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我
が
言
は
万
人
の
声

―
斎
藤
隆
夫
―

そ

の

事

件

の

知

ら

せ

に

、

斎

藤

は

込

み

上

げ

る

怒

り

を

抑

え

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

一

九

三

六

（

昭

和

十

一

）

年

二

月

二

十

六

日

未

明

、

東

京

で

陸

軍

の

青

年

将

校

の

一

部

が

連

隊

を

率

い

て

、

内

閣

総

理

大

臣

、

大

蔵

大

臣

な

ど

の

政

府

要

人

や

有

力

な

政

治

家

を

襲

い

、

殺

傷

す

る

と

い

う

事

件

を

起

こ

し

た

。

世

に

言

う

二

・

二

六

事

件

で

あ

る

。

「

こ

れ

は

ク

ー

デ

タ

ー

に

等

し

い

。

」

武

力

に

よ

っ

て

政

治

を

変

え

よ

う

と

す

る

こ

の

事

件

に

、

斎

藤

は

怒

り

と

同

時

に

強

い

危

機

感

を

も

っ

た

。

大

正

か

ら

昭

和

の

世

に

な

る

と

と

も

に

、

軍

部

は

中

国

へ

の

進

出

を

計

画

し

始

め

た

。

一

九

三

一

（

昭

和

六

）

年

に

満

州

事

変

が

、

翌

一

九

三

二

（

昭

和

七

）

年

に

は

犬

養

毅

首

相

が

暗

殺

さ

れ

る

五

・

一

五

事

件

が

起

き

た

。

軍

部

の

政

治

へ

の

干

渉

は

強

ま

り

、

反

対

す

る

者

に

対

す

る

弾

圧

も

し

だ

い

に

厳

し

く

な

っ

て

き

た

矢

先

に

、

こ

の

事

件

だ

。

陸

軍

の

内

部

抗

争

に

端

を

発

す

る

こ

の

事

件

を

き

っ

か

け

に

、

結

果

的

に

は

軍

部

、

特

に

陸

軍

の

暴

走

に

拍

車

が

か

か

っ

た

。

軍

部

は

今

ま

で

以

上

に

政

治

に

干

渉

し

、

ま

た

は

議

会

を

無

視

し

た

。

厳

し

い

弾

圧

が

行

わ

れ

、

反

対

意

見

を

述

べ

れ

ば

生

命

が

危

な

い

と

い

う

状

況

だ

っ

た

。

政

治

家

も

民

衆

も

、

日

本

国

内

の

人

々

は

、

軍

部

に

対

し

て

だ

れ

も

が

貝

の

よ

う

に

口

を

つ

ぐ

ん

だ

。

そ

の

よ

う

な

状

況

に

あ

っ

て

、

敢

然

と

軍

部

の

過

ち

を

指

摘

し

、

誤

っ

た

道

を

正

そ

う

と

発

言

す

る

人

が

い

た

。

当

時

の

衆

議

院

議

員

、

斎

藤

隆

夫

で

あ

る

。
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斎

藤

は

一

八

七

〇

（

明

治

三

）

年

、

現

在

の

豊

岡

市

出

石

町

に

生

ま

れ

た

。

弁

護

士

と

な

っ

て

、

ア

メ

リ

カ

の

イ

ェ

ー

ル

大

学

に

留

学

し

政

治

学

を

学

ん

だ

。

武

器

を

持

っ

た

軍

が

政

治

の

主

導

権

を

奪

っ

た

ら

ど

れ

ほ

ど

危

険

な

こ

と

に

な

る

か

、

斎

藤

は

異

国

の

社

会

構

造

を

目

の

当

た

り

に

し

た

経

験

か

ら

、

そ

の

こ

と

が

よ

く

わ

か

っ

て

い

た

。

こ

の

年

、

一

九

三

六

（

昭

和

十

一

）

年

五

月

七

日

の

国

会

で

、

斎

藤

は

、

「

軍

人

が

政

治

活

動

に

加

わ

る

こ

と

を

許

す

こ

と

に

な

る

と

、

つ

い

に

は

武

力

に

訴

え

て

自

己

の

主

張

を

通

す

こ

と

に

な

る

。

そ

う

な

れ

ば

、

立

憲

政

治

が

滅

び

る

だ

け

で

な

く

、

国

が

乱

れ

、

軍

人

の

思

い

の

ま

ま

に

事

を

決

め

る

き

っ

か

け

と

な

る

の

で

、

軍

人

の

政

治

運

動

は

決

し

て

認

め

て

は

な

ら

な

い

。

」

と

い

う

、

事

件

と

軍

部

の

姿

勢

を

批

判

す

る

演

説

を

し

た

。

こ

れ

は

粛

軍

演

説

と

し

て

今

も

語

り

継

が

れ

て

い

る

。

軍

部

は

政

治

に

関

わ

る

べ

き

で

は

な

い

と

、

正

々

堂

々

と

意

見

を

述

べ

た

わ

け

だ

が

、

こ

れ

は

、

当

時

と

し

て

は

相

当

な

勇

気

と

覚

悟

が

な

け

れ

ば

で

き

な

い

こ

と

だ

っ

た

。

新

聞

で

も

大

き

く

取

り

上

げ

ら

れ

、

多

く

の

国

民

が

共

感

し

た

。し

か

し

、

こ

の

演

説

の

日

を

境

に

、

斎

藤

の

も

と

に

は

身

辺

警

護

の

名

目

で

警

察

官

が

は

り

つ

き

、

時

に

は

軍

人

が

家

に

押

し

掛

け

て

く

る

よ

う

に

な

っ

た

。

暗

殺

を

ほ

の

め

か

す

脅

迫

状

が

送

ら

れ

て

く

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

家

族

た

ち

は

斎

藤

の

身

の

上

に

覆

い

か

か

る

圧

力

を

感

じ

、

不

安

で

な

ら

な

か

っ

た

。

一

九

三

七

（

昭

和

十

二

）

年

七

月

、

日

本

は

中

国

と

本

格

的

な

戦

争

を

始

め

た

。

翌

年

に

は

国

家

総

動

員

法

が

制

定

さ

れ

、

国

民

の

生

活

は

戦

争

の

た

め

に

犠

牲

を

強

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

こ

の

時

も

斎

藤

は

力

強

く

「

国

家

総

動

員

法

は

議

会

政

治

を

根

底

か

ら

崩

す

も

の

だ

」

と

反

対

演

説

を

行

っ

た

。

し

か

し

、

す

で

に

日

本

中

が

戦

勝

ム

ー

ド

に

包

ま

れ

、

も

は

や

耳

を

傾

け

る

同

志

も

わ

ず

か

し

か

い

な

か

っ

た

。
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斎

藤

は

、

日

本

と

い

う

国

の

行

く

末

に

大

き

な

不

安

を

抱

い

て

い

た

。

し

か

し

、

彼

を

取

り

巻

く

過

酷

な

環

境

は

、

彼

の

心

身

を

追

い

つ

め

て

い

っ

た

。

い

よ

い

よ

心

労

の

た

め

に

病

に

倒

れ

た

斎

藤

は

、

や

む

な

く

政

治

家

と

し

て

の

活

動

を

休

む

こ

と

に

し

た

。

そ

の

間

も

戦

争

は

拡

大

の

一

途

を

た

ど

る

。

電

力

や

米

な

ど

の

物

資

の

供

給

制

限

、

奉

仕

活

動

や

軍

需

産

業

へ

の

動

員

な

ど

、

国

民

の

生

活

は

苦

し

く

な

る

ば

か

り

だ

。

戦

地

で

は

多

く

の

犠

牲

者

を

出

し

て

い

る

。

病

床

の

斎

藤

に

は

、

人

々

が

苦

し

む

声

な

き

声

が

聞

え

て

く

る

よ

う

で

あ

っ

た

。

「

こ

の

戦

争

を

、

な

ん

と

か

し

な

け

れ

ば

…

…

。

」

軍

国

主

義

一

色

に

な

り

つ

つ

あ

る

状

況

で

、

あ

の

二

・

二

六

事

件

の

時

の

よ

う

な

勇

敢

な

演

説

を

斎

藤

に

期

待

す

る

人

は

た

く

さ

ん

い

た

。

「

こ

の

状

況

で

、

な

ぜ

沈

黙

し

て

い

る

の

か

。

」

と

い

う

質

問

が

斎

藤

の

元

に

く

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

れ

は

、

私

た

ち

の

声

を

代

弁

し

て

く

れ

と

い

う

、

斎

藤

へ

の

国

民

の

懇

願

と

い

っ

て

よ

か

っ

た

。

中

国

と

の

戦

争

は

終

わ

り

の

な

い

悪

夢

の

よ

う

に

泥

沼

化

し

て

い

く

。

軍

部

の

力

は

ま

す

ま

す

強

大

に

な

り

、

厳

し

い

言

論

統

制

が

し

か

れ

た

。

国

民

も

新

聞

社

も

、

自

由

に

発

言

す

る

こ

と

が

許

さ

れ

な

い

世

の

中

に

な

っ

て

い

た

。

そ

れ

ら

の

圧

力

は

国

会

に

ま

で

及

び

、

斎

藤

の

よ

う

に

軍

に

反

対

意

見

を

述

べ

そ

う

な

人

物

は

、

徹

底

的

に

監

視

さ

れ

て

い

た

。

も

し

軍

を

批

判

す

る

演

説

を

す

る

な

ら

、

そ

れ

は

命

が

け

に

な

る

こ

と

を

、

斎

藤

は

承

知

し

て

い

た

。

斎

藤

は

歯

が

ゆ

か

っ

た

。

一

人

、

考

え

込

む

日

が

続

い

た

。
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病

状

が

や

や

回

復

し

た

斎

藤

は

、

久

し

ぶ

り

に

郷

里

の

出

石

に

帰

っ

た

。

そ

こ

に

は

、

こ

の

戦

争

で

生

命

を

落

と

し

た

お

い

の

墓

が

あ

っ

た

。

墓

に

手

を

合

わ

せ

な

が

ら

、

斎

藤

は

苦

し

く

て

戦

地

に

散

っ

た

お

い

の

無

念

を

思

っ

た

。

墓

か

ら

の

帰

り

道

、

斎

藤

は

田

畑

に

目

を

や

っ

た

。

出

石

は

、

秋

の

収

穫

期

を

迎

え

て

い

た

。

田

や

畑

で

は

農

家

の

人

が

忙

し

く

働

い

て

い

る

が

、

ほ

と

ん

ど

が

女

性

か

老

人

ば

か

り

で

あ

る

。

働

き

盛

り

の

男

た

ち

は

、

戦

争

に

か

り

出

さ

れ

て

い

る

の

だ

。

農

家

で

育

っ

た

斎

藤

に

は

、

農

繁

期

の

苦

労

が

よ

く

わ

か

る

。

「

こ

れ

は

出

石

だ

け

の

こ

と

で

は

な

い

。

日

本

全

国

が

こ

の

よ

う

な

状

況

に

追

い

込

ま

れ

て

い

る

の

だ

。

」

黙

々

と

仕

事

に

精

を

出

す

残

さ

れ

た

人

た

ち

の

姿

に

、

斎

藤

は

胸

を

絞

め

つ

け

ら

れ

る

思

い

が

し

た

。

国

の

た

め

だ

と

い

っ

て

戦

地

に

召

集

さ

れ

る

人

も

、

残

さ

れ

た

人

も

、

国

が

何

の

目

的

で

戦

争

を

し

て

い

る

の

か

、

戦

争

が

ど

う

い

う

状

況

に

な

っ

て

い

る

の

か

、

そ

し

て

い

つ

ま

で

続

く

の

か

、

聞

き

た

く

て

も

聞

け

な

い

統

制

の

中

で

生

き

て

い

る

。

国

会

議

員

も

軍

部

に

牛

耳

ら

れ

た

政

府

を

恐

れ

、

だ

れ

も

戦

争

問

題

に

つ

い

て

質

問

し

よ

う

と

も

し

な

い

。

斎

藤

は

一

人

道

に

た

た

ず

み

、

出

石

の

空

の

向

こ

う

を

見

つ

め

て

い

た

。

自

宅

に

戻

っ

た

斎

藤

は

、

つ

い

に

動

き

出

し

た

。

机

に

向

か

っ

た

斎

藤

は

、

日

中

戦

争

処

理

に

関

す

る

国

会

質

問

の

草

案

を

書

き

始

め

た

。

こ

れ

が

後

世

に

語

り

継

が

れ

る

「

反

軍

演

説

」

で

あ

る

。

推

こ

う

を

重

ね

た

原

稿

を

、

斎

藤

は

鎌

倉

の

自

宅

近

く

の

浜

辺

に

行

っ

て

、

海

に

向

か

っ

て

読

ん

だ

。
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波

の

音

に

負

け

ぬ

大

き

な

声

で

何

度

も

何

度

も

演

説

の

練

習

を

し

た

。

妻

の

手

作

り

の

キ

ャ

ラ

メ

ル

の

お

か

げ

で

、

声

を

か

ら

す

こ

と

は

な

か

っ

た

と

い

う

逸

話

が

残

っ

て

い

る

。

一

九

四

〇
（

昭

和

十

五)

年

二

月

二

日

の

衆

議

院

本

会

議

。
斎

藤

の

演

説

に

期

待

を

込

め

た

人

々

で

傍

聴

席

は

超

満

員

で

あ

る

。

斎

藤

は

凛

然

と

演

壇

に

立

ち

、

原

稿

を

一

切

見

る

こ

と

な

く

、

堂

々

と

一

時

間

三

十

分

に

わ

た

る

演

説

を

し

た

。

「

こ

の

二

年

半

で

国

民

が

払

っ

た

生

命

、

自

由

、

財

産

そ

の

他

一

切

の

犠

牲

は

絶

大

で

あ

る

。

し

か

も

こ

れ

ら

の

犠

牲

は

い

つ

ま

で

続

く

の

か

だ

れ

に

も

わ

か

ら

な

い

。

政

府

は

こ

の

戦

争

を

『

世

界

の

平

和

を

確

立

す

る

た

め

の

戦

い

＝

聖

戦

』

だ

と

唱

え

て

い

る

が

、

過

去

に

お

い

て

正

義

を

掲

げ

た

戦

争

で

、

実

際

に

平

和

が

得

ら

れ

た

こ

と

は

一

度

も

な

い

。

聖

戦

と

い

う

名

の

も

と

に

、

国

民

の

犠

牲

に

背

を

向

け

、

美

辞

麗

句

を

並

べ

立

て

て

、

戦

争

を

止

め

る

ま

た

と

な

い

機

会

を

逃

し

、

こ

の

国

の

将

来

を

誤

る

よ

う

な

こ

と

が

あ

れ

ば

、

現

在

の

政

治

家

は

死

ん

で

も

そ

の

罪

を

滅

ぼ

す

こ

と

は

で

き

な

い

。

」

斎

藤

の

演

説

の

後

、

故

郷

出

石

町

で

は

、

「

先

生

が

や

ん

な

す

っ

た

！

」

と

喜

び

に

沸

い

た

。

多

く

の

国

民

が

、

自

分

の

思

い

を

代

弁

し

て

く

れ

た

と

感

じ

た

。

自

宅

に

は

山

ほ

ど

の

手

紙

が

届

い

た

。

感

謝

や

励

ま

し

の

内

容

が

ほ

と

ん

ど

だ

っ

た

。

だ

が

「

時

代

」

は

斎

藤

隆

夫

を

許

さ

な

か

っ

た

。

演

説

の

大

半

が

議

事

録

か

ら

削

除

さ

れ

、

三

月

七

日

、

衆

議

院

本

会

議

で

斎

藤

の

国

会

議

員

除

名

が

可

決

さ

れ

た

。

除

名

が

決

ま

っ

た

そ

の

日

、

斎

藤

は

、

「

私

の

言

っ

た

こ

と

は

、

国

民

す

べ

て

の

声

で

あ

る

。

」
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と

、

内

に

秘

め

て

い

た

思

い

を

漢

詩

に

し

た

た

め

た

。

そ

れ

か

ら

の

日

本

は

中

国

と

の

戦

い

だ

け

で

な

く

、
ア

ジ

ア

各

地

へ

進

出

し

、
太

平

洋

戦

争

へ

と

突

き

進

ん

で

い

く

。

弾

圧

の

厳

し

い

時

代

に

、
国

会

と

い

う

場

で

、
国

の

進

む

べ

き

正

し

い

道

を

示

し

た

人

が

先

達

に

い

る

と

い

う

こ

と

を

、

今

を

生

き

る

私

た

ち

は

誇

り

と

す

べ

き

だ

ろ

う

。

そ

の

声

は

、

「

再

び

あ

の

よ

う

な

過

ち

を

犯

さ

な

い

」

と

い

う

現

代

の

国

民

の

強

い

決

意

の

礎

に

な

っ

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

本

資

料

の

著

作

権

は

兵

庫

県

教

育

委

員

会

に

帰

属

し

ま

す

。

本

文

の

す

べ

て

ま

た

は

一

部

に

つ

い

て

無

断

で

複

写

し

て

使

用

す

る

こ

と

を

禁

止

し

ま

す

。


