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京∴え 
‾iクー“一‾　②“ー“一‾iクー“’”ib‾‾iク‾‾　②‾‾ 

宣　言（昭和31年協和会「昭和革新論」より）や 

1、人類歴史は最終戦争時代に突入し、世界 

の統一は眼前に迫った。われらは最小の 

犠牲をもって、新しい歴史を開こう。 

2、都市解体、農工一体、簡素生活、この三 

原則によって新日本を建設し、搾取と戦 

争のない、人類次代文化の先駆となろう。 
3、東亜に対する過去の態度を深ぐ戯悔し、 

まず近隣と道義によって固く結び、ひい串 

て永久平和の実現に邁進しよう。　　串 

松田勝承（まつだ・かつよし）1944年沖縄生まれ、名護高校卒業、法政大学卒業、1972年名護市役所に入る。財政課、税務課、
監査事務局、教育委員会などを経て選挙管理委員会事務局で勧奨退職、退職後は自給の農業をしながら年金生活。教育委員会
時代、全国公募展第一回「あけみお展」事務局長を務める、若い時は労働運動にも関わる。地域の芸能史編集にも関わってい
る。『九錬』、『九錬通信』、『旅先通信』編集兼発行人。『沖縄世論』（現『現代公論』）で石原莞爾を取り上げている。
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）沖
縄
の
声

日
本
政
府
と
沖
馳
県
政
の
対
立
を
考
え
る

松
田
勝
承

日
本
政
府
と
沖
縄
県
の
対
立
が
激
化
し
て
い
る
。
か

っ
て
の
自
民
党
沖
縄
県
連
の
幹
部
で
あ
っ
た
翁
長
雄
志

知
事
が
何
故
、
そ
こ
ま
で
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

が
分
か
ら
な
い
と
、
日
本
国
民
は
、
沖
縄
を
見
誤
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
競
争
、
格
差
、
差
別
が
目
立
つ

縦
社
会
の
日
本
　
（
本
土
）
　
で
は
、
翁
長
知
事
の
態
度
を

不
遜
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
経
済
的
に
は
豊

か
で
な
い
が
、
比
較
的
に
人
間
皆
平
等
の
思
想
が
根
付
い

て
い
る
横
社
会
の
沖
縄
で
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
　
『
正
論
』
　
や
　
『
W
I
L
L
』
、
あ
る
い
は
書

店
に
並
ん
で
い
る
韓
国
批
判
の
著
書
を
読
み
、
あ
る
程

度
は
理
解
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
韓

国
人
の
気
持
ち
も
少
し
分
か
る
よ
う
に
思
え
る
。
日
本

が
韓
国
近
代
化
の
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
お
金
、

人
材
を
投
じ
た
か
を
強
調
し
て
も
、
韓
国
人
は
納
得
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
原
因
は
、
単
に
経
済
問
題

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
極
め
て
微
妙
な
問
題
、
差
別
の

問
題
、
韓
国
人
と
し
て
の
誇
り
、
自
尊
心
の
問
題
に
行

き
着
く
か
ら
で
あ
る
。
今
、
沖
縄
で
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
も
、
少
し
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
沖
縄
で
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
尊
厳
の
問
題
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
問
題
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
今
、
沖
縄
で
起

こ
っ
て
い
る
事
は
、
単
な
る
反
基
地
闘
争
で
は
な
い
。

植
民
地
状
態
を
脱
し
、
自
己
決
定
権
を
求
め
る
何
か
底

知
れ
ぬ
新
し
い
波
が
起
こ
っ
て
い
る
。

戦
後
日
本
は
、
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
、

経
済
繁
栄
の
道
を
選
び
、
国
防
は
ア
メ
リ
カ
ま
か
せ
に

し
て
き
た
。
そ
れ
は
結
局
、
世
界
か
ら
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

ア
ニ
マ
ル
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
が
、

そ
の
裏
に
は
、
沖
縄
を
ア
メ
リ
カ
、
日
本
両
国
の
　
「
安

保
植
民
地
」
　
に
す
る
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
日
本
を
軍
事
同
盟
国
に
す
る
と
し
た
ア
イ
ケ
ル

パ
ー
カ
ー
の
発
言
に
反
発
し
た
石
原
莞
爾
で
あ
れ
ば
、

属
国
化
し
た
現
在
の
日
本
の
状
憩
は
許
さ
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
さ
て
、
普
天
間
問
題
は
ど
う
解
決
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
沖
縄
県
民
が
こ
れ
だ
け

反
発
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
憲
法
九
十
二
条
、
九
十
五

条
の
精
神
か
ら
し
て
も
日
本
政
府
は
、
辺
野
古
新
基
地

工
事
を
中
断
し
て
、
沖
縄
県
と
の
話
し
合
い
に
応
じ
る

べ
き
で
あ
る
。
新
基
地
は
、
政
府
が
憲
法
を
無
視
し
、

強
権
で
海
の
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
行
使
し
て
造
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
県
民
の
反
発
は
か
つ
て
を
い
も
の
と
な

り
、
日
米
安
保
体
制
も
、
危
う
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
間
違
え
ば
、
日
本
か
ら
の
分
離
、
独
立
の
動
き

も
加
速
し
、
沖
縄
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
化
が
始
ま
る
か

も
知
れ
な
い
。
日
本
国
民
は
、
そ
ろ
そ
ろ
、
翁
長
知
事

の
　
「
沖
縄
が
日
本
に
甘
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日

本
が
沖
縄
に
甘
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
　
（
　
『
世

界
』
　
五
月
号
）
　
と
い
う
言
葉
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
い
間
続
い
た
　
「
犠
牲
の
シ
ス
テ

ム
」
　
（
高
橋
哲
哉
）
　
を
終
わ
ら
す
べ
き
だ
。
沖
縄
が
日

本
に
甘
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
翁
長
知
事
も

主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
振
興
策
も
税
制
の
優
遇
措
置

も
な
く
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
り
、
そ
の
か
わ
り
基
地

は
、
歴
史
的
背
景
を
考
え
て
も
、
嘉
手
納
基
地
も
含

め
、
基
本
的
に
は
全
て
本
土
で
受
け
持
つ
べ
き
で
あ
ろ

う
。
政
府
は
、
普
天
間
基
地
の
危
険
性
だ
け
を
強
調
し

て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
大
田
知
事
以
前
の
白
紙
に

戻
し
、
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



★★石原莞輔の戦後を歩く・昭和天皇の御製★★

9

石
原
莞
蘭
の
「
戦
後
」
を
歩
く
　
③

岩
崎
章
次

前
回
、
前
々
回
に
亙
っ
て
、
「
石
原
葉
蘭
生
誕
百
年

崇
」
か
ら
「
石
原
葉
蘭
平
和
思
想
研
究
会
」
　
の
発
足
ま

で
、
そ
し
て
設
立
以
降
の
五
年
間
の
主
だ
っ
た
活
動
を

連
綿
と
綴
っ
て
き
た
。
こ
の
間
、
私
は
ほ
ん
と
う
に
た

く
さ
ん
の
人
々
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
石
原
莞
爾

と
共
に
活
動
し
た
人
た
ち
、
石
原
莞
爾
の
馨
咳
に
接
し

た
人
た
ち
、
石
原
莞
爾
を
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
、
い

ま
石
原
莞
爾
の
思
想
を
広
く
行
き
渡
ら
せ
よ
う
と
共
に

手
を
携
え
て
い
る
同
志
た
ち
、
私
は
こ
の
恩
恵
を
深
く

感
謝
し
て
や
ま
な
い
。
返
す
が
え
す
も
残
念
な
の
は
、

今
は
亡
き
先
達
た
ち
に
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
い

て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
後
悔
し
て
や
ま
な
い
。
だ
が
、

後
悔
し
て
ば
か
り
い
て
も
何
ら
前
へ
進
ま
な
い
。
そ
こ

で
思
い
た
っ
た
の
が
、
石
原
莞
爾
の
膨
大
な
著
作
の
な

か
か
ら
、
『
最
終
戦
争
論
』
　
や
　
『
戦
争
史
大
観
』
　
の
よ

う
な
巷
間
に
流
布
し
て
い
る
著
作
に
比
べ
、
思
い
の
ほ

か
知
ら
れ
て
い
な
い
戦
後
の
著
作
を
紹
介
し
な
が
ら
私

）な
り
の
感
想
を
述
べ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
少
し
気
取
っ
た
よ
う
な
表
題
だ
が
、
「
石
原
莞
蘭

の
　
「
戦
後
」
を
歩
く
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
石
原
莞
爾

と
共
に
す
べ
て
の
人
た
ち
と
永
久
平
和
へ
の
道
を
歩
ん

で
行
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
あ
る
。

★

無
題

「
　
敗
戦
の
最
大
原
因
は
国
民
道
徳
の
驚
く
べ
き
低

下
に
あ
り
、
敗
戦
は
国
民
を
し
て
反
省
・
俄
悔
し
て
国

体
に
対
す
る
信
仰
に
徹
し
　
（
ほ
と
ん
ど
全
部
の
自
称
国

体
主
義
者
は
、
敗
戦
に
よ
る
国
体
の
変
革
を
恐
怖
せ

り
）
、
全
力
を
以
て
最
終
戦
争
を
準
備
せ
し
め
む
と
す

る
神
意
な
り
。
敵
側
が
如
何
な
る
手
段
を
用
ぶ
る
も
、

間
も
な
く
敵
の
圧
迫
は
排
除
せ
ら
れ
、
我
ら
の
努
力
に

ょ
り
十
年
を
侯
た
ず
し
て
、
内
に
昭
和
維
新
の
根
本
が

確
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、
外
に
東
亜
連
盟
精
神
に
基
づ

く
目
鮮
支
の
道
義
的
協
同
は
速
や
か
に
実
現
す
べ
し
。

右
の
判
断
を
速
や
か
に
会
員
に
徹
底
せ
し
め
、
自
信
と

感
激
と
を
以
て
猛
運
動
を
展
開
し
、
敵
の
進
駐
以
前
に

そ
の
基
礎
を
築
く
を
要
す
。

昭
和
天
皇
の
御
製
－
そ
の
時
、
石
原
莞
商
は
連
載
⑧

記
の
国
の
し
は
の
み
さ
き
に
た
ち
よ
り
て
沖
に
た
な
び
く
雲
を
み
る
い
な

岩
崎
章
次

昭
和
十
一
年
　
（
1
9
3
6
年
）
、
三
十
四
歳
の
時
の
御
製
で
あ
る
。
「
海
上
雲
遠
　
（
く
も
と
ほ
し
）
」
と
い
う

お
題
の
歌
会
始
で
の
作
品
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
は
昭
和
四
年
南
紀
に
行
幸
さ
れ
、
戦
艦
「
長
門
」
　
の
艦
上
で
、

民
俗
学
者
・
博
物
学
者
・
生
物
学
者
で
あ
る
南
方
熊
楠
よ
り
田
辺
湾
の
海
洋
生
態
系
の
ご
進
講
を
受
け
ら
れ
て

よ
り
、
紀
の
国
　
（
和
歌
山
県
）
　
が
お
好
き
に
な
ら
れ
た
よ
う
で
、
戦
後
も
訪
ね
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
い
っ
け
ん

実
に
平
淡
な
歌
の
よ
う
だ
が
、
下
の
句
「
沖
に
た
な
び
く
雲
を
み
る
か
な
」
　
に
立
ち
こ
め
る
黒
雲
に
、
こ
の
国

の
行
く
末
を
案
ず
る
お
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
し
く
そ
の
不
吉
な
予
感
が
当
た
る
。
二
月
、
「
昭
和
維
新
」
　
の
断
行
を
掲
げ
、
野
中
四
郎
大
尉
・
安
藤

輝
三
大
尉
ら
六
名
の
将
校
を
首
魁
と
す
る
青
年
将
校
た
ち
が
1
4
0
0
余
の
兵
を
率
い
て
、
首
相
官
邸
な
ど
を

襲
撃
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
惹
起
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
二
・
二
六
事
件
」
　
で
あ
る
。
そ
の
日
、
五
時
四
十
分
、
事

件
の
第
一
報
を
知
っ
た
昭
和
天
皇
は
　
「
と
う
と
う
や
っ
た
か
・
　
」
と
声
を
呑
ん
だ
と
い
う
。

石
原
莞
爾
大
佐
は
、
翌
二
十
七
日
よ
り
戒
厳
司
令
部
参
謀
を
三
月
七
日
ま
で
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
。

二
、
平
和
条
約
を
有
利
に
す
る
為
の
方
策
。

1
、
敵
の
進
駐
に
先
立
ち
、
次
の
革
新
を
断
行
し
、
敵

を
驚
嘆
せ
し
む
。
①
国
民
世
論
に
よ
る
軍
閥
政
治
の
打

倒
を
実
現
す
。
軍
は
進
ん
で
内
面
よ
り
こ
れ
に
策
応

し
、
た
だ
ち
に
果
敢
な
る
復
員
を
行
な
ひ
、
御
勅
諭
に

反
し
、
政
治
に
関
与
す
る
に
至
り
し
罪
を
天
下
に
謝

し
、
軍
備
を
撒
廃
す
。
次
代
の
軍
備
は
今
日
の
陸
海
空

軍
と
全
く
異
な
れ
る
も
の
な
る
こ
と
疑
ひ
な
く
、
一
時

の
撤
廃
は
却
っ
て
、
再
建
設
の
為
に
有
利
な
り
。
②
日

本
は
世
界
第
一
の
民
主
主
義
国
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
。
わ
が
国
体
は
君
主
主
義
・
民
主
主
義
を
超
越
せ
る

存
在
な
り
。
日
本
の
民
主
主
義
は
、
官
憲
主
義
に
対
す

る
も
の
に
し
て
、
官
僚
専
制
の
打
倒
は
刻
下
の
急
務
な

り
。
③
言
論
・
信
仰
の
自
由
を
確
立
し
、
特
高
警
察
は

全
面
的
に
廃
止
す
。
思
想
・
信
仰
は
国
民
間
の
取
締
り

に
よ
る
べ
〈
、
こ
れ
を
不
可
能
と
す
る
民
族
は
将
来
性

な
き
も
の
と
言
ふ
べ
し
。

2
、
敵
の
進
駐
後
に
於
け
る
方
策
。
①
都
市
解
体
・
農

工
一
体
の
実
現
。
②
簡
素
生
活
の
徹
底
。
③
遺
族
、
戦

災
者
の
救
済
に
全
努
力
を
傾
注
し
、
国
民
は
丸
裸
に
な

る
覚
悟
を
要
す
。

三
、
平
和
会
議
に
於
け
る
態
度

平
和
会
議
に
於
い
て
は
毅
然
た
る
態
度
を
以
て
臨

む
。
近
代
日
本
の
行
為
は
悉
く
覇
道
的
行
為
な
り
し
こ

と
を
天
下
に
謝
す
る
と
と
も
に
、
米
国
の
非
人
道
的
態

度
を
徹
底
的
に
攻
撃
す
。
支
那
に
対
し
て
は
誠
意
を
以

て
東
亜
の
将
来
に
つ
き
談
義
す
べ
し
。
東
亜
の
新
独
立

国
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
独
立
を
擁
護
す
る
主

張
を
す
。
八
紘
一
宇
の
大
精
神
に
基
づ
き
、
ユ
ダ
ヤ
民

族
を
徒
に
排
斥
す
る
の
愚
を
止
め
、
至
誠
を
披
渥
し
て

世
界
の
公
正
な
る
世
論
に
惣
へ
し
む
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
夕
刻
、
山
形
県
酒
田
市
で

催
さ
れ
た
東
亜
連
盟
の
講
演
会
に
於
い
て
会
員
に
訴
え

た
、
石
原
莞
爾
の
戦
後
の
第
一
声
で
あ
る
。
そ
れ
を
曹

寧
柱
が
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
。


