
り
だ
く
さ
ん
の
集
会
だ
っ
た
。
改
め
て
、
戦
争
を
阻

止
し
、
安
倍
政
権
と
対
決
し
て
い
く
闘
い
の
要
に
靖
国
神

社
を
取
り
巻
く
様
々
な
闘
い
を
据
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と

考
え
さ
せ
ら
れ
た
集
会
だ
っ
た
。

（
報
告

吉
田
文
枝
）
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映
像
『
英
霊
か
犬
死
か
』
金
城
実
さ
ん
を
迎
え
て

～
沖
縄
に
と
っ
て
靖
国
合
祀
と
は
～

二
月
一
四
日
（
木
）、
エ
ル
お
お
さ
か
で
第
三
期
第
三
回

の
映
像
に
よ
る
靖
国
連
続
学
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

司
会
あ
い
さ
つ
の
後
、
映
画
『
英
霊
か
犬
死
か
』
上
映
、

そ
の
後
金
城
さ
ん
の
講
演
と
続
き
ま
し
た
。

『
英
霊
か
犬
死
か
～
沖
縄
か
ら
問
う
靖
国
裁
判
～
』
は
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
二
日
に
、
琉
球
朝
日
放
送
で
放
送
さ
れ

た
映
像
で
す
。

「
靖
国
」
と
は
皇
国
日
本
の
た
め
に
殺
し
た
り
殺
さ
れ

た
り
す
る
「
捨
て
駒
」
と
し
て
の
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
た
兵

士
を
、
英
霊
と
し
て
祀
り
、
新
た
な
兵
士
を
動
員
す
る
道

具
と
し
て
再
利
用
す
る
所
で
す
。（
当
日
の
チ
ラ
シ
文
よ
り
）

顔
も
知
ら
な
い
金
城
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
「
立
派
な
日
本

人
・
皇
国
臣
民
」
と
し
て
志
願
兵
で
出
兵
し
、
そ
し
て
戦

死
さ
れ
ま
し
た
。

金
城
さ
ん
は
、
「
『
犬
死
』
と
言
わ
な
け
れ
ば
沖
縄
戦
は

見
え
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

戦
地
か
ら
母
・
秋
子
さ
ん
に
届
く
手
紙
に
は
、
い
つ
も
「
立

派
な
日
本
人
で
あ
れ
」
と
書
き
送
っ
た
父
親
。

沖
縄
の
人
々
が
置
か
れ
た
被
差
別
意
識
が
利
用
さ
れ
、

“
皇
国
臣
民
”
に
な
ら
な
け
れ
ば
」
と
強
く
思
わ
さ
れ
、

突
き
進
ん
だ
結
果
の
戦
死
で
す
。
お
父
さ
ん
の
望
み
は
、

た
だ
「
実
の
時
代
に
は
差
別
の
な
い
平
和
な
未
来
を
」
と

み
の
る

い
う
こ
と
で
し
た
。

秋
子
さ
ん
は
「
夫
の
死
は
誇
り
だ
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
実
さ
ん
た
ち
の
靖
国
訴
訟
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
ず
っ

と
法
廷
に
通
わ
れ
ま
し
た
。「
夫
は
お
国
の
た
め
に
死
ん
だ

か
ら
、
靖
国
に
祀
ら
れ
て
当
然
。
だ
か
ら
犬
死
で
は
な
い
。
」

と
思
っ
て
き
ま
し
た
が
、
「

実

は
間
違
っ
て
い
な
い
か
も

み
の
る

し
れ
な
い
」
と
メ
モ
書
き
し
た
そ
う
で
す
。
結
果
的
に
は

二
〇
一
二
年
六
月
に
敗
訴
と
な
り
ま
し
た
が
、
訴
訟
に
よ

り
靖
国
の
実
態
・
ま
や
か
し
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。

靖
国
に
は
、
約
六
万
人
の
沖
縄
の
方
が
“
準
軍
属
”
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
は
、
沖
縄
で
大
量
の
民
間
人

の
死
者
が
出
た
こ
と
に
対
し
、
か
つ
酷
い
こ
と
を
し
て
き

た
罪
を
覆
い
隠
す
た
め
に

“
準
軍
属
”
と
し
て
扱
う
こ
と

に
よ
り
「
援
護
法
」
適
用
で
お
金
を
出
し
、「
援
護
金
を
も

ら
っ
て
い
る
な
ら
批
判
的
な
発
言
を
す
る
な
」
と
い
う
無

言
の
脅
し
を
か
け
ま
し
た
。
実
際
、
沖
縄
戦
の
体
験
が
語

り
に
く
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。（
こ
の
援
護
法
の
か
ら
く
り

に
は
本
当
に
驚
き
、
呆
れ
、
怒
り
が
こ
み
上
げ
ま
す
。）

金
城
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
沖
縄
は
、
命
を
差
し
出
し
て

称
賛
さ
れ
、
基
地
を
差
し
出
し
て
感
謝
さ
れ
る
。
い
つ
ま

で
騙
さ
れ
る
の
か
！
子
や
孫
の
未
来
の
た
め
に
ど
う
い
う

沖
縄
を
残
し
て
い
く
の
か
。
け
じ
め
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
二
度
と
加
害
者
に
も
被
害
者
に
も
な

ら
な
い
こ
と
、
そ
の
根
っ
こ
を
断
つ
た
め
に
靖
国
を
問
う

て
い
く
、
と
力
強
く
締
め
括
り
ま
し
た
。

（
報
告

中
西
真
佐
子
）
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植
民
地
支
配
と
靖
国
ー
矢
野
秀
喜
さ
ん

映
像
『
考
え
て
み
よ
う
靖
国
問
題
』

靖
国
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
あ
ん
に

ょ
ん
・
サ
ヨ
ナ
ラ
（
日
韓
の
辛
い
過
去
に
サ
ヨ
ナ
ラ
、
和

解
と
未
来
よ
、
こ
ん
に
ち
は
）」
と
は
、
家
族
に
死
亡
を

知
ら
さ
れ
ず
、
父
親
が
ひ
そ
か
に
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
、
一
九
九
〇
年
代
に
知
る
韓
国
の
イ
・
ヒ

ジ
ャ
さ
ん
。
彼
女
の
合
祀
と
り
さ
げ
の
願
い
に
よ
り
そ
い

な
が
ら
靖
国
問
題
を
視
聴
者
と
と
も
に
考
え
学
ん
で
ゆ
こ

う
と
す
る
映
像
で
す
。

そ
の
な
か
か
ら
見
え
て
く
る
、
靖
国
神
社
と
は
い
っ
た

い
ど
う
い
う
神
社
な
の
か
。
な
ん
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
利

用
さ
れ
て
き
た
の
か
。
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
合
祀
と

は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
。
遺
族
が
望

ま
な
い
合
祀
。
そ
し
て
内
外
か
ら
批
判
が
で
る
首
相
参
拝
。

韓
国
人
遺
族
イ
・
ヒ
ジ
ャ
さ
ん
の
姿
を
と
お
し
、
お
お
く

の
識
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
貴
重
な
映
像
で
靖
国
神
社
の

本
質
に
せ
ま
る
、
わ
か
り
や
す
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

ら
れ
た
映
像
で
し
た
。

■

軍
事
施
設
と
し
て
あ
る
国
営
靖
国
神
社

一
般
神
社
と
靖
国
神
社
の
違
い
と
は
、
明
治
に
な
っ
て

新
し
い
思
想
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
天
皇
の
軍
隊
の
死
者
」
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だ
け
を
祀
る
、
陸
軍
省
と
海
軍
省
管
轄
に
よ
る
国
営
・
軍

国
神
社
、
侵
略
神
社
と
も
い
え
る
「
軍
事
施
設
」
で
す
。

そ
の
施
設
と
し
て
の
機
能
は
、
戦
後
に
な
っ
て
も
い
ま
だ

変
わ
ら
ず
働
き
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
い
ざ
と
な
れ
ば
戦
争

が
で
き
る
国
家
で
あ
り
、
天
皇
と
国
家
の
た
め
に
命
を
捨

て
て
死
ん
で
く
れ
る
兵
士
。
そ
の
精
神
を
つ
ね
に
国
民
に

浸
透
さ
せ
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な

国
家
に
よ
る
戦
死
者
顕
彰
施
設
で
あ
っ
て
遺
族
が
追
悼

し
、
国
民
が
歴
史
の
真
実
を
知
り
反
省
し
つ
づ
け
る
た
め

の
施
設
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
の
た
め
に
死
ん
だ
人
を

ほ
め
た
た
え
、
後
に
つ
づ
く
人
を
生
産
し
つ
づ
け
る
た
め

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
戦
死
者
遺
族
に
最
高
の
名
誉
を
あ
た
え

つ
づ
け
、
悲
し
み
を
喜
び
に
転
化
さ
せ
る
感
情
の
錬
金
術

と
し
て
の
最
高
指
導
者
「
天
皇
制
マ
ジ
ッ
ク
」
の
力
を
維

持
さ
せ
る
効
果
を
た
も
つ
た
め
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
政
治
権
力
者
や
首
相
の
参
拝
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
批
判

が
あ
る
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
つ
づ
け
る
と
い
う
、
軍
国
主

義
に
つ
き
す
す
む
た
め
の
国
営
軍
事
施
設
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
し
っ
か
り
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

■

合
祀
の
矛
盾
性
と
凡
庸
な
軍
事
施
設
職
員

ま
た
靖
国
神
社
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
前
に

亡
く
な
っ
た
戦
死
者
は
、
韓
国
・
朝
鮮
・
台
湾
か
ら
強
制

連
行
さ
れ
た
人
で
あ
っ
て
も
日
本
の
植
民
地
の
住
民
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
「
日
本
人
」
と
し
て
と
り
あ

つ
か
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
と
し
て
合
祀
さ
れ

る
の
だ
と
意
味
づ
け
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
本
人
や

遺
族
の
意
見
を
無
視
し
た
あ
ま
り
に
も
強
引
な
、
強
い
も

の
の
論
理
の
お
し
つ
け
で
あ
り
、
個
人
の
人
権
・
信
教
の

自
由
に
反
す
る
行
為
で
す
。

植
民
地
侵
略
し
て
い
る
と
き
に
は
、
韓
国
・
朝
鮮
・
台

湾
・
中
国
の
人
の
人
権
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
自
由
を
う

ば
い
つ
く
し
て
お
き
な
が
ら
、
合
祀
と
り
さ
げ
を
願
う
人

び
と
に
は
「
い
っ
た
ん
神
に
し
た
人
を
ひ
き
ず
り
お
ろ
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
神
主
の
こ
と
ば
は
、
あ

ま
り
に
も
勝
手
で
矛
盾
す
る
論
理
と
し
か
お
も
え
ま
せ

ん
。そ

し
て
戦
争
を
し
か
け
て
き
た
張
本
人
で
あ
る
Ａ
級
戦

犯
と
お
な
じ
場
所
に
祀
ら
れ
る
と
い
う
、
韓
国
・
朝
鮮
・

台
湾
・
中
国
の
人
び
と
の
民
族
感
情
で
は
考
え
ら
れ
な
い

屈
辱
的
な
処
遇
。
そ
れ
は
宗
教
者
と
し
て
の
思
想
か
ら
で

て
く
る
こ
と
ば
で
は
な
く
、
ま
さ
に
軍
事
施
設
の
職
員
と

し
て
の
、
凡
庸
で
忠
実
な
人
間
性
を
失
っ
た
自
主
的
隷
従

者
の
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。

映
像
の
お
し
ま
い
に
「
イ
・
ヒ
ジ
ャ
さ
ん
の
な
か
で
は
、

ま
だ
戦
争
は
終
わ
っ
て
い
な
い
」
と
言
う
ナ
レ
ー
タ
ー
の

こ
と
ば
で
幕
は
と
じ
ら
れ
ま
し
た
。

■

矢
野
秀
樹
さ
ん
の
お
は
な
し
「
ヤ
ス
ク
ニ
／
徴
用
工
問

題
～
清
算
さ
れ
な
い
植
民
地
主
義
」

映
像
の
あ
と
、
東
京
か
ら
朝
鮮
人
強
制
労
働
被
害
者
補

償
立
法
を
め
ざ
す
日
韓
共
同
行
動
・
事
務
局
長
の
矢
野
秀

樹
さ
ん
を
お
む
か
え
し
「
ヤ
ス
ク
ニ
／
徴
用
工
問
題
～
清

算
さ
れ
な
い
植
民
地
主
義
」
と
題
し
て
の
講
演
が
あ
り
ま

し
た
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
「
映
像
の
な
か
で
、
イ
・
ヒ
ジ
ャ
さ

ん
の
な
か
で
は
ま
だ
戦
争
は
終
わ
っ
て
い
な
い
」
と
、
合

祀
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
と
い
っ
て
た
が
、
い
ま
だ
に
踏
み

に
じ
ら
れ
た
東
ア
ジ
ア
・
韓
国
朝
鮮
の
戦
争
犠
牲
者
の
人

権
は
回
復
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
い
ま
だ
に
日
本
の

植
民
地
支
配
主
義
は
つ
づ
い
て
い
る
と
、
か
た
り
は
じ
め

ら
れ
ま
し
た
。

■

三
・
一
朝
鮮
独
立
運
動
一
〇
〇
年

二
〇
一
九
年
三
月
一
日
の
三
・
一
独
立
運
動
一
〇
〇
周

年
の
記
念
式
典
で
の
文
在
寅
大
統
領
の
式
辞
の
こ
と
ば
で

す
。

「
あ
の
日
、
私
た
ち
は
王
朝
と
植
民
地
の
百
姓
か
ら
共
和

国
の
国
民
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
り
ま
し
た
。
独
立
と
解
放

を
こ
え
民
主
共
和
国
の
た
め
の
偉
大
な
旅
程
を
は
じ
め
ま

し
た
」

朝
鮮
独
立
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
共
和
制
・
共
和

国
の
国
民
で
あ
る
と
か
た
ら
れ
た
の
に
、
そ
の
ひ
と
月
あ

と
の
四
月
一
日
、
日
本
で
は
な
に
が
お
こ
っ
て
い
た
の
か
、

共
和
国
か
ら
王
朝
に
逆
戻
り
す
る
よ
う
な
元
号
さ
わ
ぎ
と

い
う
、
お
祭
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
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そ
し
て
大
統
領
の
式
辞
の
さ
い
ご
に
「
過
去
は
か
え
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
未
来
は
か
え
ら
れ
ま
す
。
歴
史
を
鏡
に
し

て
、
韓
国
と
日
本
が
か
た
く
手
を
つ
か
む
と
き
、
平
和
の

時
代
が
お
お
き
く
私
た
ち
の
そ
ば
に
ち
か
づ
い
て
く
る
で

し
ょ
う
。
力
を
あ
わ
せ
て
、
被
害
者
の
苦
痛
を
実
質
的
に

治
癒
す
る
と
き
、
韓
国
と
日
本
は
こ
こ
ろ
が
通
じ
る
真
の

友
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
。

過
去
を
鏡
に
し
て
、
ふ
り
か
え
り
手
を
つ
な
げ
ば
東
ア

ジ
ア
に
平
和
が
来
る
と
、
よ
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
力
を

あ
わ
せ
て
キ
ズ
を
治
療
し
ま
し
ょ
う
と
、
す
る
と
真
の
友

に
な
れ
る
か
ら
と
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
三

月
一
日
は
危
険
だ
か
ら
韓
国
の
式
典
や
デ
モ
に
近
づ
か
な

い
よ
う
に
と
伝
え
て
い
た
と
い
う
。
日
本
の
支
配
階
層
に

は
七
四
年
前
に
終
わ
っ
た
は
ず
の
植
民
地
支
配
の
意
識
の

延
長
で
し
か
こ
の
問
題
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
そ
う
い
う

現
実
を
考
え
て
み
る
必
要
が
私
た
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

■

韓
国
人
の
靖
国
合
祀
、
徴
用
工
問
題
の
根
は
ひ
と
つ
「
総

力
戦
」
と
「
国
家
総
動
員
体
制
」

先
の
戦
争
に
お
い
て
日
本
の
無
謀
な
総
力
戦
・
国
家
総

動
員
の
も
と
に
、
労
務
動
員
も
ふ
く
め
て
七
〇
数
万
人
も

の
人
が
動
員
さ
れ
て
い
っ
た
。
日
本
軍
が
ア
ジ
ア
諸
国
・

太
平
洋
全
域
に
戦
線
を
拡
張
し
、
総
力
戦
に
な
っ
た
か
ら

こ
そ
朝
鮮
と
い
う
植
民
地
か
ら
軍
要
員
と
し
て
の
動
員
を

必
要
と
し
た
。
と
言
う
お
お
き
な
背
景
が
あ
る
の
で
す
。

一
九
三
一
年
か
ら
満
州
事
変
が
は
じ
ま
り
。
一
九
三
七

年
か
ら
は
中
国
戦
線
・
日
中
全
面
戦
争
。
そ
し
て
四
年
後

の
一
九
四
一
年
一
二
月
に
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
戦

線
を
拡
大
し
、
総
力
戦
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
四
年
間
で
日
本
軍
の
戦
死
者
一
八
万
人
・
戦
傷
病

者
四
三
万
人
。
合
計
六
一
万
人
も
の
人
び
と
が
戦
線
を
離

脱
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
ど
ん

兵
員
を
中
国
へ
お
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ど
ん
ど
ん
軍

事
物
資
も
不
足
し
て
く
る
。
そ
の
生
産
者
・
若
い
労
働
者

も
戦
地
へ
と
、
そ
し
て
農
村
や
年
配
の
人
た
ち
も
。
す
る

と
本
土
に
軍
需
産
業
に
従
事
す
る
人
が
い
な
く
な
る
。
で

は
、
ど
こ
か
ら
人
材
を
と
な
る
と
植
民
地
で
あ
る
朝
鮮
半

島
や
台
湾
か
ら
、
最
後
に
は
交
戦
国
の
中
国
や
連
合
国
軍

の
捕
虜
ま
で
強
制
的
に
動
員
す
る
こ
と
に
国
策
で
き
め
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
国
際
法
違

反
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
イ
・
ヒ
ジ
ャ
さ
ん
を
は
じ
め
韓
国
や
東

ア
ジ
ア
の
戦
死
者
遺
族
た
ち
が
靖
国
問
題
に
つ
き
あ
た
る

根
元
の
こ
と
な
の
で
す
。

■

植
民
地
朝
鮮
か
ら
の
兵
士
動
員

そ
し
て
、
朝
鮮
半
島
か
ら
軍
人
・
軍
属
と
し
て
動
員
さ

れ
た
人
び
と
は
三
〇
数
万
人
。
そ
の
う
ち
戦
死
者
は
二
万

数
千
人
〜
約
三
万
人
。
死
亡
通
知
を
遺
族
に
お
く
ら
ず
、

遺
骨
も
か
え
さ
ず
、
未
払
い
賃
金
・
軍
事
郵
便
貯
金
も
放

置
し
た
ま
ま
で
、
戦
後
の
一
九
五
九
年
に
遺
族
に
無
断
で

靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
ひ
と
は
二
万
一
一
八
一

人
。
そ
の
う
え
、
戦
傷
軍
人
ら
も
放
置
し
た
ま
ま
で
、『
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
』
を
む
す
ん
だ
あ
と
の
一
九

五
二
・
三
年
に
日
本
人
に
は
適
用
し
た
『
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
』
や
、
軍
人
恩
給
も
復
活
さ
せ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
朝
鮮
人
に
は
日
本
戸
籍
が
な
い
と
適

用
せ
ず
。
当
時
は
日
本
人
だ
か
ら
動
員
し
た
ん
だ
と
い
い

な
が
ら
矛
盾
し
た
卑
怯
な
い
い
が
か
り
で
す
。
そ
し
て
一

九
六
五
年
に
、『
日
韓
請
求
権
協
定
』
を
む
す
ん
で
お
し

ま
い
と
し
た
の
で
、
結
局
な
ん
の
保
証
も
な
く
い
ま
に
至

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

■

靖
国
訴
訟

二
〇
〇
七
年
二
月
に
第
一
次
訴
訟
が
お
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
の
裁
判
所
の
い
い
ぐ
さ
は
、
大
阪
も
ど
こ
の
裁

判
所
も
お
な
じ
だ
っ
た
の
で
す
「
韓
国
人
が
植
民
地
支
配

さ
れ
て
た
か
ら
靖
国
に
祀
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
と
、
嫌
悪
す

る
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
た
ん
な

る
嫌
悪
」
で
し
ょ
と
。「
そ
の
嫌
悪
と
靖
国
神
社
と
い
う

宗
教
・
信
教
の
自
由
と
を
ハ
カ
リ
に
か
け
れ
ば
ど
ち
ら
が

重
い
か
と
い
う
と
、
あ
き
ら
か
に
靖
国
神
社
の
信
教
の
自

由
を
ま
も
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
ん
な
判
決
で
す
。
そ
し

て
「
寛
容
で
あ
れ
」
と
。

あ
っ
ち
は
国
家
権
力
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
っ
ち
は
わ

ず
か
、
何
人
か
で
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
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て
寛
容
で
あ
れ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
国
が
合
祀
の

た
め
の
名
簿
を
つ
く
っ
て
渡
し
て
い
る
の
は
「
行
政
サ
ー

ビ
ス
で
す
、
好
意
で
や
っ
て
る
だ
け
で
す
」
よ
と
い
っ
て
、

き
り
す
て
て
い
る
ん
で
す
。
イ
ヤ
だ
と
い
っ
て
い
る
遺
族

を
無
視
し
て
合
祀
を
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
靖
国
の
宗
教

の
自
由
を
ま
も
る
た
め
に
は
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
寛
容
に

な
っ
て
く
れ
と
。「
こ
の
国
の
裁
判
と
は
な
ん
な
の
か
！
」

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
す
よ
ね
。

■

植
民
地
朝
鮮
か
ら
の
労
務
動
員
と
韓
国
大
法
院
判
決

軍
需
産
業
、
兵
器
が
な
け
れ
ば
戦
争
に
勝
て
な
い
、
こ

と
に
戦
車
や
軍
艦
。
製
鉄
産
業
に
従
事
す
る
人
、
若
い
工

員
そ
し
て
熟
練
工
ま
で
も
が
兵
力
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
労
務
動
員
か
ら
は
じ
ま
り
、
女
性
ま
で
も

動
員
さ
れ
・
女
子
挺
身
隊
や
戦
争
性
奴
隷
（
慰
安
婦
）
に

ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
う
い
う
人
び
と
が
「
技
術
が
得
れ
る
か
ら
」
や
、
「
い

い
給
料
が
も
ら
え
る
」
な
ど
と
い
う
募
集
で
動
員
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
ぜ
ん
ぜ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
と
ん

で
も
な
い
環
境
で
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
、
賃
金
も
ほ

と
ん
ど
払
わ
れ
ず
、
外
出
の
自
由
も
う
ば
わ
れ
、
賃
金
も

か
っ
て
に
貯
蓄
さ
れ
通
帳
は
寮
の
舎
監
が
も
っ
て
い
て
、

わ
た
さ
な
い
。
今
の
外
国
人
労
働
者
の
な
か
に
パ
ス
ポ
ー

ト
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
働
か
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
、
そ

れ
と
お
な
じ
で
す
。
い
や
、
私
た
ち
の
国
、
日
本
は
い
ま

だ
に
戦
争
中
と
お
な
じ
労
働
環
境
を
外
国
人
に
、
い
や
日

本
人
労
働
者
に
ま
で
強
い
て
い
る
植
民
地
主
義
の
国
な
の

で
す
。

こ
の
こ
と
を
「
強
制
労
働
そ
の
も
の
で
し
ょ
う
」
と
韓

国
の
大
法
院
に
指
摘
さ
れ
「
賠
償
し
な
さ
い
」
と
い
わ
れ

る
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

■

日
本
政
府
の
判
決
非
難
に
あ
ら
わ
れ
た
植
民
地
主
義

と
こ
ろ
が
、
安
倍
政
権
は
「
強
制
動
員
で
は
な
く
応
募

し
て
き
た
の
だ
か
ら
強
制
動
員
で
は
な
い
し
徴
用
工
で
も

な
い
」
と
、「
一
九
六
五
年
の
『
日
韓
請
求
権
協
定
』
で

終
わ
っ
て
い
る
こ
と
」
だ
、
む
し
か
え
す
な
と
。「
国
と

国
と
の
約
束
を
ま
も
ら
な
い
の
は
お
か
し
い
」
と
。
「
そ

ん
な
こ
と
で
は
外
交
が
な
り
た
た
な
い
、
韓
国
政
府
は
適

切
に
対
応
し
ろ
」
な
ど
と
イ
ン
チ
キ
な
こ
と
を
い
う
わ
け

で
す
。

し
か
し
、
こ
の
人
た
ち
は
た
し
か
に
強
制
動
員
の
被
害

者
な
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
日
本
の
教
科
書
に
も
書
か

れ
て
あ
る
事
実
な
の
で
す
。

そ
の
う
え
、
一
九
九
五
年
の
『
村
山
総
理
談
話
』
で
は
「
植

民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
お
お
く
の
国
ぐ
に
、
と
り

わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
び
と
に
た
い
し
て
多
大
の
損
害
と

苦
痛
を
あ
た
え
」
た
と
、
ま
た
一
九
九
八
年
の
金
大
中
大

統
領
・
小
渕
首
相
に
よ
る
『
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣

言
』
で
は
「
わ
が
国
が
過
去
の
一
時
期
韓
国
国
民
に
た
い

し
植
民
地
支
配
に
よ
り
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
あ
た
え
た

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
謙
虚
に
う
け
と
め
、
こ
れ
に
た
い

し
、
痛
切
な
反
省
と
心
か
ら
の
お
わ
び
」
を
表
明
し
て
る

わ
け
で
す
。

こ
の
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
れ
れ
た
人
び
と
は
、
こ
の

多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
あ
た
え
ら
れ
た
ら
れ
た
人
、
そ
の

も
の
で
し
ょ
う
。
一
九
六
五
年
の
『
日
韓
請
求
権
協
定
』

で
補
償
が
お
わ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
さ
て
お
い

て
、『
村
山
総
理
談
話
』
や
『
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
言
』
の
精
神
に
た
つ
な
ら
ば
、
そ
の
人
た
ち
に
「
ほ
ん

と
う
に
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
、
も
う
し
わ
け
な
か
っ
た
」

と
ま
ず
、
わ
び
た
う
え
で
「
こ
の
問
題
は
一
九
六
五
年
に

解
決
し
た
こ
と
に
な
っ
て
る
」
と
「
だ
か
ら
意
に
そ
え
な

い
ん
だ
」
と
、
真
摯
な
話
し
合
い
を
続
行
す
る
の
が
筋
だ

と
お
も
い
ま
す
。

■

一
九
六
五
年
の
『
日
韓
請
求
権
協
定
』
で
お
わ
っ
た
か

ど
う
か

『
日
韓
請
求
権
協
定
』
と
は
『
日
韓
基
本
条
約
』
と
い

う
条
約
の
な
か
の
、
ひ
と
つ
の
協
定
で
あ
る
わ
け
で
す
。

日
本
は
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
三
五
年
間
も

の
あ
い
だ
植
民
地
支
配
を
し
て
お
り
、
一
九
四
五
年
か
ら

二
〇
年
間
は
韓
国
と
の
国
交
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て

韓
国
は
一
九
四
八
年
に
大
韓
民
国
と
い
う
国
を
つ
く
っ

た
。そ

し
て
、
そ
の
両
国
が
対
等
で
友
好
的
な
関
係
に
し
よ

う
と
い
う
条
約
を
結
ぶ
と
き
に
、
過
去
に
お
い
て
は
、
支

配
・
被
支
配
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
過
去
を
ど
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う
見
て
、
こ
れ
か
ら
の
関
係
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
だ
い
じ
な
こ
と
で
あ
る
の
に
『
日

韓
基
本
条
約
』
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ

ん
。三

〇
年
後
の
一
九
九
五
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
村
山
さ

ん
が
「
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
あ
た
え
た
」
と
い
っ
た
ん

で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
「
過
去
の
経
緯
を
ふ
ま
え
」
と

は
い
う
も
の
の
日
本
の
植
民
地
支
配
の
「
痛
切
な
反
省
と

心
か
ら
の
お
わ
び
」
な
ん
て
も
の
は
、
い
っ
さ
い
な
く
条

約
に
は
反
映
し
て
な
い
わ
け
で
す
。

『
日
韓
請
求
権
協
定
』
に
は
、
五
億
ド
ル
を
渡
し
ま
す
。

そ
し
て
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
」
と
、
う
た
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
「
完
全
か

つ
最
終
的
に
解
決
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
一
九
五
一
年
の

『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
』
が
も
と
も
と
で
す
。

第
一
条
に
は
「
日
本
は
独
立
し
主
権
を
回
復
す
る
」
と
書

い
て
あ
り
、
第
二
条
に
は
「
日
本
は
過
去
の
（
植
民
地
支

配
に
し
て
い
た
）
委
任
統
治
を
手
ば
な
し
ま
す
」
と
書
い

て
あ
る
。
そ
し
て
第
四
条
に
「
手
ば
な
し
た
と
こ
ろ
の
財

産
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
」
と
、
そ
の
こ
と
の
つ
い
て
は
「
そ

れ
ぞ
れ
の
国
と
の
特
別
に
と
り
き
め
を
し
な
さ
い
」
と
書

い
て
あ
る
。
こ
の
第
四
条
に
も
と
づ
い
て
一
九
五
一
年
の

一
〇
月
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
ず
ー
っ
と
一
四
年
間
交
渉

を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

よ
う
や
く
、
ま
と
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
五

億
ド
ル
と
い
っ
て
も
無
償
三
億
ド
ル
・
有
償
二
億
ド
ル
。

そ
の
当
時
韓
国
の
国
家
予
算
は
三
億
ド
ル
ち
ょ
っ
と
で
す

か
ら
大
金
は
大
金
で
し
ょ
う
が
三
億
ド
ル
は
一
〇
年
分

割
、
二
億
ド
ル
も
貸
付
で
す
か
ら
返
済
さ
せ
て
い
る
ん
で

す
。
そ
れ
も
日
本
の
生
産
物
と
役
務
・
技
術
支
援
な
ど
で

あ
っ
て
金
銭
で
は
な
い
。
韓
国
と
し
て
は
経
済
援
助
は
も

ら
っ
た
け
れ
ど
も
被
害
者
に
渡
す
お
金
は
ぜ
ん
ぜ
ん
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。
あ
く
ま
で
経
済
援
助
を
し
た
だ
け
な
ん

で
す
。
是
非
と
も
そ
の
こ
と
を
み
な
さ
ん
に
確
認
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
。
で
、
結
局
お
わ
っ
た
ん
だ
と
い
え

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

■

国
際
的
人
権
規
範
に
の
っ
と
っ
た
解
釈
と
判
断

国
と
国
と
の
約
束
は
だ
い
じ
で
す
か
ら
一
概
に
否
定
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
一
九
六
五
年
当
時
の
国
際
的
人
権
意
識

と
今
と
で
は
お
お
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
や
は
り

新
し
い
国
際
的
な
人
権
規
範
に
そ
っ
た
、
新
し
い
解
釈
と

判
断
を
し
て
救
済
を
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
日
本
と

韓
国
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
世
界
各
国
に
お
け
る
国
際
的

な
潮
流
で
す
。

日
本
が
労
務
動
員
し
た
人
び
と
に
た
い
し
一
九
六
五
年

の
時
点
で
、
植
民
地
支
配
を
認
め
な
い
ま
ま
結
ん
だ
条
約

を
た
て
に
「
お
わ
っ
た
」
と
い
い
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の

問
題
の
異
様
さ
と
い
う
こ
と
を
こ
の
国
の
人
び
と
は
あ
ま

り
に
も
知
ら
な
い
。
そ
う
い
う
事
実
経
緯
を
知
ら
な
い
で

「
ま
た
韓
国
が
謝
罪
し
ろ
と
い
っ
て
い
る
」「
ま
た
日
本

か
ら
、
む
し
り
と
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
る
ん
で

す
ね
。
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
き
ち
っ
と
事
実
を
指
摘
し

て
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

三
・
一
か
ら
一
〇
〇
年
た
っ
て
韓
国
は
ロ
ー
ソ
ク
革
命

を
経
て
人
び
と
の
手
で
、
お
か
し
な
政
権
は
退
場
さ
せ
自

分
た
ち
の
力
で
国
民
の
主
権
を
い
ち
ば
ん
だ
い
じ
に
す

る
、
そ
う
い
う
実
績
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し

て
日
本
は
、
沖
縄
政
策
に
し
た
っ
て
安
保
に
し
た
っ
て
憲

法
改
憲
の
問
題
に
し
た
っ
て
、
ど
れ
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も

安
倍
政
権
が
や
っ
て
る
政
策
を
支
持
す
る
ひ
と
が
い
な
い

で
す
よ
ね
。
反
対
と
い
う
ひ
と
が
多
い
で
す
よ
ね
。
と
こ

ろ
が
支
持
率
だ
け
は
高
い
。
こ
う
い
う
状
況
を
な
ん
だ
ろ

う
か
と
お
も
い
ま
す
が
「
そ
の
こ
と
と
植
民
地
主
義
が
通

底
し
て
い
る
」
と
。
あ
ま
り
乱
暴
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん

が
、
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
流
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
お
も
い
ま
す
。

韓
国
の
人
た
ち
が
提
起
し
た
問
題
の
な
か
に
「
こ
の
国

の
歴
史
・
過
去
に
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
問
題
と
ど
う
向
き
あ
う
の
が
正
し

い
の
か
、
そ
こ
に
し
か
こ
の
国
の
未
来
は
切
り
ひ
ら
か
れ

て
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

（
報
告

青
栁

林
）
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事
務
局
よ
り

映
像
に
よ
る
四
回
の
連
続
学
習
会
、
無
事
成
功
裏

に
終
了
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
「
靖
国
問
題
」
の

根
の
深
さ
、
訴
訟
を
通
し
て
「
Ｎ
Ｏ
」
を
意
思
表
示

し
て
き
た
意
味
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

今
年
も
秋
頃
に
「
靖
国
合
祀
取
消
要
求
行
動
」

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
共
に
「
Ｎ
Ｏ
」
の
声
を
上
げ

続
け
ま
し
ょ
う
。
日
程
は
未
定
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ

「
靖
国
合
祀
取
消
要
求
」
の
書
面
の
準
備
を
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
「
私
も
遺
族
だ
わ
、
今
年
は
思
い
切

っ
て
ト
ラ
イ
し
て
み
よ
う
」
と
思
わ
れ
る
方
は
事
務

局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
一
人
一
人
の
意
思

表
示
が
流
れ
を
変
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

会
計
・
火
の
車
！

訴
訟
終
了
後
会
計
状
況
は
本
当
に
ピ
ン
チ
で
す
。

せ
め
て
こ
れ
か
ら
い
っ
そ
う
厳
し
く
な
る
社
会
状
況

の
中
私
た
ち
の
大
切
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
維
持
、
情
報

発
信
等
、
通
信
の
発
行
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
通
信
は
不
定
期
発
行
と
な
り
ま
す
が
引

き
続
き
会
費
・
カ
ン
パ
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま

す
。領

収
証
は
特
に
発
行
い
た
し
ま
せ
ん
が
必
要
な

方
は
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

年
会
費
一
口
、
一
〇
〇
〇
円
で

す
。

ピックアップ

「再び戦争による犠牲者と遺族を出さない」ことを願っ
て、1980年代後半から各地に結成された平和遺族会の新
しい支部が福井県に結成されたのを記念してこのような
「つどい」が開催されますので、紹介させていただきます。

ピックアップ

【京都】◆琉球遺骨返還請求訴訟

第２回弁論／5月17日（金）

京都地方裁判所大法廷／11時開廷

原告陳述など

【大阪】◆「戦争法」違憲訴訟

5月22日（水）午前10時（9:15集合）

午後1時～4時まで一日かけて原告15名の尋

問／大阪地裁202号法廷

4時～弁護士会館にて報告集会

【東京】◆ノー！ハプサ第２次訴訟判決

5月28日（火）午後3時～

東京地裁103号法廷

判決後裁判所前で集会

4時～弁護士会館にて報告集会

東京即大訴訟 第２回弁論傍聴報告

5月8日午後2時半から東京地裁で即位・大嘗祭

違憲訴訟第2回口頭弁論がありました。開廷30分

前から傍聴抽選。被告国側からは2～3名か。原

告側は70数名。沖縄、静岡、群馬そして大阪な

ど全国各地からも参集。酒井弁護士から国が準

備書面に書いている「皇室」について求釈明。「皇

室」の国との法的関係、国家行事以外の神道行

事に国家公務員である宮内庁職員が関わってい

ることと政教分離原則との関係など。鋭い。国

は次回までに応えるよう求められた。次回6/26

午後2時半からは2次訴訟も始まる。2次原告の意

見陳述を要求、うち1人は大阪からと事務局から

要請された。2次原告は77名とのことだった。

(吉田)

自転車そうぎょう
なのです！


