
岐
路
に
立
つ
日
本
の
皇
室 

 
 

 

元
衆
議
院
議
員 

大
前 

繁
雄 

一

、

韓

国

、

ネ

パ

ー

ル

・

ブ

ー

タ

ン

を

旅

し

て 

 

今

年

の

四

月

下

旬

か

ら

、

五

月

半

ば

ま

で

ひ

ょ

ん

な

こ

と

か

ら

、

韓

国

、

ネ

パ

ー

ル

・

ブ

ー

タ

ン

を

旅

す

る

機

会

を

得

た

。

途

中

一

週

間

の

ゴ

ー

ル

デ

ン

ウ

ィ

ー

ク

を

自

宅

で

過

し

た

と

は

い

え

、

半

月

近

い

強

行

軍

の

海

外

旅

行

は

、

後

期

高

齢

者

の

仲

間

入

り

を

し

た

私

に

と

っ

て

大

変

キ

ツ

イ

も

の

で

あ

っ

た

が

、

一

方

、

得

た

こ

と

も

多

く

有

意

義

な

旅

で

あ

っ

た

。 

歴

史

の

深

い

国 

韓

国 

韓

国

へ

は

四

月

二

十

六

日

か

ら

四

月

二

十

九

日

ま

で

三

泊

四

日

の

日

程

で

、

一

般

募

集

の

パ

ッ

ク

ツ

ア

ー

に

一

人

で

参

加

し

た

。

ツ

ア

ー

の

目

玉

は

海

割

れ

の

町

で

有

名

な

珍チ
ン

島ド

で

あ

っ

た

が

、

私

は

古

代

日

本

と

姉

妹

の

よ

う

な

関

係

に

あ

っ

た

百

済

の

首

都

扶プ

余ヨ

、

そ

れ

に

好

き

な

韓

ド

ラ

「

イ

サ

ン

」

で

有

名

に

な

っ

た

李

氏

朝

鮮

二

十

二

世

王

正
チ
ョ
ン

祖ジ

ョ

の

築

造

し

た

世

界

文

化

遺

産

水ス

原オ
ン

華フ
ァ

城

、
そ

れ

に

朝

鮮

王

朝

時

代

の

支

配

階

級

両

班

ヤ

ン

パ

ン

の

典

型

的

な

居

宅

が

残

さ

れ

て

い

る

潭タ

陽
ミ
ョ
ン

等

、

古

い

歴

史

遺

産

に

魅

か

れ

て

の

参

加

で

あ

っ

た

。

そ

れ

ら

の

歴

史

遺

産

を

見

て

歩

い

て

、

改

め

て

思

っ

た

の

は

、

や

は

り

韓

国

と

い

う

の

は

歴

史

の

深

い

国

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 



こ

れ

も

た

ま

た

ま

で

あ

る

が

、

昨

年

秋

に

会

社

時

代

の

同

期

会

で

台

湾

を

訪

ね

た

の

で

あ

る

が

、

台

湾

に

は

こ

う

い

っ

た

古

い

歴

史

遺

産

は

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

こ

と

を

思

い

出

す

。 

 

よ

く

「

親

日

の

台

湾

」
、
「

反

日

の

韓

国

」

と

い

う

言

葉

が

対

比

し

て

語

ら

れ

る

が

、

私

は

こ

れ

ま

で

そ

の

理

由

の

多

く

を

植

民

地

時

代

の

日

本

の

統

治

方

法

や

統

治

に

当

っ

た

人

材

の

ち

が

い

に

あ

る

と

考

え

て

き

た

。

し

か

し

、

今

回

の

韓

国

旅

行

で

分

か

っ

た

の

は

、

両

国

の

歴

史

的

、

地

理

的

差

異

の

大

き

さ

で

あ

る

。 

 

同

じ

日

本

の

統

治

下

に

組

み

入

れ

ら

れ

た

台

湾

と

韓

国

で

あ

る

が

、

数

十

の

原

住

民

部

族

に

分

れ

て

、

長

ら

く

国

家

な

し

で

過

し

て

き

た

台

湾

の

人

達

に

と

っ

て

、

日

本

は

有

史

以

来

は

じ

め

て

正

式

の

「

国

民

」

と

し

て

優

れ

た

行

政

の

恩

恵

を

与

え

て

く

れ

た

国

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

韓

半

島

の

人

々

は

把

え

よ

う

に

よ

っ

て

は

日

本

よ

り

古

い

時

代

か

ら

色

ん

な

国

家

を

形

成

し

、
「
国

民

」
と

し

て

長

い

歴

史

経

験

を

有

し

て

い

る

。
そ

の

よ

う

な

古

い

歴

史

の

あ

る

国

を

併

合

し

、

統

治

し

て

い

く

の

に

大

変

な

困

難

が

伴

な

っ

た

と

い

う

こ

と

が

、

今

日

ま

で

の

韓

国

の

「

反

日

」

に

つ

な

が

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

の

が

今

回

の

韓

国

旅

行

で

実

感

し

た

点

で

あ

る

。 

３

Ｋ

の

国

ネ

パ

ー

ル 

 

ネ

パ

ー

ル

・

ブ

ー

タ

ン

へ

は

五

月

七

日

か

ら

十

五

日

ま

で

、

ネ

パ

ー

ル

で

孤

児

な

ど

貧

窮

子

女

の

支

援

活

動

を

行

っ

て

い

る



「

摩マ

耶ヤ

基
金

」

の

訪

問

団

五

名

の

一

員

と

し

て

参

加

し

た

。 

 
ネ

パ

ー

ル

と

ブ

ー

タ

ン

は

と

も

に

イ

ン

ド

と

チ

ベ

ッ

ト

に

隣

接

す

る

近

い

地

域

に

あ

り

な

が

ら

、

一

方

は

王

政

が

最

近

廃

絶

さ

れ

た

国

と

し

て

、

一

方

は

安

定

し

た

立

憲

君

主

国

と

し

て

知

ら

れ

る

対

象

的

な

存

在

な

の

で

、

以

前

か

ら

ぜ

ひ

訪

ね

て

み

た

い

と

思

っ

て

い

た

。 

 

関

空

を

深

夜

に

発

っ

て

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

を

経

由

、

日

本

と

三

時

間

十

五

分

と

い

う

半

端

な

時

差

で

翌

日

の

正

午

、

ネ

パ

ー

ル

の

首

都

カ

ト

マ

ン

ズ

に

到

着

。

最

初

に

驚

か

さ

れ

た

の

は

空

気

が

あ

ま

り

に

も

汚

い

こ

と

で

あ

っ

た

。

出

発

前

、

旅

行

社

か

ら

も

ら

っ

た

案

内

書

に

必

携

品

と

し

て

〝

マ

ス

ク

〟

と

記

載

さ

れ

て

い

た

の

を

け

げ

ん

に

思

っ

た

の

だ

が

、

そ

の

理

由

が

現

地

に

着

い

て

は

じ

め

て

分

か

っ

た

。

道

路

の

舗

装

が

十

分

で

な

い

た

め

砂

ぼ

こ

り

が

ひ

ど

く

、

マ

ス

ク

な

し

で

は

街

を

歩

け

な

い

ほ

ど

な

の

で

あ

る

。 

 

空

気

が

汚

い

だ

け

で

な

く

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教

の

国

特

有

の

牛

や

犬

な

ど

が

路

上

を

ウ

ロ

ウ

ロ

と

歩

き

回

り

、

そ

れ

ら

の

糞

尿

で

街

中

に

悪

臭

が

漂

っ

て

い

る

。

さ

ら

に

物

凄

い

数

の

自

動

車

が

猛

烈

な

ス

ピ

ー

ド

で

信

号

機

の

な

い

路

上

を

走

り

回

る

の

で

、

う

か

う

か

と

道

路

の

横

断

な

ど

出

来

ず

、

危

険

極

ま

り

な

い

。 

 

い

う

な

れ

ば

「

汚

い

」
「

臭

い

」
「

危

険

」

が

み

ご

と

に

揃

っ

た

３

Ｋ

の

国

と

い

う

の

が

、

私

の

ネ

パ

ー

ル

入

国

の

第

一

印

象

で

、
内

心

、
「
こ

れ

は

ひ

ど

い

国

に

来

て

し

ま

っ

た

」
と

い

う

の



が

率

直

な

感

想

で

あ

っ

た

。 

 
し

か

し

あ

と

で

ネ

パ

ー

ル

の

現

地

ガ

イ

ド

に

聞

い

た

と

こ

ろ

で

は

、

ネ

パ

ー

ル

も

以

前

は

こ

ん

な

ひ

ど

い

国

で

は

な

か

っ

た

と

の

こ

と

。

エ

ベ

レ

ス

ト

を

は

じ

め

世

界

最

高

峰

の

ヒ

マ

ラ

ヤ

山

脈

を

背

後

に

か

か

え

、

ひ

し

め

く

世

界

文

化

遺

産

が

世

界

か

ら

多

数

の

登

山

者

や

観

光

客

を

呼

び

込

む

個

性

豊

か

な

国

だ

っ

た

そ

う

で

あ

る

。

そ

れ

が

今

日

の

よ

う

な

混

と

ん

状

態

に

陥

っ

た

の

は

、

一

口

に

言

っ

て

政

治

の

混

迷

に

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。 

 

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

ネ

パ

ー

ル

は

、

今

か

ら

九

年

前

の

二

〇

〇

八

年

に

王

政

が

廃

止

さ

れ

、

共

和

制

に

移

行

し

た

。

そ

の

原

因

は

二

〇

〇

一

年

の

ネ

パ

ー

ル

王

族

殺

害

事

件

に

よ

り

、

そ

れ

ま

で

国

民

の

信

望

厚

か

っ

た

ビ

レ

ン

ド

ラ

国

王

が

殺

害

さ

れ

、

そ

の

犯

人

と

目

さ

れ

る

弟

の

ギ

ャ

ネ

ン

ド

ラ

が

王

位

に

つ

い

た

こ

と

に

あ

る

。

ギ

ャ

ネ

ン

ド

ラ

新

国

王

は

議

会

や

国

民

と

の

折

り

合

い

が

悪

く

、

そ

の

後

継

予

定

の

皇

太

子

の

悪

評

と

も

相

ま

っ

て

、

遂

に

王

政

廃

絶

に

至

る

の

で

あ

る

。 

 

し

か

し

王

政

を

廃

し

て

共

和

制

に

移

行

し

た

も

の

の

、

そ

の

後

の

政

治

は

混

乱

を

極

め

、

さ

ら

に

そ

の

上

に

二

〇

一

五

年

の

大

地

震

の

発

災

が

重

な

っ

て

手

の

つ

け

よ

う

が

な

い

と

い

う

の

が

、

今

日

の

ネ

パ

ー

ル

の

実

情

で

あ

る

。

と

り

わ

け

首

都

の

カ

ト

マ

ン

ズ

で

は

地

方

か

ら

の

人

口

流

入

が

年

々

激

し

さ

を

増

し

、

十

年

前

数

十

万

だ

っ

た

カ

ト

マ

ン

ズ

の

人

口

は

今

や

数

百

万

に



ふ

く

れ

上

が

っ

て

い

る

と

の

こ

と

で

、

そ

の

人

口

増

加

に

イ

ン

フ

ラ

が

追

い

つ

か

ず

、

無

政

府

状

態

の

よ

う

な

体

を

な

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 

３

Ｓ

の

国

ブ

ー

タ

ン 

 

ネ

パ

ー

ル

で

う

ん

ざ

り

す

る

よ

う

な

一

昼

夜

を

過

し

た

あ

と

、

私

達

は

翌

日

朝

一

番

の

飛

行

機

で

ブ

ー

タ

ン

に

向

け

て

出

発

し

た

。

飛

行

高

度

と

変

わ

ら

な

い

高

さ

に

ヒ

マ

ラ

ヤ

山

脈

を

西

に

見

な

が

ら

の

空

の

旅

は

実

に

快

適

で

あ

っ

た

。

さ

ら

に

パ

ロ

の

空

港

に

降

り

立

っ

た

時

の

感

激

も

忘

れ

ら

れ

な

い

。

飛

行

機

で

約

一

時

間

く

ら

い

の

距

離

な

の

に

、

ネ

パ

ー

ル

と

は

全

く

違

っ

て

空

気

が

さ

わ

や

か

で

美

味

し

い

の

で

あ

る

。 

 

パ

ロ

の

空

港

か

ら

首

都

テ

ィ

ン

プ

ー

へ

の

自

動

車

の

旅

も

本

当

に

す

ば

ら

し

い

。

美

し

い

山

や

川

の

自

然

に

囲

ま

れ

な

が

ら

走

る

道

路

沿

い

に

点

在

す

る

住

居

群

は

、

ま

る

で

お

と

ぎ

の

国

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

山

や

街

の

ど

こ

に

行

っ

て

も

目

に

す

る

美

し

い

仏

教

寺

院

や

、

若

い

僧

の

集

団

、

あ

る

い

は

老

若

男

女

す

べ

て

の

人

が

身

に

つ

け

て

い

る

民

族

衣

装

は

清

潔

か

つ

個

性

的

で

、

神

聖

そ

の

も

の

で

あ

っ

た

。 

 

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、

ブ

ー

タ

ン

は

先

代

国

王

か

ら

現

国

王

を

通

じ

て

、

民

度

を

は

か

る

基

準

に

日

本

な

ど

先

進

国

が

使

う

Ｇ

Ｎ

Ｐ

や

Ｇ

Ｄ

Ｐ

と

い

っ

た

経

済

指

標

で

は

な

く

、

Ｇ

Ｎ

Ｈ

（

国

民

総

幸

福

量

、

い

わ

ゆ

る

幸

せ

の

指

標

）

と

い

う

概

念

を

採

用

し

、
「
世

界

一

幸

せ

な

国

ブ

ー

タ

ン

」
を

目

指

し

て

い



る

。

実

を

い

う

と

現

地

を

訪

れ

る

ま

で

、

私

は

こ

の

Ｇ

Ｎ

Ｈ

に

つ

い

て

、
貧

し

さ

の

い

い

わ

け

に

使

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

疑

念

を

抱

い

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

実

際

に

ブ

ー

タ

ン

を

訪

ね

て

見

て

、

そ

の

よ

う

な

疑

念

が

完

全

に

間

違

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

思

い

知

ら

さ

れ

た

の

で

あ

る

。 

 

衣

も

食

も

住

も

豊

か

で

先

進

国

に

決

し

て

ヒ

ケ

を

と

ら

ず

、

人

々

は

子

ど

も

か

ら

老

人

ま

で

み

ん

な

本

当

に

幸

せ

そ

う

で

あ

っ

た

。

そ

こ

で

私

が

ブ

ー

タ

ン

に

付

け

た

ネ

ー

ミ

ン

グ

が

「

３

Ｓ

の

国

」

で

あ

る

。

自

然

も

人

々

も

皆

さ

わ

や

か

で

宗

教

的

神

聖

の

満

ち

溢

れ

た

幸

せ

の

国

、

と

い

う

意

で

あ

る

。 

二

、

か

け

が

え

の

な

い

皇

室

の

価

値 

 

先

の

韓

国

旅

行

の

と

こ

ろ

で

記

し

た

よ

う

に

、

私

は

韓

国

ド

ラ

マ

、

い

わ

ゆ

る

韓

ド

ラ

の

フ

ァ

ン

で

あ

る

。

そ

う

言

う

と

、

ま

さ

か

と

思

わ

れ

る

方

も

多

い

と

思

う

が

、

韓

ド

ラ

と

い

っ

て

も

〝

ヨ

ン

さ

ま

〟

ブ

ー

ム

を

き

っ

か

け

に

日

本

の

中

高

年

婦

人

を

と

り

こ

に

し

た

現

代

物

で

は

な

い

。

そ

う

い

っ

た

類

の

韓

ド

ラ

は

以

前

か

ら

余

り

興

味

は

な

く

、

私

が

見

る

の

は

も

っ

ぱ

ら

時

代

劇

で

あ

る

。 

韓

ド

ラ

の

人

気

時

代

劇

は

王

室

も

の 

 

私

が

韓

ド

ラ

の

時

代

劇

を

見

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

イ

ザ

ベ

ラ

・

バ

ー

ド

の
「

朝

鮮

奥

地

紀

行

」
（

朴

尚

得

訳

）
と

い

う

本

に

出

会

っ

て

か

ら

で

あ

る

。

バ

ー

ド

は

英

国

の

女

性

旅

行

家

、



写

真

作

家

と

し

て

有

名

で

あ

る

が

、

本

来

の

職

務

は

イ

ギ

リ

ス

国

教

会

の

ハ

イ

レ

ベ

ル

の

伝

道

者

で

あ

る

。

日

本

に

も

明

治

十

年

代

初

め

に

来

て

お

り

、

そ

の

こ

と

は

有

名

な

彼

女

の

日

本

旅

行

記

「

日

本

奥

地

紀

行

」

と

い

う

書

物

に

詳

し

い

。 

 

韓

国

に

は

一

八

九

〇

年

代

半

ば

、

丁

度

日

清

戦

争

前

後

に

来

訪

、

そ

の

時

の

旅

行

記

が

こ

の

「

朝

鮮

奥

地

紀

行

」

で

あ

る

。

こ

の

書

物

を

読

む

と

、

当

時

の

李

氏

朝

鮮

末

期

の

社

会

が

写

真

付

き

で

克

明

に

描

写

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

そ

の

実

態

は

訳

者

の

朴パ

ク

尚サ

ン

得ト

ク

氏

が

同

国

人

と

し

て

情

け

な

く

て

、

何

度

も

翻

訳

を

止

め

よ

う

と

思

っ

た

、

と

あ

と

が

き

に

記

し

て

お

ら

れ

る

ほ

ど

、

貧

し

い

国

情

が

記

述

さ

れ

て

い

る

。 

 

と

こ

ろ

が

、

そ

の

よ

う

な

極

貧

の

朝

鮮

で

唯

一

輝

き

を

放

っ

て

い

た

の

が

王

室

で

あ

る

。

さ

き

ほ

ど

バ

ー

ド

が

高

い

地

位

の

キ

リ

ス

ト

教

伝

道

者

で

あ

っ

た

と

記

し

た

が

、

英

国

の

外

交

官

以

上

の

特

権

を

有

し

て

、

当

時

の

国

王

高コ

宗
ジ
ョ
ン

や

そ

の

妃

閔ビ
ン

妃ビ

に

何

度

も

拝

謁

の

機

会

を

得

て

い

た

。

そ

し

て

そ

の

行

幸

等

の

儀

式

を

〝

後

世

に

遺

す

べ

き

貴

重

な

文

化

遺

産

〟

と

高

く

評

価

し

た

の

で

あ

る

。 

 

そ

う

い

っ

た

バ

ー

ド

の

記

述

に

触

発

さ

れ

て

、

韓

ド

ラ

の

時

代

劇

を

見

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る

が

、

驚

い

た

こ

と

に

、

韓

ド

ラ

の

人

気

時

代

劇

は

ほ

と

ん

ど

が

王

室

も

の

な

の

で

あ

る

。

実

際

の

韓

ド

ラ

に

出

て

く

る

人

物

の

服

装

や

巷

の

景

色

は

ず

い

分

脚

色

さ

れ

て

、

バ

ー

ド

の

撮

影

し

た

当

時

の

朝

鮮

の

写

真

と



大

き

な

隔

た

り

が

あ

る

が

、

ど

の

作

品

も

王

室

が

主

な

舞

台

と

し

て

展

開

さ

れ

て

い

る

の

が

、

共

通

し

た

特

徴

で

あ

る

。 

 

一

般

に

韓

国

の

反

日

の

理

由

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

バ

ー

ド

も

述

べ

て

い

る

秀

吉

の

二

度

に

わ

た

る

侵

攻

や

、

併

合

に

よ

る

苛

酷

な

植

民

地

支

配

と

さ

れ

て

い

る

が

、

私

は

一

九

一

〇

年

の

日

韓

併

合

に

よ

っ

て

王

室

を

奪

わ

れ

た

こ

と

の

怨

念

も

そ

の

一

つ

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

る

。 

世

界

に

稀

有

な

日

本

の

皇

室 

 

李

氏

朝

鮮

は

西

暦

一

三

九

二

年

か

ら

一

九

一

〇

年

ま

で

五

一

八

年

続

い

た

の

で

あ

る

が

、

世

界

の

王

朝

の

中

で

も

極

め

て

長

い

部

類

に

属

す

る

。

イ

ギ

リ

ス

・

ハ

ノ

ー

バ

ー

朝

、

ロ

シ

ア

・

ロ

マ

ノ

フ

王

朝

、

中

国

の

唐

や

明

、

清

等

、

大

体

三

〇

〇

年

程

度

で

あ

る

か

ら

、

実

態

は

と

も

か

く

と

し

て

五

〇

〇

年

以

上

続

い

た

朝

鮮

王

朝

に

対

す

る

韓

国

国

民

の

愛

着

が

今

な

お

強

い

と

い

う

こ

と

が

よ

く

分

る

の

で

あ

る

。 

 

と

こ

ろ

が

、

わ

が

国

皇

室

の

長

さ

は

そ

の

比

で

は

な

い

。

日

本

書

紀

を

画

期

的

な

新

解

釈

で

究

明

さ

れ

た

金

森

信

勝

氏

の

労

作

「

よ

み

が

え

っ

た

原

日

本

書

紀

」
（

二

〇

一

三

年

和

泉

書

院

）

に

よ

れ

ば

、

神

武

東

征

の

開

始

は

丁

度

西

暦

元

年

に

比

定

さ

れ

る

と

の

こ

と

で

あ

る

が

、

実

年

数

で

二

〇

〇

〇

年

を

越

え

る

こ

と

だ

け

は

間

違

い

な

い

。

さ

ら

に

日

本

書

紀

に

準

拠

し

て

作

ら

れ

た

皇

紀

で

は

、

本

年

は

二

六

七

七

年

に

及

ぶ

の

で

あ

る

。

た

だ

こ

の

皇

紀

に

つ

い

て

は

初

代

神

武

天

皇

か

ら

十

六

代

仁

徳

天



皇

ま

で

、

年

齢

や

在

位

期

間

が

異

常

に

長

く

引

き

延

ば

さ

れ

て

い

る

た

め

、

デ

タ

ラ

メ

で

あ

る

と

い

わ

れ

、

と

く

に

戦

後

は

無

視

さ

れ

る

傾

向

に

あ

る

が

、

私

は

決

し

て

デ

タ

ラ

メ

で

あ

る

と

は

思

っ

て

い

な

い

。 

 

な

る

ほ

ど

日

本

書

紀

に

よ

れ

ば

、

大

き

な

数

字

だ

け

拾

っ

て

も

初

代

神

武

天

皇

一

二

七

歳

在

位

七

五

年

、

六

代

考

安

天

皇

一

三

七

歳

在

位

一

〇

一

年

、

第

十

一

代

垂

仁

天

皇

一

三

九

歳

在

位

九

九

年

、

第

十

六

代

仁

徳

天

皇

一

四

三

歳

在

位

八

六

年

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

近

年

の

研

究

で

、

昔

は

今

と

違

っ

て

二

倍

暦

即

ち

六

ヵ

月

を

一

年

と

数

え

て

い

た

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

つ

つ

あ

る

。

神

社

に

よ

く

参

ら

れ

る

方

な

ら

ご

存

知

と

思

う

が

、
神

道

の

行

事

で

は

一

年

に

二

回

、

大

祓

お
お
は
ら
い

と

い

う

大
き

な

式

典

が

行
わ

れ

る

。
六

月

三

十

日

の

夏

越

な

ご

し

の

大

祓

、
十

二

月

三

十

一

日

の

大

晦

日

み

そ

か

の

大

祓
で

あ

る

が

、
こ

れ

は

古

代

の

二

倍

暦

の

名

残
で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

の
で

あ

る

。 

皇

室

の

存

続

が

危

機

に 

 

い

ず

れ

に

し

て

も

、

日

本

の

よ

う

な

先

進

国

で

皇

位

が

実

年

数

で

二

〇

〇

〇

年

以

上

一

度

も

途

切

れ

る

こ

と

な

く

連

綿

と

し

て

続

い

て

き

た

こ

と

は

、

奇

跡

的

な

こ

と

で

あ

り

、

世

界

に

誇

る

べ

き

国

柄

と

い

え

よ

う

。 

 

と

こ

ろ

が

そ

の

世

界

に

稀

有

な

日

本

の

皇

室

の

存

続

が

、
今

、

危

機

に

瀕

し

て

い

る

。 

 

そ

の

危

機

の

理

由

は

、
現

皇

室

典

範

第

一

章

第

一

条

に

あ

る

。



皇

室

典

範

第

一

条

に

は

「

皇

位

は

、

皇

統

に

属

す

る

男

系

の

男

子

が

こ

れ

を

継

承

す

る

」

と

な

っ

て

い

る

が

、

現

在

の

皇

室

で

継

承

順

位

第

三

位

の

悠

仁

さ

ま

が

将

来

ご

結

婚

さ

れ

て

、

男

子

を

も

う

け

ら

れ

な

か

っ

た

ら

、

皇

室

は

断

絶

す

る

の

で

あ

る

。 

三

、

陛

下

ビ

デ

オ

メ

ッ

セ

ー

ジ

の

持

つ

意

味 

 

昨

年

八

月

八

日

、

異

例

の

形

で

今

上

陛

下

は

Ｎ

Ｈ

Ｋ

テ

レ

ビ

を

通

じ

て

、

ビ

デ

オ

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

発

表

さ

れ

た

。

陛

下

が

憲

法

第

四

条

の

「

国

政

に

関

す

る

権

能

を

有

し

な

い

」

と

い

う

条

文

に

抵

触

す

る

か

も

知

れ

な

い

と

い

う

懸

念

を

承

知

の

上

で

、

あ

の

よ

う

な

行

動

に

出

ら

れ

た

の

は

、

余

程

の

ご

覚

悟

が

お

あ

り

だ

っ

た

の

で

は

、

と

推

察

さ

れ

る

。

お

そ

ら

く

、

こ

れ

ま

で

宮

内

庁

長

官

等

を

通

じ

て

、

官

邸

と

話

し

て

来

ら

れ

た

の

に

官

邸

が

取

り

合

わ

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。 

陛

下

の

二

つ

の

お

訴

え 

 

陛

下

は

あ

の

ビ

デ

オ

メ

ッ

セ

ー

ジ

の

中

で

二

つ

の

こ

と

を

お

訴

え

に

な

ら

れ

た

。 

 

一

つ

は

、

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

通

り

、

高

齢

譲

位

で

あ

る

。

「

社

会

の

高

齢

化

が

進

む

中

、

天

皇

も

ま

た

高

齢

に

な

っ

た

場

合

、
ど

の

よ

う

な

在

り

方

が

望

ま

し

い

か

」
と

問

題

提

起

さ

れ

、

高

齢

譲

位

の

必

要

性

に

つ

い

て

縷

縷

述

べ

て

お

ら

れ

る

。 

 

そ

し

て

も

う

一

つ

、

末

尾

に

「

象

徴

天

皇

の

務

め

が

常

に

途

切

れ

る

こ

と

な

く

、

安

定

的

に

続

い

て

い

く

こ

と

を

ひ

と

え

に



念

じ

」

と

述

べ

ら

れ

、

皇

位

の

安

定

的

継

承

の

願

い

を

、

つ

け

加

え

ら

れ

た

の

で

あ

る

。 

 

陛

下

の

お

言

葉

が

、

ご

自

身

一

代

に

限

っ

て

の

退

位

を

願

っ

て

の

は

ず

が

な

い

こ

と

は

、

誰

の

目

に

も

明

ら

か

と

推

測

さ

れ

る

の

で

、

こ

の

高

齢

譲

位

を

切

り

口

に

、

い

く

ら

求

め

て

も

ら

ち

の

あ

か

な

い

皇

位

の

安

定

的

継

承

の

問

題

の

解

決

、

即

ち

皇

室

典

範

の

改

正

を

暗

に

求

め

ら

れ

た

、

と

い

う

の

が

真

相

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

こ

れ

ま

で

の

皇

室

典

範

改

正

の

議

論 

 

陛

下

の

み

な

ら

ず

、

皇

位

の

安

定

的

継

承

に

つ

い

て

国

民

の

多

く

が

抱

く

懸

念

に

つ

い

て

、

こ

れ

ま

で

政

治

が

全

く

手

を

こ

ま

ね

い

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。 

 

皇

室

典

範

改

正

の

議

論

は

こ

れ

ま

で

二

回

行

わ

れ

た

が

残

念

な

が

ら

、

い

ず

れ

も

不

首

尾

に

終

わ

っ

た

。 

 

一

度

目

は

平

成

十

八

年

、

小

泉

内

閣

の

時

、

女

性

・

女

系

天

皇

の

容

認

に

つ

い

て

議

論

さ

れ

た

が

、

秋

篠

宮

妃

紀

子

さ

ま

の

ご

懐

妊

で

立

ち

消

え

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。 

 

二

度

目

は

平

成

二

十

四

年

、

民

主

党

の

野

田

内

閣

の

時

、

女

性

宮

家

の

創

設

に

つ

い

て

提

議

が

な

さ

れ

た

が

、

こ

の

時

も

政

権

交

代

で

中

断

さ

れ

、

強

硬

な

男

系

男

子

派

の

自

民

党

安

倍

政

権

の

誕

生

で

、

議

論

は

完

全

に

排

除

さ

れ

た

の

で

あ

る

。 

四

、

退

位

特

法

案

の

成

立

と

付

帯

決

議 



 

そ

し

て

今

年

の

六

月

、

天

皇

陛

下

の

退

位

を

実

現

す

る

特

例

法

案

、

い

わ

ゆ

る

退

位

特

例

法

案

が

、

衆

参

両

院

を

通

過

し

成

立

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

今

上

陛

下

が

ビ

デ

オ

メ

ッ

セ

ー

ジ

で

お

訴

え

に

な

ら

れ

た

「

髙

齢

譲

位

」

の

趣

旨

は

、

一

応

充

た

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

問

題

は

陛

下

が

強

い

ご

懸

念

を

示

さ

れ

て

い

る

も

う

一

つ

の

課

題

「

皇

位

の

安

定

的

継

承

」

で

あ

る

。 

 

今

回

成

立

し

た

法

案

の

付

帯

決

議

で

、「
女

性

宮

家

な

ど

に

つ

い

て

先

延

ば

し

で

き

な

い

重

要

な

課

題

の

検

討

を

政

府

に

求

め

る

」

と

明

記

さ

れ

た

が

、

安

倍

首

相

は

じ

め

政

府

官

邸

の

こ

の

問

題

に

対

す

る

消

極

的

姿

勢

が

随

処

で

垣

間

見

ら

れ

る

と

感

じ

る

の

は

、

私

一

人

で

は

あ

る

ま

い

。 

 

女

性

宮

家

創

設

が

将

来

の

女

系

天

皇

容

認

に

つ

な

が

る

と

い

う

警

戒

感

か

ら

、

こ

の

問

題

を

議

論

し

た

く

な

い

と

い

う

保

守

派

の

心

理

は

理

解

で

き

な

い

で

は

な

い

が

、

そ

う

い

っ

た

姿

勢

は

結

果

的

に

「

男

系

男

子

の

伝

統

を

守

る

」

と

い

う

自

分

達

の

主

張

の

実

現

に

フ

タ

を

し

て

し

ま

う

、

と

い

う

こ

と

も

忘

れ

て

は

な

ら

な

い

。

な

ぜ

な

ら

保

守

派

の

「

男

系

男

子

継

承

の

た

め

に

旧

宮

家

の

皇

族

復

帰

を

」

と

い

う

主

張

も

、

早

急

に

皇

室

典

範

を

改

正

し

な

け

れ

ば

絶

対

に

実

現

し

な

い

か

ら

で

あ

る

。 

 

戦

後

、

Ｇ

Ｈ

Ｑ

に

よ

り

臣

籍

降

下

を

強

制

さ

れ

た

旧

十

一

宮

家

も

、

七

十

年

経

っ

て

今

や

、

悠

仁

さ

ま

世

代

以

降

の

男

系

男

子

が

居

ら

れ

る

フ

ァ

ミ

リ

ー

は

二

、

三

家

し

か

な

い

と

い

わ

れ

て

い

る

。

近

年

、

女

性

皇

族

の

減

少

ば

か

り

が

取

り

上

げ

ら

れ



る

が

、

旧

宮

家

の

男

系

男

子

の

減

少

も

深

刻

で

あ

り

、

待

っ

た

な

し

の

状

況

な

の

で

あ

る

。 

 

私

は

か

ね

て

よ

り

こ

の

問

題

に

つ

い

て

、

ず

っ

と

警

鐘

を

鳴

ら

し

続

け

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

こ

の

た

び

の

退

位

特

例

法

案

の

成

立

を

機

に

も

う

一

度

こ

れ

ま

で

の

経

緯

を

明

ら

か

に

し

、

諸

兄

の

ご

参

考

に

資

し

た

い

と

思

う

。 

五

、

な

ぜ

皇

室

典

範

改

正

が

難

し

い

の

か 

 

先

ほ

ど

も

少

し

ふ

れ

た

が

、

平

成

十

八

年

小

泉

内

閣

当

時

、

こ

の

皇

位

の

安

定

的

継

承

と

い

う

課

題

を

解

決

す

る

た

め

に

、

首

相

の

諮

問

機

関

と

し

て

有

識

者

会

議

が

設

置

さ

れ

、

女

性

、

女

系

天

皇

の

容

認

と

い

う

立

場

か

ら

報

告

書

が

答

申

さ

れ

た

。

そ

れ

を

受

け

て

自

民

党

で

も

こ

の

問

題

を

議

論

す

る

た

め

、

党

の

内

閣

部

会

で

「

皇

室

典

範

に

関

す

る

有

識

者

会

議

報

告

書

勉

強

会

」

が

計

九

回

開

催

さ

れ

た

。 

 

当

時

、

二

期

目

の

自

民

党

衆

議

院

議

員

だ

っ

た

私

も

す

べ

て

の

会

合

に

出

席

し

積

極

的

に

発

言

し

た

の

で

あ

る

が

、
男

系

派

、

女

系

（

容

認

）

派

入

り

乱

れ

て

連

日

、

激

し

い

議

論

が

展

開

さ

れ

た

の

を

記

憶

し

て

い

る

。

結

局

こ

の

時

は

、

秋

篠

宮

妃

紀

子

さ

ま

の

ご

懐

妊

と

い

う

慶

事

が

あ

り

、

議

論

が

急

速

に

沈

静

化

し

て

し

ま

っ

た

の

は

周

知

の

通

り

で

あ

る

。 

 

た

だ

こ

の

勉

強

会

を

閉

じ

る

に

当

っ

て

、
平

成

十

八

年

六

月

、

「

皇

位

継

承

制

度

の

在

り

方

に

関

す

る

議

論

の

中

間

的

な

整

理

」



と

い

う

文

書

を

ま

と

め

る

こ

と

に

な

っ

た

。

男

系

派

の

代

表

と

し

て

下

村

博

文

議

員

、

女

系

容

認

派

の

代

表

と

し

て

私

大

前

繁

雄

が

文

案

の

調

整

、

相

違

点

・

一

致

点

の

確

認

に

当

り

、

最

後

に

署

名

し

た

。
今

、
そ

の

文

書

を

改

め

て

読

み

返

し

て

み

る

と

、

両

派

こ

と

ご

と

く

意

見

の

対

立

す

る

中

で

、

唯

一

、

一

致

し

た

点

が

あ

る

。
そ

れ

は

、
「
今

後

、
安

定

的

な

皇

位

継

承

を

維

持

し

て

い

く

た

め

に

は

、

皇

位

の

継

承

や

皇

族

の

範

囲

に

関

す

る

制

度

の

早

急

な

見

直

し

が

必

要

で

あ

る

」
と

い

う

一

項

で

あ

っ

た

。

即

ち

、

皇

室

典

範

の

改

正

を

急

が

ね

ば

な

ら

な

い

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

し

か

る

に

そ

れ

以

後

、

自

民

党

内

で

典

範

改

正

に

向

け

た

動

き

が

一

切

見

ら

れ

な

か

っ

た

の

は

、

ま

こ

と

に

残

念

な

こ

と

で

あ

っ

た

。

昨

年

八

月

八

日

の

陛

下

の

「

お

言

葉

」

を

受

け

て

、

や

っ

と

政

府

も

重

い

腰

を

上

げ

た

の

で

あ

る

が

、

な

ぜ

こ

の

問

題

に

対

す

る

安

倍

首

相

や

保

守

派

（

男

系

派

）

の

人

達

の

姿

勢

は

消

極

的

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

の

理

由

は

一

に

か

か

っ

て

、

保

守

派

の

主

張

す

る

「

旧

宮

家

の

皇

族

復

帰

」

が

現

下

の

国

民

に

受

け

入

れ

ら

れ

る

可

能

性

が

ほ

と

ん

ど

無

い

、

と

い

う

点

に

あ

る

。

こ

れ

ま

で

新

聞

、

テ

レ

ビ

、

政

府

機

関

な

ど

の

世

論

調

査

で

、

旧

宮

家

の

皇

族

復

帰

に

賛

成

す

る

国

民

は

せ

い

ぜ

い

二

〇

％

程

度

で

、

こ

の

数

字

は

当

分

の

間

、

変

化

は

な

い

と

推

測

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。 

女

性

宮

家

の

創

設

は

旧

宮

家

復

帰

の

チ

ャ

ン

ス 



 

逆

説

的

に

聞

こ

え

る

か

も

知

れ

な

い

が

、

私

は

旧

宮

家

の

復

帰

に

よ

る

男

系

維

持

を

主

張

さ

れ

る

方

に

と

っ

て

、

今

回

の

法

案

の

付

帯

決

議

に

「

女

性

宮

家

の

創

設

等

」

と

い

う

文

言

が

明

記

さ

れ

た

の

は

、

千

載

一

遇

の

チ

ャ

ン

ス

で

は

な

い

か

と

考

え

て

い

る

。 

 

と

い

う

の

は

、

女

性

宮

家

の

創

設

と

い

う

の

は

、

男

系

派

の

方

が

よ

く

い

わ

れ

る

男

系

継

承

に

「

万

策

尽

き

た

」

時

の

セ

フ

テ

ィ

ネ

ッ

ト

の

準

備

策

で

あ

る

と

同

時

に

、

皇

族

減

少

対

策

の

一

つ

で

あ

る

と

い

う

側

面

も

有

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

で

あ

る

な

ら

ば

同

時

に

、

旧

宮

家

の

復

帰

と

い

う

こ

と

を

皇

族

減

少

対

策

の

一

つ

と

い

う

形

で

セ

ッ

ト

で

提

案

す

れ

ば

、

国

民

や

野

党

の

支

持

も

得

ら

れ

や

す

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

の

が

私

の

考

え

で

あ

る

。 

 

現

在

安

倍

首

相

は

憲

法

改

正

に

政

治

生

命

を

か

け

て

お

ら

れ

る

よ

う

で

あ

る

が

、

憲

法

改

正

は

衆

参

両

院

で

三

分

の

二

以

上

の

賛

成

を

得

て

発

議

を

行

っ

た

上

、

さ

ら

に

国

民

投

票

で

五

〇

％

以

上

の

支

持

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

は

〝

一

強

内

閣

〟

と

い

わ

れ

る

安

倍

内

閣

で

も

、

至

難

の

ワ

ザ

で

あ

る

。 

 

し

か

し

皇

室

典

範

の

改

正

は

、

国

会

の

衆

参

両

院

で

過

半

数

を

得

る

だ

け

で

実

現

で

き

る

の

で

あ

る

。

現

在

の

両

院

与

野

党

の

議

員

構

成

か

ら

考

え

て

、

安

倍

首

相

に

と

っ

て

そ

れ

ほ

ど

困

難

な

テ

ー

マ

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。 



六

、

一

刻

も

早

い

典

範

改

正

法

案

の

上

程

を 

 

先

に

も

述

べ

た

通

り

、

戦

後

七

〇

年

の

年

月

を

経

て

十

一

あ

っ

た

旧

宮

家

も

、

廃

絶

や

男

系

の

断

絶

で

、

悠

仁

さ

ま

世

代

以

降

の

男

系

男

子

は

二

、

三

家

数

名

し

か

居

ら

れ

な

い

と

い

わ

れ

て

い

る

。

そ

れ

ら

の

中

で

も

皇

族

に

ふ

さ

わ

し

く

、

且

つ

復

帰

に

賛

成

し

て

頂

け

る

御

方

は

、

極

め

て

限

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

。 

 

今

回

の

退

位

特

例

法

で

は

、

こ

の

問

題

の

検

討

は

三

年

以

内

と

さ

れ

る

法

施

行

後

取

り

組

む

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

そ

ん

な

悠

長

な

こ

と

を

い

っ

て

お

ら

れ

る

場

合

で

は

な

い

と

い

う

の

は

誰

の

目

に

も

明

ら

か

で

あ

る

。 

 

安

倍

首

相

は

、
法

案

が

成

立

し

た

只

今

か

ら

直

ち

に

、
「
女

性

宮

家

創

設

と

旧

宮

家

の

皇

籍

復

帰

」

を

主

旨

と

す

る

皇

室

典

範

改

正

法

案

の

作

成

に

取

り

か

か

る

べ

き

と

考

え

る

が

、

如

何

で

あ

ろ

う

か

。 

 

以

上

の

拙

稿

は

今

年

の

五

月

二

十

九

日

、

兵

庫

県

議

会

議

員

を

つ

と

め

る

娘

大

前

は

る

よ

の

後

援

会

「

は

る

か

ぜ

の

集

い

」

で

講

演

し

た

際

の

草

稿

に

一

部

加

筆

、
修

正

し

た

も

の

で

あ

る

。 


