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宣　言（昭和31年協和会「昭和革新論」より） 

1、人類歴史は最終戦争時代に突入し、世界中 

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 

3、監護幾鶉鵠 
まず近隣と道義によって固く結び、ひいや 
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会

長

仲

條

窮

昭
和
2
3
年
日
月
4
日
、
東
京
裁
判
の
判
決
が
言
い
渡

さ
れ
た
。
A
級
戦
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
2
8
名
の
う
ち
、

7
人
が
死
刑
判
決
を
受
け
処
刑
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
板

垣
征
四
郎
と
土
肥
原
賢
二
の
2
名
は
、
満
州
事
変
に
お

い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、

満
州
事
変
を
立
案
し
た
人
物
、
石
原
莞
爾
の
名
前
は
な

か
っ
た
。

石
原
莞
爾
は
、
満
州
事
変
当
時
、
関
東
軍
作
戦
主
任

参
謀
で
、
高
級
参
謀
で
あ
っ
た
板
垣
征
四
郎
と
は
盟
友

だ
っ
た
。
満
州
合
衆
国
を
建
国
さ
せ
る
と
い
う
思
案
も
、

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
作
戦
計
画
を
立
案
し
た
の
も
石

原
莞
爾
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
石
原
莞
爾
の
名
前
が
戦

犯
名
簿
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
の
は
石
原
に
と
っ
て
も
不

思
議
な
こ
と
だ
っ
た
。

前
年
の
昭
和
2
2
年
5
月
2
日
、
酒
田
商
工
会
議
所
を

臨
時
の
法
廷
と
し
て
、
極
東
軍
事
裁
判
の
公
判
が
行
わ

れ
た
。
石
原
莞
爾
は
　
「
満
州
事
変
の
中
心
は
、
す
べ
て

自
分
に
あ
る
。
自
分
を
、
戦
犯
と
し
て
連
行
し
な
い
の

は
腑
に
落
ち
な
い
。
」
と
言
っ
た
。

そ
し
て
法
廷
で
質
問
に
立
っ
た
検
事
や
、
取
材
に
訪

れ
た
外
国
人
記
者
な
ど
を
や
り
込
め
た
。
今
大
戦
最
大

の
戦
犯
は
、
「
無
差
別
空
襲
に
よ
っ
て
非
戦
闘
員
を
大

量
虐
殺
し
た
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
ト
ル
ー
マ
ン
だ
」

と
い
う
発
言
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日

本
の
戦
争
責
任
を
日
清
、
日
露
戦
争
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
調
べ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
、
石
原
莞
爾
は
次
の
よ
う

に
言
う
「
そ
れ
で
は
ペ
リ
ー
を
呼
ん
で
来
い
、
日
本
は

徳
川
鎖
国
時
代
で
、
ど
こ
の
国
と
も
付
き
合
い
た
く
な

い
と
言
っ
て
、
堅
く
外
交
通
商
の
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い

た
。
そ
れ
を
ペ
リ
ー
が
黒
船
で
や
っ
て
き
て
、
門
戸
開

放
、
通
商
交
易
を
迫
っ
た
。
も
し
実
行
し
な
け
れ
ば
、

大
砲
を
ぶ
っ
放
す
と
脅
迫
し
た
。
徳
川
政
権
は
、
結
局

米
国
の
脅
迫
外
交
に
屈
し
て
開
国
を
決
定
し
、
列
国
と

外
交
通
商
関
係
を
結
ん
だ
。
外
国
と
付
き
合
っ
て
み
る

と
例
外
な
く
侵
略
主
義
の
恐
ろ
し
い
国
だ
と
い
う
こ
と

を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
貴
国
ら
を
大
先
生
と
し
て
、

日
本
は
泥
棒
の
よ
う
な
侵
略
主
義
を
習
い
覚
え
た
の

だ
。
い
わ
ば
貴
国
ら
の
弟
子
で
あ
る
。
も
し
日
清
、
日

露
戦
争
が
悪
い
と
い
う
な
ら
ば
ペ
リ
ー
を
証
人
と
し
て

あ
の
世
か
ら
連
れ
て
く
る
の
だ
な
」
と
帝
国
主
義
の
歴

史
を
ユ
ー
モ
ア
な
ど
交
え
な
が
ら
語
り
、
米
国
へ
の
批

判
を
行
な
っ
た
の
だ
。
短
い
言
葉
な
が
ら
本
質
を
よ
く

と
ら
え
て
い
る
。

な
ぜ
極
東
軍
事
裁
判
が
、
酒
田
市
に
お
い
て
行
な
わ

れ
た
か
と
い
う
と
、
石
原
莞
爾
を
東
京
で
訊
問
す
れ
ば
、

東
京
裁
判
と
連
合
軍
側
の
権
威
の
失
墜
を
招
く
こ
と
を

恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
酒
田
法
廷
に
出
廷
す
る
石
原

莞
爾
を
リ
ヤ
カ
ー
で
曳
い
た
側
近
で
あ
る
私
の
父
が
当

時
の
状
況
を
こ
う
語
っ
て
い
た
。
歴
史
の
本
質
的
な
部

分
を
洞
察
し
て
い
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
放
火
犯
の
消
火
作
業
」
　
だ
と
す

る
テ
レ
ビ
で
の
佐
高
信
先
生
の
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
の

批
判
に
つ
い
て
は
後
目
、
ご
本
人
と
二
人
で
食
事
を
し

た
際
に
、
佐
高
先
生
の
口
か
ら
　
「
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
こ

と
言
っ
ち
ゃ
っ
て
悪
か
っ
た
。
石
原
莞
爾
平
和
思
想
研

究
会
の
方
々
は
怒
っ
て
い
な
か
っ
た
な
」
と
言
っ
て
い

た
。
そ
れ
で
も
、
満
州
事
変
と
い
う
も
の
を
放
火
し
て

後
で
、
日
華
事
件
拡
大
の
消
火
に
努
め
て
も
、
最
初
の

罪
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
繰
り
返
し

た。

私
の
父
・
仲
條
立
一
は
海
軍
中
佐
で
あ
る
祖
父
・
仲

條
公
治
が
い
た
広
島
県
呉
市
か
ら
原
爆
投
下
後
、
爆
心

地
へ
入
っ
て
被
曝
し
た
。
原
爆
が
投
下
し
て
か
ら
7
1
年

た
っ
た
今
年
、
米
国
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
広
島
で
被
曝

者
と
抱
き
合
う
姿
を
父
が
生
き
て
目
の
当
た
り
し
て
い

た
ら
ど
う
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

父
は
幼
少
の
頃
か
ら
石
原
莞
爾
の
身
の
回
り
の
世
話

を
し
て
将
軍
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。
将
軍
に
血
を

分
け
た
の
も
火
葬
し
た
の
は
父
で
あ
る
。
父
は
最
期
ま

で
石
原
莞
爾
の
生
涯
を
語
っ
て
い
た
、
死
の
間
際
、
父

の
心
に
去
来
し
た
も
の
は
若
き
頃
の
石
原
莞
爾
将
軍
を

リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
て
東
京
裁
判
へ
曳
く
姿
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。



★発行所　石原莞爾平和忠恕研究会 

〒179－0076東京都練馬区土支田3－46－7 

山崎行政書士事務所内 

TEL（FAX兼用）03－3925－2353（山崎） 

郵便振替　00130－9－410942 

発行人　仲條拓娼 

編集人「永久平和」編集委員会 

定価　200円（送料別） 

会費（年間）　篤志会員10000円以上 
一般会員5000円、誌友会員4000円 

第137号平成28年（2016年）7月25日発行 

http：／／memberS．JCom．home．he．jpItaku・nakajolishiwara2・htm

E・ma旧heiwa＿iihiwara＿kanji＠Iahoo．co．」p

▼
似
通
っ
た
二
つ
の
言
葉
の
違
い
を
説
明
す
る
時
、
先

ず
は
そ
の
二
つ
の
共
通
点
を
示
し
、
そ
れ
か
ら
両
方
の

違
い
を
述
べ
る
と
理
解
し
や
す
い
。

例
え
ば
　
「
習
慣
」
と
　
「
慣
習
」
　
で
あ
る
が
、
そ
の
共

通
点
は
共
に
、
①
反
復
且
つ
継
続
さ
れ
る
行
為
、
②
そ

れ
が
法
律
等
で
強
制
さ
れ
て
い
な
い
、
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
相
違
点
は
　
「
習
慣
」
　
は
あ
く
ま
で
個
人
レ
ベ
ル
の

行
為
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
「
慣
習
」
　
は
広
く
社
会
全

般
で
行
わ
れ
て
い
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
朝
食
前
に
近
所
を
散
歩
す
る

と
か
、
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
か
は
　
「
習
慣
」

だ
。
そ
れ
に
対
し
、
結
婚
で
妻
の
姓
が
夫
の
姓
に
な
る

の
は
明
ら
か
に
　
「
慣
習
」
だ
　
（
戦
後
の
民
法
で
は
、
夫

婦
ど
ち
ら
か
の
性
を
選
択
で
き
る
）
。

「
事
実
」
　
と
　
「
真
実
」
　
も
似
て
は
い
る
が
、
異
な
っ

て
い
る
。
「
事
実
」
　
は
あ
く
ま
で
も
　
「
真
実
」
　
の
一
部

で
し
か
な
い
。
そ
し
て
　
「
真
実
」
　
は
複
数
の
　
「
事
実
」

か
ら
複
合
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

大
東
亜
戦
争
　
（
太
平
洋
戦
争
）
　
を
巡
る
評
価
の
さ
れ

方
は
様
々
だ
。
①
侵
略
戦
争
だ
っ
た
、
②
石
油
を
全
面

禁
輸
さ
れ
た
結
果
の
　
「
自
衛
戦
争
」
　
で
あ
る
、
③
イ
ン

ド
を
含
む
ア
ジ
ア
解
放
戦
争
と
世
界
史
的
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
も
一
面
の
「
事
実
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
「
あ

の
戦
争
」
　
の
全
体
像
と
か
　
「
真
実
」
を
言
い
表
し
て
い

る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
対

米
戦
争
と
い
う
選
択
を
し
た
当
時
の
国
策
が
大
瑳
朕
で

あ
っ
た
と
い
う
「
真
実
」
　
で
あ
る
。

そ
の
大
瑳
族
の
結
果
、
3
0
0
万
人
以
上
の
日
本
国

民
が
戦
死
し
、
全
千
島
列
島
を
ソ
連
に
火
事
場
泥
棒
さ

れ
、
広
大
な
南
方
委
任
統
治
領
、
台
湾
や
朝
鮮
半
島
、

日
露
戦
争
時
の
血
で
頻
っ
た
南
カ
ラ
フ
ト
及
び
中
国
大

陸
で
の
権
益
な
ど
、
多
く
の
領
土
と
権
益
を
失
っ
た
。

さ
ら
に
、
独
立
国
で
あ
る
は
ず
の
本
邦
に
在
日
米
軍

と
い
う
外
国
軍
の
基
地
が
半
永
久
的
に
存
在
し
て
国
辱

的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
事
実
も
そ
の
嵯
朕
の
結

果だ。戦
後
生
ま
れ
の
世
代
に
は
直
接
的
な
責
任
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
　
「
負
の
遺
産
」
を
何
ら
か
の
形
で
是
正

す
る
と
か
、
今
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
子
孫
へ
の
責
務

は
あ
る
は
ず
だ
。

（山崎）
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▼
ボ
ク
シ
ン
グ
の
元
世
界
ヘ
ビ
ー
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の

モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ
氏
が
7
4
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

ロ
ー
マ
五
輪
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
後
、
帰
郷
し
た
ケ

ン
タ
ッ
キ
ー
で
人
種
差
別
を
受
け
、
悔
し
さ
か
ら
金
メ

ダ
ル
を
川
に
投
げ
捨
て
た
の
は
有
名
な
話
で
す
。
そ
こ

か
ら
ア
リ
氏
は
マ
ル
コ
ム
X
の
影
響
を
受
け
、
イ
ス
ラ

ム
教
に
改
宗
し
　
「
カ
シ
ア
ス
・
ク
レ
イ
」
　
か
ら
　
「
モ
ハ

メ
ド
・
ア
リ
」
　
に
改
名
し
ま
し
た
。

1
9
6
0
年
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
徴
兵
命
令
を
拒

否
し
た
　
（
宗
教
の
信
条
や
政
治
的
な
背
景
に
基
づ
く
）

こ
と
で
有
罪
と
な
り
王
座
は
剥
奪
、
さ
ら
に
国
民
か
ら

の
　
「
兵
役
を
受
け
入
れ
ろ
」
と
い
う
強
い
圧
力
に
直
画

し
ま
す
。
そ
れ
で
も
信
念
を
持
ち
戦
い
続
け
た
ア
リ
氏

は
、
公
民
権
運
動
の
前
進
、
そ
し
て
戦
争
の
支
持
率
の

低
下
へ
と
市
民
を
導
い
て
い
き
ま
し
た
。
4
年
の
ブ
ラ

ン
ク
を
乗
り
越
え
な
が
ら
も
1
9
7
4
年
に
は
ジ
ョ
ー

ジ
・
フ
ォ
ア
マ
ン
に
K
O
勝
ち
し
、
王
座
に
返
り
咲
き

ま
す
。
私
は
ま
だ
幼
少
期
で
し
た
が
、
こ
の
戦
い
は
ス

ポ
ー
ツ
史
に
残
る
感
動
的
な
試
合
で
し
た
。

1
9
8
1
年
に
引
退
し
て
か
ら
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

を
患
い
、
長
い
闘
病
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
1
9
9
6

年
に
は
ア
ト
ラ
ン
タ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
を
点
火
す

る
な
ど
、
体
の
不
自
由
な
姿
で
公
の
場
に
登
場
し
て
い

ま
す
。
そ
の
後
も
社
会
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し

続
け
、
2
0
0
5
年
、
米
国
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
最
高

の
勲
章
で
あ
る
大
統
領
自
由
勲
章
を
授
与
さ
れ
、
ま
た

同
年
、
生
涯
を
か
け
た
米
国
で
の
公
民
権
連
動
が
評
価

さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト
ー
・
ハ
ー
ン
平
和
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。

2
0
0
8
年
に
黒
人
の
オ
バ
マ
が
大
統
領
に
な
っ
た

の
は
、
ア
リ
が
金
メ
ダ
ル
を
投
げ
捨
て
て
か
ら
約
半
世

紀
後
の
こ
と
で
す
。
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
黒
人
差
別
の

撤
廃
を
訴
え
た
公
民
権
運
動
に
お
け
る
ア
リ
氏
の
貢
献

を
称
え
、
こ
う
伝
え
て
い
ま
す
。
「
モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ

は
世
界
を
揺
る
が
し
た
。
彼
の
戦
い
は
困
難
で
、
周
囲

か
ら
敵
視
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
は
リ
ン
グ
の
外
で
も
、

人
々
の
権
利
の
た
め
に
戦
っ
た
」
。

ボ
ク
シ
ン
グ
を
通
し
、
戦
争
や
差
別
に
対
し
て
人
生

の
す
べ
て
を
賭
け
た
ア
リ
氏
に
、
心
か
ら
哀
悼
の
意
を

表
し
ま
す
。

（
仲
條
江
里
子
）


