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ると13じられるものは.飢えと 欠乏の

感覚だけだ。 とにかく']:きて，なにが

怒い。人‘J~みに れら L て.なにが :&i
い。そ う自分に~~ぃ聞かせて.戦後の

復興を.{.:jl笠1主主主を. そして二伎のオ

イル・ショァクを乗り切ってきた令%

がつけ(i.もうIuMのEリ1)1定:i十分すぎ

るほど満たさ れてしまい， しかもそれ

に代わるつぎのアイデアがな くて.み

んな右往左住Lているではないか。

íj(国主Rの尊大から，敗戦r!.~ の即日!

へ。モ Lて科び.経済大凶の的大ヘ。

こういう桜似が昭和だったとすると.

7平成d の先行きはいかにも危なつか

しい。

に勺1;'ん三j'f白書

* 平成の天皇は.国民にー皆さん 4 と11子

びかけ慾I去を守るーと gヮfこ3 そ

う，その調子。そういう率直なIi5りロ

で，日本の新しい時代を内外にはゥき

り明らかにできる忠也!が.ほんと うに

いま必要になうたのだ。 ー・ というこ

とに気付いている日本人の~}'J{~ は.ま

だ少なすぎる。スタイんはよ いが.な

かみはこれから。言い択さえすれは'す

んでいた.いじけた昭和から，二f1.、沢

をしないで， しかも尊大にならない附

速な平成へ。 そううまく パ トンタァチ

できればいいのだが.目1::¥を見失った

日本人は，明Bのピジョンすらjb:けな

いでいる。そういう日本人のつかみど

とろのなさを，平成の天皇への交仔創

は象徴Lてくれているようだc

(橋爪大三郎)

憲法と日本人一ーその知誌と関心

E日 L-どわ力、らない

・総理府 r干工会E許諾に役する

巴誤認否Jょっ作成
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憲法の中で関心のある事項一一(桜日回答・単位・%)

|崩御のあとのベクトル

天皇交替劇が象徴するもの

均三号が平成に変わり、新大:~lが即位し

た。1日和ーという )11たu時代にとう

とうピリオドヵ:打たれたと安治する反

面.とらえどころのな l"UW'::の始ま り

に戸惑いをか くせぬ人も 多1.'10

昭和 l士.長初の~04ニと句 りの 10年余

で，ずいぶん印象がちがう 。校低f.(fi
の決まり文句では，終戦・イコーノレ・

ー寝i生日本の夜明け。一平和な}民主WI

家ー建設の路音治:響きましたと.まる

で昭和20年から歴史が始まったと言わ

んばかりである。ところが.そうでも

ないことを気付かせる何ものかがあ

る。それが，昭和天皇だった。何を考

えているのか一般の国民にはほとんど

わからないのだが，そのためかえって

日本人の連続する探玄滋の部分を，1，及
は:if:じさせた。

戦前と戦後方;一民するひとつの時代で

あると，身をもって示しているのが昭

和天皇であるつかつては帝ー国慾法の主

権者。新窓i主下でー国民統合の象徴ー

となうたi度は， jg位する ζ ともな し

その時なりに自分のポジションを守っ

た雪それを背後て'黙認するのが，峨前

から戦後にかけての日本を，持続的な

問題意義で挑めているアメリ ηであ

るc

そういう 遠方から眺めるなら，ζの60

年間は，ー昭和の大動員体制ーとでも

いうべきプロセスだった=人的・物的

資源. 宗教や思想や文学までもが.元

の場所から掘りおこされ. tj~ü'l し直さ

れ.効宅的ICili編成された。日本国内

の土活の凹凸7i:.そうして依絶やしに

され.均されていうた3 人びとはtLIt!t 
(1::にわたって.それを耐え忍んだりで

ある乞

* 平成の支え~:士. 53和の i'(\う ~'/i む熊窓誌

を!仔じさせない主~Mi.!壬と m\f止の fitl

びやかさがあるc だが川O'iに，自分の

ボジンヨンをiWJりかねているような.

当惑も忠じられるc

終戦の~j二 . 11保全r;l)，III!jには. も

の心のついたn~から. いずれん日本fYi

mの II1!.'.ii こ\'r. ~J ど石められていたーし

If<fJ-:i.{ 

か L'jiHを (1 ・ 'II~;. 家I.KíX ~rti ヴ 7 イニン

グ夫人の.アメリカtttの.fHfを受け

る:.fX flil~におをぬった子供たちの.

大人l士i;;じがたいという思いを.彼も

悠じたはずだe

IUnナ総ルビの ー愛凶少年文r，lZ_やIj主

的絵本のたぐい(兄姉たちのお下が

り)を.弘(j:{uJ凹託んだことだろう。

たとえば. I鴻りの')j]Jからn分たちをつ

いぱみにやって来る ニワトリたちに，

i)~死の民抗をぷみるエンドウマメの兄

弟を抱いたーマメノコプタイ J 出来

のいい(~'iu"て'ないのだが，言いようの

ない切迫怒とおjJ誌と，運命共同体の倫

.BHのようなものを!さじさせる 3 そうい

う買の緊必七政fをの11'品にI'aても

お討にかかれない。

昭和初年に幼・少年191を過ごし昭和

とともに成長した人びとが.自分たち

の過去に烈々と~~をぬる ζ とをしたろ

うか。戦争のn任を具体的に悠じてし

まうほど.大きかったわけて'もない。

なにも分からないほど小さかったわけ

でもない。政争の内側にいたとき，阪

かに世界はその時なりの価値と重みを

持ち.切実な手応えで回転していた3

それはどこへ行ったのか。すべて旗だ

ったのか。…言葉にならないこの世

代のわだかまりは.黙して語らぬ上の

世代ム屈託のない戦緊世代とに狭ま

れて， 11 き~もなく埋もれている。

日本人の -E.1Eーには，二度と窮され

まいc というのもまた思11!.のはずなの

だが， とにかくそう覚悟を決める。す

意識

|平成の天皇論
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山
一
日
本
社
会
は
今
、
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

肌
一
院
史
の
辿
続
性
を
お
っ
か
け
て
い
く
と
き
見
ら

肌
一
れ
る
飛
脳
の
チ
ャ
ン
ス
が
い
ろ
い
ろ
転
が
っ
て

n
U

司

-
一
い
る
と
い
う
意
味
で
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人

一
が
日
本
社
会
を
初
め
て
相
対
的
に
と
ら
え
、
自

一
分
自
身
の
手
で
変
化
さ
せ
る
と
い
う
思
想
を

一
伴
っ
た
変
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
そ
う
い
う
雰
凶
気
を
感
じ
て
伝
え
る
の
が
こ

一
こ
に
紹
介
す
る
こ
仰
の
本
で
あ
る
。
両
者
と
も

一
に
読
者
に
先
制
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
た
め
に

一
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
を
言
い
切
っ

一
-
た
り
、
言
い
切
っ
た
つ
も
り
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
て
、
歴
史
の
変
化
の
見
つ
め
か
た
を
こ
れ

ら
の
本
の
中
に
と
ど
め
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
。
世
史
を
み
ん
な
で
よ
く
考
え
て
能

動
的
に
動
か
す
思
想
を
定
着
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
が
こ
れ
ら
の
本
の
役
目
で
あ
る
。

こ
の
際
史
の
変
化
と
い
う
言
葉
は
、
重
々
し

い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
が
、
能
動
的
姿
勢
を
準
備

す
る
こ
と
に
よ
り
手
ご
た
え
の
あ
る
楽
し
い
も

の
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
は
ひ
と
事

で
し
か
な
か
っ
た
日
本
の
戦
後
、
あ
る
い
は
そ

れ
よ
り
も
前
の
歴
史
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、

こ
れ
か
ら
先
の
見
通
し
を
決
定
し
て
い
く
快
感

を
似
る
と
思
わ
れ
る
。

両
者
は
日
本
社
会
に
特
徴
的
な
天
皇
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
論
を
展
開
す
る
。
タ
ブ

l
に
こ

そ
そ
れ
を
持
つ
社
会
の
秘
密
を
解
く
鍵
が
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
活
用
し
て
下
さ
い
と
待
っ
て
い

る
も
の
を
き
ち
ん
と
利
用
し
て
あ
げ
て
、
い
ろ

ん
な
も
の
を
可
視
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

ん」「ほ(5) 
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・
の
面
白
さ
を
少
し
で
も
伝
え
ら
れ
た
ら
本
書
評

は
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。

「
一
一
千
年
」
の
方
は
こ
こ
ま
で
述
べ
た
歴
史

の
変
革
に
日
本
社
会
が
何
の
準
備
も
し
て
い
な

い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
持
?
」
と

か
ら
話
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
ず
世
界
情
勢
は

こ
う
で
、
数
年
後
に
は
こ
う
い
う
こ
と
が
ど
こ

で
ど
う
行
わ
れ
る
か
と
い
う
話
題
を
ず
ら
ず
ら

ず
ら
っ
と
並
べ
、
そ
う
い
う
重
要
な
こ
と
を
な

に
一
つ
と
し
て
現
在
の
国
民
は
関
心
を
持
っ
て

な
か
っ
た
自
分
遂
の
歴
史
を
本
当
に
自
分
遂
の

も
の
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
板
無
し

草
で
あ
っ
た
自
分
遠
の
歴
史
に
あ
る
程
度
け
じ

め
を
付
け
よ
う
と
す
る
の
が
本
沓
の
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
「
二
千
年
の
埋
葬
」
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
の
歴
史
の
変
革
の
中
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て

い
く
出
発
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

「
冒
険
」
の
方
は
『
二
千
年
」
よ
り
土
俵
は

限
定
さ
れ
て
い
る
が
し
っ
か
り
と
し
た
イ
ン
パ

闘
論
二
千
年
の
埋
葬

日
本
人
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か

田
原
総
一
郎

・
栗
本
慎

一
郎
著

N
E
S
C
O

一
、
四
五
六
円

冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学

橋
爪
大
三
郎
著

毎
日
新
聞
社
一
、
二
六
二
円

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
勢
い
で
、
そ
の
体
質
を
歴
史
的
に

培
っ
て
き
た
天
皇
の
シ
ス
テ
ム
と
、
日
本
社
会

の
双
対
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
本

書
の
遊
び
も
同
時
発
生
し
、
こ
の
勢
い
の
ま
ま

天
皇
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
起
源
を
追
っ
て
縄
文

時
代
の
空
想
へ
と
視
点
を
さ
か
も
ど
さ
せ
る
。

空
想
と
は
い
え
話
に
は
整
合
性
が
あ
り
、
読
者

を
楽
し
ま
せ
る
と
同
時
に
歴
史
を
ぐ
っ
と
近
く

に
引
き
寄
せ
る
。

こ
う
し
て
今
ま
で
な
に
も
よ
く
理
解
し
て
い

ク
ト
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
は
負
け
て
は
い

な
い
。

・こ
ち
ら
は
日
本
の
社
会
科
学
を
ほ
ん
も

の
に
す
る
と
い
う
大
佐
官
引
い
へ
の
布
石
を
敷
く
大

事
な
役
目
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
遠

の
社
会
を
本
当
に
解
っ
て
い
な
け
れ
ば
始
ま
ら

、L

、。
S
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h
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ま
ず
準
備
と
し
て
固
と
国
民
の
契
約
で
あ
る

憲
法
の
機
能
と
意
味
を
明
確
に
し
、
日
本
国
で

そ
れ
が
は
た
ら
い
て
い
な
い
こ
と
を
誰
も
問
題

に
し
て
い
な
い
こ
と
と
天
皇
一
と
い
う
シ
ス
テ
ム

を
結
び
付
け
て
い
く
。
そ
れ
と
平
行
し
て
、
そ

(!{! 

の
無
意
識
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
痕
跡
た
る
戦
後

日
本
社
会
の
か
げ
の
部
分
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、

そ
の
泥
ど
ろ
と
し
た
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
見
合
う

だ
け
の
明
篠
な
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
も
っ
て

明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
歴
史
観
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
自
分
遠
の
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

社
会
科
学
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

立
派
な
市
民
と
し
て
生
さ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
学
問
の
世
界
に
と
ど
ま

ら
ず
、
と
ん
な
世
界
に
い
て
も
意
味
を
持
つ
と

思
わ
れ
る
。

以
上
ち
ょ
っ
と
し
た
紹
介
で
は
あ
っ
た
が
、

ほ
め
す
ぎ
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
は
目
を
つ
む
っ
て

以
下
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
も
ら
い
た
い
。

つ
ま
り
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
本
で
発
せ
ら
れ
た

問
題
は
そ
の
ま
ま
私
た
ち
日
本
人
に
向
か
っ
て

提
示
さ
れ
続
け
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
事
態
を

い
か
に
処
し
て
い
く
か
に
よ
り
、
き
た
る
事
態

を
日
本
社
会
が
い
か
に
手
ご
た
え
よ
く
乗
り
越

え
ら
れ
る
か
が
占
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

こ
と
に
。

(
工
学
系
院
生

山
田

義
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