
米
国
盲
従
の

と
と
が
で
き
ま
す 。
今
後 、

米
国
の
た
め
の
大
義
な
き

戦
争
に
自
衛
隊
を
派
兵
す

る
に
は 、
言
論
の
封
殺
は

ま
す
ま
す
強
く
な
る
ば
か

り
で
し
ょ
う 。
と
ん
な
社

会
は
僕
に
は
生
き
づ
ら
く

て
た
ま
り
ま
せ
ん 。

日
本
の
本
格
的
な
H

戦

時
体
制
H

は
既
に
イ
ラ
ク

戦
争
へ
の
加
担
か
ち
始

ま
っ

て
い
ま
す 。
当
時 、
小

泉
首
相
は
メ
デ
ィ

ア
を
使

い
「
イ
ラ
ク
に
大
量
破
壊

兵
器
は
あ
る」
と
す
る
大

キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
行
い 、

「
米
国
支
持
は
当
然」
と
主

張
し
ま
し
た 。
こ
う
し
た

原
則
な
き
米
国
盲
従
の
行

安倍政権は今国会で「戦争立法Jの強行採決を狙う

など、「戦争する国づくりjへ暴走を加速させていま

すoこうした中、著作「ナチスのキッチンJで、食の

国家統制が国民を戦争へと導いたナチスの歴史を検証

した藤原辰史・ 京都大学人文科学研究所准教授（38)

に、「戦争立法Jの問題点や食から買えてくる日米両

国の関係、食と国家の問題などについて聞きました。

（聞き手・辻井祐美子〉

安
倍
政
権
が
提
示
し
た

関
連
法
案
の
条
文
を
見
る

と 、
米
国
が
戦
争
に
乗
り

出
せ
ば 、
原
則
と
し
て 、

い
ヲ
で
も
ど
と
で
も
自
衛

隊
を
速
や
か
に
派
兵
す
る
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ク
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「
戦
争
立
法」

辰史さん

日
本
は 、
イ
ラ
ク
戦

争（
2
0
0
3
年
s
u

年）
へ
の
自
衛
隊
派
兵

か
ら
米
国
の
対
テ
ロ
戦

争
の一
翼
を
担
い 、
す

で
に
圏
内
は
H

戦
時
体

制
H

に
あ
る
と
言
い
ま

す 。

(l照的・：HJ阜I l司ち310五純物 ，.Z11f)孝氏

藤原

Bと浩F京2 0 1 5年5月1 7日（日曜日）（毎週日曜日発行）(3) 

き
着
く
先
が 、「
戦
争
立

法」
で
す 。

米
国
追
従
の
背
景
に

食
料
問
題
が
あ
る
と
指

摘
し 、
食
と
国
家
の
関

係 、
食
の
あ
り
方
に
敏

感
に
な
っ

て
ほ
し
い
と

訴
え
ま
す
D

同
じ
も
の
を

食
べ
る
運
動

日
本
の
食
料
が
米
国
に

握
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
深

刻
で
す 。
日
本
の
食
料
自

給
率
は
カ
ロ
リ
ー

ベ
l

ス

で
羽
物（
ロ
年
度） 、
世
界

最
大
の
農
作
物
輸
入
国
で

国家が健康の旗を振るとき、警戒が必要だと話します

す 。
輸
入
総
額
で
み
る
と

お
物
を
米
国
が
し
め 、
大

豆
は
位
物 、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
は
mm
傷
を
米
国
に
依
存

し
て
い
ま
す 。
飢
え
の
恐

怖
で 、
政
府
は
米
国
の
支

配
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ

と
を
自
覚
す
べ
き
で
す 。

人
の
命
を
左
右
す
る
食

料
を
掌
握
す
る
と
権
力
は

し
ば
し
ば
暴
走
し
ま
す 。

そ
の一
つ
が
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
で
す 。
国
民
全
員
に

同
じ
日
に
同
じ
も
の
を
金

ふ
じ
は
ら・
た
っ
し

1
9
7
6

年
生
ま
れ 。
人

間・
環
境
学
博
士 。
京
都

大
学
大
学
院
人
間・
環
境

学
研
究
科
博
士
課
程
中

べ
る
運
動
を
進
め
た
り 、

「
健
康
は
義
務」「
身
体
は

国
家
の
も
の」
と
言
い 、

健
康
の
た
め
に
食
事
を
見

直
す
こ
と
が
究
極
的
に
は

戦
争
勝
利
に
導
く
と
国
民

に
た
た
き
込
み
ま
し
た 。

既
に
米
国
は
小
麦
食
と

フ
ァ
ス
ト

ア
ー
ド

店
の
日

本
で
の
普
及
に
成
功
し
て

い
ま
す 。
日
常
の
暮
ち
し

に
し
の
び
と
む
笑
顔
の
ア

メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
も 、
ナ
チ

ズ
ム
同
様
に
恐
ろ
し
い 。

日
本
で
は 、
人
々
が
猛

烈
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
し
て

経
済
復
興
に
動
員
さ
れ
始

め
る
と
き 、
政
府
は
「
新

長
期
経
済
計
画」（
1
9
5

の
道

7
年）
で 、
食
の
欧
米
化
を

押
し
進
め 、
経
済
成
長
の

た
め
の
ハ
ー
ド

な
労
働
に

耐
え
る
健
康
な
体
づ
く
り

を
画
策
し
ま
し
た 。

最
近
で
は
2
0
0
2
年

に
「
健
康
維
持
は
国
民
の

義
務」
と
し
た
健
康
増
進

法
を
制
定
し
ま
し
た 。
ナ

チ
ス
と
似
て
い
ま
す 。
国

家
が
健
康
の
旗
を
振
る
と

き 、
多
様
性
の
喪
失
を
醤

戒
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん 。
ド
イ
ツ
で
は 、
国
民

退 。
専
門
は
農
業
史 、
食

の
思
想
史 。
著
書
に
「
食

べ
る
と
と
考
え
る
こ
と」

「
ナ
チ
ス
の
キ
ッ

チ
ン」
な

ど 。
京
都
市
在
住 。

の
多
く
が
政
治
的
無
関
心

さ
か
ら 、
無
自
賞
の
う
ち

に
ヒ
ト

ラ
ー

の
「
不
健
康

者」
の
「
抹
殺」
に
加
担

し
ま
し
た 。

食
料
主
権
を

失
う
T
P
P

で
は 、
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か 。
ま
ず 、
日
本
の

食
を
め
ぐ
る
状
祝
に
目
を

向
け
て
ほ
し
い 。

日
本
は
大
量
の
食
料
を

輸
入
し
な
が
ら 、
毎
年
1

8
0
0
万
Jヘ
途
上
国
の

5
0
0
0
万
人
分
相
当
震

の
食
料
を
廃
棄（
ロ
年
度）

し
て
い
ま
す 。
T
P
P
へ

の
加
入
は
日
本
の
食
を
さ

ら
に
い
び
つ
に
し
ま
す 。

T
P
P
に
よ
る
自
由
貿

易
の
急
速
な
進
震
で 、
農

村
の
多
様
な
機
能
は
生
産

の
場
と
し
て
一
元
化
さ

れ 、
食
料
自
給
率
は一
一層

低
下
し 、
安
価
で
低
品
質

な
加
工
食
品
が
店
に
あ
ふ

れ
ま
す 。
圏
内
企
業
が
世

界
中
か
ら
食
料
を
買
い
あ

さ
り 、
他
国
民
を
飢
餓
に

追
い
や
る
か
も
し
れ
な
い

し 、
逆
に
加
盟
国
か
ら
の

食
料
輸
入
が
途
絶句
え
る
と

私
た
ち
が
飢
え
る 。
T
P

P
は
食
の
主
導
権
を
失
う

自
殺
行
為
で
す 。

食
は
私
た
ち
の
生
き
方

そ
の
も
の
で
す 。
暮
ら
し

に
根
ざ
し
た
連
帯
は
強
く

し
な
や
か
で
す 。
食
の
あ

り
方
を
め
ぐ
っ

て
多
様
な

人
々
が
連
帯
す
る
な
ら 、

政
治
の
あ
り
方
も
少
し
ず

つ 、
し
か
し
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
え
る
と
と
が
で
き

る
と
考－
え
ま
す 。


