
安倍首相の「侵略」否定発言
（いずれも参院予算委）

4月22日

過去の植民地支配と侵
略を謝罪した１９９５年の
村山富一首相談話につ
いて「安倍内閣としてそ
のまま継承しているわけ

ではない」

「侵略の定義は学問的に

も国際手にも定まってい
ない」

「侵略の定義は学問的
フィルドにおいてさまざま
な議論がある。政治家と

してそこに立ち入ることは
しない」

4月23日

5月8日

自
民
党
の
高
市
早
苗
政
調
会
長
が

「
国
家
観
・
歴
史
観
に
つ
い
て
は
安
倍

晋
三
首
相
自
身
、（
東
京
裁
判
を
受
け

入
れ
た
歴
代
政
権
と
）
違
っ
た
点
も

あ
る
」「
侵
略
と
い
う
文
言
を
入
れ
て

い
る
村
山
談
話
に
し
っ
く
り
き
て
い

な
い
」（
１
２
日
）
と
発
言
。
日
本
維

新
の
会
の
橋
下
徹
共
同
代
表
（
大
阪

市
長
）
は
「
慰
安
婦
制
度
は
必
要
だ
」

「
侵
略
の
定
義
が
な
い
こ
と
は
安
倍
首

相
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
だ
」（
１
３

日
）
と
異
常
な
暴
言
を
吐
い
て
い
ま

す
。こ

れ
ら
の
発
言
は
、
日
本
の
過
去

の
「
植
民
地
支
配
と
侵
略
」
を
謝
罪

し
た
村
山
首
相
談
話
（
１
９
９
５
年
）

と
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
強

制
性
と
政
府
の
関
与
を
認
め
た
河
野

官
房
長
官
談
話
（
９
３
年
）
を
否
定

す
る
狙
い
を
秘
め
た
も
の
で
す
が
、

安
倍
首
相
の
発
言
に
依
拠
し
て
い
る

点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

安
倍
首
相
は
昨
年
末
の
「
産
経
」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
村
山
談
話
と
河

野
談
話
を
見
直
す
発
言
を
行
い
ま
し

た
が
、
日
本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委

員
長
の
追
及
を
受
け
て
日
本
軍
「
慰

安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
発
言
を

「
封
印
」
し
た
経
過
が
あ
り
ま
す
。

高
支
持
率
背
景
に

と
こ
ろ
が
、
高
支
持
率
を
背
景
に

歴
史
問
題
で
も
「
封
印
」
を
と
い
て

暴
走
を
開
始
。
４
月
２
１
日
、
日
本

の
侵
略
戦
争
を
正
当
化
す
る
靖
国
神

社
に
麻
生
太
郎
副
総
理
ら
が
参
拝
、

安
倍
首
相
自
ら
も
真
榊
（
ま
さ
か
き
）

を
奉
納
し
ま
し
た
。
翌
２
２
日
の
参

院
予
算
委
員
会
で
は
安
倍
首
相
が
、

村
山
談
話
に
つ
い
て
「
安
倍
内
閣
と
し
て
そ
の

ま
ま
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
発
言
。

同
２
３
日
に
は
「
侵
略
の
定
義
は
学
界
的
に
も

国
際
的
に
も
定
ま
っ
て
い
な
い
」
と
歴
史
を
逆

行
さ
せ
る
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
首

相
発
言
は
、「
主
権
回
復
の
日
」
式
典
（
４
月
２

８
日
）
や
憲
法
記
念
日
（
５
月
３
日
）
を
前
に

歴
史
逆
流
と
改
憲
世
論
づ
く
り
を
す
す
め
る
役

割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
高
市
、
橋
下
両
氏
な

ど
逆
流
勢
力
を
調
子
づ
か
せ
る
結
果
と
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

国
内
外
か
ら
の
批
判
の
大
き
さ
に
慌
て
た
菅

義
偉
官
房
長
官
は
、「
村
山
談
話
を
引
き
継
ぐ
」

（
１
３
日
）
と
し
て
高
市
氏
を
た
し
な
め
、
橋
下

発
言
に
つ
い
て
「
歴
代
（
談
話
）
と
同
様
の
思

い
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
」（
１
４
日
）
と
し
ま

し
た
が
、
安
倍
首
相
自
身
が
い
ま
だ
に
「
侵
略

の
定
義
は
定
ま
っ
て
い
な
い
」
と
の
発
言
を
撤

回
し
て
い
ま
せ
ん
。
政
府
と
し
て
も
今
秋
以
降

に
「
安
倍
談
話
」
作
成
の
有
識
者
懇
談
会
を
設

置
す
る
方
針
を
堅
持
し
て
い
ま
す
。

地
位
失
う
こ
と
に

そ
も
そ
も
第
２
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
秩
序

は
、
か
つ
て
の
日
本
と
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
に

よ
る
戦
争
が
不
正
・
不
義
の
侵
略
戦
争
だ
っ
た

と
の
歴
史
認
識
を
共
通
の
土
台
と
し
て
い
ま
す
。

日
本
が
こ
の
ま
ま
過
去
の
戦
争
を
侵
略
戦
争
と

認
識
せ
ず
、
憲
法
９
条
改
悪
で
土
台
を
く
つ
が

え
し
て
し
ま
う
動
き
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
日
本
が
世
界
で
生
き
て
い
く
地
位
を
失

う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
と
こ
れ
に
呼
応
す
る

自
民
党
や
日
本
維
新
の
会
の
発
言
は
、
日
本
の

前
途
に
責
任
を
負
わ
な
い
改
憲
勢
力
の
正
体
を

さ
ら
す
と
と
も
に
、
古
い
自
民
党
政
治
の
「
土

台
が
腐
り
き
っ
て
い
る
」
こ
と
を
雄
弁
に
証
明

し
て
い
ま
す
。

２
０
１
３
年
５
月
１
５
日(

水)

安
倍
政
権
は
１
７
日
、
生
活
保
護
の
申
請
を

厳
格
化
し
て
申
請
者
を
入
り
口
で
締
め
出
す
こ

と
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
生
活
保
護
法
改
悪
案
と

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
を
閣
議
決
定
し
、
国

会
に
提
出
し
ま
し
た
。

改
悪
案
は
、
本
人
の
資
産
や
収
入
、
扶
養
義

務
者
の
扶
養
状
況
を
記
し
た
申
請
書
と
、
判
定

に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
申
請
時
に
義
務
付
け

ま
す
。

現
行
法
で
は
、
役
所
で
口
頭
で
意
思
を
表
明

す
れ
ば
生
活
保
護
を
申
請
で
き
ま
す
が
、
実
際

に
は
書
類
の
不
備
な
ど
を
理
由
に
申
請
書
を
交

付
せ
ず
追
い
返
す
違
法
な｢

水
際
作
戦｣

が
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
改
悪
案
は
、
す
べ
て
の
書

類
が
整
わ
な
い
と
申
請
で
き
な
い
と
条
文
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
水
際
作
戦
」
を
合
法
化
し
、

申
請
者
を
入
り
口
で
締
め
出
す
も
の
で
す
。

ま
た
、
親
族
の
扶
養
を
事
実
上
の
要
件
と
す

る
こ
と
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。
生
活
保
護
の
実

施
機
関
が
扶
養
義
務
者
や
同
居
の
親
族
に
「
報

告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
。
官
公

署
な
ど
に
「
必
要
な
書
類
の
閲
覧
も
し
く
は
資

料
の
提
出
を
求
め
」
、
銀
行
や
雇
い
主
に
「
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
ま
し
た
。

現
行
法
で
は
、
扶
養
は
保
護
の
要
件
で
は
な

く
、
扶
養
で
き
る
か
ど
う
か
親
族
に
照
会
が
行

わ
れ
る
だ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
「
家
族
に
は

知
ら
れ
た
く
な
い
」
と
保
護
を
辞
退
す
る
人
が

出
て
い
ま
す
。

改
悪
案
は
、
生
活
保
護
利
用
者
に
対
し
、「
健

康
の
保
持
お
よ
び
増
進
に
努
め
、
収
入
、
支
出

そ
の
他
生
計
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
」
と

の
責
務
を
新
た
に
課
し
て
い
ま
す
。
生
活
保
護

利
用
者
へ
の
差
別
的
待
遇
を
助
長
す
る
内
容
で

す
。ま

た
利
用
者
に
は
「
可
能
な
限
り
後
発
医
薬

品
の
使
用
を
促
す
」
と
法
律
上
明
確
化
し
て
い

ま
す
。

自
公
政
権
は
、
生
活
保
護
法
改
悪
は
２
０
１

４
年
４
月
か
ら
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
な
ど
は

今
年
１
０
月
か
ら
実
施
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い

ま
す
。
生
活
困
窮
者
支
援
を
う
た

う
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
案
は
、

１
５
年
度
か
ら
実
施
す
る
と
し
て

い
ま
す
。

２
０
１
３
年
５
月
１
８
日(

土)
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「
侵
略
の
定
義
」

撤
回
せ
ず

首 相 が 橋 下 ・ 高 市 発 言 を 誘 発

生
活
保
護

入
り
口
で
締
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し

法
改
悪
案
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参 院 選 挙
制 度 解 説

日 時 6月12日（水）

午後7時開演

ところ 奈良文化会館
市田忠義書記局長

山下よしき参議院議員

谷川かずひろ

弁
士 青年学生部

事務局長



国
民
健
康
保
険
税

「
厚
生
労
働
省
は
５
月
１

０
日
、
自
営
業
者
ら
が
加
入

す
る
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

の
運
営
を
市
町
村
か
ら
都
道

府
県
に
移
行
し
た
場
合
、
保

険
料
（
税
）
が
大
幅
に
増
え

る
と
い
う
試
算
を
ま
と
め
社

会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部

会
に
示
し
た
」
と
い
う
こ
と

が
報
道
さ
れ
て
し
ま
す
。

三
宅
町
も
国
民
健
康
保
険

の
運
営
が
広
域
化
（
県
単
位
）

さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
て
保

険
税
の
資
産
割
分
の
減
額
を

２
５
年
度
か
ら
導
入
す
る
こ

と
を
３
月
議
会
に
提
案
し
可

決
さ
れ
て
い
ま
す
。

議
会
の
審
議
の
中
で
三
宅

町
の
国
民
健
康
保
険
の
運
営

が
県
に
移
行
し
た
場
合
、
保

険
税
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
審
議
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
住
民
に
広
域
化
に
対
し

て
説
明
が
必
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

厚
労
省
の
試
算
で
は
「
都

道
府
県
内
の
保
険
料
（
税
）

の
格
差
は
最
大
の
長
野
県
で

２
．
８
倍
、
最
小
の
富
山
で

１
．
３
倍
」
に
な
る
と
い
っ

て
い
ま
す
。
長
引
く
デ
フ
レ

不
況
の
中
で
保
険
料
（
税
）

の
滞
納
額
が
増
加
し
て
き
て

い
ま
す
。
国
民
皆
保
険
の
立

場
か
ら
格
差
の
な
い
制
度
に

し
て
い
く
た
め
に
国
民
レ
ベ

ル
の
議
論
が
必

要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

三
宅
町

池
田
年
夫

日
本
の
行
方
は
？

先
日
、
私
が
洗
濯
物
を
干

し
て
い
る
と
、
近
所
に
住
む

方
で
買
い
物
帰
り
の
女
性
二

人
が
車
か
ら
降
り
て
来
ら
れ

ま
し
た
。

妊
婦
さ
ん
と
そ
の
母
親
は

「
良
い
お
天
気
で
す
ね
〜
」

の
後
、
私
が
共
産
党
の
町
会

議
員
だ
と
知
っ
て
お
ら
れ
る

よ
う
で
、
そ
の
お
母
さ
ん
は

初
対
面
（
？
）
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
お
願
い
が
あ
る
ん
で

す
！
」
「
え
っ
！
何
で
す
か
？
」

と
聞
く
と
「
安
倍
さ
ん
の
暴

走
を
止
め
て
下
さ
い
！
」
一

瞬
（
ど
こ
の
ア
ベ
さ
ん
？
）

そ
し
て
、
こ
う
続
き
ま
す
。

安
倍
さ
ん
が
憲
法
を
変
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
又
、
戦

争
に
向
か
っ
て
行
く
よ
う
で

怖
い
。
そ
し
て
橋
下
さ
ん
の

慰
安
婦
問
題
へ
の
発
言
に
対

し
て
激
し
い
怒
り
を
訴
え
て

来
ら
れ
ま
し
た
。
「
本
当
に

そ
う
で
す
ね
、
み
ん
な
で
力

を
合
わ
せ
て
く
い
止
め
ま
し
ょ

う
！
」
と
別
れ
ま
し
た
。

尚
、
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
の
読

者
の
広
場
に
次
の
投
書
が
載
っ

て
い
ま
し
た
。
「
二
十
年
前

に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
が
語
っ
た
話
。

『
憲
法
九
条
は
再
び
日
本
が

私
達
の
国
を
攻
め
て
来
な
い

と
い
う
国
際
公
約
で
す
。
だ

か
ら
私
達
は
安
心
し
て
日
本

と
お
付
き
合
い
が
で
き
る
の

で
す
』
憲
法
が
変
え
ら
れ
た

ら
多
く
の
国
々
の
人
た
ち
か

ら
『
不
安
』
が
表
明
さ
れ
る

で
し
ょ
う
」
と
。

海
外
か
ら
の
視
点
に
納
得

で
す
。
七
月
の
参
議
院
選
は

ま
さ
に
国
に
行
方
を
決
め
る

大
切
な
選
挙

で
す
。

田
原
本
議
会

議
員

森

良
子

ス
ト
レ
ス
解
消

新
聞
や
雑
誌
等
々
で
は
、

そ
れ
な
り
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
『
涙
活
』

と
言
う
言
葉
を
、
皆
さ
ん
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
。

玉
ね
ぎ
を
刻
ん
だ
時
な
ど

に
出
て
来
る
涙
は
、
角
膜
保

護
の
た
め
で
有
り
ま
し
て
人

間
以
外
の
動
物
に
も
み
ら
れ

る
そ
う
で
す
が
、
悲
し
い
時

や
感
動
し
た
時
に
流
す
感
情

に
よ
る
涙
は
人
間
だ
け
が
流

せ
る
ん
だ
そ
う
で
し
て
、
医

学
的
に
は
、
人
の
体
に
と
っ

て
物
す
ご
く
効
果
の
有
る
事

で
、
正
に
神
様
が
く
れ
た
宝

物
な
ん
だ
そ
う
で
有
り
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
実
は
、

我
々
が
普
段
の
暮
ら
し
で
様
々

な
活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
そ
れ
な

り
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い

る
そ
う
で
し
て
、
問
題
は
、

如
何
に
こ
の
解
消
を
上
手
に

す
る
か
で
体
の
状
態
を
ベ
ス

ト
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
事

が
出
来
る
か
否
か
が
か
か
っ

て
い
る
そ
う
な
ん
で
す
。
で
、

こ
の
解
消
に
一
番
効
果
を
発

揮
す
る
の
が
、
何
よ
り
も
涙

を
流
す
事
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

同
じ
涙
で
も
、
感
動
の
涙
、

感
極
ま
っ
て
出
て
来
る
涙
が
、

悲
し
い
時
に
出
て
来
る
涙
よ

り
も
一
層
効
果
大
と
の
事
で

し
て
、
こ
う
し
た
涙
を
能
動

的
に
流
す
時
間
を
設
け
る
事

で
、
心
の
デ
ト
ッ
ク
ス
を
図

る
活
動
が
『
涙
活
』
だ
そ
う

で
す
。

方
法
は
、
映
画
を
見
る
。

本
を
読
む
。
等
々
、
感
情
の

ま
ま
思
い
っ
き
り
涙
を
流
す

と
良
い
そ
う
で
す
よ
。
お
試

し
下
さ
い
。

川
西
町
議
会

議
員

芝

和
也

近
鉄
駅
無
人
化
進
む

近
畿
日
本
鉄
道
は
、
「
鉄

道
事
業
の
強
化
」
（
安
全
を

前
提
に
、
需
要
減
の
環
境
下

で
も
利
益
を
確
保
で
き
る
体

制
の
構
築
）
の
中
で
「
筋
肉

質
な
体
制
づ
く
り
」
の
一
環

と
し
て
駅
無
人
化
を
あ
げ
て

い
ま
す
。
昨
年
ま
で
に
五
七

駅
を
無
人
化
し
、
来
年
に
は

九
四
駅
に
増
や
す
予
定
で
す
。

県
内
で
は
、
田
原
本
線
六

駅
、
吉
野
線
五
駅
、
生
駒
線

二
駅
と
御
所
線
二
駅
の
一
五

駅
が
完
全
無
人
化
さ
れ
ま
し

た
。そ

の
他
に
、
天
理
線
の
二

駅
は
日
勤
化
（
朝
七
時
ご
ろ

か
ら
夕
方
六
時
ご
ろ
ま
で
有

人
）
し
て
い
ま
す
。
無
人
化

の
基
準
は
、
概
ね
一
日
の
乗

降
三
千
人
以
下
の
駅
が
対
象

だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
心
配

な
の
が
笠
縫
駅
で
す
。

二
年
前
の
数
字
で
す
が
、

一
日
の
乗
降
数
は
二
六
八
九

人
と
基
準
の
三
千
人
を
割
り

込
ん
で
い
ま
す
。
日
勤
化
さ

れ
た
前
栽
駅
は
二
年
前
の
乗

降
数
は
三
八
八
七
人
で
す
か

ら
、
前
栽
駅
よ
り
も
乗
降
数

が
少
な
い
の
が
実
態
で
す
。

無
人
化
・
日
勤
化
さ
れ
た

駅
で
は
、
「
夜
に
一
人
で
駅

に
入
る
と
気
味
が
悪
い
」
と

い
う
高
校
生
の
声
も
届
い
て

い
ま
す
。
事
故
や
犯
罪
な
ど

影
響
が
あ
る
と
心
配
す
る
声

も
。先

の
議
会
で
、
「
田
原
本

駅
前
広
場
の
ト
イ
レ
が
利
用

し
に
く
い
」
と
問
題
提
起
し

ま
し
た
が
、
駅
員
が
い
な
い

駅
の
ト
イ
レ
を
利
用
す
る
の

は
も
っ
と
怖
い
。
笠
縫
駅
は

大
丈
夫
で
し
ょ

う
か
？

田
原
本
議
会

議
員

吉
田
容
工


