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ハッキリ会が
ハッキリさせたもの
三〇年目にはじめて明かすリアル

増田幸弘

movie

世界の隙間を求める旅
フー・ボー監督『象は静かに座っている』

谷昌親

は
る
か
離
れ
た
国
境
に
近
い
満

州
里
の
動
物
園
に
い
る
と
い
う

「
一
日
中
た
だ
静
か
に
座
っ
て
い

る
象
」に
彼
ら
が
惹
か
れ
る
の
は
、

自
分
た
ち
が
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ

っ
て
し
ま
う
存
在
だ
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。
失
業
し
て
周
囲
に
当
た

り
散
ら
し
て
ば
か
り
い
る
父
親
に

疎
ま
れ
て
い
る
少
年
ウ
ェ
イ
・
ブ

ー
、
母
親
と
の
確
執
が
あ
り
、
教

師
と
不
倫
に
走
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
少
女
フ
ァ
ン
・
リ
ン
、
ブ
ー
と

同
じ
集
合
住
宅
に
住
み
、
同
居
中

の
娘
夫
婦
か
ら
老
人
ホ
ー
ム
行
き

を
執
拗
に
勧
め
ら
れ
て
い
る
ワ
ン

・
ジ
ン
、
ブ
ー
と
同
じ
学
校
に
通

う
不
良
の
兄
で
、
町
で
そ
れ
な
り

に
幅
を
き
か
せ
て
い
る
ユ
ー
・
チ

ェ
ン
、か
つ
て
は
炭
鉱
業
で
栄
え
、

い
ま
は
時
代
の
流
れ
に
取
り
残
さ

れ
た
中
国
河
北
省
の
田
舎
町
で

鬱
々
と
暮
ら
す
四
人
の
歩
み
が
、

一
種
の
磁
力
の
働
き
に
引
き
寄
せ

ら
れ
る
か
の
よ
う
に
い
つ
の
ま
に

か
交
錯
す
る
な
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が

満
州
里
の
象
に
思
い
を
馳
せ
て
い

る
。
そ
の
彼
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
で
朝
を
迎
え
、
運
命
に
翻
弄

さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
も
頼
り

な
げ
に
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
一
日

を
描
い
た
二
三
四
分
に
も
及
ぶ
映

画
、
そ
れ
が
『
象
は
静
か
に
座
っ

て
い
る
』
だ
。

四
時
間
近
く
、
し
か
も
休
憩
な

し
に
つ
づ
く
と
い
う
そ
の
長
さ
以

上
に
わ
た
し
た
ち
を
圧
倒
す
る
の

は
、こ
の
映
画
が
は
ら
む
密
度
だ
。

た
し
か
に
、
フ
ー
・
ボ
ー
監
督
が

師
事
し
た
と
い
う
タ
ル
・
ベ
ー
ラ

の
影
響
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
だ

が
同
時
に
、
な
に
か
が
決
定
的
に

違
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
長
回

し
の
移
動
撮
影
で
人
物
を
追
っ
て

い
て
も
、
タ
ル
・
ベ
ー
ラ
は
そ
う

し
た
人
物
の
営
み
の
彼
方
に
世
界

を
見
据
え
、
背
後
に
潜
在
的
に
あ

る
大
き
な
物
語
の
予
感
を
抱
か
せ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ー
・
ボ
ー

が
描
く
の
は
、
あ
く
ま
で
個
人
の

小
さ
な
物
語
だ
。
動
き
回
る
人
物

を
移
動
撮
影
で
追
っ
て
い
く
な

か
、
た
と
え
戸
外
で
あ
っ
て
も
人

物
と
の
距
離
は
近
く
、
バ
ス
ト
・

シ
ョ
ッ
ト
程
度
の
寄
っ
た
画
面
と

な
り
、
そ
の
分
、
シ
ャ
ロ
ウ
フ
ォ

ー
カ
ス
と
な
っ
て
周
囲
は
ぼ
や
け

て
く
る
。
し
か
も
、
街
中
の
あ
ち

こ
ち
を
歩
き
ま
わ
る
人
物
を
、
多

く
は
背
後
か
ら
、
と
き
に
は
回
り

こ
ん
で
手
前
か
ら
後
退
移
動
で
と

ら
え
る
際
、
キ
ャ
メ
ラ
の
ポ
ジ
シ

ョ
ン
は
低
め
で
仰
角
と
な
り
、
も

と
も
と
周
囲
の
風
景
や
人
物
は
ご

く
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
画
面
に

入
っ
て
こ
な
い
。
し
か
も
、
朝
の

光
景
か
ら
始
ま
り
、
最
後
は
日
が

暮
れ
る
な
か
で
、
空
は
つ
ね
に
鈍

色
で
、
と
き
お
り
射
す
陽
光
も
薄

暮
の
よ
う
な
頼
り
な
げ
な
明
り
に

す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
は
か
な
げ
な

光
の
も
と
、
シ
ャ
ロ
ウ
フ
ォ
ー
カ

ス
で
映
る
ぼ
や
け
た
風
景
は
、
ま

る
で
夢
の
な
か
の
世
界
を
表
わ
し

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
う
、
わ

た
し
た
ち
は
四
人
の
人
物
が
見
る

一
種
の
悪
夢
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

悪
夢
と
い
う
な
ら
、そ
も
そ
も
、

一
日
中
座
っ
て
い
る
象
な
ど
と
い

う
い
か
に
も
怪
し
げ
な
話
を
最
初

に
し
た
の
は
、
親
友
に
裏
切
ら
れ

て
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
男
な
の
で

あ
る
。
そ
の
男
の
残
し
た
言
葉
が

さ
な
が
ら
死
の
伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ

う
に
四
人
の
人
物
に
感
染
し
、
彼

ら
は
周
囲
の
悪
意
に
向
き
合
っ
た

り
、
思
い
が
け
ぬ
死
の
現
場
に
立

ち
会
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
。映
画
の
冒
頭
に
は
、濡
れ
た
路

面
を
走
る
車
の
窓
越
し
に
と
ら
え

た
街
中
の
シ
ョ
ッ
ト
と
、
ほ
ぼ
真

上
か
ら
見
下
ろ
し
た
、
足
跡
の
つ

い
た
雪
原
の
シ
ョ
ッ
ト
が
入
る
。

物
語
を
形
づ
く
る
四
人
の
人
物
と

は
関
係
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
そ

う
し
た
短
い
映
像
は
、
映
画
の
中

ほ
ど
に
も
出
て
く
る
が
、
あ
れ
は

も
し
か
す
る
と
、
彼
ら
が
向
か
お

う
と
し
て
い
る
満
州
里
の
風
景
な

の
か
も
し
れ
な
い
。い
や
む
し
ろ
、

座
り
つ
づ
け
る
象
も
そ
の
な
か
に

い
る
、
死
期
を
悟
っ
た
象
た
ち
の

墓
場
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

映
画
の
終
盤
、
四
人
の
う
ち
の

三
人
は
、
長
距
離
バ
ス
に
乗
っ
て

満
州
里
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
死
出
の
旅
路
な
の
だ
ろ
う

か
。
だ
が
、
バ
ス
の
な
か
の
思
い

思
い
の
場
所
に
座
り
つ
つ
、
同
じ

振
動
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
彼
ら
は
そ

の
旅
に
か
す
か
な
が
ら
も
希
望
を

託
し
て
い
る
の
だ
し
、
そ
の
彼
ら

の
移
動
の
過
程
を
追
う
映
像
に

も
、
い
つ
の
ま
に
か
ロ
ー
ド
ム
ー

ヴ
ィ
ー
的
な
軽
や
か
さ
が
感
じ
ら

れ
て
く
る
。
だ
い
い
ち
、
死
出
の

旅
路
と
言
う
な
ら
、
わ
た
し
た
ち

の
人
生
そ
の
も
の
が
、
命
を
授
け

ら
れ
た
瞬
間
か
ら
緩
慢
に
つ
づ
く

死
へ
向
か
う
歩
み
な
の
だ
。
し
か

し
、
向
か
う
先
に
は
死
し
か
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
死
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
の

眼
に
は
「
世
界
の
隙
間
」
が
映
る

よ
う
に
な
る
。
映
画
の
原
作
で
も

あ
る
自
作
の
小
説
が
出
版
さ
れ
た

際
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
フ
ー
・

ボ
ー
は
、
「
最
も
貴
重
な
も
の
は

世
界
の
隙
間
に
横
た
わ
っ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
た
。
鈍
色
の
光

の
な
か
で
こ
そ
初
め
て
見
え
て
く

る
風
景
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
風
景

に
向
き
合
う
こ
と
で
、
個
人
の
あ

い
だ
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
は
す
で
に
映
画
の
冒
頭
か
ら

予
告
さ
れ
て
い
た
。
ト
イ
レ
の
水

漏
れ
の
せ
い
で
水
滴
を
し
た
た
ら

せ
た
リ
ー
の
左
手
を
移
動
撮
影
で

追
い
、
水
滴
が
母
親
の
顔
に
か
け

ら
れ
る
の
が
映
る
と
き
、
ブ
ー
が

集
合
住
宅
の
入

た
マ
ッ
チ
を
頭

り
投
げ
、
す
で

い
染
み
が
星
座

平
面
に
あ
ら
た

の
を
と
ら
え
た

く
り
と
テ
ィ
ル

と
、
フ
ァ
イ
ン

が
入
っ
て
く
る

や
か
な
キ
ャ
メ

さ
に
世
界
の
隙

つ
、
た
と
え
た

あ
り
、
そ
れ
ど

っ
て
い
る
存
在

孤
立
で
は
な
く

が
生
ま
れ
る
可

た
の
だ
。

二
十
九
歳
の

を
撮
り
あ
げ
、

生
と
死
の
境
界

っ
た
フ
ー
・
ボ

に
し
て
遺
作
は

と
し
て
の
個
人

る
可
能
性
を
わ

や
き
か
け
る
の

（
早

▼
元
慰
安
婦
と
し
て
提
訴
す
る
金
学
順
さ
ん
（
１
９
２
４

１
９
９
７
、

写
真
中
央
）。

『象は静かに座っている』は、シアター・イメージフォーラム他
にて順次公開中。 Ms. CHU Yanhua and Mr. HU Yongzhen

「
日
本
の
戦
後
責
任
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
会
（
ハ
ッ
キ
リ
会
）
」

が
結
成
さ
れ
た
の
は
い
ま
か
ら
三
〇
年
前
、
一
九
九
〇
年
の
こ
と
だ

っ
た
。
翌
九
一
年
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
韓
国
人
犠
牲
者
補
償
請
求

事
件
と
し
て
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
訴
す
る
に
あ
た
っ
て
支
援
し
た

団
体
で
あ
る
。
事
務
局
は
そ
の
こ
ろ
私
が
身
を
お
い
た
、
寒
灯
舎
と

い
う
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
代
表
を
務
め
る
中
西
昭
雄
さ

ん
は
、
一
九
八
八
年
に
「
日
本
寄
せ
場
学
会
」
を
は
じ
め
る
な
ど
、

単
に
取
材
を
し
て
記
事
を
書
く
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
社
会
と
の

接
点
を
模
索
し
て
い
た
。
真
珠
湾
攻
撃
の
あ
っ
た
一
九
四
一
年
に
生

ま
れ
た
中
西
さ
ん
が
ち
ょ
う
ど
五
〇
歳
の
節
目
を
迎
え
る
な
か
で
、

戦
争
責
任
の
問
題
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
の
は
想
像
に
難
く
な

い
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
活
動
は
彼
個
人
の
勉
強
会
の
よ
う

な
も
の
で
、
私
自
身
は
脇
で
見
な
が
ら
、
と
き
ど
き
手
伝
う
程
度
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
私
が
ハ
ッ
キ
リ
会
の
聞
き
取
り
調
査
で
ソ
ウ
ル
に
行
く
よ

う
、
中
西
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
の
は
九
二
年
の
秋
だ
っ
た
。
そ
の
と

き
、
い
ま
ど
き
の
ネ
ト
ウ
ヨ
が
口
に
す
る
よ
う
な
理
由
で
、
言
い
合

い
に
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
私
が
高
校
生
だ
っ
た
七
〇
年
代
後

半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
は
ま
だ
映
画
『
パ
ッ
チ
ギ
！
』（
井

筒
和
幸
監
督
、
二
〇
〇
四
年
）の
よ
う
な
世
界
が
残
っ
て
い
て
、「
在

日
」
と
一
括
り
に
呼
ば
れ
る
人
た
ち
と
の
喧
嘩
や
小
競
り
合
い
が
あ

と
を
絶
た
な
か
っ
た
。
乱
闘
が
あ
っ
た
と
の

も
よ
く
耳
に
し
た
。

繁
華
街
な
ど
で
待
ち
伏
せ
し
た
り
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
ほ
ん
と
う

に
お
っ
か
な
く
っ
て
、焼
き
肉
屋
に
は
近
づ
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

不
良
の
実
家
な
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
軍
事
政
権
下
の
韓
国
か

ら
は
戒
厳
令
が
布
か
れ
た
と
の
重
た
い
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
、
北
朝
鮮

と
は
そ
も
そ
も
国
交
が
な
い
。
思
春
期
の
若
者
が
居
場
所
を
見
出
せ

ず
に
荒
れ
る
の
も
仕
方
な
い
政
治
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か

で
韓
国
は
「
近
く
て
遠
い
国
」と
形
容
さ
れ
、
ご
く
身
近
に
い
る「
在

日
」
の
人
た
ち
も
「
近
く
て
遠
い
存
在
」
だ
っ
た
。
八
〇
年
代
は
ま

だ
戦
争
の
傷
跡
が
生
々
し
く
、
パ
リ
で
中
国
人
に
は
じ
め
て
声
を
か

け
ら
れ
た
と
き
は
な
に
を
言
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
と
身
構
え
た
し
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
で
は
日
本
兵
に
往
復
び
ん
た
を
さ
れ
た
の
だ
と
身
振
り
手

振
り
に
教
え
ら
れ
た
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
表
出
す
る
日
本
と
い
う
暴

力
装
置
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
た
び
、「
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」

だ
っ
た
は
ず
の
私
に
も
戦
争
責
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
民
主
化
し
て
間
も
な
い
韓
国
に
行
く
の
が
怖
か
っ
た
。
な
に
を
さ

れ
る
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
も
こ
れ
も
大
人
た
ち
が
戦

争
責
任
を
は
っ
き
り
さ
せ
ず
、
あ
や
ふ
や
に
し
て
き
た
か
ら
だ
と
、

一
九
九
〇
年
の
時
点
で
も
強
く
感
じ
て
い
た
。
一
方
で
、
私
た
ち
の

父
親
の
世
代
が
韓
国
や
、
同
じ
よ
う
に
ま
だ
民
主
化
し
て
い
な
か
っ

た
時
代
の
台
湾
に
、
単
身
、
技
術
支
援
で
通
っ
て
い
る
の
も
知
っ
て

い
た
。
国
で
は
な
く
個
人
に
よ
る
細
い
糸
の
よ
う
な
関
係
が
、
か
つ

て
植
民
地
に
し
て
い
た
国
に
対
す
る
父
た
ち
の
世
代
の
静
か
な
抵
抗

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ま
な
ら
気
づ
く
。
そ
れ
は
戦
後
処
理
に

あ
た
っ
て
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア（
一
九
四
五
年
～
一
九
五
五
年
）

同
様
、
日
本
を
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
、
中
国
で
分
割
統
治

す
る
計
画
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
半
島
が
東
西
冷
戦
の

最
前
線
と
な
っ
て
分
断
さ
れ
、
日
本
は
逆
に
朝
鮮
特
需
に
沸
い
て
高

度
経
済
成
長
へ
の
礎
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
贖
罪
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

韓
国
に
な
ん
て
行
き
た
く
な
い
が
、
仕
事
だ
か
ら
仕
方
な
い
。
複

雑
な
思
い
を
感
じ
な
が
ら
、
ま
ず
は
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
妻
と
韓
国

料
理
屋
に
行
っ
た
。
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ

か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
距
離
を
感
じ
て
い
た
。
お

そ
る
お
そ
る
店
に
入
る
と
、
か
つ
て
不
良
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
男

が
愛
想
よ
く
切
り
盛
り
し
て
い
た
。
妻
は
カ
ル
ビ
、
私
は
ビ
ビ
ン
バ

と
オ
イ
キ
ム
チ
を
頼
ん
だ
。
は
じ
め
て
口
に
す
る
韓
国
料
理
は
実
に

美
味
だ
っ
た
。

「
食
わ
ず
�
い
と
い
う
や
つ
よ
」

妻
は
笑
っ
た
。
ソ
ウ
ル
で
は
元
日
本
軍
人
・
軍
属
、
徴
用
工
の
当

事
者
と
そ
の
遺
族
に
対
す
る
弁
護
士
の
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ

た
。
の
ち
に
社
会
民
主
党
の
党
首
と
な
る
福
島
瑞
穂
さ
ん
も
弁
護
士

の
一
人
と
し
て
弁
護
団
に
加
わ
り
、私
は
世
話
係
兼
写
真
係
を
し
た
。

国
家
間
で
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
で
「
解
決
済
み
」
と
さ

れ
て
は
い
た
が
、
日
本
の
戦
後
補
償
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
、
遺
族
に

対
し
て
生
死
の
通
知
さ
え
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況

が
一
つ
ひ
と
つ
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
で
に
高
齢
と
な

っ
て
い
た
当
事
者
は
語
り
尽
く
せ
ぬ
思
い
を
流
暢
な
日
本
語
で
語

り
、遺
族
は
親
族
に
な
に
が
起
き
た
の
か
知
り
た
い
と
泣
き
崩
れ
た
。

一
口
に
軍
人
・
軍
属
、
あ
る
い
は
徴
用
工
と
い
っ
て
も
一
人
ひ
と
り

体
験
し
た
状
況
や
記
憶
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
涙
を
誘
う
も
の
も
あ

れ
ば
、
憤
り
を
覚
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
共
通
す
る
の
は
戦
争
に
い

た
る
日
本
の
暴
力
的
な
横
暴
さ
だ
っ
た
。
慰
安
婦
と
し
て
名
乗
り
出

た
方
は
弱
々
し
い
足
取
り
で
、
な
ん
と
も
形
容
し
が
た
い
湿
っ
た
ア

ウ
ラ
を
放
ち
な
が
ら
姿
を
現
し
た
。
ま
だ
二
〇
代
だ
っ
た
私
に
韓
国

の
ラ
ジ
オ
局
は
、
「
若
い
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
昔
の
こ
と
に
興
味

を
も
つ
の
か
」
と
コ
メ
ン
ト
を
と
ろ
う
と
し
た
。
あ
く
ま
で
第
三
者

と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
た
私
は
取
材
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
げ
た
。
さ

し
た
る
信
念
は
な
か
っ
た
し
、
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
に
は
生
々
す

ぎ
て
あ
ま
り
に
怖
か
っ
た
。
在
日
韓
国
人
の
弁
護
士
も
吐
き
気
を
催

す
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
出
て

こ
な
く
な
っ
た
。

河
野
談
話
と
村
山
談
話

ユ
ン
フ
ン
ギ
ル

調
査
の
合
間
、
私
は
尹
興
吉
さ
ん
に
紹
介
さ
れ
て
会
っ
た
。
『
黄

昏
の
家
』
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
作
家
と
戦
争
の
話
を
す
る
の
だ

が
、
ど
う
も
�
み
合
わ
な
い
。
な
ぜ
か
と
思
っ
た
ら
、
私
は
第
二
次

世
界
大
戦
の
話
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
尹
さ
ん
は
朝
鮮
戦
争

の
話
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
ん
だ
、
と
そ
の
と
き
思
っ

た
。
当
然
だ
と
思
っ
た
。
ひ
と
つ
の
国
が
南
北
に
分
か
れ
て
戦
い
、

し
か
も
休
戦
中
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の
問
題
を
複
雑

に
し
た
背
景
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
ほ
ど
な
く
朝
鮮

戦
争
（
一
九
五
〇
�
五
三
年
）
が
は
じ
ま
り
、
休
戦
中
で
あ
る
が
ゆ

え
に
朴
正
煕
（
一
九
六
三
�
七
九
年
）
と
全
斗
煥
（
一
九
八
〇
�
八

八
年
）
と
長
ら
く
軍
事
政
権
が
つ
づ
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
間
、
金
大
中
事
件
（
一
九
七
三
年
）
や
光
州
事
件
（
一
九
八
〇
年
）

な
ど
が
あ
り
、
民
衆
は
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
よ
う
や
く

民
主
化
し
た
九
〇
年
代
は
じ
め
の
ソ
ウ
ル
の
街
に
は
、
東
京
の
パ
ラ

レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
た
。
だ
れ
に
会
っ
て
も
、
私

が
ど
う
し
て
も
日
本
人
に
は
思
え
な
い
と
首
を
か
し
げ
ら
れ
た
。
私

も
ま
た
韓
国
の
人
た
ち
が
日
本
人
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
ハ
ン
グ

ル
が
わ
か
ら
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
「
カ
ム
サ
ハ
ム
ニ
ダ
」
の
「
カ

ム
サ
」
が
「
感
謝
」
で
、
「
イ
ル
ボ
ン
」
が
「
ニ
ッ

の
は
耳
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
す
ん
な
り
頭
に
入
っ

語
と
い
う
よ
り
は
強
い
訛
り
に
思
え
、
日
本
と
韓
国
が
異
母
兄
弟
の

よ
う
な
関
係
な
の
は
い
や
で
も
察
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
は
じ
め
て
訪

れ
た
「
近
く
て
遠
い
国
」
の
リ
ア
ル
だ
っ
た
。
打
ち
上
げ
に
韓
定
食

の
料
亭
が
予
約
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
行
っ
て
み
る
と
、
仙
谷
由
人

さ
ん
ら
社
会
党
（
当
時
）
の
議
員
が
待
っ
て
い
て
驚
か
さ
れ
た
。
国

家
間
の
大
き
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
政
治
の
力
が
い
る
の
は
わ
か

る
が
、
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
イ
シ

モ
チ
の
干
物
「
ク
ル
ビ
」
が
と
て
も
お
い
し
い
の
を
知
っ
た
が
、
生

演
奏
の
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
を
歌
わ
さ
れ
た
の
に
は
閉
口
し
た
。
聞
き
取

り
調
査
を
終
え
て
別
れ
る
と
き
、
よ
く
し
て
く
れ
た
「
オ
モ
ニ
」
や

「
ア
ボ
ジ
」
が
下
働
き
を
し
て
い
た
私
を
泣
い
て
見
送
り
、
家
族
の

幸
せ
を
祈
る
も
の
だ
と
い
っ
て
お
守
り
を
渡
さ
れ
た
。
な
ん
と
も
情

の
厚
い
人
た
ち
だ
っ
た
。

カ
ン
ソ
ン
シ
ン

こ
う
し
た
ハ
ッ
キ
リ
会
の
活
動
を
通
じ
て
、
姜
聖
信
さ
ん
と
い
う

同
世
代
の
在
日
三
世
と
知
り
合
っ
た
。
い
か
に
も
腕
っ
節
の
強
そ
う

な
が
っ
ち
り
し
た
体
型
で
、
か
つ
て
ヤ
ン
チ
ャ
を
し
て
い
た
の
は
容

易
に
想
像
が
つ
い
た
。
顔
を
合
わ
す
た
び
、
パ
ッ
チ
ギ
ご
っ
こ
で
も

す
る
か
の
よ
う
に
、
ふ
ざ
け
て
私
に
向
け
て
ハ
ン
グ
ル
で
脅
し
文
句

を
口
に
し
た
。
私
も
日
本
語
で
応
酬
し
、
じ
ゃ
れ
合
っ
た
。
ほ
ん
と

う
は
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
姜
さ
ん
は
ハ
ン
グ
ル
が
あ
ま
り
得
意
で

は
な
く
、
韓
国
か
ら
き
た
遺
族
ら
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本

に
も
韓
国
に
も
居
場
所
が
な
い

在
日
の
人
た
ち
の
境
遇
を
目
の

当
た
り
に
し
て
い
た
。
そ
ん
な

日
々
を
重
ね
な
が
ら
、
は
じ
め

は
険
し
か
っ
た
姜
さ
ん
の
顔
が

次
第
に
穏
や
か
に
な
っ
て
い
っ

た
。
私
の
内
で
も
ま
た
、
韓
国

へ
の
偏
見
に
も
と
づ
く
わ
だ
か

ま
り
が
い
つ
し
か
消
え
て
い

た
。
い
か
ん
せ
ん
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
「
朝
鮮
人
」
を
意
味
す

る
「
チ
ョ
ン
」
を
「
バ
カ
」
の

意
味
で
使
う
の
を
当
然
と
し
、

言
葉
に
潜
む
差
別
に
な
ん
ら
の

疑
問
も
示
さ
な
い
の
が
日
本
の

社
会
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
私
が

生
ま
れ
た
こ
ろ
に
つ
く
ら
れ
た

映
画
『
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
』

（
浦
山
桐
郎
監
督
、
一
九
六
二

年
）
に
も
韓
国
人
へ
の
差
別
が

は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
る
。
東

京
・
新
大
久
保
が
コ
リ
ア
ン
タ

ウ
ン
と
し
て
若
い
世
代
に
人
気

の
街
に
様
変
わ
り
す
る
一
方

で
、
五
〇
代
か
ら
上
の
世
代
が

い
つ
ま
で
も
「
�
韓
」
「
反
韓
」

に
固
執
す
る
の
は
き
っ
と
私
の

よ
う
な
韓
国
と
の
邂
逅
を
経
験

し
な
か
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な

い
。ほ

か
に
も
マ
ス
コ
ミ
関
係
者

求
め
て
ハ
ッ
キ
リ
会
の
事
務
局
と
な
っ
た
勤
め
先
の
編
集
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
に
出
入
り
し
た
。
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
ば
か
り
で
は
な
く
、

本
と
い
う
か
た
ち
に
も
な
っ
た
。
取
材
す
る
側
か
ら
取
材
さ
れ
る
側

を
垣
間
見
る
の
は
実
に
貴
重
な
体
験
で
、
取
材
者
と
し
て
反
面
教
師

と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
な
ん
と
い
う
か
、
ど
れ
も
こ
れ

も
木
を
見
て
森
を
見
ず
と
い
う
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
て
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
数
の
多
い
軍
人
・
軍
属
、
徴
用
工
は
置
き
去
り

に
さ
れ
、慰
安
婦
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
た
の
は
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

戦
後
ま
も
な
く
田
村
泰
次
郎
が
慰
安
婦
を
テ
ー
マ
に
書
い
た
小
説

『
春
婦
伝
』が
一
九
六
五
年
に
鈴
木
清
順
の
手
で
映
画
に
な
る
な
ど
、

既
知
の
史
実
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な

か
っ
た
と
ば
か
り
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
さ
れ
た
。
軍
人
・

軍
属
、
徴
用
工
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
地
味
な
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
ま
か

ら
考
え
れ
ば
関
係
す
る
大
企
業
へ
の
忖
度
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
が
な
に
か
書
こ
う
に
も
、
専
門
家
で
な
い

お
前
に
な
に
が
わ
か
る
の
か
と
い
っ
て
編
集
者
は
取
り
合
わ
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
取
材
に
も
と
づ
く
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
は
読
ま
れ
な
く
な
り
、
専
門
家
が
重
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
こ
う
し
て
書
く
の
は
今
回
が
は
じ
め
て

に
な
る
。
そ
れ
で
も
一
九
九
三
年
の
河
野
談
話
（
慰
安
婦
の
存
在
を

認
め
る
）
に
次
い
で
、
戦
後
五
〇
年
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
の
村
山

談
話
（
国
策
の
誤
り
に
よ
る
植
民
地
支
配
と
侵
略
で
ア
ジ
ア
諸
国
に

損
害
を
与
え
、
国
民
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
た
と
し
た
）
に
よ
り
、

戦
後
責
任
を
国
に
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
こ
と
で
、
問
題
を
提
起
し
た
ハ

ッ
キ
リ
会
の
活
動
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
私

個
人
は
感
じ
た
。

日
本
と
い
う
暴
力
装
置

以
来
三
〇
年
に
わ
た
り
、
当
時
よ
り
く
す
ぶ
っ
て
い
た
慰
安
婦
の

問
題
は
収
束
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
大
き
な
問
題
と
な
り
、
二
〇

一
九
年
に
は
つ
い
に
「
韓
国
な
ん
て
要
ら
な
い
」
「
日
韓
断
交
」
な

ど
と
い
っ
た
強
烈
な
見
出
し
が
大
手
出
版
社
の
発
行
す
る
週
刊
誌
を

に
ぎ
わ
せ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
六
月
、
元
徴
用
工
の
訴
訟
に
対
し
て

ソ
ウ
ル
高
裁
が
三
菱
重
工
へ
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
の
を
機

に
、
八
月
に
は
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
９
」
に
付
随
す

る
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
は
「
平
和
の
少
女
像
」
が
問
題

視
さ
れ
、
わ
ず
か
三
日
で
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク

な
反
応
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
こ
の
三
〇
年
で
広
ま
っ
た
歴
史
修
正

主
義
に
よ
る
認
知
の
歪
み
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
河
野
談

話
も
村
山
談
話
も
な
か
っ
た
も
の
に
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
小
さ
な

火
だ
ね
は
一
九
九
二
年
、漫
画
家
の
小
林
よ
し
の
り
さ
ん
が
雑
誌『
Ｓ

Ｐ
Ａ
！
』
に
「
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
」
の
連
載
を
は
じ
め
た
時
期
だ

っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
学
校
現
場
で
の
日
の
丸
と
君

が
代
の
強
制
問
題
を
取
り
巻
く
空
気
が
連
載
を
生
み
出
す
背
景
に
は

あ
り
、
一
九
九
九
年
に
国
旗
・
国
歌
法
が
制
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

パ
ッ
チ
ギ
の
よ
う
な
世
界
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
が
、
朝
鮮
学
校

の
制
服
で
あ
る
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
が
切
り
裂
か
れ
る
な
ど
の
事
件
が
お

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
九
六
年
に
結
成
さ
れ
た
「
新
し
い
歴
史
教
科

書
を
つ
く
る
会
」
の
手
で
、
二
〇
〇
一
年
に
は
『
中
学
社
会
新
し
い

歴
史
教
科
書
』
が
『
Ｓ
Ｐ
Ａ
！
』
の
発
行
元
で
あ
る
扶
桑
社
か
ら
発

行
さ
れ
た
。
西
尾
幹
二
、
芳
賀
徹
、
田
中
英
道
、
伊
藤
隆
ら
日
本
を

代
表
す
る
学
者
ら
が
監
修
し
、
「
自
虐
史
観
」
と
い
う
言
葉
が
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
多
面
的
な
歴
史
を
考
え
直
す

提
案
程
度
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
ほ
ど
な
く
知
人
の
小
学
校

教
師
が
夏
の
講
習
で
「
太
平
洋
戦
争
は
欧
米
列
強
に
よ
る
植
民
地
支

配
か
ら
ア
ジ
ア
を
解
放
す
る
た
め
の
聖
戦
だ
っ
た
」
と
学
ん
だ
と
聞

い
て
、
こ
れ
か
ら
日
本
は
た
い
へ

ん
な
こ
と
に
な
る
と
予
感
し
た

（
そ
れ
は
二
〇
〇
六
年
、
私
が
家

族
を
連
れ
て
日
本
を
離
れ
る
直
接

の
引
き
金
に
な
っ
た
）
。
さ
ら
に

二
〇
〇
七
年
に
は
「
在
日
特
権
を

許
さ
な
い
市
民
の
会
（
在
特
会
）」

が
活
動
を
は
じ
め
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
が
日
本
で
も
繰
り
広
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
学
校
と
い
う
日

本
的
な
強
制
収
容
機
関
で
こ
う
し

た
教
育
を
受
け
、
こ
う
し
た
社
会

環
境
で
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占領期から半世紀の日本

における動物愛護運動につ

いては、まとまった総括的

研究が存在しなかった。社

会史、畜産学、法学などの

分野でも先行研究は皆無に

等しく、一次資料の精査も

等閑のままだった。春藤献

一の博士論文はこの欠落を

補う初めての成果である。

具体的には、占領期の愛

護運動へのガスコイン会

長、パロット副会長ほか、

占領軍上層部の女性たちの

関与、日本での動物虐待を

問題視する英国報道に対す

る日本側の対応などを皮切

りに議論が展開される。欧

米側と日本側関係者との利

害が対立し、日本動物愛護

協会とは別に日本動物福祉

協会が創設された経緯。議

員立法としての「動物の保

護及び管理に関する法律」

（１９７３）の制定過程では、

この法律に愛護協会の理念

が「転写」されたとの仮説

を提起する。さらにパイロ

ットケースとしての代々木

の動物病院設置が、六〇年

代以降の都市部を中心とし

た動物病院の広範な一般化

に先鞭を付けた事実なども

再発掘された。

日本では狂犬病は五〇年

代末までに撲滅された。だ

が愛護法の制定とは裏腹

に、実際には行政による大

量の犬猫殺処分が実施され

るようになる。政府は行政

による引き取りを義務化し

たが、各地方自治体の現場

では対応が追いつかない。

また犬はともかく猫は祟る

といった「迷信」もなお根

強く、猫の殺処分実施には

行政担当者にも大きな抵抗

感があった。

京都のように国に先駆け

条例を設けた自治体もあ

り、地域差も大きい。飼育

ライオンによる殺傷事故

（埼玉県、１９７８）から都で

は猫の室内飼育を義務化す

る条例案が提出され「ニャ

ン論争」となる。また猫が

赤ん坊の指を食いちぎった

事件（静岡県、１９７６）を受

けて（旧）島田市では「捕

獲器」貸し出しが開始され、

政府広報も手伝って全国に

波及する。

動物遺棄の抑止と都道府

県等による「猫の引き取り

業務」が招いた混乱、関係

者が直面した矛盾・葛藤。

それらを本論文は統計資料

の沈黙の裏に読み取り、同

時代の証言や新聞記事を駆

使しつつ浮き彫りにした。

価値観の相克に翻弄される

行政の姿や「殺処分」の不

条理を冷静に分析する手際

も特筆に値する。

この状況が大きく変わる

には、旧法制定後四半世紀

の年月が必要であり２０００年

以降、従来の「殺処分」を

回避する法改正が目指され

「野良猫」撲滅を目指す方

向へ世論の風向きも大きく

変わる。その帰結を２０１９年

の法改正に見定めることも

できようか。ここには「犬

猫」と戦後日本社会との

「関係史」という未開拓な

分野が立ち上がる。「愛護」

の対象と認定された動物の

置かれた環境から翻って人

間社会を問い直す。この視

点・発想の転換は、問題意

識、方法論としても斬新で

あり、文理を跨ぐ社会的課

題を巡り、行政と市民の関

係を含め、従来の通念への

再考を迫る。

２１世紀以降の動向につい

ては、別途研究書や一般書

も少なからず存在する。だ

が犬猫の生息環境には地域

差も大きく、法律による対

応にはなお多くの問題が燻

っている。

＊総合研究大学院大学博士

課程論文審査（２０１９年７月

５日）に取材。なお本論文

により著者は９月２７日に

「総研大賞」を長谷川真理

子学長より授与された。そ

の出版刊行が待たれる。

▲１９９１年、東京地方裁判所での提訴に向かうアジア太平洋戦争韓国人犠牲者たち。
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