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シリーズ　議長対談 細谷典男取手市議会議員 × 梶栗正義 UPF-Japan 議長

特集

「請願」めぐり市議会で徹底議論
公正公平な行政を信念に　自ら選挙で信を問い勝利

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟
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選
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激
変
す
る「
沖
縄
」安
保
環
境
で
問
わ
れ
る
日
本
の
覚
悟

台
湾
統
一
の
意
思
と
体
制
固
め
た
習
政
権

Part
1

日
米
合
同
訓
練
で「
敵
国
」を
中
国
と
明
示
豪
を
加
え
台
湾
有
事
の
際
の
役
割
分
担
も
検
討
か

Part
2

オ
ー
ル
沖
縄
の
新
た
な
争
点
作
り
自
衛
隊
増
強
反
対
運
動

Part
3国

民
の
性
倫
理
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
議
論
を

国
内戦

争
と
い
う
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
は
な
ら
な
い

不
寛
容
と
差
別
の
風
潮
が
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
生
み
出
す

物
質
文
明
の
罠
に
は
ま
っ
た
先
進
諸
国

美
徳
を
身
に
着
け
、
関
係
を
築
く
努
力
を

「
デ
イ
リ
ー
・
シ
グ
ナ
ル
」
が
報
じ
る

ハ
ン
タ
ー
・
バ
イ
デ
ン
に
関
す
る
疑
惑
捜
査
（
３
）

能
登
半
島
地
震
に
政
府
は
最
善
を
尽
く
し
た
の
か

北
朝
鮮
は
な
ぜ「
平
和
統
一
」原
則
を
捨
て
た
の
か

国
際
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　一般社団法人 UPF大阪が大阪市、富田林
市（大阪府）および大阪府を相手取って起こ
していた訴訟で、大阪地方裁判所（横田典子
裁判長）は 2月 28日、UPF大阪が 3府市
に対して求めていた決議の取り消しと慰謝料
などの請求をいずれも退けました。UPF大
阪は控訴する意向です。
UPF大阪は、各議会が世界平和統一家庭

連合（家庭連合）とその関連団体（友好団体）
との関係断絶を決議したことによって議会請
願に必要な議員の紹介を得られなくなったこ
とは「憲法が保障する請願権を侵害するもの」
と主張。また、特定の宗教団体の信仰を理由
にした差別的な決議で、信教の自由や法の下
の平等にも反し、国際人権規約 B規約 20条
2項が禁じる宗教的ヘイトスピーチそのもの
と訴えてきました。
　これに対し、3府市側はこれまで、決議は
議会の意思を示すものだが法的拘束力はな
く、取り消し訴訟の対象とはならないと主張。
請願についても橋渡しをする紹介議員になる

かどうかはあくまで各議員の判断であり、決
議は憲法違反ではないと反論してきました。
また「信教の自由」についても、「教団の問
題が報道され、注目された社会的背景を踏ま
えた。信仰の自由を規制するものではない」
としてきました。
　大阪地裁は判決の中で、「決議は公権力の
行使に当たらず、取り消しの訴えは不適法」
として取り消し請求を却下。賠償請求につい
ても棄却しました。
　判決後に市内の弁護士会館で、関係者など
を集め報告会が行われました。
　原告側の德永信一弁護士が判決の内容につ
いて解説し、今後の戦いについて述べたあと、
参加者との質疑応答が行われました。参加者
からは、「議会なら何をしてもいいのか。（根
拠のない差別など）一般的に見てもおかしい
ことがなぜ認められないのか」との声も上が
りました。
UPF大阪の永井博代表は「判決は全く納

得いかない。今後の戦いに向けて、世論に訴
え、賛同を得られるように頑張りたい。メディ
アにも公正な報道をお願いしたい」と決意を
述べました。

「決議」による請願権・信教の自由の侵害、
宗教ヘイト認めず

「UPF大阪裁判」の地裁判決

二次元コード

報告会の模様はこちらから（動画）

̶平和大使活動レポート ①
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―
取
手
市
議
選
史
上
最
多
の
上
積
み
票
で
、「
錬

金
術
」
な
ら
ぬ
「
錬
票
術
」
が
話
題
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
先
ず
選
挙
戦
で
の
勝
因
の
分
析
を
伺
い

た
い
。

細
谷
選
挙
で
は
以
前
の
票
を
基
準
に
戦
略
戦
術

を
考
え
ま
す
が
、
１
０
０
〜
２
０
０
票
上
乗
せ
す

る
だ
け
で
も
大
変
で
す
。
任
期
４
年
間
で
亡
く
な

る
方
や
人
の
移
動
も
あ
り
、
１
〜
２
割
は
必
ず
変

わ
る
の
で
そ
の
分
を
増
や
さ
な
い
限
り
以
前
の
票

も
維
持
で
き
な
い
。
何
か
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
り
政

党
の
看
板
も
な
く
上
積
み
で
き
た
の
は
正
直
、
私

に
も
わ
か
ら
な
い
で
す
。

梶
栗
５
期
目
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
１

期
目
と
比
べ
る
と
、
先
生
の
支
持
層
も
変
わ
っ
て

き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

細
谷
４
年
で
も
か
な
り
動
く
の
で
増
や
す
取
り

組
み
は
し
て
き
た
ん
で
す
。
た
だ
、
今
ま
で
自
分

の
近
く
の
人
に
し
か
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
な
か
っ
た

ん
で
す
が
、
今
回
は
取
手
全
市
全
域
を
対
象
に
選

挙
活
動
を
や
っ
た
こ
と
が
、
票
を
増
や
し
た
１
つ

の
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

―
今
回
市
議
選
で
Ｕ
Ｐ
Ｆ
や
友
好
団
体
の
世
界

平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統
一
教
会
）
等
々
の
問

シ
リ
ー
ズ

議
長
対
談

一
昨
年
７
月
８
日
の
安
倍
晋
三
元
首
相
銃
撃
事
件

の
容
疑
者
の
供
述
報
道
か
ら
、
世
界
平
和
統
一
家
庭

連
合
（
旧
統
一
教
会
＝
家
庭
連
合
）
と
友
好
団
体
へ

の
批
判
が
渦
巻
く
中
で
、
共
産
党
の
提
出
し
た
請
願

を
議
会
で
審
議
し
、
排
除
や
差
別
は
憲
法
違
反
と
す

る
観
点
か
ら
請
願
を
否
決
に
導
い
た
茨
城
県
取
手
市

の
細
谷
典
男
市
議
会
議
員
。
さ
る
１
月
28
日
の
同
市

議
会
議
員
選
挙
で
は
、
前
回
よ
り
１
１
０
４
票
伸
ば

し
て
２
３
３
２
票
で
全
体
２
位
で
５
期
目
の
再
選
を

果
た
し
た
。
今
回
の
「
シ
リ
ー
ズ
議
長
対
談
」
で
は
、

今
回
の
市
議
選
の
戦
い
と
、
公
正
公
平
な
行
政
へ
の

信
念
、
そ
し
て
国
政
判
断
へ
の
違
和
感
に
つ
い
て
語

り
合
っ
て
も
ら
っ
た
。

「
請
願
」
め
ぐ
り
市
議
会
で
徹
底
議
論

公
正
公
平
な
行
政
を
信
念
に

自
ら
選
挙
で
信
を
問い
勝
利

細
谷
典
男
取
手
市
議
会
議
員  

×  

梶
栗
正
義
Ｕ
Ｐ
Ｆ
ー
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
議
長
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細谷典男取手市議会議員 × 梶栗正義UPF-Japan 議長

細
谷
「
旧
統
一
教
会
に
怨
み
を
持
つ
者
の
犯
行
」

報
道
以
降
、
旧
統
一
教
会
非
難
一
色
で
、
当
初
は

何
か
行
動
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
す
が
、
そ
の

う
ち
請
願
が
出
さ
れ
、議
会
で
決
断
を
迫
ら
れ
た
。

そ
う
し
た
請
願
が
他
議
会
で
出
た
前
例
が
な
く
、

ど
う
対
処
し
た
ら
い
い
か
苦
慮
し
た
ん
で
す
。
私

は
今
ま
で
、
物
事
を
決
め
る
時
に
両
方
の
意
見
を

聞
い
て
決
め
る
こ
と
を
信
条
に
し
議
員
活
動
を
し

て
き
た
。
非
難
す
る
声
は
山
ほ
ど
あ
っ
て
も
、
も

う
一
方
の
声
が
な
い
と
判
断
が
難
し
い
と
困
っ
て

い
た
ん
で
す
。

し
か
し
ふ
と
、
20
数
年
前
に
私
が
指
導
い
た
だ

い
た
元
市
長
さ
ん
の
会
合
で
、
勝
共
活
動
を
し
て

い
る
方
が
い
た
の
を
思
い
出
し
、
こ
の
人
な
ら
何

か
わ
か
る
の
で
は
、
と
連
絡
を
取
り
、
直
接
話
を

聞
き
た
い
と
近
く
の
土
浦
教
会
に
案
内
さ
れ
て
話

を
聞
き
、
議
会
に
臨
ん
だ
の
で
す
。
結
局
、
行
政

と
は
公
平
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
両
者
の

意
見
を
聞
い
て
判
断
す
る
と
。

梶
栗
空
気
に
流
さ
れ
、
判
断
の
根
拠
な
く
無
責

任
に
議
論
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
議

論
の
ベ
ー
ス
と
し
て
双
方
の
言
い
分
を
分
か
っ
た

上
で
判
断
す
べ
き
な
の
に
、
一
方
的
な
報
道
だ
っ

た
の
で
、
も
う
一
方
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
と
、

題
、
議
会
に
お
け
る
取
り
組
み
を
全
面
に
出
し
戦

う
こ
と
を
決
断
し
た
時
の
気
持
ち
は
。

細
谷
私
は
、
過
去
の
議
員
活
動
の
信
を
問
う
の

が
選
挙
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
任
期
後
半
で
難
事

を
極
め
た
判
断
が
、
安
倍
晋
三
先
生
の
銃
撃
事
件

後
、洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
た
「
旧
統
一
教
会
」

非
難
の
渦
に
取
手
も
巻
き
込
ま
れ
る
状
況
に
な

り
、「
議
員
や
市
長
が
関
係
し
て
い
な
い
か
調
査

せ
よ
」
と
い
う
請
願
が
（
共
産
党
議
員
か
ら
）
出

さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
憲
法
違
反
だ
、
と
い
う
こ

と
で
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
取
り
組
み
が
適
切
だ
っ

た
か
否
か
の
審
判
を
問
う
、
と
い
う
こ
と
が
１
つ

あ
り
ま
し
た
。

も
う
１
つ
は
、
そ
れ
に
引
き
続
き
旧
統
一
教
会

信
徒
へ
の
差
別
を
行
政
も
行
う
事
態
が
起
こ
り
、

こ
れ
は
見
過
ご
せ
な
い
と
。
取
手
で
は
そ
ん
な
差

別
は
し
な
い
、
と
明
確
に
し
た
議
会
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
質
問
、
私
の
議
会
活
動
、
こ
れ
が

適
切
だ
っ
た
の
か
否
か
、
包
み
隠
さ
ず
明
ら
か
に

し
て
審
判
を
仰
ぐ
こ
と
が
今
回
の
選
挙
で
し
た
。

―
事
件
直
後
、
取
手
市
議
会
に
出
さ
れ
た
関
係

調
査
の
請
願
に
対
し
、
先
生
は
ど
う
対
応
し
た
の

か
。

ほそや・のりお　1951（昭和 26）年生まれ。茨城県立竜ケ崎
一高卒業後、明治大学文学部史学地理学科中退。電電公社（現
NTT）に入社、労働組合運動にも参加。その後、取手市議会議員（民
主党公認、その後無所属）、茨城県議会議員（みんなの党公認、そ
の後無所属）を経て、現在、取手市議会議員（無所属）。2024 年
1月の取手市議会選挙では、現職議員が軒並み票を減らす中、前
回から 1104 票を上積みして 2位当選を果たす。著書に『奪われ
た北の島々―北方領土返還を求めて』（かや書房刊）、『いばらき自
民党研究』（NextPublishing Authors Press）、『憲法と「旧統一教
会」』（同）がある。

細谷 典男氏
取手市議会議員
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先
生
自
ら
訪
ね
て
行
か
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

細
谷
何
の
知
識
も
な
く
、
そ
の
時
初
め
て
略
称

が
「
家
庭
連
合
」
と
知
っ
た
ん
で
す
。
た
ま
た
ま

日
曜
で
、
礼
拝
に
来
て
い
た
多
く
の
信
者
さ
ん
が

私
の
話
を
真
剣
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
長
ら
く

議
員
を
や
っ
て
い
る
と
、
人
と
相
対
す
れ
ば
こ
の

人
は
ど
う
い
う
人
か
わ
か
り
ま
す
。
世
間
で
言
わ

れ
る
よ
う
な
「
謀
略
・
詐
欺
集
団
」
で
は
な
く
、

礼
節
を
知
り
礼
儀
正
し
く
節
度
を
も
っ
て
、
所
作

も
宗
教
者
ら
し
い
印
象
で
し
た
。

「
反
社
会
性
」
の
有
無
を
徹
底
議
論

蔑
ろ
に
さ
れ
た
「
罪
刑
法
定
主
義
」

―
今
回
の
文
科
省
や
政
権
等
の
対
応
が
、
今
の

細
谷
先
生
の
話
を
聞
く
と
全
く
そ
う
な
っ
て
い
な

い
印
象
で
す
。
こ
の
点
、
国
会
議
員
の
先
生
方
と

お
会
い
し
て
き
た
立
場
か
ら
梶
栗
議
長
の
考
え
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。

梶
栗
７
月
８
日
事
件
の
直
後
、
11
日
に
家
庭
連

合
の
田
中
富
広
会
長
の
記
者
会
見
、
翌
12
日
に
全

国
弁
連
（
全
国
霊
感
商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
）

が
記
者
会
見
で
教
団
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事

象
を
並
べ
て
批
判
し
、
そ
れ
を
「
号
砲
」
の
よ
う

に
し
て
メ
デ
ィ
ア
が
一
斉
に
旧
統
一
教
会
批
判
を

始
め
ま
し
た
。
元
よ
り
「
反
社
会
団
体
」
と
批
判

す
る
全
国
弁
連
の
一
意
見
で
し
か
な
い
も
の
が
、

マ
ス
コ
ミ
を
通
し「
メ
ジ
ャ
ー
な
見
解
」に
な
り
、

野
党
を
突
き
動
か
し
、
与
党
を
責
め
る
中
、
８
月

末
に
自
民
党
が
「
関
係
を
断
ち
切
る
か
ら
こ
れ
以

上
国
会
追
及
す
る
な
」
と
、「
臭
い
も
の
に
は
触

れ
な
い
」
よ
う
な
態
度
で
、
突
然
「
関
係
断
絶
」

し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
状
況
で
「
反
社
会
団
体
」
と
い
う
定
義
や

実
態
が
、
司
法
な
ど
公
平
な
場
で
明
確
に
さ
れ
な

い
ま
ま
、
に
わ
か
に
日
本
を
覆
っ
た
「
空
気
」
で

政
治
が
動
か
さ
れ
、「
関
係
断
絶
」
が
あ
り
、
そ

の
後
「
解
散
命
令
請
求
」
を
前
提
と
し
た
「
質
問

権
の
行
使
」
が
あ
り
、
そ
し
て
今
日
の
解
散
命
令

請
求
へ
、
と
い
う
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
考
え

る
と
、
こ
の
度
の
日
本
政
府
の
対
応
は
、
今
し
が

た
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
公
論
、
つ
ま
り
意
見
の

違
い
が
あ
れ
ば
議
論
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
双
方
に

主
張
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
互
い
の
話
を
聞
き
こ

れ
を
判
断
す
る
と
い
っ
た
原
則
か
ら
あ
ま
り
に
か

け
離
れ
た
も
の
で
し
た
。

細
谷
そ
の
点
で
、
取
手
市
議
会
で
は
請
願
１
本

の
所
要
時
間
と
し
て
は
過
去
最
長
と
い
え
る
時
間

を
使
っ
て
議
論
し
た
ん
で
す
。
議
論
で
は
、
取
手

で
旧
統
一
教
会
か
ら
確
認
で
き
る
被
害
は
な
い

と
。
議
論
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
謀
略

団
体
」
の
「
証
拠
」
は
週
刊
誌
『
フ
ラ
イ
デ
ー
』

の
記
事
。
さ
ら
に
「
反
社
会
」
と
い
う
根
拠
は
と

い
え
ば
「
テ
レ
ビ
報
道
」
だ
け
。
議
論
す
れ
ば
ど

ち
ら
が
正
当
か
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

取
手
の
場
合
、
そ
こ
に
事
実
が
あ
る
か
な
い
か
を

徹
底
議
論
し
ま
し
た
。
両
者
の
意
見
を
聞
い
た
上

で
、判
断
す
る
基
準
に
憲
法
を
据
え
、20
条
の
「
信

教
の
自
由
」
で
は
な
く
、「
こ
の
請
願
は
公
平
さ

を
欠
い
て
い
る
」
こ
と
が
問
題
と
す
る
憲
法
14
条

「
法
の
下
の
平
等
」、そ
し
て「
被
害
事
実
」と
レ
ッ

テ
ル
貼
り
に
つ
い
て
の
31
条
「
罪
刑
法
定
主
義
」。

憲
法
の
こ
の
２
つ
の
条
文
か
ら
、「
請
願
は
間
違

い
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
ん
で
す
。

梶
栗
先
生
は
じ
め
取
手
市
議
会
の
方
々
の
真
摯

な
姿
勢
を
感
じ
ま
す
ね
。
被
害
の
実
態
が
あ
る
か

ど
う
か
、
そ
し
て
市
民
に
対
し
、
し
っ
か
り
憲
法

の
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
公
共
の
判
断

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
に
、
そ
の
原
則
の
位

置
か
ら
離
れ
ず
貫
か
れ
た
の
は
、
実
に
素
晴
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
国
政
に
お
い

て
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
か
。
マ
ス
コ
ミ
が
騒
ぎ
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立
て
る
こ
と
で
冷
静
な
判
断
が
で
き
る
状
況
に
な

か
っ
た
の
が
一
因
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
全
国

弁
連
の
論
調
に
反
す
る
こ
と
を
言
え
ば
「
統
一
教

会
擁
護
の
声
だ
」
と
潰
し
、
反
対
の
立
場
に
い
る

人
間
の
主
張
を
封
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
の

空
気
と
熱
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、と
感
じ
ま
す
。

細
谷
岸
田
内
閣
の
こ
の
間
の
対
応
、
旧
統
一
教

会
に
限
れ
ば
、「
被
害
者
救
済
法
案
」
も
、
解
散

命
令
請
求
も
、「
被
害
者
」
だ
け
の
声
し
か
聞
か

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
必
死
に
「
公
平
な
行
政
」

を
実
現
し
よ
う
と
日
々
努
力
し
て
い
る
私
た
ち
地

方
議
員
か
ら
見
れ
ば
、
旧
統
一
教
会
問
題
に
象
徴

的
に
現
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
不
公
平
な
行
政
」

を
進
め
る
岸
田
内
閣
に
異
議
を
申
し
立
て
た
い
、

と
い
う
の
が
私
の
今
回
の
選
挙
の
意
義
だ
と
思
う

わ
け
な
ん
で
す
。

民
主
主
義
の
源
流
に
あ
る

基
本
的
人
権
の
尊
重

―
歴
史
的
な
請
願
を
審
議
し
た
細
谷
先
生
の
よ

う
な
政
治
家
が
全
国
に
お
ら
れ
た
ら
、
日
本
は
変

わ
る
の
で
は
。

細
谷
請
願
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
憲
法
上
も
あ

り
ま
す
が
、「
反
社
会
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て

排
除
さ
せ
る
―
―
こ
れ
が
全
体
主
義
に
つ
な
が

る
、
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
全
体
主
義

の
芽
を
こ
こ
に
見
た
以
上
、発
言
す
べ
き
で
、「
反

社
会
だ
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
取
り
組
ん
だ
も
う
一
つ
の
理
由
で
す
。

梶
栗
民
主
主
義
と
大
衆
迎
合
の
問
題
を
考
え
る

と
、
や
は
り
良
識
や
倫
理
道
徳
、
人
間
性
、
他
人

を
理
解
す
る
心
、
自
分
の
環
境
や
未
来
に
責
任
を

持
と
う
と
す
る
心
、
そ
う
し
た
「
心
の
内
面
性
」

が
養
わ
れ
て
い
か
な
い
と
、
本
当
の
意
味
で
民
主

主
義
の
成
熟
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

自
分
と
他
者
、
自
分
と
歴
史
、
自
分
と
目
に
見

え
な
い
も
の
と
の
関
係
、
そ
う
し
た
「
関
係
性
」

に
基
づ
い
て
自
分
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
自
分
の

行
動
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
立
っ
て
初

め
て
、
社
会
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

す
。そ

の
意
味
で
私
た
ち
は
、
民
主
主
義
で
言
え
ば

「
フ
ラ
ン
ス
型
」
で
は
な
く
「
英
米
型
」、
い
わ
ゆ

る
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
に
源
流
を
持
つ
民
主

主
義
に
着
目
し
て
い
ま
す
。「
ピ
ル
グ
リ
ム
民
主

主
義
」
や
「
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
民
主
主
義
」
が
目
指

し
た
内
面
の
宗
教
性
と
か
、
他
者
の
た
め
に
あ
ろ

う
と
す
る
利
他
の
精
神
が
多
数
決
の
原
則
を
多
数

の
幸
福
へ
と
導
く
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
も
う
一
方

で
は
、
少
数
者
に
も
「
神
の
声
」
が
働
く
、
と
い

う
少
数
意
見
へ
の
尊
重
や
「
基
本
的
人
権
」
が
、

神
か
ら
賦
与
さ
れ
た
も
の
、
大
い
な
る
者
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
、
自
分
の
中
に
も
相
手
に
も
あ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
相
手
を
尊
重
し
な
く

て
は
い
け
な
い
理
由
で
あ
る
と
す
る
民
主
主
義
の

源
流
を
発
見
す
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
内
面

の
信
念
や
理
想
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と

は
む
し
ろ
社
会
に
民
主
主
義
を
成
熟
さ
せ
て
い
く

も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。

今回の取手市議選について、自らの議員活動への評価ととも
に不公平な行政を行う岸田政権への異議申し立ての意義も
あったと語る細谷市議（写真右）。
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れ
て
お
り
、
い
つ
も
沖
縄
が
本
土
（
日
本
政
府
）

の
犠
牲
に
さ
せ
ら
れ
る
と
の
感
情
の
起
点
に
な
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
視
点
を
左
翼
は

煽あ
お
り
、
沖
縄
と
日
本
政
府
・
米
国
と
の
離
間
を
試

み
る
も
の
の
、
す
べ
て
左
翼
や
反
基
地
運
動
側
が

悪
い
と
の
指
摘
は
あ
ま
り
説
得
力
を
持
た
な
い
。

「
３
つ
の
恨
み
」
に
は
、
歴
史
が
曲
解
さ
れ
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
点
を
相

対
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

反
基
地
・
左
翼
的
視
点
と
、
そ
う
で
な
い
視
点

と
を
並
列
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

序̶

琉
球
王
国
概
略

先
に
述
べ
た
が
、
琉
球
の
南
山
で
あ
る
佐
敷
按

司
（
地
方
武
士
）
の
尚
巴
志
に
よ
っ
て
１
４
２
９

年
に
統
一
さ
れ
た
琉
球
は
そ
の
後
、
琉
球
王
国
を

名
乗
り
、
王
統
は
途
中
で
第
一
尚
氏
（
王
家
は
尚

と
称
し
た
）
か
ら
第
二
尚
氏
に
代
わ
る
も
の
の
、

約
４
５
０
年
間
の
琉
球
王
国
の
歴
史
と
な
っ
た
。

そ
の
間
の
１
６
０
９
年
、
関
ヶ
原
の
闘
い
で
敗

れ
た
島
津
藩
は
、
自
ら
の
財
政
の
立
て
直
し
を
図

り
琉
球
王
国
に
侵
攻
、
わ
ず
か
１
週
間
で
首
里
城

を
陥
落
さ
せ
た
。

し
か
し
な
が
ら
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
述
べ
て

お
く
が
、
さ
す
が
に
現
在
の
中
国
の
ふ
る
ま
い
に

対
し
て
は
沖
縄
県
民
も
警
戒
感
を
持
っ
て
い
る
。

沖
縄
県
の
県
民
意
識
調
査
（
２
０
１
５
年
）
で
、

中
国
に
対
し
て「
良
く
な
い
印
象
を
抱
い
て
い
る
」

と
し
た
県
民
の
割
合
は
、
９
割
に
も
達
し
た
。

県
民
が
共
有
す
る
３
つ
の
恨
み
と
は

沖
縄
県
の
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
る

に
当
た
っ
て
、
沖
縄
の
「
３
つ
の
恨
み
」
を
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、①
琉
球
処
分（
琉

球
王
国
が
明
治
政
府
に
よ
っ
て
強
制
的
に
廃
止
さ

れ
た
）
②
第
２
次
大
戦
に
よ
っ
て
沖
縄
が
犠
牲
に

さ
れ
た
③
日
本
独
立
を
保
障
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
講
和
条
約
（
１
９
５
２
年
）
に
よ
っ
て
沖
縄

は
米
国
の
施
政
権
下
に
編
入
さ
れ
た
―
―
の
３
つ

で
あ
る
。

安
全
保
障
と
い
う
合
理
的
に
考
え
る
べ
き
テ
ー

マ
に
、
こ
う
し
た
情
感
の
問
題
が
陰
に
陽
に
入
り

込
ん
で
来
る
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
の
安
全
保
障
問
題

の
難
し
い
点
だ
。

「
３
つ
の
恨
み
」
は
沖
縄
県
民
の
全
部
と
は
言

わ
な
い
が
、
知
識
層
を
中
心
に
か
な
り
語
り
継
が

沖
縄
を
理
解
す
る
歴
史
的
視
点

中
国
習
近
平
政
権
に
よ
る
台
湾
侵
攻
の
可
能
性

を
巡
っ
て
、
沖
縄
が
そ
の
渦
中
に
あ
る
。
事
態
は

日
増
し
に
緊
張
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
る
が
、
そ

の
状
況
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
の
歴
史
的
背
景

を
概
説
し
た
い
。

端
的
に
言
っ
て
、
沖
縄
県
民
の
米
国
に
対
す
る

歴
史
的
感
情
は
、
中
国
の
そ
れ
と
比
べ
て
良
好
と

は
言
え
な
い
。
１
９
４
５
年
の
第
２
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
か
ら
、
１
９
７
２
年
の
沖
縄
県
の
祖
国
復

帰
ま
で
の
27
年
間
の
米
軍
統
治
時
代
に
、
米
軍
に

よ
る
事
件
・
事
故
が
数
多
く
発
生
、
そ
の
処
理
に

当
た
っ
て
も
沖
縄
県
民
の
人
権
が
無
視
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

一
方
の
中
国
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、

１
４
２
９
年
の
尚

し
ょ
う
巴は

志し

に
よ
る
沖
縄
の
三
山
統
一

（
北
山
・
中
山
・
南
山
に
分
か
れ
て
い
た
沖
縄
を

初
め
て
統
一
し
琉
球
王
国
を
建
国
し
た
こ
と
）
以

来
、
琉
球
国
王
は
中
国
皇
帝
か
ら
冊
封
（
承
認
）

を
受
け
る
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
中
国
へ
の
親
和

性
は
極
め
て
高
い
。
中
国
を
理
想
と
し
て
琉
球
王

国
は
経
営
さ
れ
た
。

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟特 集
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そ
れ
以
降
、
琉
球
王
国
は
中
国
と
島
津
の
双
方

に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
は
琉
球
の
王
を
冊

封
し
て
権
威
を
維
持
、
一
方
の
島
津
藩
は
琉
球
の

中
国
貿
易
や
砂
糖
キ
ビ
の
収
穫
か
ら
の
収
益
を
利

用
し
た
。
だ
が
、
島
津
は
一
方
的
に
琉
球
を
搾
取

し
た
の
で
は
な
い
。
３
度
目
と
な
っ
た
首
里
城
炎

上
（
１
７
０
９
年
）
の
際
は
、
木
材
２
万
本
を
提

供
し
た
り
も
し
た
。

①
琉
球
処
分
１
８
７
９
年
に
つ
い
て

そ
の
琉
球
王
国
が
廃
止
と
な
っ
た
経
緯
は
、
明

治
政
府
に
よ
る
国
境
画
定
政
策
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
が
琉
球
処
分
問
題
で
あ
る
。

明
治
時
代
初
期
、
中
国
と
の
間
で
両
属
関
係
に

あ
っ
た
琉
球
を
巡
っ
て
国
境
問
題
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
政
府
は
、
先
ず
琉

球
王
国
を
１
８
７
２
年
に
琉
球
藩
と
し
、
時
の
尚

泰
王
を
東
京
に
上
京
さ
せ
、
藩
王
と
し
た
。
し
か

し
そ
の
７
年
後
の
１
８
７
９
年
、
明
治
政
府
は
熊

本
鎮
台
の
警
察
と
軍
隊
を
派
遣
し
、
松
田
道
之
処

分
官
が
尚
泰
に
琉
球
王
国
の
廃
止
、
そ
し
て
沖
縄

県
の
設
置
を
言
い
渡
す
（
琉
球
に
お
け
る
廃
藩
置

県
）。東

京
に
連
行
さ
れ
る
尚
泰
を
見
て
臣
下
ら
は
事

態
の
深
刻
さ
を
や
っ
と
理
解
し
、
清
国
へ
の
救
援

を
依
頼
す
る
べ
く
中
国
に
密
航
し
た
者（
脱
清
人
）

も
い
た
が
、
も
は
や
国
力
を
失
い
か
け
て
い
た
清

は
琉
球
を
応
援
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
沖

縄
の
帰
属
は
、
最
終
的
に
日
清
戦
争
に
お
け
る
日

本
側
の
勝
利
に
よ
っ
て
決
定
し
た
。

反
基
地
・
左
翼
的
視
点
↓
明
治
政
府
は
琉
球
王

国
を
強
制
的
に
廃
止
し
、
中
国
と
の
国
境
問
題
に

終
止
符
を
打
と
う
と
し
た
。
琉
球
王
国
は
明
治
政

府
に
利
用
さ
れ
、
一
方
的
に
王
統
に
終
止
符
を
打

た
れ
た
。

そ
う
で
な
い
視
点
↓
沖
縄
学
の
父
と
言
わ
れ
る

伊い

波は

普ふ

猷ゆ
う
は
琉
球
王
国
の
廃
止
を
、「
奴
隷
解
放
」

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
琉
球
王
国
時
代
の
農
民

は
、
日
本
の
農
民
の
よ
う
に
は
読
み
書
き
が
出
来

ず
、
下
駄
も
は
け
な
い
貧
し
い
生
活
で
あ
っ
た
。

皇
民
化
政
策
で
あ
っ
た
と
し
て
も
明
治
政
府
に
よ

る
小
学
校
教
育
の
始
ま
り
は
、
農
民
に
は
福
音
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
生
活
レ
ベ
ル
も

琉
球
王
国
時
代
よ
り
向
上
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
。

②
第
２
次
大
戦
に
よ
る
「
沖
縄
捨
て
石
論
」

第
２
次
大
戦
の
際
の
沖
縄
戦
の
苛
烈
さ
は
、
改

め
て
記
述
す
る
ま
で
も
な
い
。
20
万
人
余
（
数
字

に
疑
義
を
呈
す
る
者
も
い
る
）の
軍
民
の
死
者
数
、

米
軍
の
焼
土
作
戦
に
よ
る
自
然
や
建
築
物
、
資
料

の
破
壊
な
ど
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。
こ
う
し

た
戦
闘
は
、日
本
本
土
決
戦
の
時
間
を
稼
ぐ
た
め
、

米
軍
を
な
る
べ
く
長
く
沖
縄
に
引
き
付
け
て
お
く

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
、
沖
縄
で
は
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
沖
縄
犠
牲
論
で
あ
る
。

軍
部
は
本
土
決
戦
を
行
う
と
豪
語
し
て
い
た
も

の
の
、
結
局
は
広
島
と
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
で
、

本
土
決
戦
は
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
。
日
本
本

土
は
空
襲
に
よ
る
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
も
の

の
、
地
上
戦
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
沖
縄
だ
け
が

戦
場
に
さ
れ
、
ま
た
し
て
も
利
用
さ
れ
、
捨
て
石

米
中
の
狭
間
で
翻
弄
さ
れ
る
沖
縄
の
歴
史

日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
変
遷
と
沖
縄
の
負
担
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に
さ
れ
た
と
い
う
。

反
基
地
・
左
翼
的
視
点
↓
沖
縄
は
本
土
決
戦
の

た
め
に
捨
て
石
と
さ
れ
た
。
戦
争
中
は
日
本
軍
に

よ
る
県
民
へ
の
自
決
の
強
要
（
集
団
自
決
）、
食

料
強
奪
な
ど
の
「
犯
罪
」
が
あ
っ
た
。
日
本
軍
を

信
じ
て
協
力
し
た
沖
縄
県
民
は
裏
切
ら
れ
た
と
い

う
。
女
子
学
生
の
看
護
部
隊
で
あ
っ
た
ひ
め
ゆ
り

部
隊
や
、
学
生
部
隊
で
あ
っ
た
鉄
血
勤
皇
隊
な
ど

も
犠
牲
の
塊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
う
で
な
い
視
点
↓
戦
死
し
た
の
は
沖
縄
県
民

だ
け
で
は
な
い
。
日
本
軍
も
８
万
９
４
０
０
人
が

戦
死
し
た
。
戦
艦
大
和
も
沖
縄
へ
出
陣
す
る
途
中

で
３
０
０
０
人
の
乗
組
員
と
と
も
に
沈
没
し
、
特

攻
隊
も
１
０
３
６
人
が
戦
死
し
た
。
ま
た
、
日
本

兵
に
よ
っ
て
命
拾
い
し
た
沖
縄
県
民
も
い
た
。
戦

争
の
局
面
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
言
で
は
語
れ

な
い
。

③
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
る
沖
縄
の

米
国
施
政
権
下
へ
の
隷
属

日
本
は
１
９
５
２
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

和
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
を
果
た

し
た
。こ
れ
以
降
、連
合
国
軍
総
司
令
部（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）

の
占
領
支
配
を
受
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
縄
は

米
軍
統
治
下
へ
と
施
政
権
が
移
行
し
た
。
い
わ
ゆ

る
沖
縄
で
言
う
「
ア
メ
リ
カ
世
（
ゆ
ー
）」
に
な
っ

た
。

県
民
の
使
用
言
語
こ
そ
英
語
に
は
な
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
社
会
の
仕
組
み
は
米
国
式
と
な
っ

た
。
車
は
米
国
同
様
右
側
通
行
、
琉
球
政
府
や
沖

縄
電
力
の
幹
部
会
議
に
は
米
軍
が
同
席
し
、
英
語

で
の
会
議
が
行
わ
れ
た
。
当
初
は
、
沖
縄
の
主
席

（
行
政
の
長
）
も
米
軍
に
よ
る
任
命
制
と
な
っ
た

（
１
９
６
８
年
か
ら
主
席
が
公
選
さ
れ
た
）。

こ
の
間
、
米
軍
に
よ
る
事
件
事
故
が
多
発
し
た

こ
と
は
既
述
し
た
。

反
基
地
・
左
翼
的
視
点
↓
日
本
政
府
は
自
ら
の

独
立
と
引
き
換
え
に
、
沖
縄
を
米
国
に
売
り
渡
し

た
。
沖
縄
に
と
っ
て
の
屈
辱
の
日
で
あ
る
。
奄
美

群
島（
１
９
５
３
年
）や
小
笠
原
諸
島（
１
９
６
８

年
）
は
日
本
復
帰
を
果
た
す
の
に
、
ま
た
し
て
も

沖
縄
だ
け
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
。

そ
う
で
な
い
視
点
↓
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和

条
約
の
際
、
米
国
は
沖
縄
を
米
国
の
一
州
と
し
た

か
っ
た
。
し
か
し
日
本
政
府
は
ね
ば
り
強
く
「
潜

在
主
権
論
」
を
主
張
し
、
米
国
の
統
治
下
に
あ
っ

た
と
し
て
も
沖
縄
の
主
権
は
潜
在
的
に
日
本
に
属

す
る
と
し
た
。
こ
の
主
張
が
、
後
の
沖
縄
県
の
本

土
復
帰
に
繋つ

な
が
っ
た
。

（
沖
縄
問
題
研
究
会
）

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟特 集

琉球・沖縄をめぐる主な歴史
1429年 尚巴志が琉球を統一。「琉球王国」建国
1609年 琉球が薩摩藩に侵攻される
1853年 ペリーが琉球に来航
1872年 琉球王国を日本の「琉球藩」とし、国王は「藩王」に（琉球処分）
1879年 藩を廃し、沖縄県を設置
1945年 米軍が沖縄を占領。沖縄統治の始まり
1952年 サンフランシスコ講和条約で引き続き米国の信託統治下に
1972年 沖縄が日本に復帰
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習
近
平
政
権
は
今
、「
台
湾
統
一
戦
線
工
作
」
の

総
合
的
見
直
し
に
着
手
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

習
近
平
国
家
主
席
が
も
く
ろ
む「
台
湾
統
一
」は
、

３
期
目
任
期
で
あ
る
２
０
２
７
年
に
間
に
合
わ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
出
始
め
た
。

中
国
の
核
心
的
利
益
は
、
最
高
位
に
「
共
産
党

独
裁
体
制
の
維
持
」。
そ
れ
に
準
ず
る
の
が
「
台

湾
統
一
」
だ
。
南
シ
ナ
海
や
尖
閣
諸
島
な
ど
も
核

心
的
利
益
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
上
位
の
利
益

を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。

台
湾
統
一
は
「
中
国
の
夢
」、「
中
華
民
族
の
偉

大
な
復
興
」
実
現
へ
の
門
で
あ
る
。
習
氏
が
２
期

10
年
と
い
う
国
家
主
席
の
任
期
制
限
を
憲
法
改
正

で
撤
廃
し
、
異
例
の
３
期
目
を
務
め
ら
れ
て
い
る

の
は「
習
近
平
な
ら
台
湾
を
統
一
で
き
る
は
ず
だ
」

沖
縄
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
変
化
の
最
大

要
因
は
、
習
近
平
政
権
の
意
思
、
台
湾
統
一
へ
の

具
体
的
な
意
思
で
あ
る
。

劉
明
福
・
国
防
大
学
教
授
が
今
年
の
『
文
藝
春

秋
』４
月
号
に
寄
せ
た
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
台
湾
に
関
す
る
我
々
の
願
い
は
、『
平
和
的
統

一
』
で
す
が
、『
統
一
』
は
『
平
和
』
よ
り
も
尊

い
も
の
で
す
。
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
統
一
が
実

現
で
き
な
い
と
き
、
平
和
の
た
め
に
統
一
を
犠
牲

に
し
て
放
棄
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
平
和
の
た
め

に
統
一
を
無
制
限
に
延
期
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
」（「
知
能
戦
・
文
明
戦
・
死
者

ゼ
ロ
で
台
湾
統
一
を
や
る
」
よ
り
）

表
現
に
お
い
て
強
さ
を
抑
え
て
い
る
が
、
明
ら

か
に
武
力
統
一
へ
の
強
い
意
志
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
１
月
中
旬
の
台
湾
総
統
選
、
立
法
院
選
挙
の

結
果
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

台
湾
総
統
選
挙
の
工
作
に
失
敗

２
０
２
７
年
統
一
に
も
〝
暗
雲
〞

今
回
の
選
挙
（
台
湾
総
統
、
立
法
院
選
挙
）
で

中
国
側
は
、「
全
力
」
で
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を

流
し
た
り
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
仕
掛
け
た
り
、
さ

ら
に
は
国
民
党
を
通
じ
な
が
ら
様
々
な
工
作
を
試

み
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
は
総
統
選

に
お
い
て
民
進
党
が
勝
利
。
第
３
の
党
の
台
湾
民

衆
党
も
健
闘
す
る
な
ど
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

台
湾
統
一
の
意
思
と
体
制
固
め
た
習
政
権

Part

1
キ
ー
ワ
ー
ド
／
「
平
和
よ
り
統
一
」
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は
ず
だ
。
日
本
の
最
西
端
に
位
置
す
る
沖
縄
県
・

与
那
国
島
と
台
湾
と
は
、
１
１
１
キ
ロ
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
台
湾
有
事
が
勃
発
す
れ
ば
、
そ
の
戦

火
が
南
西
諸
島
や
九
州
に
波
及
す
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

一
昨
年
夏
、
米
国
下
院
議
長
ナ
ン
シ
ー
・
ペ
ロ

シ
氏
の
訪
台
へ
の
抗
議
と
し
て
、
人
民
解
放
軍
が

台
湾
周
辺
の
海
域
に
ミ
サ
イ
ル
５
発
を
撃
ち
込
ん

だ
。
そ
の
う
ち
の
１
発
が
与
那
国
島
の
排
他
的
経

済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に
着
弾
し
、「
台
湾
有
事
は

日
本
有
事
」
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
す
こ
と
に

な
っ
た
。

日
本
が「
台
湾
有
事
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
」

と
思
っ
て
も
、「
対
米
支
援
」（
米
軍
基
地
が
日
本

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
含
む
）
を
す
れ
ば

中
国
の
「
交
戦
国
」
と
な
る
。
そ
れ
を
拒
め
ば
、

必
然
的
に
「
日
米
同
盟
」
は
破
綻
す
る
。
こ
の
現

実
こ
そ
が
、「
台
湾
有
事
は
日
本
有
事
」
と
い
う

言
葉
の
本
質
な
の
だ
。

全
人
代
、
異
例
の
首
相
会
見
取
り
や
め

３
月
５
日
か
ら
11
日
、全
国
人
民
代
表
大
会（
全

人
代
）
が
北
京
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
最
上

と
い
う
「
暗
黙
の
了
解
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
逆
に

言
え
ば
、
こ
れ
を
実
現
で
き
な
け
れ
ば
、
習
独
裁

体
制
は
そ
の
〝
正
統
性
〞
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

習
氏
は
焦
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
近
年
、

「
経
済
成
長
」
以
上
に
「
政
治
安
全
」
を
重
視
、

共
産
党
の
支
配
体
制
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と

を
優
先
さ
せ
て
い
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。

与
那
国
島
か
ら
わ
ず
か
１
１
１
キ
ロ

台
湾
有
事
で
戦
火
の
波
及
は
必
至

中
国
国
民
や
人
民
解
放
軍
の
被
害
は
で
き
る
だ

け
出
し
た
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
気
に
台
北
や

新
北
な
ど
の
政
権
中
枢
や
工
業
地
帯
が
あ
る
都
市

に
攻
め
込
ん
で
、
台
湾
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る

位
の
「
核
心
的
利
益
」
で
あ
る
中
国
共
産
党
独
裁

体
制
、
習
近
平
独
裁
体
制
の
完
成
に
向
か
う
「
体

制
改
革
」
が
な
さ
れ
た
。

大
会
前
日（
４
日
）、婁ろ

う
勤き

ん
倹け

ん
全
人
代
報
道
官
が
、

１
９
８
８
年
か
ら
30
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
け
ら

れ
て
き
た
全
人
代
閉
幕
後
の
「
中
国
首
相
に
よ
る

記
者
会
見
」
を
今
年
か
ら
取
り
や
め
る
こ
と
を
発

表
し
た
。

国
内
外
の
メ
デ
ィ
ア
が
「
政
策
の
司
令
塔
」
で

あ
る
首
相
に
質
問
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
数
少
な
い
機

会
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ

ま
で
党
の
指
導
の
下
で
政
策
決
定
を
担
っ
て
い
た

首
相
の
権
限
が
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
体
制
は
党
と
政
府
の
権
力
配
分
を
め
ぐ

る
長
年
の
闘
争
の
末
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

毛
沢
東
時
代
に
行
わ
れ
た
「
党
政
不
分
」
と
呼
ば

れ
る
組
織
改
革
と
そ
の
下
で
実
施
さ
れ
た
「
大
躍

進
政
策
」
は
大
失
敗
。
鄧
小
平
は
そ
の
反
省
か
ら

「
１
人
の
知
識
や
経
験
、
精
力
に
は
限
り
が
あ
る
」

と
し
て
同
制
度
を
廃
止
し
「
党
政
分
離
」
の
体
制

を
作
り
上
げ
た
。
し
か
し
習
氏
は
今
回
、「
毛
沢

東
体
制
」を
選
択
し
た
の
だ
。
経
済
よ
り
も
政
治
。

成
長
よ
り
も
統
一
。
台
湾
回
収
へ
の
策
動
が
浮
き

出
す
。
日
本
の
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
。

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟特 集

2023 年 12 月 31 日夜、テレビ演説を行った
習近平国家主席は、2024 年に建国 75 周年
を迎えるにあたって「祖国統一は歴史的必然
だ」と強調した
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日
米
の
介
入
抑
止
に
備
え
る

中
国
の
戦
い
方

昨
今
、
２
０
２
７
年
ま
で
に
習
近
平
国
家
主
席

は
台
湾
侵
攻
を
実
行
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
も
あ
る
。
不
動
産
不
況
に
よ
る
中
国
経
済

の
停
滞
が
深
刻
だ
か
ら
だ
と
い
う
理
由
だ
。も
し
、

台
湾
侵
攻
を
実
行
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
願
っ
た

り
叶
っ
た
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
望
ま
し
い
。

そ
う
な
っ
て
欲
し
い
。

し
か
し
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
見
ら
れ

る
通
り
、全
体
主
義
的
な
国
家
の
指
導
者
は
、我
々

と
同
じ
よ
う
な
合
理
的
判
断
を
行
わ
な
い
。
窮
状

の
打
開
策
と
し
て
習
近
平
主
席
が
台
湾
侵
攻
に

地
元
紙
も
中
国
の
脅
威
を
掲
載

左
翼
的
と
批
判
さ
れ
る
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
に

お
い
て
す
ら
、
中
国
の
軍
事
的
脅
威
は
伝
え
ら
れ

る
。
２
月
に
実
施
さ
れ
た
日
米
合
同
の
最
高
レ
ベ

ル
演
習
（
キ
ー
ン
エ
ッ
ジ
）
に
お
い
て
、
従
来
、

仮
想
と
さ
れ
て
い
た
敵
国
が
、「
中
国
と
明
示
」

さ
れ
た
と
５
日
付
け
同
紙
が
伝
え
た
。

ま
た
中
国
名
が
明
示
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
地

図
も
実
物
を
使
用
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
の
初
参

加
も
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
米
豪
が
台
湾
有
事

に
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
を
行
う
の
か
の
具
体
的

な
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
記
事
の
解
説
で
は
、
ご
丁
寧
に
、
台
湾
有
事

が
６
年
以
内
に
あ
る
と
の
米
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
前

司
令
官
の
発
言
（
２
０
２
１
年
３
月
）、「
米
中
は

25
年
に
戦
う
こ
と
に
な
る
」（
米
軍
幹
部
）、「
習

近
平
国
家
主
席
は
27
年
ま
で
に
台
湾
進
攻
を
指
示

し
た
」（
米
中
央
情
報
局
Ｃ
Ｉ
Ａ
長
官
）、
そ
れ
に

今
回
の
中
国
名
の
明
示
を
並
べ
、
自
衛
隊
と
米
軍

制
服
組
幹
部
ら
の
軍
事
的
合
理
性
に
押
さ
れ
て
、

中
国
と
の
緊
張
を
さ
ら
に
高
め
る
べ
き
で
は
な
い

旨
の
解
釈
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

緊
張
を
高
め
て
い
る
の
は
米
中
、
一
体
ど
っ
ち

な
の
か
。
ま
た
、
ブ
リ
ン
ケ
ン
米
国
務
長
官
ら
行

政
官
も
台
湾
有
事
を
指
摘
し
て
い
る（
22
年
10
月
）

こ
と
に
は
目
を
向
け
な
い
の
か
と
言
い
た
く
な
る

よ
う
な
〝
解
説
〞
で
あ
る
。

日
米
合
同
訓
練
で「
敵
国
」を
中
国
と
明
示

豪
を
加
え
台
湾
有
事
の
際
の
役
割
分
担
も
検
討
か

Part

2

（
沖
縄
問
題
研
究
会
）

キ
ー
ワ
ー
ド
／
南
西
諸
島
防
衛
の
現
状
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こ
の
ほ
か
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
は
常
時
３
隻
の

軍
艦
が
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
戦
艦
は
海
上
自
衛

艦
と
２
０
２
０
年
頃
か
ら
常
時
、
対
峙
す
る
形
に

な
っ
て
い
る
と
も
い
う
驚
く
べ
き
情
報
も
あ
る

（
同
１
月
28
日
付
）。
こ
れ
ま
で
は
海
上
保
安
庁
VS

中
国
海
警
局
艦
艇
と
の
構
図
だ
と
ば
か
り
思
っ
て

い
た
が
、
す
で
に
軍
艦
VS
軍
艦
の
対
峙
も
始
ま
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
態
は
悪
い
方
向
に
進
ん

で
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
防
衛
力
南
西
シ
フ
ト
の
状
況

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
岸
田
政
権
も
中
国

を
け
ん
制
す
る
た
め
、
安
全
保
障

関
連
３
文
書
（
国
家
防
衛
戦
略
、

防
衛
力
整
備
計
画
２
０
２
２
年
12

月
策
定
）
を
決
定
し
た
。
そ
の
目

玉
は
、
敵
国
に
対
す
る
反
撃
能
力

の
保
有
で
あ
る
。
現
在
日
本
が
保

有
す
る
ミ
サ
イ
ル
の
射
程
を
伸
ば

し
中
国
に
反
撃
で
き
る
よ
う
に
す

る
、
新
た
な
長
射
程
の
ミ
サ
イ
ル

（
１
５
０
０
キ
ロ
以
上
）
を
開
発
、

島
嶼
防
衛
用
高
速
滑
空
弾
等
（
推

打
っ
て
出
た
時
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
台
湾

侵
攻
が
失
敗
し
な
く
と
も
、
成
功
し
な
け
れ
ば
、

習
氏
の
統
治
の
根
拠
は
揺
ら
ぐ
。

中
国
に
と
っ
て
成
功
の
カ
ギ
は
日
米
豪
の
介
入

を
最
小
限
、
あ
る
い
は
阻
止
し
つ
つ
台
湾
侵
攻
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
短
期
戦
に

持
ち
込
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
手
を
中
国
は
着
々

と
打
っ
て
い
る
。
読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

と
中
国
は
、
台
湾
周
辺
の
四
方
に
軍
艦
４
隻
を
常

時
展
開
さ
せ
て
い
る
と
い
う
（
１
月
29
日
付
）。

沖
縄
県
の
与
那
国
島
周
辺
に
１
隻
、
与
那
国
島
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
間
に
１
隻
、
台
湾
の
南
西
と
北
の

海
域
に
そ
れ
ぞ
れ
１
隻
ず
つ
で
あ
る
。

定
射
程
５
０
０
キ
ロ
型
と
３
０
０
０
キ
ロ
型
等
）

の
開
発
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
ト
マ
ホ
ー
ク
巡
航
ミ
サ

イ
ル
（
射
程
１
６
０
０
キ
ロ
）
を
輸
入
し
配
備
す

る
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
す
で
に
、
昨
年
駐
屯
地
を
新
設
し
た

石
垣
島
に
敵
の
艦
艇
を
攻
撃
す
る
「
12
式
地
対
艦

誘
導
弾
」（
射
程
２
０
０
キ
ロ
）
な
ど
の
ミ
サ
イ

ル
部
隊
を
配
備
。
沖
縄
本
島
の
勝
連
分
屯
地
（
沖

縄
県
う
る
ま
市
）
に
も
配
備
。
ま
た
奄
美
大
島
、

宮
古
島
に
も
ミ
サ
イ
ル
部
隊
を
置
い
た
。
今
年
に

は
沿
岸
監
視
部
隊
が
所
在
す
る
与
那
国
島
へ
の
配

備
も
行
わ
れ
る
と
い
う
。
ト
マ
ホ
ー
ク
に
関
し
て

は
当
初
の
導
入
計
画
を
前
倒
し
、
最
大
４
０
０
発

を
来
年
度
か
ら
一
括
購
入
し
展
開
す
る
こ
と
で
米

国
と
契
約
を
交
わ
し
た
と
い
う
（
１
月
18
日
）。

防
衛
力
の
強
化
は
計
画
を
早
め
つ
つ
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長

射
程
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
は
中
国
を
刺
激
す
る
と
の

指
摘
が
あ
る
が
、
中
国
が
先
に
配
備
し
た
の
で
日

本
は
防
衛
上
や
む
な
く
配
備
す
る
に
過
ぎ
ず
、
先

の
指
摘
は
ま
っ
と
う
な
批
判
で
は
な
い
。問
題
は
、

配
備
が
進
む
沖
縄
に
お
い
て
、
ミ
サ
イ
ル
の
運
営

に
支
障
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
事

態
が
水
面
下
で
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟特 集

台
湾

南西諸島の自衛隊配備

東シナ海

台湾海峡

中
国

日
本進出 牽制

※馬毛島は航空自衛隊。その他は陸上自衛隊
（防衛省の資料から作成）

馬毛島
基地
（建設中）

奄美大島
ミサイル部隊
電子戦部隊

沖縄本島
旅団を師団に強化（予定）
訓練場に弾薬庫（予定）
ミサイル部隊（予定）

宮古島
ミサイル部隊

石垣島
ミサイル部隊

与那国島
沿岸監視隊
電子戦部隊（予定）
ミサイル部隊（検討中）

第１列島線
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導
し
、
島
民
は
飛
行
機
か
船
で
避
難
す
る
と
の
計

画
が
訓
練
の
段
階
に
あ
る
。
こ
の
状
況
下
で
、
中

国
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
言

説
は
非
常
に
現
実
味
を
伴
っ
て
く
る
。
県
民
の
恐

怖
心
を
煽あ

お
る
に
は
十
分
な
材
料
が
揃
っ
て
い
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

反
自
衛
隊
運
動
の
萌
芽

現
在
、
ミ
サ
イ
ル
が
配
備
さ
れ
た
本
島
中
部
の

勝
連
分
屯
地
近
く
の
う
る
ま
市
に
、
自
衛
隊
は
訓

練
場
を
兼
ね
た
新
た
な
施
設
を
建
設
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
地
元
住
民
が
反
対
、
沖

縄
タ
イ
ム
ス
紙
も
盛
ん
に
周
知
し
て
い
る
。

う
る
ま
市
に
は
い
や
な
記
憶
が
あ
る
。

１
月
23
日
付
の
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
は
、
左
翼

反
基
地
運
動
を
主
導
す
る
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
が
、

低
調
と
な
り
つ
つ
あ
る
辺
野
古
反
基
地
運
動
だ
け

で
な
く
、
自
衛
隊
の
南
西
シ
フ
ト
に
対
抗
す
る
新

た
な
基
軸
を
模
索
し
て
い
る
と
報
じ
た
。

そ
の
理
由
は
、
石
垣
島
や
与
那
国
島
で
自
衛
隊

誘
致
に
賛
同
し
た
人
々
で
も
、
ミ
サ
イ
ル
配
備
と

な
る
と
拒
否
反
応
を
示
す
と
の
県
幹
部
の
、
自
信

に
満
ち
た
見
解
が
あ
る
た
め
だ
と
い
う
。

確
か
に
、
保
守
系
の
人
々
で
も
、
長
射
程
の
ミ

サ
イ
ル
が
配
備
さ
れ
る
と
な
る
と
「
最
初
に
中
国

か
ら
の
攻
撃
の
的
に
な
る
」
と
の
言
説
に
は
強
く

影
響
さ
れ
る
。
２
年
ほ
ど
前
か
ら
、
県
内
の
左
翼

的
識
者
か
ら
は
、
そ
う
し
た
指
摘
が
繰
り
返
し
行

わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
妙
な
説
得
力
を
持
つ
。

日
本
政
府
は
再
び
、
沖
縄
だ
け
を
戦
場
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
、
沖
縄
だ
け
を
犠
牲
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
語
ら
れ
る
か
ら
だ
。

こ
の
圧
力
に
抗
し
、
沖
縄
に
長
射
程
の
ミ
サ
イ

ル
を
配
備
し
よ
う
と
主
張
す
る
に
は
、
相
当
の
覚

悟
が
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
も
侵
略
者

に
対
し
て
は
戦
う
、
少
な
く
と
も
戦
う
人
を
応
援

す
る
と
の
覚
悟
で
あ
る
。
他
府
県
の
方
に
は
、
大

袈
裟
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
沖
縄
で
は

す
で
に
台
湾
有
事
の
際
の
避
難
計
画
が
進
行
中
で

あ
る
。
ま
た
、
自
衛
隊
は
輸
血
用
液
の
準
備
を
開

始
し
、
沖
縄
で
の
塹
壕
建
築
の
た
め
の
琉
球
石
灰

岩
の
破
壊
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。

特
に
、台
湾
に
近
い
与
那
国
島
や
石
垣
島
で
は
、

島
内
に
シ
ェ
ル
タ
ー
を
造
っ
て
島
民
の
避
難
を
誘

オ
ー
ル
沖
縄
の
新
た
な
争
点
作
り

自
衛
隊
増
強
反
対
運
動

Part

3

（
沖
縄
問
題
研
究
会
）

キ
ー
ワ
ー
ド
／
ミ
サ
イ
ル
配
備
と
保
守
派
の
動
揺
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沖
縄
県
民
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
的
に
も
日
本
人
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
お
り
、
か
つ
沖
縄
県
議
会
で
一
度

も
先
住
民
の
議
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
に
も

係
わ
ら
ず
、
国
連
で
先
住
民
で
あ
る
と
の
主
張
を

行
う
こ
の
新
た
な
反
基
地
運
動
は
、
や
は
り
外
来

種
の
よ
う
な
東
京
由
来
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

提
言̶

長
射
程
ミ
サ
イ
ル
配
備
と
運
用

を
沖
縄
に
お
い
て
支
障
な
く
行
う
た
め

に
は「

オ
ー
ル
沖
縄
」
に
よ
る
自
衛
隊
強
化
反
対
運

１
９
５
９
年
米
軍
統
治
下
に
お
い
て
米
軍
機
が
宮

の
森
小
学
校
に
墜
落
、
児
童
生
徒
11
人
を
含
む
17

人
が
死
亡
し
た
宮
の
森
小
学
校
事
件
の
記
憶
だ
。

こ
の
記
憶
を
刺
激
す
れ
ば
、
訓
練
施
設
反
対
運
動

は
容
易
に
鎮
火
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

沖
縄
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・

ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
は

共
通
す
る
も
の
を
持
っ
た
人
々
が
共
通
の
政
治

的
目
標
に
向
か
っ
て
結
束
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
が
、
沖

縄
県
に
お
い
て
は
〝
先
住
民
運
動
〞
と
し
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
沖
縄
県
民
は
先
住
民
で

あ
る
こ
と
を
国
連
に
お
い
て
認
め
さ
せ
、
こ
れ
を

根
拠
に
米
軍
基
地
や
自
衛
隊
な
ど
が
先
住
民
を
抑

圧
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

玉
城
デ
ニ
ー
知
事
は
昨
年
９
月
、
ス
イ
ス
で
の

国
連
人
権
理
事
会
に
出
席
、
沖
縄
県
民
が
基
地
問

題
で
差
別
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
た
。
ま
た
故
翁
長

雄
志
知
事
が
２
０
１
５
年
に
同
理
事
会
で
、
沖
縄

県
民
を
先
住
民
族
で
あ
る
旨
発
言
、
こ
れ
ら
を
受

け
て
国
連
は
過
去
６
回
、
日
本
政
府
に
沖
縄
を
差

別
し
な
い
よ
う
勧
告
を
出
し
て
い
る
。

動
が
保
守
層
に
ま
で
拡
大
し
な
い
た
め
に
は
、
県

外
の
人
々
に
よ
る
、
少
な
く
と
も
九
州
の
人
々
に

よ
る
応
援
が
不
可
欠
で
あ
る
。
沖
縄
の
人
だ
け
に

戦
わ
せ
な
い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
常
時
、
送
る
必

要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
第
１
に
、
中
国
へ
の
反
撃
能
力
を

持
つ
長
射
程
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
を
九
州
に
お
い
て

積
極
的
に
受
け
入
れ
て
欲
し
い
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、〝
沖
縄
だ
け
に
戦
わ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
〞と
の
流
言
飛
語
を
抑
え
込
む
こ
と
が
出
来
る
。

九
州
も
共
に
戦
う
と
の
意
思
表
示
と
な
る
。

第
２
に
、
台
湾
有
事
の
際
の
沖
縄
県
民
の
避
難

先
と
な
っ
て
い
る
九
州
・
山
口
県
が
、
避
難
を
歓

迎
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
行
っ
て
欲
し
い
。

一
方
、
全
国
に
お
い
て
は
、
中
国
の
力

に
よ
る
現
状
変
更
に
は
断
固
、
対
抗
す
る

意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
後
、

日
本
が
一
貫
し
て
避
け
続
け
て
来
た
侵
略

者
に
は
白
旗
を
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
戦

う
と
の
覚
悟
を
、
再
び
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
国
民
運
動
を
展
開
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
誰
か
が

先
頭
を
切
っ
て
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

激変する「沖縄」安保環境で問われる日本の覚悟特 集

台
湾

先島諸島住民の
避難経路計画

東シナ海

福岡空港
（与那国島・石垣島など）

中国

九州

沖縄

先島諸島
・地元住民
　　　…約11万人
・観光客
　　　…約1万人

石垣島 宮古島

鹿
児
島
空
港

鹿
児
島
港

与
那
国
島

西
表
島

多
良
間
島
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望
ま
な
い
妊
娠
を
防
ぐ
「
緊
急
避

妊
薬
（
ア
フ
タ
ー
ピ
ル
）」
を
、
医

師
の
処
方
箋
無
し
で
薬
局
で
試
験
的

に
販
売
す
る
調
査
研
究
が
昨
年
の
11

月
末
か
ら
開
始
し
た
。
こ
れ
は
日
本

薬
剤
師
会
が
厚
生
労
働
省
か
ら
業
務

委
託
を
受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
、

全
国
の
指
定
薬
局
で
試
験
販
売
が
行

わ
れ
て
い
る
。

緊
急
避
妊
薬
の
市
販
化
に
つ
い
て

は
こ
こ
数
年
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て

き
た
。
平
成
29
年
に
は
厚
生
労
働
省

の
専
門
家
に
よ
る
検
討
会
で
議
題
に

上
が
っ
た
が
悪
用
の
懸
念
な
ど
か
ら

見
送
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
後

も
議
論
を
重
ね
、
令
和
３
年
に
再
び

開
か
れ
た
検
討
会
で
こ
の
度
の
実
施

が
決
定
し
た
。

今
回
の
試
験
販
売
で
は
、
購
入
希

望
者
は
研
究
へ
の
参
加
同
意
や
機
微

な
情
報
も
含
む
質
問
や
ア
ン
ケ
ー
ト

等
へ
の
参
加
協
力
が
求
め
ら
れ
、
販

売
対
象
は
緊
急
避
妊
薬
を
購
入
し
て

服
用
を
希
望
す
る
16
歳
以
上
の
女
性

（
本
人
）」
に
限
定
、
未
成
年
者
（
16

〜
17
歳
）
の
場
合
に
は
保
護
者
の
同

伴
が
必
要
だ
。
原
則
と
し
て
「
研
修

を
受
け
た
薬
剤
師
が
販
売
」
す
る
こ

と
、「
夜
間
や
休
日
も
対
応
で
き
る
」

こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
す
１
４
５

カ
所
の
薬
局
で
購
入
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。

日
本
で
の
緊
急
避
妊
薬
の
取
り
扱

い
を
緩
和
す
べ
き
と
の
声
は
か
ね
て

か
ら
根
強
い
。
具
体
的
な
改
善
点
と

し
て
特
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
「
入
手

ま
で
の
時
間
」
と
「
価
格
」。
代
表

的
な
ノ
ル
レ
ボ
錠
は
、
性
行
為
か
ら

72
時
間
以
内
に
服
用
す
れ
ば
高
確
率

で
避
妊
で
き
る
と
さ
れ
る
が
、
現
在

の
日
本
で
は
医
師
の
処
方
箋
が
必
要

で
、
そ
の
緊
急
性
に
対
し
時
間
が
か

か
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
避
妊
薬
は
保
険
適
用
外
の
た
め
１

錠
１
万
５
千
円
〜
２
万
円
（
試
験
販

売
で
は
６
千
〜
９
千
円
）
が
日
本
で

の
相
場
と
な
っ
て
お
り
、
望
ま
ぬ
妊

娠
を
強
い
ら
れ
た
女
性
に
身
体
的
・

心
理
的
負
担
の
み
な
ら
ず
、時
間
的・

経
済
的
負
担
を
強
い
る
と
の
批
判
が

あ
る
。

海
外
で
は
日
本
よ
り
も
避
妊
薬
が

手
頃
な
感
覚
で
入
手
で
き
る
。
世
界

保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
緊
急
避
妊

薬
を
「
誰
も
が
安
く
簡
単
に
入
手
で

き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
薬
」
と
し
て

必
須
医
薬
品
に
指
定
し
て
お
り
、
既

に
約
90
の
国
で
既
に
薬
局
で
市
販
化

さ
れ
て
い
る
。
価
格
に
つ
い
て
も
英

国
や
米
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
韓
国

境
文
子

情報スキャン
国  内

国
民
の
性
倫
理
に
与
え
る
影
響
についての
議
論
を

緊
急
避
妊
薬
の
試
験
販
売
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で
は
６
千
円
以
下
、
一
部
の
国
で
は

無
償
提
供
も
行
う
と
い
う
。

一
方
で
使
用
制
限
の
緩
和
に
対
し

て
は
反
対
意
見
も
課
題
も
あ
る
。
産

婦
人
科
医
や
薬
剤
師
ら
は
試
験
販
売

を
そ
の
前
段
階
と
し
て
歓
迎
す
る
一

方
、
避
妊
に
協
力
し
な
い
男
性
の
増

加
や
性
暴
力
に
悪
用
さ
れ
る
事
へ
の

懸
念
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
海
外
と
の
比
較
に
つ
い
て
だ

が
、
日
本
の
状
況
を
多
角
的
な
観
点

か
ら
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
、
一
概

に
日
本
で
も
海
外
と
同
様
に
す
る
べ

き
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
令
和
４

年
版
の
犯
罪
白
書
を
元
に
子
ど
も
家

庭
庁
が
作
成
し
た
資
料
（
令
和
５
年

６
月
）
に
よ
る
と
、
２
０
１
５
年
〜

19
年
の
５
年
間
で
韓
国
、フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、
英
国
、
米
国
の
５
カ
国
に

お
け
る
性
暴
力
の
発
生
件
数
は
い
ず

れ
も
増
加
し
て
い
る
一
方
で
、
調
査

対
象
の
６
カ
国
の
う
ち
、
唯
一
日
本

だ
け
が
年
間
約
８
０
０
０
件
か
ら

６
３
０
０
件
へ
と
減
少
し
て
い
る
。

ま
た
、
19
年
の
人
口
10
万
人
あ
た
り

の
性
犯
罪
発
生
件
数
は
、
韓
国
は
46

件
、
フ
ラ
ン
ス
は
84
件
、
英
国
は

２
６
５
件
で
あ
る
一
方
で
、
日
本
は

５
件
だ
っ
た
。
性
暴
力
や
性
犯
罪
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
本
は

最
も
安
全
な
国
の
一
つ
で
あ
り
、
海

外
と
は
事
情
も
環
境
も
異
な
る
。
日

本
に
お
け
る
緊
急
避
妊
薬
の
取
り
扱

い
を
ど
う
す
べ
き
か
は
、
海
外
と
の

比
較
以
上
に
、
日
本
が
抱
え
る
問
題

が
何
か
を
多
角
的
に
分
析
し
、
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
。

産
婦
人
科
医
会
副
会
長
の
前
田
津

紀
夫
副
会
長
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
番

組
で
過
去
に
発
言
し
た
内
容
が
話
題

に
な
っ
た
。
同
氏
は
、
日
本
で
の
緊

急
避
妊
薬
導
入
の
必
要
性
に
つ
い
て

意
見
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、「
日
本

で
は
若
い
女
性
に
対
す
る
性
教
育
、

避
妊
も
含
め
て
ち
ゃ
ん
と
教
育
し
て

あ
げ
ら
れ
る
場
が
あ
ま
り
に
も
少
な

い
」「〝
じ
ゃ
あ
次
も
使
え
ば
い
い
や
〞

と
い
う
安
易
な
考
え
に
流
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
」
と
コ
メ

ン
ト
。
す
る
と
こ
の
発
言
に
対
し
て

Ｘ
上
で
批
判
が
相
次
い
だ
。

同
氏
の
発
言
で
は
男
性
に
対
す
る

性
教
育
の
必
要
性
や
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
深
刻
に
悩
む
女
性
に
対
す
る

配
慮
が
や
や
不
十
分
だ
っ
た
と
い
う

点
で
共
感
で
き
る
批
判
も
中
に
は

あ
っ
た
が
、
一
方
で
大
筋
と
し
て
は

も
っ
と
も
な
発
言
で
あ
っ
た
と
筆
者

は
感
じ
る
。
薬
の
取
り
扱
い
基
準
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
で
「
性
に
対
す
る

安
易
な
考
え
方
」
が
助
長
さ
れ
て
し

ま
っ
て
は
、
女
性
の
立
場
と
体
を
守

る
と
い
う
目
的
か
ら
見
る
と
正
に
本

末
転
倒
だ
。

そ
も
そ
も
避
妊
薬
の
使
用
は
対
症

療
法
で
あ
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
女

性
を
望
ま
な
い
妊
娠
か
ら
守
る
社
会

を
い
か
に
つ
く
る
か
と
い
う
観
点
で

議
論
を
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
本
質

的
だ
。

今
の
避
妊
薬
を
巡
る
議
論
に
加
え

て
、
特
に
若
者
に
対
す
る
性
教
育
の

在
り
方
や
性
倫
理
の
腐
敗
と
い
っ
た

課
題
に
目
を
向
け
つ
つ
、
具
体
的
な

施
策
を
検
討
を
す
る
こ
と
が
問
題
の

根
本
的
解
決
の
為
に
は
必
要
不
可
欠

だ
。当

初
３
月
末
で
終
了
予
定
だ
っ
た

試
験
販
売
は
4
月
以
降
も
継
続
す
る

こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
緊
急
避
妊
薬
の
取
り
扱
い
は
国

民
の
性
倫
理
に
大
き
く
影
響
し
う
る

重
要
な
問
題
だ
。
ネ
ッ
ト
で
は
も
っ

ぱ
ら
「
薬
局
で
の
手
頃
な
販
売
」
に

賛
成
す
る
声
が
目
立
つ
が
、
こ
の
問

題
に
関
心
が
あ
る
一
部
の
人
々
だ
け

で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
多
く
の
国

民
が
関
心
を
持
ち
議
論
す
る
べ
き
内

容
で
あ
る
。
試
験
期
間
を
経
て
さ
ら

に
行
わ
れ
る
議
論
を
、
一
国
民
と
し

て
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

情報スキャン ｜ 国内 ｜ 境 文子
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情報スキャン
国  際

北
朝
鮮
・
平
壌
南
部
に
あ
る
、
南

北
統
一
を
象
徴
す
る
「
祖
国
統
一
三

大
憲
章
記
念
塔
」
が
撤
去
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
１
月
23
日
時
点
で
、
衛
星

画
像
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
19
日
時
点
で
は
存
在
し
て
い
た

こ
と
も
ま
た
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
念
塔
は
２
０
０
１
年
８
月

14
日
に
完
成
し
た
も
の
で
、
金
日
成

主
席
の
「
祖
国
統
一
の
偉
業
」
を
伝

え
る
た
め
、
当
時
の
金
正
日
・
朝
鮮

労
働
党
総
書
記
の
指
導
の
下
で
建
設

さ
れ
た
。
２
０
０
０
年
６
月
に
開
催

さ
れ
た
史
上
初
の
南
北
首
脳
会
談
の

成
果
を
踏
ま
え
た
記
念
塔
だ
っ
た
。

そ
の
記
念
塔
に
は
「
祖
国
統
一
三

大
憲
章
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
金
日
成
主
席
が
１
９
７
２
年
に
韓

国
と
取
り
交
わ
し
た
南
北
共
同
声
明

の
３
つ
の
原
則
を
指
す
も
の
で
、
①

自
主
②
平
和
的
方
法
③
民
族
―
の

大
同
団
結
で
あ
る
。

記
念
塔
の
破
壊
は
、
金
正
恩
総
書

記
が
、
父
で
あ
る
金
正
日
、
祖
父
で

あ
る
金
日
成
主
席
の
業
績
を
否
定
し

た
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
か
ね

な
い
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。動

き
は
昨
年
末
か
ら
す
で
に
あ
っ

た
。
昨
年
12
月
30
日
ま
で
開
か
れ
た

党
中
央
委
員
会
拡
大
総
会
で
、
金
氏

は
「
南
北
は
交
戦
国
」
と
す
る
方
針

を
表
明
し
た
。
同
時
に
核
兵
器
の
増

産
計
画
も
指
示
し
、
核
危
機
の
有
事

に
は
核
戦
力
な
ど
す
べ
て
の
力
を
動

員
し
、「
南
朝
鮮
（
韓
国
）
全
領
土

を
平
定
す
る
た
め
の
大
事
変
の
準
備

に
拍
車
を
か
け
る
べ
き
だ
」
と
語
っ

た
。
ロ
シ
ア
を
念
頭
に
、対
欧
米「
共

同
闘
争
」
方
針
も
示
し
て
い
る
。

南
北
関
係
に
つ
い
て
金
氏
は
、「
同

族
関
係
で
は
な
く
、
敵
対
的
な
２
つ

の
国
家
、
戦
争
中
の
交
戦
国
関
係
に

固
定
化
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
、「
和

解
や
統
一
の
相
手
」
と
み
な
し
て
は

い
け
な
い
と
強
調
。
対
韓
政
策
の
根

本
的
転
換
に
向
け
た
党
統
一
戦
線
部

な
ど
の
整
理
・
改
編
も
指
示
し
た
の

だ
。そ

し
て
今
年
の
１
月
15
日
、
金
正

恩
総
書
記
は
、
最
高
人
民
会
議
に
お

い
て
韓
国
と
の
統
一
政
策
の
転
換
を

宣
言
し
た
。
憲
法
を
改
正
し
て
、
韓

国
を
「
第
１
の
敵
対
国
」
と
位
置
付

け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、「
憲
法
に

あ
る
『
自
主
、
平
和
統
一
、
民
族
大

同
団
結
』
と
い
う
表
現
は
、
い
ま
や

削
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

重
ね
て
発
言
し
た
の
で
あ
る
。
次
回

北
朝
鮮
は
な
ぜ「
平
和
統
一
」原
則
を
捨
て
た
の
か

評
論
家

神
保  

房
雄
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の
最
高
人
民
会
議
で
憲
法
改
正
を
議

論
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
会
議
で
は
、
北
朝
鮮
の
対

韓
国
窓
口
機
関
で
あ
る
「
祖
国
平
和

統
一
委
員
会
」
な
ど
韓
国
に
関
係
す

る
３
機
関
の
廃
止
が
新
た
に
決
ま
っ

た
。金

氏
の
演
説
の
中
で
、
統
一
を
象

徴
す
る
言
葉
や
建
築
物
を
排
除
す
る

と
い
う
具
体
的
な
方
針
を
示
し
つ

つ
、「
平
壌
の
南
の
関
門
に
見
苦
し

く
た
っ
て
い
る
」
と
直
接
言
及
し
た

の
が
、
破
壊
さ
れ
た
「
祖
国
統
一
三

大
憲
章
記
念
塔
」
な
の
で
あ
る
。

過
激
と
も
い
え
る
指
示
は
、
統
一

に
向
け
た
過
去
の
政
策
を
象
徴
す

る
、
見
え
る
構
造
物
を
取
り
除
き
、

韓
国
を
「
敵
対
す
る
他
国
」
だ
と
住

民
に
明
確
に
示
す
狙
い
が
あ
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
具
体
的
な
変
化
も
起
き
て

い
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
場

面
で
使
用
さ
れ
て
い
た
地
図
は
、
朝

鮮
半
島
全
土
を
領
土
と
し
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
に
半
島
の

北
半
分
だ
け
が
別
の
色
で
塗
り
替
え

ら
れ
、
天
気
予
報
な
ど
で
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
対
外
宣
伝
用
（
韓
国
）
サ

イ
ト
で
あ
る
「
わ
が
民
族
同
士
」
な

ど
、
複
数
の
サ
イ
ト
が
ア
ク
セ
ス
で

き
な
く
な
っ
て
お
り
、
中
央
日
報
に

よ
れ
ば
、
日
本
の
朝
鮮
総
連
も
「
も

う
統
一
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

か
」
と
動
揺
し
て
い
る
と
い
う
。

金
正
恩
氏
は
今
、
国
内
を
新
た
な

次
元
で
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
あ
り
、「
統
一
」
と
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
邪
魔
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

そ
れ
ほ
ど
の
「
状
況
」
と
は
一
体

何
か
、
以
下
記
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
国
内
事
情
と
し
て
、
韓
国

文
化
の
流
入
に
よ
り
、
若
者
層
の
韓

国
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
が
も
た
ら
す

社
会
の
「
動
揺
」
を
放
置
で
き
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

昨
年
12
月
23
日
付
の
産
経
新
聞
に

よ
れ
ば
、
北
朝
鮮
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
で
約
３
年
７
カ
月
の
間

封
鎖
し
て
い
た
中
国
と
の
国
境
を
昨

年
８
月
に
開
放
し
て
以
降
、
帰
国
し

た
外
国
派
遣
労
働
者
や
留
学
生
、
在

外
公
館
員
な
ど
６
０
０
０
人
以
上
に

対
し
、
金
正
恩
総
書
記
の
指
示
で
、

厳
し
い
思
想
調
査
や
検
閲
を
実
施
し

た
と
い
う
。

韓
国
ド
ラ
マ
や
映
画
を
日
常
的
に

見
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
銃
殺
刑

に
処
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
金
氏

は
外
部
世
界
の
情
報
や
自
由
思
想
が

流
入
し
、
独
裁
体
制
が
揺
ら
ぐ
事
態

を
非
常
に
懸
念
し
て
い
る
の
だ
。

帰
国
者
が
調
査
を
受
け
た
の
は
昨

年
10
月
ま
で
に
主
に
中
国
と
ロ
シ
ア

か
ら
戻
っ
た
留
学
生
や
労
働
者
で
あ

り
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
在
外
公
館
で

勤
務
し
て
い
た
外
交
官
も
含
ま
れ
る

と
い
う
。

韓
国
ド
ラ
マ
を
広
め
た
場
合
、
最

高
で
死
刑
と
な
る
法
律
を
２
０
２
０

年
12
月
に
制
定
し
て
お
り
、
ま
た
、

「
オ
ッ
パ
」（
お
兄
ち
ゃ
ん
）
な
ど
韓

国
式
の
言
葉
遣
い
は「
非
社
会
主
義
」

だ
と
し
て
使
用
禁
止
に
な
っ
た
と
い

う
（
２
０
２
１
年
７
月
、
国
情
院
の

国
会
報
告
）。

次
に
、
米
韓
と
の
核
対
決
体
制
を

固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
下
に

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
韓
国
の
尹
錫

悦
政
権
は
米
韓
同
盟
の
強
化
を
一
気

に
進
め
た
。
昨
年
４
月
の
「
ワ
シ
ン

ト
ン
宣
言
」
は
、
核
抑
止
対
処
を
米

韓
共
同
で
作
戦
計
画
を
具
体
化
す
る

こ
と
に
合
意
し
た
も
の
だ
。

そ
し
て
、
米
大
統
領
選
を
含
む
対

米
関
係
を
睨に

ら
ん
で
の
体
制
づ
く
り
で

あ
る
。
金
氏
は
ト
ラ
ン
プ
前
米
大
統

領
の
再
選
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
。

中
、
露
、
イ
ラ
ン
と
の
連
携
で
は
未

来
は
拓
け
な
い
の
だ
。

情報スキャン ｜ 国際 ｜ 神保 房雄
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６
４
８
万
人（
日
本
に
約
２
０
０
０
人
）が
避
難
。

国
内
の
約
３
６
９
万
人
（
昨
年
末
時
点
）
と
合
わ

せ
、
４
人
に
１
人
が
国
内
外
で
の
避
難
生
活
を
強

い
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
よ
る
と
、
ロ
シ
ア

領
に
連
れ
去
ら
れ
た
子
供
が
、
確
認
で
き
る
だ
け

で
２
万
人
近
く
に
上
る
（
23
年
８
月
時
点
）。
そ

の
う
ち
国
内
に
戻
っ
た
の
は
、
た
っ
た
４
０
０
人

弱（
２
％
）だ
と
い
う
か
ら
愕
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。

ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
権
団
体
「
市
民
自
由

セ
ン
タ
ー
」
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
「
戦
争
犯
罪
」

を
こ
れ
ま
で
に
約
６
万
４
千
件
も
記
録
。
最
も
顕

著
な
地
域
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
東
部
の
ハ
リ
コ
フ
州
だ
。
州
警
察
の
捜
査
局
長

は
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
。「
州
内
で
殺
害
さ
れ

た
民
間
人
は
２
３
９
０
人
で
、う
ち
83
人
が
子
供・

未
成
年
者
だ
。
民
間
人
が
被
害
者
で
あ
る
事
案
は

約
１
万
６
７
０
０
件
に
上
り
、
国
内
法
で
の
立
件

を
目
指
し
て
い
る
」（
産
経
新
聞
２
０
２
４
年
２

月
29
日
付
）

加
え
て
、「
露
軍
の
占
領
中
、
州
内
に
28
カ
所

の
拷
問
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
も
特
定
さ
れ
た
」
と

い
う
。
戦
争
に
は
こ
う
し
た
「
戦
争
犯
罪
」
が
付

き
物
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

現
在
の
戦
況
と
支
援
体
制

さ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
現
在
の
戦
況
だ
が
、

専
門
家
に
よ
れ
ば
「
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
置
か

れ
て
い
る
」（
小
泉
悠
氏
）
と
い
う
。「
攻
勢
に
転

じ
る
た
め
の
人
員
も
物
資
も
不
足
し
て
お
り
、
防

戦
が
続
く
だ
ろ
う
。（
中
略
）
今
年
１
年
は
双
方

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
衝
撃
的
な
侵
攻
か
ら
早
２

年
。
戦
場
か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
は
、
こ
の
侵
略

戦
争
に
関
心
を
持
ち
続
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。ロ

シ
ア
軍
と
の
戦
い
が
３
年
目
に
突
入
し
た
２

月
25
日
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
、
自
軍
の

「
３
万
１
千
人
が
戦
死
し
た
」
と
明
ら
か
に
し
た
。

負
傷
者
数
は
「
機
密
」
と
さ
れ
た
が
、
ロ
シ
ア
の

シ
ョ
イ
グ
国
防
相
は
２
月
27
日
、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ

軍
に
44
万
人
超
の
損
害
を
与
え
た
」と
主
張
し
た
。

国
連
に
よ
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
民
間
人
死
者
数

は
、少
な
く
と
も「
約
１
万
６
０
０
人
」だ
と
い
う
。

一
方
、
ロ
シ
ア
軍
の
戦
死
者
数
に
つ
い
て
、
ゼ
レ

ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
「
18
万
人
」
が
戦
死
し
、
負

傷
者
は
「
最
大
50
万
人
」
と
の
推
計
を
発
表
（
２

月
25
日
）。
イ
ギ
リ
ス
の
国
防
省
は
、
ロ
シ
ア
軍

の
総
死
傷
者
数
が
「
35
万
５
千
人
」
を
超
え
た
と

推
定
し
た
（
３
月
３
日
）。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
犠
牲
は
死
傷
者
だ
け
で
は
な

い
。
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ

Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
に
よ
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
口

４
１
６
０
万
人
（
２
０
２
１
年
）
の
う
ち
、
周
辺

国
な
ど
に
逃
れ
た
人
は
、
23
年
２
月
時
点
で
約

８
０
０
万
人
。
今
年
２
月
現
在
も
、
国
外
に
約

戦
争
という
現
実
か
ら

目
を
逸
ら
し
て
は
な
ら
ない

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
か
ら
２
年
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と
も
攻
勢
が
う
ま
く
い
か
ず
、
戦
局
の
膠
着
が
続

く
と
み
ら
れ
る
」
と
の
分
析
だ
（
小
泉
悠
、
産
経

新
聞
24
年
２
月
24
日
付
）。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
昨
年
６
月
以
降
の
反
攻
作
戦
が

失
敗
に
終
わ
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
立
戦
略
研
究

所
の
ベ
レ
ス
コ
フ
氏
に
よ
る
と
、「
昨
年
夏
に
は

砲
撃
能
力
の
40
％
に
あ
た
る
砲
弾
が
あ
っ
た
が
、

今
は
15
〜
20
％
」。
そ
の
た
め
「
今
年
が
『
積
極

防
衛
』（
防
御
に
注
力
し
、
露
軍
を
消
耗
さ
せ
る

こ
と
）
の
年
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ

も
パ
ー
ト
ナ
ー
諸
国
も
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
。

前
線
で
の
深
刻
な
弾
薬
不
足
に
加
え
、
欧
米
で
の

「
支
援
疲
れ
」
も
指
摘
さ
れ
る
。

支
援
の
つ
な
ぎ
と
め
に
向
け
て
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

大
統
領
は
２
月
23
日
、
安
全
保
障
協
力
に
関
す
る

２
国
間
協
定
を
デ
ン
マ
ー
ク
（
フ
レ
デ
リ
ク
セ
ン

首
相
）
と
締
結
。
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
に
続
い
て
４
カ
国
目
と
な
る
。
今
後
も
オ
ラ
ン

ダ
や
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
が
同
様
の
協

定
を
締
結
す
る
見
通
し
だ
。

24
日
に
は
、
先
進
７
カ
国
（
Ｇ
７
）
首
脳
が
テ

レ
ビ
会
議
を
開
き
、
終
了
後
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

「
必
要
な
限
り
の
支
援
」
を
継
続
す
る
方
針
を
明

ら
か
に
し
た
。
欧
米
に
よ
る
継
続
的
な
支
援
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
る
。
ロ
シ
ア

軍
は
現
在
、「
戦
域
全
体
で
主
導
権
を
取
り
戻
し

て
い
る
」
と
見
ら
れ
、
２
月
時
点
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ

領
の
約
18
％（
約
10
万
９
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

が
ロ
シ
ア
の
占
領
下
だ
と
い
う
。

必
死
の
抵
抗
は
続
く

国
際
社
会
の
一
部
に
は
停
戦
論
が
く
す
ぶ
る

が
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
停
戦
交
渉
を
行
う

可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
昨
年
12
月
に
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
発
表
し
た
世
論
調
査
で

は
、
74
％
が
「
和
平
の
た
め
に
領
土
的
譲
歩
を
す

べ
き
で
な
い
」
と
回
答
。
昨
年
５
〜
６
月
実
施
時

の
84
％
か
ら
10
ポ
イ
ン
ト
下
が
っ
た
も
の
の
、
依

然
と
し
て
高
い
割
合
だ
。
元
空
将
の
織
田
邦
男
氏

は
停
戦
論
に
対
し
、「
も
し
日
本
が
侵
略
さ
れ
、

四
国
、
九
州
、
沖
縄
（
合
計
で
約
15
％
）
が
占
領

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、『
停
戦
』
を
促
さ
れ
た
ら
ど

う
思
う
か
。約
18
％
の
領
土
を
あ
き
ら
め
る
の
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
こ
と
」

と
訴
え
る
（
産
経
新
聞
24
年
３
月
１
日
付
）

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
通
し
て
、
21
世
紀
に
お
い

て
も
、
戦
争
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
と
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
。
現
代
ロ
シ
ア
を
代
表
す
る
作
家
、

ミ
ハ
イ
ル・シ
ー
シ
キ
ン
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
守
っ
て
い
る
の
は
自
ら
の
自

由
と
人
間
と
し
て
の
尊
厳
だ
け
で
は
な
い
。
今
や

全
人
類
の
自
由
と
尊
厳
を
守
っ
て
い
る
の
だ
」（
朝

日
新
聞
２
０
２
２
年
７
月
５
日
付
）。

「
力
の
信
奉
者
」
で
あ
る
ロ
シ
ア
を
前
に
、
現

在
も
抵
抗
を
続
け
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
学
ぶ
べ
き

こ
と
は
多
い
。「
時
代
の
転
換
点
」に
生
き
る
我
々

一
人
ひ
と
り
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
よ
う
に
勇
敢
で

あ
り
た
い
。
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イナ・エナジーが中国政府と直接の
関係があることを認識していた。

疑われる中国諜報機関との関係

　オバマ政権の中国との癒着は著し
いものがあり、バイデン家がファミ
リービジネスとして、このような中国とズブズブの関係を持っていたとしても何ら
不思議はない。しかも、その事業がガスのパイプラインであったことはお笑いだ。
　だが、FBIはこのような政治ビジネスがアメリカで行われることを寸でのところ
で防止した。本件に絡んだ中国人実業家のパトリック・ホー氏を合弁事業締結３カ
月後に逮捕したのである。ホー氏の役割は外国首脳との経済投資話をまとめる役割
であった。
FBIはホー氏の逮捕に加え、バージニア州アーリントンやニューヨークなど複数

のCEFCチャイナ・エナジーのオフィスを捜索した。録音された通信記録によると、
ホー氏は拘束され、国際贈収賄とマネーロンダリングの罪で起訴されている間、中
国共産党中央委員会に援助を求めていた。
　ホー事件に司法省の対スパイ弁護士パトリック・マーフィー氏が立ち会ったこと
は、米国における CEFCチャイナ・エナジーの活動に関してさらなる疑問を引き
起こした。このような弁護士の関与は、エネルギー複合企業が中国諜報機関と関係
を有していたことが疑われるものであった。
　この事件はハンター氏に対する諸々の余罪追及の中で、次々と新事実が明らかに
なっていくものと想定される。バイデン家のファミリービジネスの暗闇は底が知れ
ない様相を示し始めている。

渡瀬 裕哉 /国際情勢アナリスト

早稲田大学公共政策研究所招聘研究員。トランプ大統領当選を世論調査・現地調査などを通じて的中させ、日系・外
資系ファンド30 社以上にトランプ政権の動向に関するポリティカルアナリシスを提供する国際情勢アナリストとして活躍。
著書『トランプの黒幕 共和党保守派の正体』（祥伝社）は、Amazonカテゴリー「アメリカ」1位を獲得。主なメディア出
演実績・テレビ朝日「ワイド！スクランブル」、雑誌「プレジデント」「ダイヤモンド」など。
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　ハンター・バイデン氏のラップトップに残された電子メールには何が記されてい
たのか。「デイリー・シグナル（Daily Signal）」のホームページ上にはその中国事
業との生々しいやり取りが公開されつつある。

中国企業との合弁事業　契約草案にバイデン関係者の名も

　実は CEFCチャイナ・エナジーとの合弁事業の名称であるハドソン・ウェスト
3LLCの運営契約草案に、バイデン関係者の名前が明確に記されていた。2017年
8月 4日のハンター氏とジェームズ・バイデン氏（大統領の弟）の妻は、この草案
内容について合意している。このビジネスがハンター氏個人のものではなく、政商
たるバイデン一族のファミリービジネスであったことを強く示唆している。
　・2017年 8月 8日、バイデン家のハドソン・ウェスト IIILLCは CEFCチャイナ・
エナジーから 500万ドルのノンリコースローンを通じて初期資金を受け取った。
　・翌月、ハンター氏は、スウェーデンとアイスランドの大使館が入っているジョー
ジタウンのトニー DC地区にある建物「スウェーデンハウス」の職員に対し、オフィ
ススペースに「ハドソン・ウェスト」の看板を掲示するよう要請し借り上げた。
　・バイデン家のハドソン・ウェスト合弁事業は、年に 1～ 3件のインフラ開発
取引を確立することを目指していた。
　・ルイジアナ州の液化天然ガスパイプラインがそのビジネスの一つとして挙げら
れていた。
　・ハンター氏のラップトップから流出した音声録音の中で、大統領の息子は中国
人実業家、パトリック・ホー氏を「中国のスパイ長官」と呼んでおり、CEFCチャ

知られざる政治経済・社会・メディアのいま

「デイリー・シグナル」が報じる
ハンター・バイデンに関する疑惑捜査（3）

!"#$%&
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と
新
年
を
祝
う
予
定
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
地
震
で
、
妻
、
妻
の
両
親
、
帰

省
中
の
長
男
、
次
男
、
三
男
と
高
校

受
験
を
控
え
て
い
た
長
女
、
さ
ら
に

妻
の
弟
夫
婦
と
そ
の
息
子
の
命
を

奪
っ
て
い
っ
た
。
一
瞬
に
し
て
、
10

人
の
愛
す
る
家
族
を
失
っ
た
の
で
あ

る
。家

族
全
員
の
た
め
の
葬
儀
代
を
、

寺
本
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
工
面
し
た

で
あ
ろ
う
か
。
選よ

り
に
よ
っ
て
、
な

ぜ
元
旦
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。せ
め
て
、

も
う
２
、３
日
後
で
あ
れ
ば
、
被
害

も
も
っ
と
減
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
被
害
」
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ

ら
れ
た
の
は
地
元
の
「
北
國
新
聞
」

令
和
６
年
２
月
３
日
付
の
記
事
だ
っ

た
。現

行
の
耐
震
基
準
が
導
入
さ
れ
て

い
な
い
１
９
８
０
（
昭
和
55
）
年
以

前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
の
割
合
を
共

同
通
信
が
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
能
登

半
島
地
震
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

珠
洲
市
は
65
％
で
、
デ
ー
タ
の
あ
る

全
国
１
０
８
６
市
区
町
村
の
中
で
も

最
も
高
か
っ
た
と
い
う
。
能
登
町
は

２
番
目
の
61
％
、
輪
島
市
も
５
番
目

の
56
％
。中
能
登
町
は
51
％
。記
事
は
、

こ
れ
ら
の
市
町
村
の
高
齢
化
率
（
65

歳
以
上
住
民
の
割
合
）
が
全
国
平
均

「
鴨
野
さ
ん
、
ど
こ
に
自
分
の
子

供
の
葬
儀
の
た
め
の
お
金
を
準
備
し

て
い
る
親
が
い
る
と
思
い
ま
す
か
」

今
か
ら
約
20
年
前
、私
は
関
西
で
、

高
校
生
の
息
子
を
他
校
の
生
徒
の
暴

行
で
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
母
親
の
涙

な
が
ら
の
訴
え
を
聞
い
た
。彼
女
は
、

自
分
の
息
子
の
名
前
は
新
聞
報
道
な

ど
で
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
加
害
者

の
名
前
な
ど
の
情
報
が
少
年
法
が
壁

と
な
り
、
ま
っ
た
く
開
示
さ
れ
な
い

こ
と
に
疑
問
を
覚
え
、
遺
族
に
配
慮

し
た
法
制
度
の
改
善
に
尽
力
さ
れ
て

い
た
方
で
あ
る
。

女
性
は
、
息
子
の
葬
儀
代
を
人
か

ら
借
り
た
と
い
う
。
そ
の
話
に
な
っ

た
時
、
彼
女
は
冒
頭
の
言
葉
を
口
に

し
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
子
供
の
葬
儀
の
た
め
の
お

金
を
準
備
し
て
い
る̶

̶

。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
る
親
は
い
な
い
し
、
そ

の
よ
う
な
事
態
に
遭
遇
す
る
親
は
ど

れ
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。

今
年
１
月
１
日
。
能
登
半
島
を
中

心
に
北
陸
を
襲
っ
た
地
震
は
、
元

旦
の
晴
れ
の
家
族
の
集
い
を
直
撃

し
、
情
け
容
赦
な
く
破
壊
し
尽
く
し

た
。
穴
水
町
の
住
む
寺
本
直
之
さ
ん

（
52
）
は
、
そ
の
日
、
金
沢
市
内
で

仕
事
を
終
え
て
、
帰
宅
し
、
家
族
ら

能
登
半
島
地
震
に

政
府
は
最
善
を
尽
く
し
た
の
か

ジャー
ナ
リ
スト

鴨
野
守
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市町 住宅総数に占
め る 1980 年
以前に建てられ
た住宅の割合

高齢化率 (65
歳以上住民の
割合 )

珠洲市 65% 52%
能登町 61% 50%
輪島市 56% 46%
中能登町 51% 37%
志賀町 47% 45%
羽咋市 41% 40%
加賀市 39% 36%
七尾市 37% 39%
小松市 30% 29%
かほく市 27% 30%
内灘町 27% 27%
白山市 26% 28%
能美市 24% 26%
津幡町 21% 25%
金沢市 19% 27%
野々市市 14% 20%
※住宅・土地統計調査は、全市区と 2015 年
国勢調査で人口 1万 5千人以上の町村が対象
のため、穴水町、宝達志水町、川北町のデー
タはない（「北國新聞」2月 3日付から）

29
％
に
対
し
て
、
珠
洲
市
52
％
、
能

登
町
50
％
、
輪
島
市
46
％
、
志
賀
町

45
％
、
中
能
登
町
37
％
と
い
ず
れ
も

高
い
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。

能
登
半
島
は
人
口
減
少
、
高
齢
化

の
た
め
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
。
年

老
い
た
両
親
は
、
都
市
部
に
住
む
我

が
子
が
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、
家
の

新
築
、
耐
震
強
化
な
ど
の
改
築
に
お

金
を
投
じ
よ
う
と
は
考
え
な
い
だ
ろ

う
。
自
分
た
ち
で
、
こ
の
家
を
た
た

む
こ
と
に
な
る
と
思
え
ば
、
や
が
て

「
空
き
家
」
に
な
る
と
こ
ろ
に
大
金

を
投
入
す
る
と
い
う
発
想
は
出
て
こ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
は
古
い
ま
ま

で
あ
り
、
こ
の
度
の
地
震
に
よ
る
被

害
も
膨
ら
ん
だ
と
い
う
の
だ
。
毎
年

50
万
人
ほ
ど
の
人
口
が
減
少
し
て
い

く
日
本
は
、
都
市
部
を
除
い
で
高
齢

化
の
流
れ
に
逆
ら
え
な
い
。
能
登
で

起
き
た
悲
劇
は
、
ど
の
地
方
都
市
で

も
起
き
る
こ
と
だ
。

一
方
、
都
市
部
で
大
地
震
が
発
生

し
、マ
ン
シ
ョ
ン
群
が
崩
壊
す
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
で
地
方
と
は
桁
の
違
う

「
被
害
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
避
け

が
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
は
平
成
７
年
１
月
17
日
、
東
日

本
大
震
災
は
平
成
23
年
３
月
11
日
、

そ
し
て
能
登
半
島
大
地
震
が
１
月
１

日
。
い
ず
れ
も
、
寒
い
時
期
だ
。
押

し
つ
ぶ
さ
れ
た
家
屋
の
下
敷
き
に
な

り
、
暖
房
も
な
く
、
寒
い
雨
風
や
雪

に
さ
ら
さ
れ
て
叫
び
声
を
あ
げ
た
と

し
て
も
、誰
も
来
な
い
災
害
現
場
は
、

ま
さ
に
生
き
地
獄
で
は
な
い
か
。

こ
の
能
登
半
島
大
地
震
関
連
の

ニ
ュ
ー
ス
で
筆
者
に
深
い
衝
撃
を
与

え
た
の
は
、
地
震
の
被
災
者
を
救
出

し
よ
う
と
し
て
申
し
出
の
あ
っ
た
台

湾
、
中
国
、
韓
国
政
府
か
ら
の
「
救

助
チ
ー
ム
」
を
日
本
政
府
が
断
っ
て

い
た
と
い
う
も
の
だ
。

台
湾
政
府
は
地
震
発
生
の
３
時
間

後
に
は
総
勢
１
６
０
人
規
模
の
捜
索

救
助
隊
の
派
遣
準
備
を
整
え
て
、
そ

の
旨
を
日
本
側
に
伝
達
し
た
と
い

う
。
月
刊
「
Ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｄ
ａ
」
３
月

号
に
掲
載
さ
れ
た
作
家
、
門
田
隆
将

氏
の
「
台
湾
救
助
隊
は
な
ぜ
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
」に
よ
れ
ば
、

１
９
９
９
年
９
月
21
日
に
発
生
し
た

台
湾
中
部
地
震
に
、
日
本
政
府
は
４

次
に
わ
た
る
救
助
隊
を
派
遣
。
そ
こ

で
、
多
く
の
台
湾
人
を
救
出
し
た
場

面
を
目
撃
し
た
李
登
輝
総
統
は
感
謝

の
言
葉
と
と
も
に
、「
日
本
で
何
か

が
起
こ
っ
た
時
に
真
っ
先
に
駆
け
つ

け
る
の
は
台
湾
だ
」
と
言
い
切
っ
た

と
い
う
。
そ
の
ご
と
く
、
東
日
本
大

震
災
の
折
、
台
湾
は
直
ち
に
救
助
隊

派
遣
を
表
明
し
た
。
だ
が
、
台
湾
は

２
日
間
待
機
さ
せ
ら
れ
て
、
中
国
、

韓
国
の
救
助
チ
ー
ム
の
あ
と
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

そ
し
て
、今
回
は
断
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
救
助
活
動
が
困
難
を
極

め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。
だ
が
、
プ
ロ
の
救
助
チ
ー

ム
だ
。
い
か
な
る
劣
悪
な
環
境
下
で

も
最
大
・
最
善
の
努
力
を
し
、
５

人
、
10
人
の
人
々
の
命
を
助
け
出
せ

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
愛
す

る
家
族
を
失
っ
た
遺
族
の
前
で
、
岸

田
内
閣
は
果
た
し
て
、
そ
の
判
断
が

正
し
か
っ
た
と
堂
々
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
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で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
添
状
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
旧
統
一
教
会
及
び
そ

の
関
連
団
体
の
会
合
・
行
事
な
ど
に
参
加
す
る
こ

と
、
祝
電・メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
送
付
す
る
こ
と
、

選
挙
及
び
政
治
活
動
に
対
す
る
支
援
を
受
け
る
こ

と
、
資
金
的
な
援
助
を
受
け
る
こ
と
な
ど
が
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

―
こ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
の
改
定
と
添
状
の

内
容
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
が
問
題
と

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
す
が
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
そ
の
も
の
に
は

「
家
庭
連
合
」
や
「
旧
統
一
教
会
」
等
の
固
有
名

詞
は
明
記
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
党
本
部
は

こ
れ
ら
組
織
・
団
体
に
関
す
る
党
所
属
の
国
会
議

員
か
ら
の
照
会
に
対
応
す
る
体
制
を
整
備
す
る
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
量
権
に
よ
っ

て
特
定
団
体
を
事
実
上
排
除
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。実
際
に
は
、家
庭
連
合
の「
関
連
団
体
」

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
党
所
属
の
国
会
議
員
に
対
し

て
、「
社
会
的
相
当
性
が
懸
念
さ
れ
る
組
織・団
体
」

と
は
い
か
な
る
協
力
も
し
な
い
よ
う
に
命
じ
る
も

の
で
し
た
。「
関
連
団
体
」
と
い
う
言
葉
と
同
様

に
、「
社
会
的
相
当
性
が
懸
念
さ
れ
る
組
織・団
体
」

と
い
う
言
葉
も
曖
昧
で
定
義
が
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。し

か
し
、
同
じ
日
に
党
所
属
の
全
国
会
議
員
に

送
ら
れ
た
添
状
の
タ
イ
ト
ル
は
「
世
界
平
和
統
一

家
庭
連
合
（
旧
統
一
教
会
）
と
の
関
係
遮
断
に
つ

い
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
標
的
に
さ
れ
た
の
は
誰

―
現
在
日
本
で
は
、
家
庭
連
合
だ
け
で
な
く
そ

の
「
関
連
団
体
」
も
差
別
や
攻
撃
の
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
「
関
連
団
体
」
と
い
う
言
葉
の

定
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
独
立
し
て
運
営

さ
れ
て
い
る
団
体
で
あ
っ
て
も
排
除
の
対
象
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
に
蔓
延
し
て
い
る
不

寛
容
の
風
潮
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

私
が
最
も
注
目
し
て
い
る
の
は
、
政
権
与
党
で

あ
る
自
由
民
主
党
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
の
改
定

で
す
。
２
０
２
２
年
10
月
26
日
、
自
民
党
は
ガ
バ

ナ
ン
ス
コ
ー
ド
を
改
定
し
、
原
則
５̶

４
を
新
設

イ
タ
リ
ア
の
宗
教
社
会
学
者
、
マ
ッ
シ
モ
・
イ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ニ
エ
氏
へ
の
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
５
回
目
と
な

る
今
回
は
、
Ｕ
Ｐ
Ｆ
や
友
好
団
体
で
あ
る
家
庭
連
合
な
ど
に
対
す
る
不
寛
容
と
差
別
の
風
潮
に
つ
い
て
語
っ
て
も

ら
っ
た
。
氏
は
、
日
本
を
覆
う
こ
う
し
た
状
況
が
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ヘ
イ

ト
ク
ラ
イ
ム
に
つ
な
が
る
危
険
性
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

（
聞
き
手
・
魚
谷
俊
輔
Ｕ
Ｐ
Ｆ̶

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
事
務
総
長
）

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

宗
教
社
会
学
者
マ
ッ
シ
モ
・
イ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ニ
エ
氏
に
聞
く

第
５
回

不
寛
容
と
差
別
の
風
潮
が
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
生
み
出
す
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［ 特別インタビュー ｜ 宗教社会学者マッシモ・イントロヴィニエ氏に聞く　第５回 ]

家
庭
連
合
の
「
関
連
団
体
」
の
会
合
に
参
加
し
た

こ
と
と
、
２
０
１
８
年
に
家
庭
連
合
の
指
導
者
で

あ
る
韓
鶴
子
総
裁
と
会
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ

り
、
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。

―
Ｕ
Ｐ
Ｆ
以
外
の
「
関
連
団
体
」
で
、
不
当
な

差
別
を
受
け
て
い
る
団
体
は
あ
り
ま
す
か
。

最
も
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
の
は
世
界
平

和
女
性
連
合
で
し
ょ
う
。
メ
デ
ィ
ア
と
左
翼
政
治

家
の
圧
力
に
よ
り
、
外
務
省
は
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で

20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
学
校
を
運
営
し
て
き
た
宝

山
さ
ん
と
い
う
女
性
に
対
す
る
表
彰
を
取
り
消
し

ま
し
た
。
そ
の
学
校
に
は
か
つ
て
現
地
の
日
本
大

使
が
訪
問
し
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
国
民
の

模
範
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
認
め
た
ほ

ど
の
立
派
な
活
動
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
表
彰
が

取
り
消
さ
れ
た
理
由
は
、
宝
山
さ
ん
が
女
性
連
合

の
理
事
の
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
組
織
は

家
庭
連
合
の
指
導
者
で
あ
る
韓
鶴
子
総
裁
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
国
連
経
済
社
会
理
事
会

の
総
合
協
議
資
格
を
有
し
、
開
発
途
上
国
に
お
け

る
女
性
を
助
け
る
活
動
に
よ
っ
て
広
く
称
賛
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
女
性
連
合
は
日
本
国
内
で
行

政
に
よ
る
差
別
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
女
性
連
合

の
札
幌
支
部
は
30
年
間
に
わ
た
っ
て
協
力
し
て
き

た
札
幌
社
会
福
祉
協
議
会
の
登
録
を
抹
消
さ
れ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。
女
性
連
合
は
家
庭
連
合
の
宗

教
活
動
に
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
家
庭
連
合
の
た

め
の
献
金
集
め
も
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
国
連
が
承

認
し
た
組
織
が
、
単
に
そ
の
創
設
者
と
一
部
の
メ

ン
バ
ー
が
信
仰
し
て
い
る
宗
教
の
ゆ
え
に
、
明
ら

か
に
差
別
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

―
家
庭
連
合
信
者
に
対
す
る
人
権
侵
害
で
、
今

後
最
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

不
寛
容
と
差
別
の
風
潮
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
生
み

出
す
こ
と
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
中
傷
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
よ
っ
て
、
家
庭
連
合
信
者
の
婦
人
た
ち
は
、

信
者
で
な
い
夫
か
ら
の
家
庭
内
暴
力
を
受
け
て
い

ま
す
。
二
世
信
者
た
ち
は
学
校
で
い
じ
め
ら
れ
、

成
人
信
者
た
ち
は
職
場
で
の
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て

い
ま
す
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
侮
辱

や
脅
し
に
も
、
目
に
余
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
日

本
の
家
庭
連
合
信
者
は
恐
怖
の
中
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
続
く
か
ぎ
り
、
ヘ
イ

ト
ク
ラ
イ
ム
か
ら
の
安
全
地
帯
は
あ
り
ま
せ
ん
。

は
非
常
に
数
が
多
く
判
別
が
難
し
い
の
で
、
自
民

党
本
部
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
て
、
関
係
を
遮

断
す
べ
き
団
体
を
党
所
属
の
国
会
議
員
に
対
し
て

周
知
徹
底
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
方
針
の
最
大
の
問
題
点
は
、「
二
級
の
日

本
国
民
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
作
ら
れ
、
彼
ら

は
単
に
宗
教
的
信
仰
を
理
由
と
し
て
、
最
大
政
党

の
政
治
活
動
に
自
由
に
参
加
で
き
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
関
係
遮
断
」
の
意
味
が
、

特
定
の
信
仰
を
持
つ
国
民
か
ら
請
願
も
陳
情
も
受

け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
請
願

権
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
政
治
家
の
方
も
、
特
定
団
体
の
会
合
に

参
加
す
る
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
標
的
に
な
っ
て
い
る
「
関
連
団
体
」
の
中
で

最
も
重
要
な
の
は
Ｕ
Ｐ
Ｆ
で
し
ょ
う
。
Ｕ
Ｐ
Ｆ
の

会
合
に
は
こ
れ
ま
で
世
界
各
国
の
大
統
領
や
首
相

を
は
じ
め
と
す
る
著
名
な
政
治
指
導
者
た
ち
が
参

加
し
、
日
本
で
も
安
倍
元
首
相
が
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
民

党
の
国
会
議
員
が
多
く
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
こ

う
し
た
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

経
済
再
生
担
当
大
臣
で
あ
っ
た
山
際
大
志
郎
氏

は
、
２
０
１
１
年
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
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創
設
者
メ
ッ
セ
ー
ジ

今
や
世
界
は
、
大
変
遷
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
き
に
至
り
ま
し
た
。

現
在
、
先
進
諸
国
は
一
様
に
悩
み
の
中
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
原
因
は
ど

こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
先
進
諸
国
が
み
な
物
質
文
明
の
極

致
を
謳お

う
歌か

す
る
中
で
、
今
で
は
そ
の
物
質
文
明
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
あ
る
の
で
す
。

物
質
が
精
神
を
支
配
し
、
心
を
支
配
し
て
い
っ
た
結
果
、
人
間
の
心
霊
が
物

質
の
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
は
真
の
愛
の
没

落
で
す
。
物
質
的
に
豊
か
で
あ
り
、
都
市
に
は
高
層
の
楼
閣
が
立
ち
並
ん
で
い

ま
す
が
、
人
間
の
心
は
砂
漠
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
、
そ
こ
で
は
真
の
愛
の
オ
ア

シ
ス
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
人
間
の
生
活
は
殺
伐
こ
の
上
な
い
も

の
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
真
の
愛
が
な
い
の
で
、
人
間
の
利
己
主
義
ば

か
り
が
生
い
茂
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
利
己
主
義
の
最
大
の
犠
牲
者
は

美
し
い
大
自
然
で
す
。

私
は
こ
の
平
和
会
議
の
一
つ
の
主
題
と
し
て
、
地
球
と
人
間
の
回
復
に
関
す

る
討
議
も
含
め
ま
し
た
が
、
私
た
ち
の
自
然
環
境
は
、
今
で
は
加
配
さ
れ
る
だ

け
破
壊
さ
れ
、
水
と
空
気
は
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
人
類
を
保
護
し
て
く
れ
た
オ

ゾ
ン
層
ま
で
破
損
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
ま
ま
い
け
ば
人
類
は
、
自

ら
構
築
し
た
物
質
文
明
の
た
め
に
自
滅
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
物
質
文
明
が
与
え
た
極
度
の
被
害
は
、
あ
ら
ゆ
る

国
家
社
会
の
基
礎
と
な
る
家
庭
の
破
壊
に
あ
り
ま
す
。
家
庭
は
社
会
の
細
胞
で

す
。
私
た
ち
の
体
の
中
に
あ
る
数
十
兆
の
細
胞
の
一
つ
ひ
と
つ
が
健
全
で
あ
れ

ば
、
そ
の
体
は
健
全
な
体
で
す
が
、
そ
の
細
胞
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
体
全

体
が
弱
く
な
り
、
結
局
そ
の
体
も
破
壊
さ
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
地
球
上
で
す
べ
て
の
家
庭
制
度
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
こ
と

は
、す
な
わ
ち
世
界
人
類
全
体
の
破
滅
が
遠
く
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

今
、
私
た
ち
の
社
会
は
、
本
来
神
様
が
設
計
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
も
の
と
は
正

反
対
の
道
を
走
っ
て
い
る
の
で
す
。

21
世
紀
は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
神
様
が
意
図
さ
れ
る
創
造
本
然
の
世
界
に

帰
っ
て
い
く
世
紀
で
す
。
物
質
文
明
の
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
精
神
と
心
が
主
人

と
な
る
精
神
文
明
の
時
が
訪
れ
る
の
で
す
。

こ
の
時
、
開
発
途
上
に
あ
る
国
々
は
、
開
発
国
の
轍て

つ
を
踏
ま
ず
に
、
先
進
国

を
教
訓
と
し
て
物
質
文
明
の
罠
に
は
ま
る
こ
と
な
く
、
心
と
精
神
が
主
人
と
な

る
世
界
に
直
接
突
入
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
熱
望
し
な
が
ら
、
私
が
絶
叫
し
た

い
と
思
っ
て
い
た
忠
告
の
内
容
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

物
質
文
明
の
罠
に
は
ま
っ
た
先
進
諸
国

人
間
の
利
己
主
義
の
最
大
の
犠
牲
者
は
美
し
い
大
自
然
で
す

（
第
３
回
「
世
界
平
和
会
議
」
基
調
講
演
よ
り
１
９
９
５
年
８
月
23
日
）

文
鮮
明
総
裁
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※「談論風発 2024　家族の未来は国家の未来」は不定期で掲載します。

2月 27日、厚労省から 2023年人口動
態統計の速報値が発表され、出生数が 75
万 8631人と過去最少となることが確実と
なった。これを受けて同日午後に会見を
行った林芳正官房長官は、「ラストチャン
ス」「待ったなしの瀬戸際」などの強い言
葉を用いて危機感を示し、「前例のない規
模」で少子化対策を強化する決意を述べた。
具体的には昨年末の「子ども未来戦略」に
基づいて、①若年層の所得増②社会全体の
構造・意識の変革③ライフステージに応じ
た子ども・子育て世帯への切れ目ない支援
――の 3点を柱に据えるという。
　この中で最も本質的かつ困難なテーマが
②の社会全体の変革、特に意識の改革だろ
う。今回の速報値では婚姻数も過去最少と
なっており、結婚、家族形成へのネガティ
ブな意識を変えるのは簡単ではない。

「美徳」と「意図的努力」の再評価

　日本財団の「第3回18歳意識調査」（2018
年）では、「自分が育った家庭と同じよう
な家庭を築きたい」と答えた層では「結
婚したい」と思う割合が 88.9％に達した。
若年層の結婚観を好転させるためには、両
親世代の夫婦関係の改善が必須だ。これが
まさに、現在の少子化議論で決定的に不足
している視点である。
　どうすれば、子供たちが憧れるような結
婚生活ができるのか。そこに示唆を与えて

くれるのが米国での最新研究だ。
　米ウィートリー研究所の研究では、結婚
関係における永続的なつながりは、相手に
対する好意や感情の高まりよりも、個人的
な美徳や意図的な努力によってもたらされ
ることが示唆された。
　豊かなつながりをもっているカップル
は、そうでないカップルと比べて、「献身」
「他者中心」「思いやり」の美徳で、それぞ
れ約 3倍のスコアを示した。さらに意図
的に関係を築く行動とる割合も、「一緒に
過ごす」「親切にする」「過ちを許す」が 3.5
倍、「関係をメンテナンスする」も 75％ほ
ど高くなった。

「感情優先」の落とし穴

　研究者らは、美徳や努力を重視する考え
方に対して、結婚に幸福感や感情的に満た
されることを求める考え方を対置した。
　日本でも、結婚はほぼ恋愛の延長線上で
捉えられており、ときめきややすらぎなど
情緒的な充足を求める傾向が強い。
　しかし、研究者たちによれば、その感情
優先の考え方自体が、美徳を身に着けるこ
とや関係を築く努力の軽視につながり、結
果として結婚を成功から遠ざけていると指
摘した。
　夫婦関係の改善、結婚生活の充実は、少
子化反転の鍵を握る。示唆に富んだ研究で
あることは確かだろう。

談論風発2024家族の未来は国家の未来

美徳を身に着け、関係を築く努力を
～結婚生活を成功に導く秘訣～



̶平和大使活動レポート②

世界思想   2024 年４月号   vol.60 30

UPF-Japanは 1月 20日、東京都内の会場
で公開シンポジウム「報道はなぜ『暴走』し
たのか―ジャーナリストによる徹底検証『旧
統一教会報道』」を開催した。シンポジウム
では、ノンフィクション作家の福田ますみ氏、
著述家であり作家の加藤文宏氏、ノンフィク
ションライターの窪田順生氏の 3人をパネ
リストに迎え、メディア報道のあり方につい
て熱い議論を展開。会場には報道関係者を含
め 70人が参加した。
　主催者あいさつに続き、3人のパネリスト
が基調講演を行った。最初に登壇したのは、
ノンフィクションライターの窪田順生氏。
　窪田氏はメディア報道が暴走する要因とし
て、①情報源に過度に依存してしまう「アク
セスジャーナリズム」②マスコミは常に正し
いとする同業者の思い込みと「みんな同じ」
から外れられない組織人ジャーナリズム③価
値観の異なる人を皆で排斥しようとする「自
警団文化」――の 3点を上げた。
　次に登壇した福田ますみ氏は、旧統一教会
報道について言及。被害者救済に名を借りて
教会批判の先頭に立つ「全国弁連（全国霊感
商法対策弁護士連絡会）」の成り立ちやその

政治的意図について説明した。マスコミで報
じられない信者に対する「拉致監禁・強制改
宗」問題と全国弁連の関係性について説明。
今日のメディアの報道は中立的な立場からで
はなく、一方的な主張の場になってしまって
いる、と訴えかけた。
　最後の基調講演として、加藤文宏氏が登壇。
「報道は何を意図して何を伝えたのか」と題
し、データで旧統一教会報道を振り返った。
加藤氏は SNSやウェブサイトの検索ビッグ
データなどをもとに、国民意識とメディアの
動きについて分析。社会の風評の発生には、
メディアの影響が大きく関わっていることを
指摘し、旧統一教会だけでなく、日本社会が
風評被害を受けていると語った。
　具体的には、宗教団体の信者が政治に関わ
ることにはなんの問題もないにも関わらず、
メディア報道ではそのことによる違法性や悪
影響についてエビデンスが示されていないこ
とを指摘。「教団は邪悪」との前提だけが独
り歩きした結果、信者の人権や参政権を否定
する世論が芽生えたり、地方議会で旧統一教
会を排除する動きが起こったと述べた。
　加藤氏は、エビデンスに基づかない旧統一
教会追及の動きは一種の政治運動であり、社
会運動であると強調し、教団やその信者に対
する人権侵害や解散命令請求の問題だけでな
く、社会を分断する結果を生んだと述べた。
　基調講演に続いて、パネリスト 3人によ
るディスカッションや会場との質疑応答が行
われ、民主主義のもとでのメディアのあり方
や人権に関わる問題についても議論された。

旧統一教会報道はなぜ「暴走」したのか
UPF主催　新春公開シンポジウム
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　宗教者平和大使協議会・IAPD-Japan主催
の第 125回超宗教フォーラムが 2月 6日、
全国各所をオンラインで接続して開催され、
神道、仏教、イスラーム、キリスト教を代表
する宗教者平和大使、有識者ら約 60人が参
加した。
　国連の「World Interfaith Harmony Week
（世界異教徒間の調和週間）」（毎年 2月の第
1週）を記念して毎年この時期に行っている
フォーラムは、宗教者が世界平和の実現に向
けて宗教・宗派・教派を超えてともに祈り、
対話と連携を深める必要性について再確認す
ることを目的としている。
　これに加え、日本では元日に能登半島沖を
震源とする大地震が発生し、石川県を中心に
広範囲で家屋倒壊や津波などの被害が発生し
たことを受け、今回のフォーラムでは「能登
半島地震追悼復興、平和統一の祈り」をテー
マに掲げ、犠牲者を追悼し被災地の復興のた
めの祈りを捧げた。
　フォーラムではまず、IAPD-Japan役員で
石川県在住の牧師が開会の辞を兼ね、地震発
生時の様子や被災地の声を紹介した。続いて、
石川県平和大使協議会の関係者（金沢市在住）
が、現在までの被災地の状況を報告（ビデオ

メッセージ）。
　神道、仏教、イスラーム、キリスト教を代
表する指導者 6人が順に祈りを捧げたほか、
UPFの友好団体である平和統一聯合の有志
が「アッシジの聖フランシスコの平和の祈り」
の荘厳な合唱を披露した。
　祈祷の後、司会の石丸志信 IAPD-Japan
コーディネーター（世界平和宗教連合会長）
が UPF創設者、文鮮明総裁による「宗教に
よる世界平和」のメッセージを朗読した。
　続いて、UPF-Japanの梶栗正義議長が基
調講演を行った。梶栗議長は、希望に満ちた
新年を祝う正月に、大地震と羽田空港での飛
行機事故の天災と人災が相次いで起こったこ
とを受け、あらためて天を畏れ、敬う気持ち
とともに、人々の心を一つにする絆と祈りが
復興の力となることを強調した。
　また、梶栗議長は今年 1月 30日から米ワ
シントンで開かれた「国際宗教の自由フォー
ラム（IRF）サミット 2024」に参加した際
の様子を紹介。基本的人権の根幹をなす信教
の自由を守るための米欧を中心としたネット
ワークに力づけられ、民主主義を守るための
決意と努力を実感したと語った。また、日本
でも社会の安定と絆を強めるために、宗教
の大切さがより深く理解されるよう、IAPD-
Japanを中心とする宗教者平和大使の役割の
重要性についても言及した。
　さらに議長は、今日の朝鮮半島情勢に触れ、
南北の平和統一のためにはこの地域に対する
宗教を基盤とした価値観の啓発が急務だと述
べた。

能登半島地震　犠牲者を追悼、被災地の復興を祈る
国連「世界異教徒間の調和週間」記念　第125回超宗教フォーラム



「世界思想」をぜひお知り合いの方に
ご紹介ください！

平和大使協議会（一般会員）にご入会いただくと、毎月ご自宅
に会員情報誌「世界思想」を郵送でお届けいたします。会費は
月 2,000 円（税込・送料込）です。

ご入会は下記の電話、ウェブサイト、スマートフォンをご利用
の方は右のQRコードからお申し込みいただけます。

※ご入会手続き完了後、「平和大使オンライン」をご利用いただくための IDとパスワードを
郵送でお送りいたします。

また、一般会員の方は、追加料金なしで会員向けウェブメディ
ア「平和大使オンライン」（https://heiwataishi.online/）の
有料記事（※）をお読みいただけます。

編

集

部

か

ら

投稿は 300 字以内にまとめ、氏名（ふりがな）・職業・
年齢・電話番号をご記入の上、FAXまたは電子メー
ルでご投稿ください。

【あて先】
F  A  X 03-5366-0390（平和大使協議会事務局）
E-mail tegami@peaceambassador.org

スマートフォンはこちらから

＜ご意見・ご感想をお待ちしています＞

「
聴
く
力
」
は
公
平
、
公
正

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疑
念

を
持
た
れ
批
判
さ
れ
た
ら
、
批

判
し
て
い
る
側
の
声
を
聴
く
と

と
も
に
、
批
判
さ
れ
て
い
る
側

の
声
も
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
う
え
で
反
論
す
べ
き

と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
堂
々
と
主
張

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
せ
ず

に
、
批
判
さ
れ
た
「
対
象
」
を

切
っ
て
い
く
だ
け
で
は
こ
ち
ら

が
「
壊
れ
る
」
だ
け
で
あ
る
。

他
で
も
な
い
自
民
党
の
こ
と

だ
。
自
民
党
を
壊
し
、
日
本
を

壊
す
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
今

の
執
行
部
は
。
日
本
が
壊
れ
れ

ば
ア
ジ
ア
と
世
界
が
壊
れ
て
し

ま
う
の
に
。（
Ｙ
Ｗ
）

今
月
は
沖
縄
特
集
だ
っ
た

が
、
奇
し
く
も
浦
添
市
在
住
の

詩
人
、
星
雅
彦
さ
ん
が
２
月
に

92
歳
で
逝
去
。
文
芸
誌
『
う
ら

そ
え
文
芸
』
を
主
催
し
、
日
本

ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
に
し
て
沖
縄

県
文
化
協
会
会
長
を
務
め
る
な

ど
、
沖
縄
を
代
表
す
る
文
化
人

だ
っ
た
。
２
０
２
０
年
12
月
号

本
誌
に
登
場
し
、「
正
し
い
沖

縄
戦
」
を
伝
え
る
活
動
を
語
ら

れ
た
、
誇
り
高
い
沖
縄
の
魂
を

持
っ
た
愛
国
者
で
し
た
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま

す
。（
Ｍ
・
Ｈ
）

安
保
、
少
子
化
等
、
現
実
的

な
課
題
の
深
刻
さ
は
増
し
て
お

り
、
政
治
に
期
待
さ
れ
る
役
割

は
拡
大
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

派
閥
、
裏
金
、
不
適
切
パ
ー

テ
ィ
ー
な
ど
、
本
質
か
ら
離
れ

た
ど
う
で
も
い
い
話
題
で
国
会

も
メ
デ
ィ
ア
も
大
騒
ぎ
。「
衆

愚
政
治
」
と
い
う
嫌
な
言
葉
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。
ま
ず
は
政

治
家
に
求
め
る
資
質
の
優
先
順

位
の
つ
け
方
か
ら
考
え
直
さ
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。（
硯
）

ご入会は今すぐ！　03-3351-4311　https://peaceambassador.org
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※会員の方は会費に含まれます。
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キェルケゴール
̶生の苦悩に向き合う哲学
鈴木祐丞・著（ちくま新書）

る
任
務
」
の
た
め
、
神
に
遣
わ

さ
れ
た
「
密ス
パ
イ使
」
だ
っ
た
と
い

う
の
だ
。

こ
の
使
命
観
が
な
け
れ
ば
、

父
親
が
神
を
呪
っ
た「
大
地
震
」

も
、
９
歳
若
い
少
女
と
婚
約
破

棄
し
た
「
奇
行
」
も
、
体
制
派

教
会
と
対
立
し
た
「
反
抗
と
孤

立
」
も
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教

会
に
は
「
救
い
」
が
な
い
と
確

信
し
た
か
ら
だ
。
そ
の
神
か
ら

与
え
ら
れ
た
と
（
自
身
で
は
）

確
信
し
た
「
任
務
」
遂
行
の
手

段
と
し
て
哲
学
作
品
を
書
い
た

と
い
う
の
だ
。
い
わ
ば
「
哲
学

領
野
か
ら
の
宗
教
改
革
」
と
も

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

か
つ
て
サ
ル
ト
ル
的
解
釈
で

「
反
体
制
哲
学
」
と
し
て
読
ま

れ
た
が
、
ポ
リ
コ
レ
な
ど
を
契

機
に
宗
教
的
価
値
観
が
軽
視
さ

れ
る
今
の
時
代
に
こ
そ
「
神
の

ス
パ
イ
」
説
の
登
場
は
意
義
深

い
。

（
久
輝
周
作
）

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
20
世

紀
実
存
主
義
の
嚆こ
う

矢し

と
し
て

「
再
発
見
」
さ
れ
た
デ
ン
マ
ー

ク
の
実
存
哲
学
者
。
だ
が
著
者

に
よ
れ
ば
、
１
９
９
０
年
代
以

降
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
は
激

変
し
、
19
世
紀
デ
ン
マ
ー
ク
の

時
代
背
景
を
考
慮
す
る
の
が
主

流
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
彼
の
人

生
と
宗
教
観
に
着
目
し
、
そ
れ

を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
の
が

本
書
。『
死
に
至
る
病
』
な
ど

仮
名
で
書
か
れ
た
哲
学
著
作
や

牧
師
と
し
て
教
会
で
行
っ
た
説

教
も
「
本
業
」
で
は
な
く
、
自

身
が
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
ち

人
生
を
か
け
て
取
り
組
ん
だ

「
使
命
」
こ
そ
、「
キ
リ
ス
ト
教

界
に
キ
リ
ス
ト
教
を
再
導
入
す

　勉強会を始めたきっか
けは？

　日頃から、日本では、
宗教理解を進めることで
解決できる問題が結構あ
ると感じていました。あ
る勉強会で「宗教マイノ
リティ」を大学で学んだ青年に出会い「これだ」
と思い始めました。

　実際にやってみてどうか？

　多くの方が自発的に参加し、積極的に意見
を述べてくれることに感動しました。現在で
はさまざまな宗教の信者さんが参加するよう
になり、各宗教が持つ視点を共有することで
新しい気づきがあり嬉しく思います。

地方の平和大使活動と平和大使、会員、スタッフの想いを
ご紹介するコーナーです。

（ （

２月 24日、東京都内で「宗教マイノリティ理解増進勉強会」
が開催されました。第５回となる勉強会には、家庭連合から学生、
青年を含めた信徒 19人、新宗教から信徒２人、そして主の羊ク
リスチャン教会の中川晴久牧師が参加しました。
　「宗教の役割と公益性」をテーマに、参加者による意見交換の
時間がありました。参加者からは、「宗教が社会から排除されつ
つある、社会に必要とされる姿になるべき」「宗教の持つ本質を
正しく伝えていきたい」と、それぞれが考える宗教の役割につい
て意見が述べられました。

実
存
哲
学
者
の「
正
体
」に
迫
る
１
冊

「宗教の役割」を考える
～多様な宗教の信徒が集い勉強会～

加藤誠也
に聞きました。

さ
ん

首都圏平和大使協議会超宗教活動担当
南東京平和大使協議会事務局長

本棚

すぽっと
らいと



世界と日本人｜World & Japanese

左から内田良平、武田範之、李容九

【参考文献】『武田範之とその時代』（滝沢誠著、三嶺書房）、『命がけの夢に生きた日本人』（黄文雄著、青春出版社）、『武田範之伝』（川上善兵衛著、日本経済評論社）ほか

　韓国での「反日」の原点は、1910（明治 43）年
から 35 年間続いた「日韓併合」故

ゆえ

とされる。是
非はさて置き、その歴史を経て韓国の繁栄あるこ
とは否めない。従って「悪」だったとだけ断罪さ
れることに、疑問を持つ日本人は多い。植民地争
奪が世界の常識だった時代背景を考えず、現代の
価値観で論じることは如

い か が

何なものか…。
　120 年前、西欧列強の侵略から亜

アジア

を救う方案『大
東合

がっぽう

邦論』（樽
たる い と う き ち

井藤吉著）に賛同し奔
ほんそう

走、事が成っ
た暁
あかつき

に没した僧がいた。玄
げんようしゃ

洋社を興
おこ

し亜解放に挺
身した頭

とうやまみつる

山満が「浪
ろうにん

人の白
は く び

眉（優れた人）」と讃
たた

えた北陸の名
めいさつ

刹・顕
けんしょうじ

聖寺住職の武
た け だ は ん し

田範之だ。
　1863（文

ぶんきゅう

久３）年、筑
ちくごのくに

後国（福岡県）久
く る め

留米藩
士の三男として範

は ん し

之は誕生。医家・武田家の養子
となるが、医学より文学や哲学に傾倒して出奔し、
諸国放浪の末に禅寺・顕聖寺で「大

だいぞうきょう

蔵経」に悟
さと

り
を開き出家した。数

あまた

いる雲
うんすい

水（行脚僧）の中で抜
きん出るが、自由党と関わった放浪時代の友人の
来訪で、植民地支配に脅かされている亜情勢を知
り、「亜は結束すべし」との想いが募って、法王
の位

くらい

を捨てて乞
こ じ き ぼ う ず

食坊主となり、29 歳にて朝鮮半
島南端・麗

ヨ ス

水沖に浮かぶ金
ク モ ド

鰲島へ渡った。
先
ま

ずは漁場開拓で島に理想世界の雛
ひながた

形を作ろう
とするも、船頭に漁獲物を持ち逃げされ挫

ざ せ つ

折する。
釡
プ サ ン

山に移り玄洋社の内
うちだりょうへい

田良平が組織した天
てん

佑
ゆうきょう

侠
や李朝の虐

ぎゃくせい

政を糾
きゅうだん

弾する新宗教・東
とうがくとう

学党と交流。
東学党の乱でも行動を共にした範之と
内田らは、彼らの信頼を得る。方や乱
鎮
ちんあつ

圧に当たった清軍と日本軍とが対立
し、日清戦争に発展する。
　日本の勝利で、朝鮮は独立するも、
露
ロシア

が王妃の閔
ミ ン ピ

妃と高
コジョン

宗王を親露派とし
たため、日本公使・三

み う ら ご ろ う

浦梧楼は、王の
父・大

テウォングン

院君に接近して閔妃殺害事件が
発生。その余波を受け、範之ら日本人

は退韓命令で帰国し、高宗王は露大使館で執務し、
韓露秘密条約が結ばれ、露化が進められた。
　朝鮮浪人で大幅なブランクを空

あ

け還
かえ

った範之
は、末

ま つ じ

寺の東
と う り ん じ

林寺住職となるや、三浦公使の要請
で閔妃事件の韓国側関係者の亡命を助け寺に匿

かくま

う。その上、閔妃と事件犠牲者の三回忌
き ほ う よ う

法要を営
む。一方、露の南下による日本や朝鮮の危機は
俄
が ぜ ん

然高まり、範之の焦
しょうそう

燥感も高まって内田が創立
した黒

こくりゅう

竜会の機関紙に執筆、危機感を喚
かん

起
き

。その
傍
かたわ

ら 38 歳で、顕聖寺第 31 世住職に選ばれた。
　1904（明治 37）年の日露戦争で日本が勝利す
ると、韓国と乙

い っ し

巳条約が結ばれ保護国に。韓国側
文献は、条約反対勢力について詳細を究めている
が、賛成側は僅

きんしょう

少。が、反対派に匹敵する賛成派
もあり、その代表が東学の後進で開化派政治家・
李
イ ヨ ン グ

容九らによる「一
イルチェンフェ

進会」だ。100 万会員を擁
よう

し
た最大の政治組織で、日露戦争では会員が手弁当
で後方支援し、57 人の犠牲者を出した。
　1905（明治 38）年、初代韓国統

とうかん

監に伊
いと う ひ ろ ぶ み

藤博文が
就
つ

いた際、嘱
しょくたく

託で帯同した内田に頼られ範之も呼
ばれて渡韓。『大東合邦論』の訳本で、合邦世論
が起きても不熱心な伊藤に内田が辞任勧告し、辞
めて直

す

ぐ安
アンジュングン

重根による暗殺事件が発生。
　日本で「報復に併

へいどん

呑せよ」との世論が起き、範
之は急ぎ合邦建議書を書き、一進会の了解を以

もっ

て
発表し、政府も欧米の了承を得、「日韓併合」が

成る。しかしそれは、範之が願った対
等な合邦でなく軍部主導の「併合（併
呑）」に失望し帰国。翌11（明治 44）年、
喉
こうとう

頭癌
がん

により 48 歳で入
にゅうじゅく

寂した。
　歴史に i

イフ

f はない。が、儒教伝統の事
じ

大
だい

（小は大に事
つか

える）主義で、閔妃の
如
ごと

く最強国露に事えていれば、韓国も
北朝鮮同様の惨状になったであろうこ
とは、想像に難

かた

くない…。（文／小野敬）

2024
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が っ ぽ う

邦」に命を賭けた大
だ い

僧
そ う

正
じょう

武田 範之
Hanshi Takeda

（ （筑後・福岡県出身
1863～1911

世
界
思
想

vol.60

２
０
２
４
年
４
月
10
日
発
行
（
毎
月
10
日
発
行
）

第
６
巻
第
１
号
（
通
巻
60
号
）

発
行
人
梶
栗
正
義

発
行
所
平
和
大
使
協
議
会

〒
１
６
０｜

０
０
２
２
東
京
都
新
宿
区
新
宿
５｜

13｜

２
成
約
ビ
ル
５
Ｆ

TEL

：03 -3351 -4311
FAX

：03 -5366 -0390
E-m
ail

：info@
peaceam

bassador.org




