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皇

人

［天皇のあり方熟議のとき］

神話の国で「自分の木」を思う
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かとう・ようこ 年生まれ。東京大教授(日本近代史)。著書「それでも、日本人は『戦争』を選んだ 戦争まで」など。

（
次
回
は
２
月

日
に
掲
載
）

居
の
新
年
一
般
参
賀
は
感
染

症
拡
大
の
た
め
中
止
と
な
っ

た
。
そ
れ
に
代
え
て
宮
内
庁

は
、
天
皇
と
皇
后
が
並
ん
で
人
々
に
語

り
か
け
る
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
１
月

１
日
に
公
開
し
た
。
天
皇
は
悠
然
た
る

口
調
で
、
災
害
や
感
染
症
に
よ
る
犠
牲

者
を
悼
み
、
医
療
従
事
者
の
奮
闘
に
感

謝
し
、
必
ず
や
難
局
が
克
服
さ
れ
る
も

の
と
信
じ
、
人
々
の
安
寧
と
平
和
を
祈

念
す
る
と
述
べ
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
画
面
の
こ
ち
ら
側

へ
向
け
て
天
皇
が
「
皆
さ
ん
」
と
呼
び

か
け
、
難
局
を
克
服
す
る
主
体
を
「
私

た
ち
人
類
」
と
称
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
皇
后
は
結
び
の
言
葉
を
述
べ

る
際
、
「
皆
様
」
と
呼
び
か
け
た
。
こ

れ
ら
の
所
作
の
含
意
を
政
治
学
者
原
武

史
氏
は
、
語
り
か
け
る
対
象
を
国
民
に

限
ら
な
い
意
思
の
表
れ
と
読
み
解
い

た
。
同
じ
元
旦
の
言
葉
で
も
、
１
９
４

６
年
の
「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」

（
人
間
宣
言
）
で
、
「
我
国
民
」
と
い

う
呼
称
が
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
想
起
す
れ
ば
、
説
得
的
な
解
釈
だ
。

現
在
、
日
本
に
住
む
在
留
外
国
人
は

約
２
８
８
万
人
い
る
と
い
う
。
だ
が
日

本
は
、
労
働
者
送
出
国
と
の
間
で
２
国

間
協
定
を
結
ば
ず
に
技
能
実
習
制
度
を

運
用
し
て
き
た
国
で
あ
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
な
か
で
は
本
制
度
の

問
題
点
が
幾
つ
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

気
が
つ
け
ば
我
々
は
、
国
民
国
家
の
概

念
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
社
会
に
生
き

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
事
実
に
私

は
、
「
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国

民
統
合
の
象
徴
」
（
日
本
国
憲
法
第
１

条
）
で
あ
る
天
皇
の
言
葉
に
よ
っ
て
あ

ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

天
皇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
民

の
側
か
ら
国
へ
、
時
間
を
か
け
た
熟
議

を
要
請
す
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
ず
は
過
去
２
度
の
失
わ
れ
た

機
会
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。
敗
戦

後
の
混
乱
期
に
は
、
憲
法
制
定
を
急
ぐ

連
合
国
軍
総
司
令
部
の
都
合
に
よ
り
、

国
民
が
熟
考
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。

帝
国
議
会
の
審
議
で
基
本
的
な
論
点
は

出
そ
ろ
っ
て
い
た
の
だ
が
。
２
０
１
６

年
夏
の
現
上
皇
の
退
位
表
明
時
に
は
、

国
民
の
意
向
は
世
論
調
査
結
果
と
い
う

形
で
政
府
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え

た
。
大
島
理
森
衆
院
議
長
の
主
導
下
の

国
会
で
、
各
会
派
代
表
者
に
よ
る
踏
み

込
ん
だ
議
論
も
な
さ
れ
た
（
議
事
録
は

公
開
済
み
）
が
、
１
代
限
り
の
特
別
措

置
法
を
急
ぐ
内
閣
の
方
針
に
よ
り
議
論

は
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
第
一

に
、先
の
各
派
代
表
者
会
議
を
継
承
し
、

国
会
で
時
間
を
か
け
て
議
論
す
る
場
を

設
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
王
道
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
す
で
に
着
手
さ
れ
て
き
た
こ

と
で
は
あ
る
が
、
天
皇
と
国
民
の
関
係

性
を
説
明
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
て
き

た
神
話
・
伝
承
・
歴
史
を
批
判
的
に
分

析
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

を
動
か
す
言
葉
の
大
事
さ

は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
生
き
る
私

た
ち
が
日
々
痛
感
す
る
と
こ

ろ
だ
。
文
学
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
が
、

そ
の
言
葉
は
実
体
と
な
っ
て
人
を
動
か

す
。
今
回
は
大
江
健
三
郎
「
Ｍ
／
Ｔ
と

森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
」
を
例
に
考
え
た

い
。
た
だ
、
大
江
の
初
期
短
編
の
酷
薄

な
明
晰
さ
を
愛
す
る
人
に
と
っ
て
本
書

は
、
題
名
で
つ
ま
ず
き
そ
う
だ
。
Ｍ
は

女
家
長
を
表
す
メ
ト
リ
ア
ー
ク
、
Ｔ
は

不
思
議
な
力
を
持
つ
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

の
頭
文
字
。
故
郷
の
四
国
の
村
を
舞
台

に
、
村
の
神
話
と
歴
史
が
、
時
代
ご
と

に
変
容
す
る
Ｍ
と
Ｔ
の
組
み
合
わ
せ
で

語
ら
れ
る
。
最
も
面
白
い
組
み
合
わ
せ

は
、
血
税
一
揆
を
率
い
た
メ
イ
ス
ケ
母

‖
Ｍ
と
童
子
メ
イ
ス
ケ
‖
Ｔ
だ
ろ
う
。

な
ぜ
大
江
は
こ
の
物
語
を
書
い
た
の

か
。

年
ご
ろ
、
国
民
学
校
の
教
師
が

黒
板
に
絵
を
描
い
た
。
彼
は
大
日
本
帝

国
の
版
図
、
そ
の
上
方
に
天
皇
と
皇
后

の
上
半
身
を
雲
で
囲
む
絵
を
描
い
た
。

お
手
本
通
り
の
絵
を
期
待
し
た
教
師
の

意
図
に
反
し
、
小
説
中
の
大
江
少
年
が

画
用
紙
に
描
い
た
の
は
、
帝
国
の
版
図

で
は
な
く
故
郷
の
谷
間
の
村
で
あ
り
、

天
皇
と
皇
后
の
姿
で
は
な
く
Ｍ
と
Ｔ
の

姿
だ
っ
た
。
作
者
の
意
図
が
建
国
神
話

の
相
対
化
に
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。
当
時
の
「
初
等
科
国
史
」
の
第

１
章
は
「
神
国
」
と
題
さ
れ
、
国
生
み

神
話
が
叙
述
さ
れ
て
い
た
。

大
江
作
品
の
ほ
ぼ
全
て
を
読
ん
だ
私

は
、
大
江
の
採
用
し
た
相
対
化
の
手
法

を
す
ぐ
に
も
説
得
的
だ
と
思
っ
た
口

だ

だ
が

ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
の
視
点
か

ら
鋭
い
批
判
を
展
開
し
た
人
が
い
る
。

仏
文
学
と
歴
史
学
を
専
門
と
す
る
西
川

祐
子
氏
だ
。
編
著
「
戦
後
と
い
う
地
政

学
」
で
氏
は
大
江
の
用
い
た
二
項
対
立

的
な
性
差
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
批
判
し
、

そ
の
よ
う
な
叙
述
は
結
局
、
国
家
の
神

話
に
対
し
て
ネ
ガ
と
ポ
ジ
を
反
転
さ
せ

た
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
こ
の
批
判
に

は
う
な
ら
さ
れ
た
。
戦
前
期
の
皇
国
史

観
を
否
定
す
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
戦

後
民
主
主
義
が
安
易
な
民
衆
像
を
求
め

た
過
誤
を
え
ぐ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
理
解
し
た
う
え
で
私
は
、
題
名

の
後
半
部
分
「
森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
」

に
再
度
着
目
し
た
い
。
大
江
は
、
Ｍ
と

Ｔ
の
創
出
以
外
に
も
う
一
つ
、
国
家
の

神
話
を
相
対
化
し
う
る
観
点
を
物
語
に

埋
め
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
森
の
宇
宙

観
と
命
名
す
べ
き
思
想
で
あ
る
。
全
て

の
人
は
ど
こ
か
の
森
に
「
自
分
の
木
」

を
持
つ
と
い
う
夢
想
。
命
は
木
か
ら
生

ま
れ
、
死
ん
だ
魂
は
木
へ
と
還
る
。
天

皇
の
神
話
を
、
国
家
と
民
族
の
起
源
と

結
ん
だ
過
去
を
持
つ
こ
の
国
で
、
「
自

分
の
木
」
を
思
う
行
為
は
、
国
の
神
話

の
見
事
な
相
対
化
た
り
う
る
は
ず
だ
。


