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靖
国
を

め

ぐ

る

論
議

　
　

ー
日

本
に

お

け
る

政
教

分
離
概
念
を
め

ぐ
っ

て

i

丹

　
羽

泉

　
デ
ュ

ル

ケ

ム

お

よ

び

ウ
ェ

ー
バ

ー

が、

現
在
わ
れ
わ

れ

が

「

世

俗
化
」

と

よ
ぶ

近

代
市
民

社
会
秩
序
の

持
つ

性
格
に

つ

い

て
、

こ

れ
を

「

聖

性
」

の

後
退
も
し
く
は

消
滅

、

あ
る

い

は

国
家
と

教
会
の

競

合
か

ら

教
会
的
権

威
の

撤
退、

と

い

う
観
点
か

ら
で

は

な

く
、

社
会
そ

の

も

の

の

秩

序
を

可

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
ヘ
　　　ヘ
　

　ヘ
　
　へ

能
に

す
る

非
合
理

的
な

根
拠
地
−

絶
対
不
可
侵

性
ー
が
、

社
会
を

構
成
す

る
一

要
素
た

る

個
人

と

い

う
領
域
へ

と

移
行
し

た

現
象
と

い

う

観
点
か

ら

捉
え
て

い

る

こ

と

を

指
摘
す
る

こ

と

は

重

要
で

あ
る

。

そ
の

不
可

侵
性

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ヘ
　
　

へ

は、

非
人

格
的
命
題
た

る

憲
法
へ

と

移
し

変
え
ら

れ

て

お

り
、

こ

れ
が

現

に

市
民

社
会
秩
序
に

お

い

て

現
実
に

作
用
し

続
け
て

い

る

支
配
力
と

し
て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ヘ
　

　ヘ
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ヘ
　
　

ヘ
　
　

ヘ
　
　
　へ

み

る

視
点
が

開
け

て

く
る

。

と

同
時
に、

集
合
的
な

る

も

の

へ

の

聖

性
の

付
与
と

い

う

視
点
が

も

う
一

方
に

対
置
さ

れ

て

い

る

こ

と

も
重

要
で

あ
ろ

う
。

近

代
的
市
民
社
会
秩
序
が

成
立
し
て

以
降
に

登
場
し

た

国
民
概
念
や
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　へ

臣
民
概
念、

あ
る

い

は

民
族

概
念
や

宗
教
概
念
も
ま

た、

個
の

聖

性
に

対

　
　
　
　
　

　
　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　

ヘ
　
　

ヘ
　
　へ

置
さ

れ
る

と

こ

ろ

の

コ

ミ
ュ

ナ
ル

な

概
念
表
象
と

し

て

捉
え
る

こ

と

が

可

能
で

あ
る

。

　

紛
争
（
顕

在
化
し

た
も

の

で

あ
れ、

潜

在
し
て

い

る
も
の

で

あ
れ

、

）

状
態
を
捉
え

る

観
点
と

し
て

は

ー
と
り
わ

け

宗
教
社
会

学
的
な

問
題
関
心

か

ら
い

う
な

ら

ば

ー

社
会
秩

序
の

正

当
性
の

根
拠
地
た
る

”

不
可
侵
の

領

域
”

に

対
す
る

信
仰
の

不
一

致、

す
な

わ
ち

「

聖
な

る

も

の

を

め

ぐ
る
闘

争
」

と

い

う

価
値
緊

張
を
こ

そ

が、

捉
え
ら

れ
る

必

要
が

あ
る
と

い

え

る
。

　
こ

こ

で

企
図
さ
れ
る

研
究
射
程
は
、

一

九
世
紀
以

降、

全
地

球
的
規

模

で

広
が

り
つ

つ

あ
る

「

近
代
」

特

有
の

市
民
社
会
秩
序
の

波
及
と

と

も
に

発
生
す
る

“

価

値
緊
張
”

に

着
目
す
る

こ

と
で
、

日

本
も

含
め
た

他
地
域

と

の

比

較
可
能
性
に

開
か

れ
た
も

の

で

あ
る

。

「

近

代
市
民

社
会
秩
序
」

を
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

固

有
の

も

の

と

し
て
、

非
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

世
界
と

対
置
さ

せ

て

用
い

る
の

で

は
な

く、

ま

さ

し

く
当
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

内
部
に

お

い

て

も、

き
わ
め

て

鋭
い

価

値
緊
張
を

生

み
出
し

た

契
機
と

し

て

捉
え

る

べ

き

も
の

で

あ
る

と

考
え
る

。

こ

の

場
合、

た

と

え

ば
ヨ

ー
ロ

ッ

パ
、

と

り

わ

け
ワ

イ
マ

ー

ル

期
を

経
て

ナ
チ
ズ
ム

へ

と

大
き

く

振
れ
た

ド

イ
ツ

な

ど

も

視
野
に

お

い

て

い

る
こ

と

も

付
言
し
た

い
。

　

以
上
の

観
点
か

ら、

今
回
の

報
告
で

は、

靖
国
を
め

ぐ
る

論
議
を
と

り

あ

げ

る
。

靖

国
を

め

ぐ
っ

て

は
、

小
泉
前
首
相
の

参
拝
を
め

ぐ

り、

日

韓、

日

中
間
に

お

い

て

政
治

問
題
化
し

た

こ

と

が

記

憶
に

新
し
い

。

し
か

し

中
国

政
府
に

よ

る
批
判
の

論
点
と

韓
国
政
府
に

よ
る

批
判
の

論

点
は

異

な

る
。

中
国
政
府
側
か

ら

発
せ

ら
れ
た

批
判
は、

日

本
軍
国
主
義
の

象
徴

た

る

戦
犯
が

合
祀
さ

れ
て

い

る

靖
国
へ

の

首
相
の

参

拝
が

日
中
関
係
の

基

本
原
則
の

侵

害
と

み

な
さ

れ
る
冖

方、

韓
国
政
府
は

首
相
に

よ

る
公
的
参

拝
が

政
教
分

離
原

則
に

反
す
る

と
み

な
す
と

こ

ろ

に

力
点
が

あ
る
。

前
者

に

対
し

て

は
、

い

わ
ゆ

る

「

分

祀

論
」

が

提

起
さ

れ、

後
者
に

対

し
て

は、

無
宗
教
の

国
立

追
悼
施
設
の

建
設
と
い

う
検
討
課
題
が

浮
上
し

た
。

　

戦
後
長
き
に

亘
り

政
権
与
党
で

あ
り
続
け
た

自
由
民
主
党
が

追
求
し

続

け

て

き

た
靖
国
の

姿
は

、

安
倍
前
政
権
に

至
っ

て

本
格
化
し

た

憲
法
改
正

論
議
の

中
で
提
示
さ

れ

た

自
民
党
新
憲
法

草
案
の

政
教
分
離
規
定
に

示
さ
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れ
た

表
現
の

中
に

み
る

こ

と

が
で

き

る
。

こ

こ

に

は
、

明
治
期
に

お

け
る

国
家
祭

祀
と

し

て

の

神
道
成
立
に

遡
り

う
る
一

貫
し
た

日
本
の

政
教
関
係

概
念
が
看

取
さ

れ
る
。

　
パ

ロ

ー
ル

レ

ベ

ル

で

は
、

靖

国
神
社

側
の

論
理、

日

本
遺

族
会
側
の

論

理
を
は
じ
め

、

そ

の

時
々

の

政
治

的
文

脈
の

中
で
、

政
治
的
言
論
空
間
か

ら

イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト

上
の

書
き

込
み

に

到
る

ま

で

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ

ス

ク

ー

ル

が

存
在
し
て

き
た

し、

今
回
政
権
与
党
と

な
っ

た
民
主

党
の

政
策
で

は
、

近
隣
諸
国
と

の

国
際
関
係
に

配
慮
す
る

観
点
か

ら
、

無
宗
教
の

国
立

追

悼
施
設
の

建
設
の

推
進
が
謳
わ
れ

て

い

る
。

　
分

析
の

視
座
を

設
定
す
る
こ

と
で

、

よ
り
ラ

ン

グ
レ

ベ

ル

に

存

在
す
る

“

価

値
緊

張
”

を

捕
捉
す
る
こ

と
で

比
較
可

能
性
に

開
か

れ
た

研

究
を
可

能
に

す
る

た

め

の

糸
口

を
掴
み

た
い

。

新
宗
教
の

ナ

シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

と

敗
戦
の

神
義
論

對
　
馬

　
路

　
人

　
新
宗
教
が

人
を
ひ

き

つ

け
た

魅

力
の
一

つ

と

し
て

人
類
救
済
や
理

想
社

会
の

実
現
へ

の

使
命
感
を

提
供
し
た

こ

と

を

挙
げ
る

事
が
で

き

る
。

そ

し

て

戦
前
・

戦
中
期
の

新
宗
教
の

場

合、

そ
れ

は

し
ば
し

ば
ナ

シ

ョ

ナ
リ
ス

テ
ィ

ッ

ク

な

性

格
を

帯
び
て

い

た
。

特
に

戦
時
期
に

は

愛
国
主
義
的
な
使

命
感
が

強
調
さ

れ
た

。

し

か

し

敗
戦
と
い

う

現
実
は
そ

う
し

た

使
命
感
を

挫
か

せ

る
。

凵
本
の

新
宗
教
の

多
く
は
、

敗
戦
を
前
に

し
て、

そ

の

使
命

感
の

再

編
成
を

迫
ら

れ
た

と
い

え

よ

う
。

愛

国
主
義
が
強
く

、

戦
勝
へ

の

期
待
が

大
き
か
っ

た

と

こ

ろ

ほ

ど、

そ

の

課
題
は

大
き
か
っ

た
。

新
宗
教

は

敗
戦
の

宗

教
的
な

意
味
を

ど

う
受
け

止
め、

戦
後

社
会
に

向
け
て

そ

の

使
命
感
を
ど

う
再

編
成
し

て

い

っ

た

の

か
、

戦
後
い

ち

早
く
社
会
的
に

注

目
を

集
め
た
、

璽

宇
と
天
照
皇
大
神
宮
を

事
例
に

考
え
た

。

　

両
団
体
は

街
頭
で

の

忘
我

的
な
パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス
、

国
民
的
ヒ

ー
ロ

ー

の

リ

ク

ル

ー

ト、

マ

ッ

カ

ー

サ
ー

へ

の

直
訴
な
ど

で

注
目
さ

れ
、

敗
戦
の

も
た
ら

し
た

解
放
感
や

精
神
的
混
乱
の

象
徴
と
し

て

見
ら
れ

た
。

し

か

し

そ
れ

ら
の

運
動
の

内
実
を
見
る

限
り、

国
家
の

天
皇
制
ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

の

深
刻
な

危
機
に

触
発
さ

れ
、

新
た

な

天
皇
制
ビ

ジ
ョ

ン

を

提
起
す
る

こ

と

で、

使
命
感
の

再
編

成
を
目
指
し

た

宗
教
運
勤
と

捉
え
る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

た
だ
し

両
者
の

構
想
し

た

世
直
し

の

ビ

ジ

ョ

ン

や

そ

れ

を

追
及
す
る

運
動
の

ス

タ

イ
ル

に

は

対
照
的
と

も

い

え
る
違
い

が

あ
っ

た
。

　
璽
宇
（

璽

光
尊
）

は

戦
時
中
は

あ

く
ま

で

「

唯
一

の

忠
臣
」

と

し

て

天

皇
に

よ

る

世

直
し
に

力
を

振
る

存
在
と

自
ら

を

位
置
づ
け

て

き

た
。

し
か

し

敗
戦
な
ど

社
会
的
危
機
の

昂
進
に

も

か

か

わ
ら

ず
、

そ

う
し

た

訴
え
か

け

は

容
れ
ら
れ

ず、

次
第
に

現
皇
室
や

旧
来
の

政
治
指
導
者
へ

の

幻
滅
が

深
ま

っ

て

い

っ

た
。

た
だ
し

そ

れ

は

か

え

っ

て
、

世
直
し

は

自
分
た
ち
が

主

体
に

な
る
と

い

う

自
己

使
命
感
を

高
め

る

結
果
を

も
た

ら
し

た
。

璽
宇

は
皇

居
と

さ

れ、

璽
光
尊
は

「

天
子
の

代
行
」

と

な
り、

更
に

「

天
子
」

に

な
っ

た
。

ま

た、

マ

ッ

カ

ー
サ

ー
へ

の

働
き

か

け

に

見
ら

れ

る

よ

う

に、

日

本
の

指
導
層
へ

の

幻

滅
か

ら、

外
国
人
へ

の

期
待
が

高
ま
る

な

ど、

自
民
族
中
心
の

考
え
は

む
し
ろ

相
対
化
さ
れ
て

い

っ

た
。

　
た

だ
し

働
き

か

け
の

対
象
は

権
威
者
や
要
人
に

絞
る

な
ど
、

一

貫
し

て

上
か

ら
の

世
直
し

を

志
向
し

た
。

ま
た

そ
の

内
部
で

は

宮
中
を

模
し

た

儀

礼
秩
序
が

定
め

ら

れ、

璽
光
尊
は
御
簾
の

奥
に

鎮
座
し、

臣
下
の

参
内
を
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