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昭和は遠く・・・・・.

加藤典洋橋爪大三郎竹田青嗣

・・・・・・・・【天皇の戦争責任】

『天皇の戦争責任』と題されたこの書におい

て問題にされているのは、一言一回うまでもなく昭

和天皇の戦争責任である。だが、今なぜ昭和

天皇の戦争責任について論じねばならないの

か。これは、分かりゃすそうで案外分かりづ

らい。
この座談は、昭和天皇には戦争責任がある

とする加藤典洋と他方戦争責任は問えないと

する橋爪大三郎との対談に竹図書同嗣が司会役

として加わるという形で進められている。戦

一争責任といえば普通、昭和天皇が侵略戦争の

一開始遂行等で重要な役割を果たしたととの界

一を問うものだが、ここではそうしたことは問

一題にされない。加藤と橋爪の両者間で、アジ

宇
一人」としての「同時代的行為規範」に従って

二いた。戦後社会を生きる我々もまた同様な規

ニ範に従っているという点で戦前の死者と我々

=は寸ストレート」につながっているとする。

=両者の議論では、加疎の方の話の分量が圧

=倒的に多いことにも因ろうが、加穣に分があ

=るように思う。だが、議論の勝敗巧拙とは別

=の問題がそこにはある。私自身も天皇はその

=戦争責任を問われるべきだったと思っている

=が、昭和天皇の亡き今、欠席裁判のような形

=でそれ丸一戸町っても詮方ない。天皇の戦争責

=任を追及せぬまま昭和という時代の終駕に出

=会ってしまった我々が、それを支せぬまま

=天皇を死なせたことも含め、戦争責任の問題

ナ=をどう考えるのかと問う場合、分の懇い橋爪

J=の方がこの問題を深刻に受け止めているよう

司d=に思う。それは、橋爪の、この座談会を開く

ドれ=動機の不可解さに現れている。
、

この座談集の発端について、橋爪は、日本

の「戦後の言論」を「相対化するような大き

な仕事Lをしている加藤典洋が寸天皇に戦争

責任があるLと言っており、「天皇に戦争責

任がない」とみなす自分とは考えが逢うの

千葉幹

アでの侵略戦争の罪は、天皇一人に課すより

も国民一人一人が主体的に引き受けるべきも

のだとする合意が成り立っている。というの

も、今日侵略戦争の責任を天皇にのみ問うこ

とは、戦後を戦前から切り離し、戦後に生き

る自分たちを戦前の問題について無答責にし

てしまうという無責任さを呼び込むからだ。

ではどこに戦争責任を求めるのか。それは、

法的、政治的、道義的責任の三つのレヴェル

で論じられている・まず昭和天皇はその法的

責任を大日本帝国憲法の「天皇ハ神聖ニシテ

侵スヘカラスLという条文により免責されて

いる。政治的責任についても、橋爪が昭和天

皇は大日本帝国憲法下で立窓君主としての自

加藤が自分と異なる考えを持っているととが

この座談の端緒というのだから、その動機自

体かなり個人的なものといわねばならない。

奇妙なのは、なぜそんな個人的違和を書物と

いう形で公にせねばならないのかということ

だ。しかも、橋爪は「天皇に戦争責任はな

い」という立場であり、そこにもうひとつの

不可解さの淵源がある。昭和天皇自身戦犯と

されなかったのだし、七五年・八四年・八九

年に実施された天皇の戦争責任についての世

論調査でもいずれも若干ではあるが、天皇に

戦争責任はないとする方が、ありとする方を

上回っていて、世論に天皇の戦争責任を問う

という空気が明確にあるわけでない(世論調

査は吉田裕司昭和天皇の終戦史』を参照可つま

り、教えて天皇に戦争責任はないという立論

をする必然性が希薄なのだ。

ではなぜわざわざそんなことをするのか。

それは橋爪の言葉とは裏腹に、橋爪には、昭

和天皇の存在を抜きにして戦争あるいは戦後

の社会について考えることが不可能であると

思われたからではないか。昭和天皇の呪縛が

それだけ強いということであり、その呪縛か

ら逃れられないうちは、主体的に今日の日本

社会について考えることも困難だと感じられ

kq¥f

ド 、 mldnル・マ4vcp

己の使命を遵法精神を持って十分果たしたと

かなり踏み込んだ見方を提示している以外

は、両者とも、誤った侵略戦争を起こした責

任は日本国民にもあり、天皇だけに責任を求

めるわけにはいかないとする点で差異はな

い・最後の天皇の道義的責任だが、加藤は、

戦争で死んだ三OO万の日本人に対し天皇は

道義的責任を負うとする。橋爪は道義的責任

は個人的事柄であるから問題外とする。この

差異は、両者の昭和天皇についての認識の相

違の根幹を占めている。そしてそれは、戦争

における日本人戦死者を戦後社会とどう結び

つけるかという、より重要な問題についての

両者の違いへと結びついていく。

加藤は、三OO万の戦死者は、侵略戦争の

ために死んだのであり、その点で「間違っ

た」死であったが、それを戦後社会に生きる

我々がこの「間違いしを「間違いしとして受

け止め、同じ過ちを繰り返さないための甲当4J

に資することで戦争の死者と我々との問に、

屈折した形であるが、関係の構築が可能だと

する。それに対して、橋爪は、日本の戦死者

たちはどういう目的であれ召集に応じて従軍

したのであり、アメリカ兵と同様「近代的個

たからではないか。多少の無理は承知で昭和

天皇を第二次世界大戦に対し無答責であると

強弁することで、戦後日本社会を覆ってきた

昭和天皇の影から自由になろうとしたのでは

ないか。これは橋爪だけの問題ではないが、

私は昭和天皇の影をこの本における「天皇」

という語の用法の揺らぎに感じた。寸天皇」

という語で天皇制を意味したり、昭和天皇を

意味したりしているが、平成である今日、

寸天皇」といえば普通平成天皇のことを意味

するはずだ。彼らはまるで未だ昭和であるか

のような語り方をしている・

天皇を無答責にするという橋爪の主張は、

結局昭和天皇の亡霊に珊掛かれていることの告

白になってしまっているように思う。私はそ

れを批判したいのではない。天皇の責任を問

う加藤よりも、天皇の責任を否認しようとす

る橋爪の方がはるかに天自主の問題を生々しく

感じているように思われるからだ。かつて、

「降る雪や明治は遠くなりにけり」と詠んだ

俳人がいたが、昭和が終わって十二年経過し

た今日でも、昭和は速くなっていないのであ

る。
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開R[

仰
L

の
表
明
は
、
論
理
的
に
考
え
て
、
個
人
の

寸
私
的
」
な
行
為
と
し
て
以
外
に
は
あ
り
え
ず
、

「
公
人
L

と
し
て
の
行
為
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

首
相
の
場
合
は
、
政
治
的
な
影
響
が
大
き
い
の

で
、
慎
重
に
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
憲
法
の
原
則
に
照
ら
す
と
お
か
し

い
。
日
本
国
憲
法
は
、
政
治
的
影
響
の
大
小
に
関

係
な
く
す
べ
て
の
寸
公
人
」
に
、
憲
法
が
等
し
く

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
首
相
で
な
い

う
ち
は
よ
か
っ
た
が
首
相
に
な
っ
た
か
ら
だ
め
だ

と
い
う
の
は
、
憲
法
の
理
解
が
混
乱
し
て
い
る
。

首
相
の
場
合
は
、
私
的
な
参
拝
で
な
く
、
「
公

式
参
拝
」
だ
か
ら
問
題
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

「
公
式
参
拝
」
と
い
う
言
葉
は
、
定
義
の
は
っ
き

り
し
な
い
、
マ
ス
コ
ミ
用
語
で
あ
る
。
「
公
式
」

を
文
字
通
り
に
と
る
な
ら
ば
、
国
家
機
関
が
企
画

し
、
費
用
を
負
担
し
、
実
施
す
る
活
動
と
い
う
意

味
に
な
る
。
も
し
も
閣
議
で
参
拝
を
決
議
し
た

り
、
国
費
を
靖
国
神
社
に
支
出
し
た
り
、
特
別
の

儀
式
を
行
な
わ
せ
た
り
し
た
ら
、
そ
れ
は
寸
公

式
L

で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
憲
法
違
反
と

な
る
。
そ
う
し
た
手
続
き
を
経
な
い
で
、
小
泉
首

相
が
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
だ
け
で
は
、
「
公
人
し

の
行
動
で
は
あ
り
え
な
い
。
以
上
を
承
知
し
な
が

す
る
意
見
も
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
と
さ
ら
隣
国
の
反
感
を
か
う
よ

う
な
行
為
を
、
あ
え
て
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、
靖
国
神
社
の
問
題
で
あ
れ
歴
史
教
科
書
の
問

題
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
隣
国
の
反
応
が
た
だ
ち
に

自
ら
の
行
為
の
基
準
に
な
る
と
い
う
の
で
は
、
そ

i

の
問
題
を
自
分
の
頭
で
ま
っ
た
く
主
体
的
に
考
え

て
い
な
い
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
主
体
的
に
考
え

行
動
す
る
国
民
で
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
歴
史
に
直

面
し
、
そ
の
責
任
を
ひ
き
受
け
る
こ
と
が
で
を

ず
、
し
た
が
っ
て
決
し
て
隣
国
に
信
頼
さ
れ
ず
、

隣
国
と
友
好
関
係
を
築
く
こ
と
も
で
き
る
は
ず
が

な
い
の
だ
。

靖
国
神
社
や
歴
史
教
科
書
の
よ
う
な
問
題
を
考

え
る
場
合
、
隣
国
の
不
快
感
は
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
原
則
を
大
事
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
、
首
相
の
参
拝
を
牽
制
し
た
い
マ
ス
コ
ミ
が
、

憲
法
上
問
題
の
あ
る
行
為
だ
と
い
う
印
象
を
読
者

に
与
え
る
た
め
発
明
し
た
造
語
が
、
「
公
式
参
拝
」

な
の
で
あ
る
。

靖
国
神
社
に
は
A
級
戦
犯
が
合
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
参
拝
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
見
が
あ

る
。
小
泉
首
相
の
発
言
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
煮

え
切
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
ひ

と
握
り
の
A
級
戦
犯
の
た
め
に
そ
の
ほ
か
の
多
く

の
犠
牲
者
を
追
悼
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

の
ベ
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
、
処
罰
の
す
ん
だ
死
者

に
ま
で
罪
が
あ
る
と
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
の
ベ

る。

A
級
戦
犯
が
参
拝
の
対
象
で
あ
る
の
か
な
い
ー

の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

A
級
戦
犯
を
ど
う
考

え
る
か
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
ま
た
議
論
す
る

が
、
憲
法
と
の
関
係
で
吾
一
守
え
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の

通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
ど
の
死
者
の
霊
を
杷
り

ど
の
死
者
の
霊
を
-
杷
ら
な
い
か
は
、
宗
教
法
人
靖

国
神
社
が
決
め
る
こ
と
で
-
国
家
は
関
与
で
き
な

い。

A
級
戦
犯
を
合
杷
し
た
靖
国
神
社
に
、
合
杷

を
取
り
消
せ
と
か
分
紀
せ
よ
と
か
国
家
が
指
示
し

た
り
希
望
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
許
さ
れ

な
い
。
第
二
に
、
小
泉
首
相
に
せ
よ
誰
に
せ
よ
、

靖
国
神
社
へ
の
参J
拝
は
、
彼
個
人
の
行
為
で
あ
っ

て
、
国
家
が
A
級
戦
犯
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態

隣
国
の
不
快
感
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ

い
か
、
歴
史
教
科
書
の
問
題
で
考
え
て
み
よ
う
。

戦
前
の
歴
史
教
科
書
は
「
固
定
」
で
あ
り
、
皇

国
史
観
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
国
民
に
植
え
つ
け
る

こ
と
が
歴
史
教
育
の
目
的
だ
っ
た
。
教
科
書
の
内

容
・
編
集
に
、
国
が
直
接
タ
ッ
チ
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
現
在
の
教
科
書
は
「
検
定
」
で
あ
り
、

明
ら
か
な
誤
り
は
国
の
責
任
で
修
正
を
求
め
る

が
、
教
科
書
の
内
容
・
編
集
に
、
国
は
一
切
タ
ッ

チ
し
な
い
。
こ
れ
が
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
ゆ

る
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
民
主
主
義
の
原
則
で

あ
る
。こ

れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
、
歴
史
を
は
じ

め
、
教
科
書
は
「
固
定
」
が
原
則
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
内
容
や
編
集
に
、
国
家
の
意
思
が
直
接

に
及
ぶ
。
韓
国
で
も
、
歴
史
と
国
語
の
教
科
書
は

「
固
定
L

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
両
国
の
人

度
を
と
る
か
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
。
第
三
に
、
い
わ
ゆ
る
A
級
戦
犯
は
、
極
東
軍

事
裁
判
に
お
い
て
A
級
戦
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
有

罪
判
決
が
確
定
し
た
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の

裁
判
と
そ
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
降
伏
の

際
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
、
独
立
の
際
の
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
締
結
に
と
も
な
う
日

本
国
の
、
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務

は
、
憲
法
の
定
め
る
義
務
と
は
レ
ヴ
ェ
ル
が
異
な

る
。
憲
法
と
A
級
戦
犯
と
の
関
係
は
、
憲
法
の
制

定
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
か

ぎ
り
、
き
ち
ん
と
語
る
と
と
の
で
き
な
い
問
題
な

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
論
拠
に
よ
り
、
小
泉
首
相
の
靖

国
神
社
参
拝
は
憲
法
上
の
問
題
が
な
い
と
、
私
は

結
論
し
た
。
で
は
そ
れ
は
、
政
治
的
、
外
交
的
に

み
て
、

-賢
明
な
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
わ
が
国
な

ら
び
に
ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国
に
と
っ
て
、
こ
の
間

題
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

隣
国
の
不
快
感
と
歴
史
の
真
実

小
泉
首
相
の
靖
国
参
拝
に
対
し
て
は
、
韓
国
・

中
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
隣
国
が
あ
ら
わ
な
不
快
感
を

示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
め
た
ほ
う
が
よ
い
と

び
と
は
、
日
本
の
「
検
定
」
を
「
固
定
」
の
よ
う
一

な
も
の
と
誤
解
し
、
日
本
が
国
を
あ
げ
て
誤
っ
た

歴
史
認
識
を
教
育
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
こ
れ
は

大
変
だ
、
と
考
え
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
』

歴
史
は
論
争
的
な
テ
l
マ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
見

方
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
競
合
し

て
い
る
状
態
は
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の

点
、
「
検
定
」
の
ほ
う
が
「
固
定
」
よ
り
も
健
全

な
制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

歴
史
と
歴
史
教
科
書
の
問
題
を
ど
う
考
え
れ
ば

よ
い
の
か
、
別
の
と
こ
ろ
に
も
書
い
た
が
(
夏
白

書
房
編
『
ど
う
ち
が
う
の
?
新
し
い
歴
史
教
科
書

判
い
ま
ま
で
の
歴
史
教
科
書
も
、
そ
の
要
点
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω歴
史
は
、
ス
ト
l
ザ
ー
で
あ
る
か
ら
、
同
じ

歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
も
多
様
に
語
り
う
る
。
唯

一
の
正
し
い
歴
史
が
、
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
で
は

70 
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tvωそ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
歴
史
は
、
過
去
を
共
有

し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
歴
史
は
、
共
通
の

意
味
の
場
を
う
み
だ
し
、
過
去
を
共
有
す
る
「
わ

れ
わ
れ
」
と
い
う
実
体
を
つ
く
り
出
す
。

ωあ
る
範
囲
の
人
び
と
が
国
民
と
い
う
団
体
を

形
成
し
、
歴
史
を
共
有
す
る
努
力
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
学
校
教
育
に
歴
史
の
授
業
や
教
科
書
が
あ
っ

て
も
よ
い
。

ω歴
史
と
歴
史
教
科
書
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に

た
じ
ろ
ぐ
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
い
こ
と
で
あ

る
と
受
け
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
。

ω日
本
は
、
民
主
主
義
国
家
と
し
て
、
国
が
教

科
書
の
内
容
・
編
集
に
関
与
し
な
い
と
い
う
原
則

を
貫
く
べ
き
で
あ
る
。

ωど
ん
な
過
去
の
事
実
に
も
目
を
つ
ぶ
ら
ず
、

し
か
も
自
国
の
歴
史
に
誇
り
を
持
つ
。
そ
の
う
え

で
、
他
国
の
歴
史
も
同
様
な
も
の
と
し
て
理
解
す

る
。
そ
う
し
た
相
互
の
努
力
の
積
み
重
ね
が
、
こ

の
問
題
を
解
決
に
近
づ
け
る
。

外
国
政
府
が
、
教
科
書
に
つ
い
て
日
本
政
府
に

抗
議
し
て
き
た
ら
、
ど
う
す
る
か
。
抗
議
に
じ
っ

く
り
耳
を
傾
け
、
ど
の
よ
う
な
抗
議
が
あ
っ
た
か

を
日
本
国
民
に
き
ち
ん
と
伝
え
る
。
そ
し
て
、
日

「首相参拝」は合憲である

「
新
し
い
歴
史
教
科
書
L

が
国
民
の
あ
い
だ
で
一

定
の
支
持
を
受
け
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
誤
り

を
そ
ろ
そ
ろ
修
正
し
た
ほ
う
が
い
い
と
、
考
え
た
，

国
民
が
多
い
か
ら
だ
ろ
う
。

国
民
が
主
体
的
に
ふ
る
ま
お
う
と
す
れ
ば
、
国

益
を
定
義
し
、
歴
史
を
意
識
し
、
あ
る
べ
き
将
来

世
界
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結

果
、
国
益
が
対
立
し
、
歴
史
認
識
が
喰
い
ち
が
う

こ
と
も
あ
り
う
る
。
歴
史
認
識
が
喰
い
ち
が
っ
た

と
い
う
だ
け
で
、
深
刻
な
紛
争
が
起
こ
る
こ
と
は

な
い
か
ら
、
心
配
し
な
く
て
よ
い
。
深
刻
な
紛
争

は
、
重
大
な
国
益
の
対
立
に
も
と
づ
く
も
の
で
、

そ
れ
が
歴
史
認
識
に
も
反
映
し
て
喰
い
ち
が
い
と

な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
国
益
の
対
立
を
克

服
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
友
好
を
実
現
す
る
に

は
、
国
民
が
主
体
的
に
、
ま
た
賢
明
か
つ
合
理
的

に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
絶
対
に
必
要
と
な
る
。

戦
後
日
本
は
、
形
式
的
に
は
民
主
主
義
国
で

も
、
実
質
的
に
民
主
主
義
国
で
あ
る
か
怪
し
か
っ

た
。
そ
う
し
た
戦
後
日
本
の
国
民
が
い
ま
、
実
質

的
に
も
民
主
主
義
の
、
主
体
的
な
団
体
と
し
て
、

自
ら
を
再
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は

自
前
で
国
益
を
定
義
し
、
自
前
の
歴
史
認
識
を
う

み
だ
す
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
う
し
た
動
き

i
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本
の
「
検
定
L

制
度
に
つ
い
て
説
明
し
、
ね
ば
り

強
く
理
解
を
求
め
る
。
政
府
が
や
る
べ
き
な
の
は

そ
こ
ま
で
。
決
し
て
、
そ
れ
以
上
の
約
束
を
し
て

は
い
け
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
行
動
を
と
っ

て
も
い
け
な
い
。
あ
べ
こ
べ
に
日
本
政
府
が
、
外

国
の
教
科
書
を
問
題
に
す
べ
き
で
も
な
い
。

歴
史
は
、
過
去
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
と
い
う

も
の
の
見
方
だ
か
ら
、
多
様
で
あ
る
。
多
様
な
歴

史
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
提
案
す
る
か
ら
こ

そ
、
事
実
は
深
め
ら
れ
、
歴
史
の
ス
ト
ー
リ
ー
は

強
靭
で
柔
軟
と
な
っ
て
い
く
。
健
全
な
歴
史
は
、

国
境
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
こ
う
し
た
人
び
と
の
真

撃
な
努
力
に
よ
っ
て
育
ま
れ
、
鍛
え
ら
れ
て
い

ノ¥。
国
民
国
家
は
、
日
本
も
中
国
も
韓
国
も
そ
の
ほ

か
の
国
々
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
団
体
と
し
て

の
国
民
を
う
み
だ
す
た
め
、
過
去
(
歴
史
)
を
共

有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
、
国
民
国
家

に
対
す
る
役
割
(
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
)
が
、
歴
史

の
内
容
に
影
を
落
と
す
。
歴
史
は
、
思
い
通
り
に

多
様
で
あ
る
か
わ
り
に
、
現
存
す
る
国
民
の
ま
と

ま
り
を
肯
定
す
る
よ
う
な
働
き
(
バ
イ
ア
ス
〉
に

取
り
込
ま
れ
る
。
実
際
の
歴
史
は
、
国
ご
と
の
歴

史
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
観
点
や
利
害
を

を
、
警
戒
し
な
く
て
も
よ
い
。
日
本
が
、
民
主
主

義
国
と
し
て
の
統
治
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
、
国

際
社
会
の
混
乱
を
未
然
に
防
止
す
る
行
動
力
を
高

め
、
近
隣
諸
国
の
国
益
と
安
全
に
と
っ
て
も
プ
ラ

ス
と
な
る
は
ず
だ
。

小
泉
首
相
の
象
徴
す
る
も
の

小
泉
政
権
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。
少
し
長
期
的
な
視
野
か
ら
、

小
泉
首
相
が
象
徴
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
し小

泉
首
相
は
、
反
自
民
連
立
政
権
の
細
川
首
相

と
よ
く
対
比
さ
れ
る
。

た
し
か
に
両
者
は
、
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
と

マ
ド
ン
ナ
の
よ
う
に
共
通
点
が
多
い
。
反
自
民
党

的
な
改
革
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
国
民
的
な
人
気
。
政

治
家
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
個
性
的
な
存

在
感
。
旧
来
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
政
権
基
盤

の
ね
じ
れ
構
造
と
そ
の
た
め
の
脆
弱
性
。
ア
メ
リ

カ
の
期
待
と
支
援
。
小
泉
政
権
は
、
細
川
政
権
が

頓
挫
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
積
み
残
さ
れ
た
た

め
、
出
番
が
用
意
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

い
っ
ぽ
う
、
小
泉
政
権
と
細
川
政
権
と
の
あ
い
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反
映
す
る
。
そ
し
て
隣
国
の
歴
史
と
、
し
ば
し
ば

矛
盾
す
る
内
容
と
な
る
。
歴
史
認
識
の
喰
い
ち
が

い
が
国
際
社
会
旬
、
矛
盾
や
乳
擦
の
種
と
な
る
と

す
れ
ば
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

歴
史
は
、
単
な
る
過
去
に
つ
い
て
の
知
識
で
は

な
く
、
現
在
と
将
来
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の

知
恵
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り
認
識
し
よ
う
。
こ
の

こ
と
を
出
発
点
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。
人
び
と
が

現
在
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
、
国
民
と
い
う

団
体
が
有
用
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国

家
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

が
、
め
い
め
い
の
た
め
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
一
定
の
、
喰
い
ち
が
い
が
生
じ
て
も
や
む

を
え
な
い
。

日
本
国
民
の
歴
史
は
、
日
本
と
い
う
国
の
存
在

を
肯
定
し
、
現
在
と
将
来
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
が
、
国
民
と
し
て
の
同

一
性
と
自
尊
心
を
培
う
の
は
、
当
然
の
f
と
だ
。

こ
れ
が
な
け
れ
ば
、

.過
去
の
過
ち
と
向
き
合
い
、

現
在
と
将
来
を
よ
り
よ
く
生
き
る
動
機
を
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
後
歴
史
教
育
の
誤
り

は
、
過
去
の
過
ち
を
反
省
す
る
だ
け
で
は
、
国
民

と
し
て
の
同
一
性
、
主
体
性
を
形
成
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
、
見
落
と
し
た
点
に
あ
る
。

72 

だ
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
相
違
点
も
あ
る
。
第
一

に
、
小
泉
政
権
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
、
自

民
党
を
主
体
と
す
る
従
来
型
の
保
守
政
権
で
あ

る
。
小
泉
首
相
は
、
「
擬
似
政
権
交
替
し
と
称
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
ほ
ん
も
の
の
政

権
交
替
で
な
く
、
自
民
党
内
に
お
け
る
主
流
派
/

反
主
流
派
の
交
替
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
第

二
に
、
小
泉
首
相
は
、
国
会
の
議
席
の
数
合
わ
せ

に
よ
っ
て
で
な
く
、
総
裁
予
備
選
と
国
民
世
論
の

圧
倒
的
な
支
持
に
よ
っ
て
、
政
権
の
座
に
つ
い

た
。
特
に
そ
の
支
持
は
、
自
民
党
外
の
無
党
派
層

か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
集
票
力
(
小

泉
人
気
〉
が
、
自
民
党
内
で
の
小
泉
首
相
の
政
治

力
に
転
化
し
て
い
る
。
第
一
の
点
と
第
二
の
点

は
、
本
来
な
ら
両
立
し
が
た
い
。
小
泉
政
権
の
ほ

う
が
細
川
政
権
よ
り
、
政
権
の
矛
盾
が
は
る
か
に

深
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

小
泉
内
閣
は
、
ど
れ
だ
け
続
く
か
わ
か
ら
な

い
。
年
内
に
瓦
解
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

そ
れ
で
も
小
泉
内
閣
は
、
画
期
的
な
政
権
と
し

て
、
日
本
の
政
治
史
に
名
を
と
ど
め
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
政
権
が
、
反
自
民
・
改

革
の
ポ

l
ズ
を
と
る
小
泉
首
相
を
無
党
派
層
が
支

持
し
、
そ
れ
を
旧
来
の
自
民
党
5

が
支
え
る
と
い
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ぅ
、
矛
盾
し
た
構
図
に
よ
っ
て
登
場
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
し
た
構
図
を
打
破
し

よ
う
と
す
る
自
己
破
壊
の
試
み
が
、
こ
の
政
権
の

本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
政
権

の
誕
生
と
そ
の
後
の
変
貌
に
、
こ
の
国
の
命
運
を

重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
と
す
る
有
権
者
が
多
い
か

ら
で
あ
る
。

小
泉
首
相
は
、
，
矛
盾
し
、
混
乱
し
な
が
ら
、

新
し
い
情
況
の
な
か
で
自
分
の
同
一
性
を
構
築
し

な
お
し
、
現
状
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
百
本

国
民
'
を
象
徴
し
て
い
る
。
小
泉
首
相
は
「
改
革

者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
寸
改
革
者
」
で
あ
る

か
ぎ
り
で
国
民
の
支
持
を
つ
な
ぎ
と
め
る
の
で
あ

マ。。
小
泉
首
相
は
あ
ま
り
細
か
な
政
策
に
通
じ
て
い

な
い
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
。
改
革
に
は
、
そ
の
ほ

う
が
よ
い
場
合
も
あ
る
。

小
泉
首
相
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
、
自
分
を
改

革
者
と
位
置
づ
け
、
準
備
を
重
ね
て
き
た
。

小
泉
首
相
は
、
郵
政
三
事
業
の
民
営
化
を
唱
え

て
き
た
。
政
策
の
な
か
み
は
と
も
か
く
、
な
ぜ
彼

が
そ
れ
を
唱
え
た
か
と
言
え
ば
、
ほ
か
の
政
治
家

が
誰
も
そ
れ
を
唱
え
な
か
っ
た
か
ら
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
自
民
党
の
集
票
・
利
権
構
造
を
破
壊
し
、

「首相参拝」は合憲である

社
参
J

拝
を
わ
ざ
わ
ざ
表
明
す
る
の
は
、
な
る
べ
く

多
く
の
有
権
者
の
支
持
を
つ
な
ぎ
と
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
政
治
家
に
と
っ
て
、
本
当
な
ら
得
策
と

は
言
え
な
い
。
旧
軍
関
連
団
体
や
遺
族
会
は
、
自

民
党
の
集
票
構
造
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
支
持
を

あ
て
こ
ん
で
、
旧
い
体
質
の
自
民
党
政
治
家
が
こ

と
さ
ら
参
拝
し
、
野
党
や
マ
ス
コ
ミ
が
そ
れ
を
批

判
す
る
と
い
う
の
が
従
来
の
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
。

リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
派
と
み
な
さ
れ
て
い
る
小
泉
首

相
は
、
黙
っ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
こ
を
あ
え

て
公
言
し
た
小
泉
首
相
は
、
過
去
数
年
盛
り
上
が

り
を
み
せ
て
い
た
歴
史
論
争
や
、
新
し
い
歴
史
教

科
書
を
つ
く
る
会
の
運
動
な
ど
、
新
し
い
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
て
い
る
日
本
国
民
の
動
き

を
見
す
え
て
い
る
。

戦
後
日
本
政
治
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
に

は
、
靖
国
参
拝
や
教
科
書
問
題
な
ど
、
歴
史
の
問

題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
行
き
詰
ま
引
は
、
日
本
国
民
が
、
戦
後

民
主
主
義
を
う
み
だ
し
た
歴
史
的
条
件
を
絶
対
化

し
、
変
化
し
な
い
も
の
と
み
な
し
て
い
る
の
に
、

ポ
ス
ト
冷
戦
世
界
の
実
態
は
ま
す
ま
す
そ
こ
か
ら

ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
か
ら
だ
。
改
革

を
旗
じ
る
し
に
す
る
小
泉
首
相
は
、
そ
こ
で
ど
う

自
民
党
の
変
革
に
結
び
つ
く
と
直
観
的
に
理
解
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
政
策
を
主
張
し
続
け

る
こ
と
で
、
彼
は
っ
改
革
者
」
「
変
人
L

の
イ
メ

ー
ジ
を
獲
得
し
、
そ
れ
が
彼
の
、
い
ま
や
引
っ
込

み
の
つ
か
な
い
政
治
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

な
っ
て
い
る
。

改
革
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
ぜ
ん
ぷ
の
課
題
に

い
っ
ぺ
ん
に
取
り
組
む
ー
ー
そ
の
ほ
う
が
、
政
策

と
し
て
の
一
貫
性
を
た
も
て
る
i
ー
よ
り
も
、
優

先
順
位
を
つ
け
、
課
題
を
一
つ
ず
つ
片
づ
け
て
い

く
の
が
よ
い
。
ど
の
課
題
を
優
先
さ
せ
る
か
は
、

状
況
に
よ
り
、
ま
た
政
治
家
と
し
て
の
直
観
に
よ

る
。
個
々
の
政
策
の
具
体
的
な
な
か
み
に
こ
だ
わ

り
の
少
な
い
小
泉
首
相
は
、
い
わ
ば
決
定
の
フ
リ

ー
ハ
ン
ド
を
握
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
改
革
者
」

の
イ
メ
ー
ジ
と
国
民
の
支
持
(
政
治
的
資
産
〉

を
、
あ
る
課
題
に
集
中
的
に
投
下
し
て
す
ば
や
く

成
果
を
あ
げ
、
そ
の
実
績
を
政
治
的
資
産
に
積
み

増
し
す
る
。
一
歩
間
違
え
ば
元
も
、子

も
な
く
な
る

が
、
こ
の
繰
り
返
し
に
賭
け
て
、
小
泉
政
権
の
存

続
を
は
か
る
し
か
な
い
。

小
泉
政
権
の
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
自
民
党

の
党
内
力
学
よ
り
も
強
く
は
た
ら
く
な
ら
ば
、
小

泉
政
権
は
そ
の
誕
生
時
の
矛
盾
し
た
構
図
を
自
己

し
て
も
、
靖
国
神
社
参
拝
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
歴
史
の
問
題
と
正
面

か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
保
守
/
革

新
の
垣
根
を
破
壊
す
る
こ
と
の
必
要
を
、
国
民
に

訴
え
た
の
で
あ
る
。
国
民
は
、
目
先
の
損
得
を
超

え
た
小
泉
首
相
の
姿
勢
を
み
て
、
こ
れ
ま
で
の
自

民
党
政
治
家
の
靖
国
参
拝
に
対
す
る
の
と
違
っ

て
、
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。

「
国
事
殉
難
者
L

の
霊

こ
こ
で
再
び
、
靖
国
神
社
参
拝
に
話
を
戻
そ

う
。
歴
史
の
問
題
と
向
き
合
う
と
は
、
戦
後
日
本

を
う
み
だ
し
た
歴
史
的
条
件
を
反
省
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
靖
国
参
拝
を
、
単
に
戦
後
の
、

日
本
国
憲
法
と
の
関
係
で
論
じ
る
だ
け
で
す
ま
す

こ
と
は
で
き
な
い

r

か
ら
で
あ
る
。

C
N
N
な
ど
の
報
道
で
は
、
靖
国
神
社
は
寸
戦

争
神
社
宅
常
任
ユ

5
」
と
形
容
さ
れ
、
「
そ
こ
に

は
戦
争
犯
罪
人
を
含
む
戦
死
者
が
杷
ら
れ
て
い

る
」
と
解
説
が
つ
く
。
こ
ん
な
神
社
に
参
拝
す
る

小
泉
首
相
は
、
歴
史
の
教
訓
を
ま
っ
た
く
反
省
し

な
い
反
動
的
人
物
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
報
道

で
あ
る
。

破
壊
し
て
、
政
界
を
再
構
築
す
る
本
格
的
な
「
改

革
し
政
権
に
脱
皮
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

都
議
選
や
参
院
選
で
み
る
か
ぎ
り
、
自
民
党
の

公
認
や
公
明
党
の
選
挙
協
力
よ
り
も
、
小
泉
効
果

の
ほ
う
が
圧
倒
的
だ
っ
た
。
小
泉
改
革
が
抵
抗
勢

力
の
反
対
に
あ
っ
て
、
解
散
・
総
選
挙
と
な
っ
た

と
す
る
。
小
泉
首
相
が
新
党
の
結
成
を
宣
言
し

て
、
個
々
の
候
補
者
の
政
策
を
個
別
に
審
査
し

「
小
泉
公
認
L

を
与
え
る
な
ら
、
衆
院
選
の
小
選

挙
区
で
は
、
当
選
を
左
右
す
る
切
り
札
と
な
る
だ

ろ
う
。
与
野
党
の
枠
を
超
え
て
、
「
改
革
派
」
の

結
集
が
実
現
す
る
。
国
民
の
審
判
を
経
る
か
た
ち

で
こ
ん
な
政
界
再
編
が
実
現
す
れ
ば
、
小
泉
政
権

の
矛
盾
と
ね
じ
れ
は
解
消
し
、
五
五
年
体
制
に
終

止
符
が
打
た
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
そ
う
な
る
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
小
泉
首
相
に
そ
う
し
た

チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
の
は
確
か
だ
。

小
泉
首
相
が
就
任
早
々
、
靖
国
神
社
参
拝
に
意

欲
を
み
せ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
、
従
来
の
枠
を

超
え
た
タ
イ
プ
の
強
固
な
政
治
的
信
念
の
持
ち
主

で
あ
る
こ
と
を
、
印
象
づ
け
よ
う
と
ど
こ
か
で
意

識
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

国
民
の
あ
い
だ
で
議
論
が
分
か
れ
、
ア
ジ
ア
諸

国
や
外
国
メ
デ
ィ
ア
か
ら
も
批
判
の
多
い
靖
国
神

C
N
N
の
報
道
は
、
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
は

な
い
が
、
こ
の
問
題
の
奥
行
き
を
無
視
し
た
平
板

な
も
の
で
あ
る
。
(
外
国
メ
デ
ィ
ア
に
文
句
を
言

っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
国
益
に
関
わ
る
重
大
な
問

題
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
英
語
で
、
き
ち
ん
と

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
。
〉

靖
国
神
社
の
前
身
は
、
東
京
招
魂
社
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
明
治
維
新
の
過
程
で
犠
牲
と
な
っ
た

志
士
た
ち
ゃ
官
軍
の
将
兵
を
肥
る
た
め
、
九
段
に

設
け
ら
れ
た
。
彼
ら
の
霊
を
招
い
て
祭
杷
を
行
な

い
、
祭
紀
が
終
わ
れ
ば
霊
を
送
り
返
す
。
こ
れ
を

建
て
直
し
て
、
霊
の
常
在
す
る
恒
久
施
設
と
し
た

の
が
、
靖
国
神
社
で
あ
る
。
靖
国
神
社
は
、
少
な

く
と
も
最
初
、
決
し
て
「
戦
争
神
社
」
で
は
な

く
、
む
し
ろ
っ
革
命
の
英
雄
神
社
」
で
あ
っ
た
。

靖
国
神
社
は
、
国
家
の
た
め
に
命
を
さ
さ
げ
た

個
人
、
す
な
わ
ち
「
国
事
殉
難
者
」
の
霊
を
杷
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
日
本
は
、
西
南
戦
争
、
日
一

清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
満
州

事
変
、
日
華
事
変
、
大
東
亜
戦
争
と
戦
争
を
重

ね
、
そ
の
た
び
に
-
杷
ら
れ
る
霊
が
増
え
て
い
っ

た
。
人
数
か
ら
言
え
ば
、
大
部
分
を
第
二
次
大
戦

の
死
者
が
占
め
る
結
果
に
な
っ
た
。

「
霊
」
の
考
え
は
、
き
わ
め
て
新
し
く
、
靖
国
神

!

ー
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司

社
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
霊
」

の
特
徴
は
、

ω死
者
一
人
に
つ
い
て
ひ
と
つ
存
在

し
、
名
前
が
つ
い
て
お
り
]
個
性
が
あ
る
、

ω時

間
が
経
っ
て
も
消
滅
せ
ず
、
永
遠
に
存
在
す
る
、

ω神
道
の
儀
礼
に
よ
っ
て
、
招
き
寄
せ
た
り
、
送

り
返
し
た
り
で
き
る
、

ω複
数
の
霊
を
ひ
と
つ
の

神
体
(
鏡
)
に
宿
ら
せ
て
お
く
(
合
配
す
る
〉
こ

と
が
で
き
る
、

ω合
-
杷
し
た
あ
と
で
も
、
霊
は
合

体
し
た
り
せ
ず
、
個
性
が
識
別
で
き
る
、
な
ど
で

あ
る
。
個
人
の
国
家
に
対
す
る
貢
献
を
、
儀
式
に

よ
っ
て
顕
彰
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
観
念
(
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
で
、
神
道
の
表
現
を
と
っ
て
い
る

が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
も
大
き
い
と
思
わ
れ

る。
な
ぜ
明
治
政
府
は
、
「
霊
」

し
た
か
。

維
新
の
志
士
た
ち
も
家
ご
と
に
宗
旨
が
あ
り
、

死
ね
ば
仏
式
の
葬
儀
を
行
な
い
、
戒
名
を
受
け
、

累
代
の
墓
所
に
埋
葬
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ

て
確
立
し
た
慣
習
で
、
明
治
政
府
と
い
え
ど
も
、

こ
れ
ら
す
べ
て
を
中
止
さ
せ
、
国
の
手
で
葬
儀
を

行
な
い
、
墓
所
に
埋
葬
す
る
の
は
で
き
な
い
相
談

だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
両
立
す
る
か
た
ち

で
、
死
者
に
対
し
て
国
家
と
し
て
哀
悼
の
意
を
表

す
る
に
は
、
「
霊
L

が
存
在
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う

の
観
念
を
必
要
と

「首相参拝」は合憲である

れ
、
家
族
と
別
れ
み
じ
め
に
死
ん
だ
人
び
と
も
把

ら
れ
て
い
る
。
死
者
は
多
様
で
あ
る
。
そ
の
共
通

す
る
部
分
を
あ
え
て
取
り
出
す
な
ら
ば
、
国
に
対

す
る
義
務
(
職
務
)
を
果
た
し
て
死
亡
し
た
人
び

と
ハ
す
な
わ
ち
寸
国
事
殉
難
者
」
)
と
い
う
像
を
結

ぶ。
私
は
、
加
藤
典
洋
氏
と
の
討
論
『
天
皇
の
戦
争

責
任
』

(径
書
房
)
の
な
か
で
、
つ
、ぎ
の
よ
う
に

の
ベ
た
。
靖
国
神
社
に
杷
ら
れ
て
い
る
人
び
と

は
、
「
公
人
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
」
点
で

近
代
市
民
社
会
の
価
値
に
合
致
し
て
い
る
。

ーそ
し

て
、
戦
後
日
本
に
と
っ
て
有
意
味
な
死
者
た
ち
で

あ
る
、
と
。
そ
の
死
者
た
ち
の
「
霊
」
を
、
現
在

は
一
宗
教
法
人
で
あ
る
靖
国
神
社
が
独
占
し
て
お

り
、
日
本
国
民
が
そ
れ
を
杷
る
儀
礼
を
行
な
う
こ

と
が
で
き
な
い
点
が
、
問
題
の
本
質
な
の
で
あ

る
。
小
泉
首
相
の
参
拝
は
、
こ
の
問
題
を
人
び
と

に
意
識
さ
せ
た
点
で
、
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。

「
霊
」
な
ど
存
在
し
な
い
と
考
え
れ
ば
、
何
の
問

題
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
簡
単
に
は

行
か
な
い
。
大
日
本
帝
国
と
そ
の
主
権
者
で
あ
る

天
皇
に
と
っ
て
、
「
霊
」
は
存
在
し
た
。
大
日
本

帝
国
と
そ
の
主
権
者
で
あ
る
天
皇
は
、
日
本
国
憲

法
に
と
っ
て
、
正
統
性
の
源
泉
で
あ
る
。
戦
後
日

本
が
存
在
す
る
た
め
に
必
須
な
、
歴
史
的
条
件
を
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す
れ
ば
、
死
者
た
ち
が
仏
式
で
葬
ら
れ
た
ま
ま
で

も
、
神
道
の
儀
礼
で
、
随
意
に
「
霊
」
を
招
き
寄

せ
、
祭
『
杷
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め

に
も
、
徹
底
し
た
神
仏
分
離
が
必
要
と
な
っ
た
。

戦
前
の
靖
国
神
社
は
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、
内

務
省
が
共
同
で
所
管
す
る
、
国
家
機
関
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
政
教
分
離
を
原
則
と
す
る
外
国
に

は
、
奇
異
に
う
つ
る
。
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
の

は
、
グ
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
d

と
い
う
、
詑
弁

的
な
政
策
を
明
治
政
府
が
採
用
し
た
か
ら
だ
。
こ

の
政
策
に
よ
っ
て
国
家
神
道
は
、
仏
教
の
各
宗
派

や
教
派
神
道
や
キ
リ
ス
ト
教
と
同
列
で
は
な
い
、

「
宗
教
を
超
え
た
宗
教
」
に
な
っ
た
。
宗
教
で
は

な
い
か
ら
、
国
家
は
、
神
道
の
儀
礼
を
国
民
ひ
と

り
残
ら
ず
に
強
制
で
き
る
。
戦
前
も
政
府
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
政
教
分
離
の
原
則
は
守
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
建
て
前
は
一
九
四
五
年
、

G
H

Q
の
「
神
道
指
令
」
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
ま
で
続

し
た靖

国
神
社
に
合
記
さ
れ
る
「
国
事
殉
難
者
」
の

名
簿
は
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、
内
務
省
か
ら
靖
国

神
社
に
送
ら
れ
、
靖
国
神
社
で
は
そ
の
名
簿
に
も

と
づ
い
て
そ
の
ま
ま
合
杷
を
行
な
っ
た
。
軍
人
や

警
察
官
の
死
者
で
あ
っ
て
も
、
公
務
に
殉
じ
た
場

合
で
な
け
れ
ば
、
名
簿
に
は
載
ら
な
い
。
「
英
霊
L
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与
え
て
い
る
。
そ
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る

「
霊
」
は
、
戦
後
日
本
に
と
っ
て
も
否
定
で
き
な

い
前
提
と
な
る
。
そ
の
寸
霊
」
を
-
杷
る
靖
国
神
社

は
単
な
る
、
日
本
国
憲
法
に
い
う
宗
教
法
人
で
は

な
い
。
そ
の
日
本
国
憲
法
を
あ
ら
し
め
る
、
歴
史

的
条
件
で
も
あ
る
の
だ
。

A
級
戦
犯
の
合
-
杷
は
、
問
題
を
さ
ら
に
や
や
こ

し
く
し
た
。
東
京
裁
判
で
有
罪
と
な
り
処
刑
さ
れ

た
東
条
元
首
相
以
下
は
、
靖
国
神
社
に
よ
れ
ば
、

職
務
を
遂
行
し
て
死
亡
し
た
「
国
事
殉
難
者
」
に

あ
た
る
。
東
京
裁
判
の
法
源
(
人
類
に
対
す
る
罪
〉

が
事
後
法
で
あ
る
こ
と
、
有
罪
が
証
拠
に
よ
り
立

証
さ
れ
た
と
言
い
が
た
い
こ
と
な
ど
、
裁
判
の
問

題
性
を
考
え
れ
ば
、

A
級
戦
犯
を
そ
れ
以
外
の
人

び
と
と
区
別
す
る
理
由
は
な
い
と
も
吾
一
ヲ
ん
る
。
い

っ
ぽ
う
、
東
京
裁
判
の
確
定
し
た
判
決
を
受
け
入

れ
る
の
は
、
降
伏
時
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
独
立
時

の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
に
と
も
な
う
、
日
本

国
民
の
条
約
上
の
義
務
で
あ
る
。

日
本
国
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
を
結
ん
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
東
京
裁
判
の
正
当
性
を
受
諾
、

承
認
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
議
論
も

あ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
話
は

簡
単
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
同
条
約
十
一
条
に

「
裁
判
を
受
諾
し
し
と
あ
る
の
が
、
実
は
「
判
決

11 

11 

11 

11 

I1 

で
あ
る
か
ど
う
か
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
た
の
は

三
省
で
あ
る
。
戦
後
は
、
陸
海
軍
が
解
体
さ
れ
、

こ
の
業
務
は
復
員
省
、
そ
し
て
厚
生
省
や
各
地
方

自
治
体
に
引
き
継
が
れ
た
。
靖
国
神
社
は
宗
教
法

人
と
な
り
、
合
肥
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
主

体
と
な
っ
た
。

B
C
級
戦
犯
に
つ
い
て
は
国
会
で

の
議
論
も
あ
っ
て
、
戦
後
か
な
り
早
い
段
階
で
合

記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
国
家
護
持
」
を
求

め
る
運
動
を
進
め
て
い
た
靖
国
神
社
は
、
政
治
的

な
配
慮
か
ら
A
級
戦
犯
に
つ
い
て
は
た
め
ら
っ
て

い
た
が
、
そ
の
運
動
を
断
念
じ
た
一
九
七
八
年
、

東
条
英
機
元
首
相
ほ
か
の
合
把
を
行
な
っ
た
。
靖

国
参
拝
が
中
国
や
韓
国
の
非
難
を
あ
び
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
で
あ
る
。
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歴
史
を
引
き
受
け
る
国
民

靖
国
神
社
は
、

国
家
に
対
す
る
個
々
人
の
献
身

を
ひ
き
出
す
た
め
の
、
祭
杷
共
同
体
だ
っ
た
。
信

じ
る
宗
教
や
政
治
的
信
念
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府

を
支
持
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
霊
」
が
有
無
を
言
わ
せ
ず
こ
の
神
社
に

集
め
ら
れ
て
い
る
。
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
信
じ

て
戦
死
し
た
勇
敢
な
軍
人
だ
け
が
杷
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
戦
争
に
反
対
し
な
が
ら
召
集
さ

を
受
諾
し
」
の
誤
訳
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
根
拠

に
し
て
い
る
。
だ
が
、
判
決
を
受
諾
す
る
に
は
、

論
理
的
に
考
え
て
、
そ
の
法
廷
の
正
当
性
や
、
法

源
の
正
当
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国

際
法
の
論
理
と
し
て
も
成
り
立
た
ず
、
戦
勝
国
に

対
し
て
通
用
も
し
な
い
議
論
だ
。

A
級
戦
犯
の
有
罪
を
承
認
し
な
が
ら
、
そ
の
犠

牲
に
哀
悼
の
意
を
表
す
る
論
理
は
、
ま
だ
し
っ
か

り
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。

靖
国
神
社
の
「
霊
L

に
対
し
て
、
宗
教
法
人
靖

国
神
社
の
神
道
儀
式
に
よ
ら
な
い
で
、
哀
悼
の
意

を
表
す
る
方
法
を
思
い
つ
く
。
あ
る
い
は
、
靖
国

神
社
の
「
霊
し
と
無
関
係
に
、
す
べ
て
の
戦
死
者

や
国
事
殉
難
者
を
顕
彰
す
る
儀
式
を
創
り
出
す
。

こ
れ
に
成
功
し
て
、
日
本
国
民
が
こ
れ
に
合
意
す

る
な
ら
、
靖
国
参
拝
の
問
題
は
解
決
し
た
こ
と
に

な
る
。け

れ
ど
も
、
こ
れ
を
な
し
と
げ
る
に
は
、
問
題

を
も
っ
と
ひ
ろ
げ
て
、
戦
後
日
本
の
あ
り
方
を
、

明
治
維
新
以
来
の
歴
史
と
結
び
つ
け
、
意
味

e

つ
け

る
作
業
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
努
力
は
、
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
時
間
が
か
か
っ
て
も
、

な
し
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ポ
ス

ト
戦
後
の
日
本
社
会
を
構
想
す
る
た
め
に
、

て
は
な
ら
な
い
作
業
な
の
だ
。
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