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今
の
日
本

問
題

わ
た
し
は
、
今
の
日
本
は
何
が
い
ち
ば
ん
問
題
か
、

と
問
わ
れ
た
ら
、
全
体
的
な
あ
き
ら
め
ム
ー
ド
が
い

ち
ば
ん
問
題
だ
、
と
答
え
ま
す
。

中
年
や
老
年
の
大
人
が
希
望
と
い
う
も
の
を
あ
ま

り
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
若
い
人
た
ち
は
、
生
活
を

人
生
を
社
会
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、

わ
た
し
か
ら
視
る
と
、
今
の
若
い
人
た
ち
は
、
た
い

へ
ん
か
わ
い
そ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
う
な
っ
て
い
る
か
。

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
本
と
世
界
の
歴

史
を
大
き
く
と
ら
え
返
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

鎖
国
と
黒
船

日
本
の
豊
臣
秀
吉
の
時
代
よ
り
少
し
前
か
ら
、
日

本
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宣
教
師
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。

日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
が
目
的
で
し
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た
。
こ
れ
は
文
化
的
な
目
的
で
す
が
、
そ
れ
に
続
い

て
、
日
本
を
経
済
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き

ま
せ
ん
。

豊
臣
秀
吉
に
続
く
徳
川
家
康
は
、
そ
れ
を
察
知
し
、

日
本
は
外
国
と
の
貿
易
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
、
鎖
国

を
し
ま
し
た
。
亀
が
身
を
守
る
た
め
に
、
頭
や
足
や

尾
を
甲
羅
の
中
に
ひ
っ
こ
め
た
よ
う
な
も
の
で
す
。

こ

う

ら

日
本
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
軍
事
力
で
は
、
日
本
に
攻
め
込
み
、
日
本
に
貿

易
を
強
要
す
る
こ
と
は
、
無
理
で
し
た
。

あ
と
は
、
徳
川
家
康
は
、
国
内
を
軍
事
的
に
安
定

さ
せ
る
し
く
み
を
創
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
百

六
十
五
年
間
と
い
う
長
い
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
日

本
独
得
の
文
化
が
発
達
し
ま
し
た
。
松
尾
芭
蕉
の
俳

句
や
寿
司
と
い
う
食
べ
物
は
、
そ
の
象
徴
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
五
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
ペ

リ
ー
が
、
今
の
神
奈
川
県
の
浦
賀
へ
、
黒
船
四
隻
で

や
っ
て
来
ま
し
た
。

事
態
は
逆
転
し
ま
し
た
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
船
は
、
徳
川
家
康
の

こ
ろ
と
異
り
、
丈
夫
な
鉄
の
船
に
、
大
砲
と
い
う
武

器
を
積
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
船
に
大
砲
を
積

め
な
け
れ
ば
、
日
本
へ
海
岸
か
ら
攻
め
込
む
こ
と
は
、

た
い
へ
ん
難
し
か
っ
た
。
で
も
、
船
に
大
砲
を
積
め

る
よ
う
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
は
、

逆
に
、
日
本
の
海
岸
の
ど
こ
か
ら
で
も
、
攻
め
込
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
軍
艦
の
発
達
に
よ
り
、
四

方
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
は
、
た
い
へ
ん
安
全
な
国

か
ら
、
ま
っ
た
く
無
防
備
な
国
へ
、
逆
転
し
ま
し
た
。

Matthew Calbraith Perry

海

鉄の船

日本の海岸ç 大砲
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
が
そ
う
い
う
軍
艦
を
造

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
徳
川
家
康
よ
り

後
年
に
生
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
カ
ル
ト
や
イ
ギ
リ

ス
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
大
き
な
さ
き
が
け
と
な
り
、

数
学
や
物
理
学
を
す
ば
ら
し
く
発
達
さ
せ
て
い
た
か

ら
で
す
。

江
戸
時
代
末
期
の
日
本
の
先
覚
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
の
数
学
や
物
理
学
を
学
び
、
経
済
や

政
治
を
学
び
、
日
本
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に

対
抗
で
き
る
軍
事
力
を
も
た
な
い
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
メ
リ
カ
か
ら
経
済
的
に
支
配
さ
れ
る
だ
け
だ
と

い
う
、
厳
し
い
現
実
を
悟
り
ま
し
た
。

徳
川
幕
府
内
に
い
た
勝
海
舟
も
、
徳
川
幕
府
を
倒

そ
う
と
し
た
西
郷
隆
盛
や
坂
本
竜
馬
も
、
日
本
が
な

る
べ
く
平
和
に
新
し
い
政
治
経
済
体
制
へ
移
行
で
き

る
よ
う
、
真
剣
に
工
夫
し
、
実
行
し
ま
し
た
。

脱
亜
入
欧

実
は
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
人
は
、
中
国
人
や
朝

鮮
人
を
、
ア
ジ
ア
内
の
先
進
国
人
と
し
て
、
尊
敬
し
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て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
に
学
ば
な
い
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

か
ら
経
済
的
に
支
配
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
、
厳
し

い
現
実
を
悟
り
、
実
際
、
日
本
は
明
治
維
新
以
降
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
猛
烈
に
学
び
ま
し
た
。

中
国
人
や
朝
鮮
人
は
、
日
本
人
ほ
ど
熱
心
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
学
ぶ
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
日
本
人
は
、
中
国
人
や
朝
鮮
人
よ
り
、
文
明

人
と
し
て
優
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
思
い

た
い
日
本
人
も
多
く
出
ま
し
た
が
、
わ
た
し
は
、
そ

れ
は
逆
で
あ
る
と
、
考
え
ま
す
。

日
本
の
文
化
は
江
戸
時
代
に
か
な
り
発
達
し
た
も

の
の
、
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
、
全
体
的
に
比
較
す

る
と
、
た
と
え
ば
中
国
の
古
い
文
明
の
よ
う
に
、
成

熟
し
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
ま

で
の
日
本
人
が
、
中
国
人
や
、
中
国
人
に
深
く
影
響

を
受
け
た
朝
鮮
人
を
、
尊
敬
し
て
い
た
理
由
で
す
。

日
本
人
は
、
文
明
人
と
し
て
未
熟
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
異
質
な
文
明
を
猛

烈
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
世
界
の
歴
史
に
お
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い
て
は
、
常
識
で
す
が
、
成
熟
し
た
文
明
人
は
、
そ

の
文
明
人
と
し
て
の
誇
り
と
、
思
考
や
情
念
の
固
い

殻
が
じ
ゃ
ま
し
て
、
異
質
な
文
明
に
謙
虚
に
柔
軟
に

か
ら学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
、

こ
じ
れ
た
戦
争
も
起
り
ま
す
。

明
治
維
新
以
降
の
日
本
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
か
ら
経
済
的
に
支
配
さ
れ
た
く
な
い
と
い

う
、
必
死
の
覚
悟
か
ら
、

脱
亜
入
欧

と
い
う
標
語
を
か
か
げ
ま
し
た
。
日
本
人
は
ア
ジ
ア

か
ら
脱
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
る
、
と
い
う
意
味
で

す
。
今
、
日
本
の
一
万
円
札
に
描
か
れ
て
い
る
、『
学

問
の
す
ゝ
め
』
を
書
い
た
、
福
沢
諭
吉
は
、
脱
亜
入

欧
を
推
進
し
た
中
心
人
物
で
す
。

脱
亜
入
欧
と
い
う
標
語
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ

リ
カ
へ
の
学
び
を
早
め
た
一
方
、
悪
い
面
も
あ
り
ま

し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
日
本
人
が
中
国
人
や
朝
鮮
人

を
尊
敬
し
て
い
た
裏
返
し
と
し
て
、
日
本
人
ほ
ど
熱

心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
学
ぶ
気
に
な
れ
な

い
中
国
人
や
朝
鮮
人
を
、
日
本
人
は
軽
蔑
し
始
め
ま



『
西
洋
事
情
』
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

『
脱
亜
論
』
そ
の
他
。

し
た
。
脱
亜
入
欧
と
い
う
標
語
が
、
軽
蔑
を
助
長
し

た
面
が
あ
り
ま
す
。

つ
い
に
敗
戦

脱
亜
入
欧
と
い
う
標
語
の
も
と
、
日
本
人
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
、
数
学
や
物
理
学
、
経
済
や

政
治
や
軍
事
に
、
真
剣
に
学
び
ま
し
た
。
で
も
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
文
明
の
柱
で
あ
る
、
キ
リ

ス
ト
教
を
採
り
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
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一万円札を見つめ直す
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日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
天
皇
制
政
府
が

創
っ
た
教
育
体
制
は
、
日
本
古
来
の
神
道
と
中
国
に

学
ん
だ
儒
教
を
組
み
あ
わ
せ
た
思
想
が
、
そ
の
中
心

で
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や

オ
ラ
ン
ダ
や
ア
メ
リ
カ
と
い
う
先
進
の
資
本
主
義
国

に
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
や
日
本
と
い
う
後
進
の
資

本
主
義
国
が
戦
い
を
挑
み
、
敗
れ
た
戦
争
で
す
。

徳
川
家
康
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
意
図
を
察
知
し
て

鎖
国
し
て
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

経
済
的
な
支
配
を
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
、
あ
れ
こ
れ
工

夫
し
、
実
行
し
て
き
た
日
本
人
で
す
が
、
つ
い
に
、

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
に
、
敗
戦
を
認
め
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
に
占
領
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
直
前
の
八
月
六
日
と
八
月
九
日
に
は
、
当
時

最
新
の
大
量
破
壊
兵
器
で
あ
る
原
子
爆
弾
を
、
ア
メ

リ
カ
か
ら
日
本
の
広
島
と
長
崎
に
試
さ
れ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
式
へ

日
本
の
国
家
と
し
て
の
牙
を
抜
こ
う
と
い
う
、
ア

き
ば
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メ
リ
カ
の
意
図
と
、
戦
争
は
良
く
な
い
と
い
う
、
国

際
的
な
理
想
論
と
、
実
際
に
眼
に
触
れ
た
ア
メ
リ
カ

人
の
文
化
が
予
想
以
上
に
進
ん
で
い
た
と
い
う
、
日

本
人
の
驚
き
。
こ
れ
ら
が
重
な
り
、
日
本
の
新
し
い

憲
法
に
は
「
戦
争
の
放
棄
」
を
唱
え
、
日
本
に
ア
メ

リ
カ
式
の
教
育
制
度
を
か
な
り
採
り
入
れ
ま
し
た
。

日
本
は
教
育
体
制
も
軍
事
体
制
も
、
壮
大
に
変
化

し
ま
し
た
。
知
識
人
も
、
ま
じ
め
な
一
部
の
人
を
除

き
、
戦
前
に
唱
え
て
い
た
こ
と
と
正
反
対
の
こ
と
を
、

論
理
的
な
脈
絡
も
な
し
に
平
気
で
唱
え
ま
し
た
。

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の

交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

日本国憲法第九条
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と
に
か
く
、
食
べ
る
も
の
も
着
る
も
の
も
住
む
と

こ
ろ
も
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
た
か
ら
、
思
想
問
題

は
あ
と
ま
わ
し
に
し
、
ア
メ
リ
カ
映
画
な
ど
に
出
て

く
る
あ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
水
準
に
一
日
で
も
早

く
近
づ
こ
う
と
、
日
本
人
は
猛
烈
に
働
き
ま
し
た
。

マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て

こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
も
の
に
、
触
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
～
一

八
八
三
）
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
哲
学
者
に
学
び
ま

し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
別
の
新
し
い
学
問
を
唱
え

ま
し
た
。
世
界
の
歴
史
を
動
か
す
政
治
や
思
想
も
、

大
局
的
に
み
る
と
、
民
衆
の
生
活
の
必
要
に
よ
り
、

左
右
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
歴
史
を
動
か
す
土
台
は
、

結
局
、
民
衆
の
生
活
の
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
資
本

主
義
と
い
う
も
の
も
、
世
界
の
民
衆
の
生
活
の
必
要

に
よ
り
、
次
の
新
し
い
生
産
体
制
へ
移
行
し
て
い
く

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
学
問
の
骨
子
で

す
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
を
集
大
成
し

た
。
わ
た
し
は
、
そ
う
判
断
し
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ

人
と
い
う
の
は
、
よ
く
も
こ
こ
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ

と
を
緻
密
に
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
な
と
、
感
心
し
ま

す
。
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
真
剣
に
学
び
つ
つ
、
新
し
い

境
地
を
切
り
拓
い
た
マ
ル
ク
ス
も
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

を
周
到
に
考
え
抜
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
に
深
く
学
ん
だ
と
自
称
し
た
、

か
つ
て
の
ソ
連
も
東
ド
イ
ツ
も
中
国
も
、
そ
の
学
び

は
た
い
へ
ん
浅
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
国
は
、
マ
ル
ク

ス
の
理
想
で
も
何
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
国
が
崩
壊

し
た
り
、
別
の
体
制
へ
移
行
し
た
り
し
た
の
も
、
歴

史
の
必
然
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
実
は
、
そ
う
考
え

て
い
ま
す
。

何
を
守
る
か

現
代
の
世
界
史
に
は
、
「
ソ
連
は
マ
ル
ク
ス
の
理

想
の
国
。
ソ
連
が
崩
壊
し
た
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
学

問
は
死
ん
だ
。
」
と
の
、
深
い
誤
解
が
あ
る
と
、
わ

た
し
は
考
え
ま
す
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
一
九
九
一
年
ま
で
は
、
ア
メ
リ

カ
と
い
う
国
と
ソ
連
と
い
う
国
が
軍
事
的
に
に
ら
み

あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
で
す
。
日
本
は
、
そ
の
地
理

的
な
位
置
か
ら
、
ソ
連
や
中
国
や
北
朝
鮮
に
軍
事
的

に
対
抗
す
る
、
重
要
基
地
と
し
て
、
日
本
国
内
に
ア

メ
リ
カ
軍
が
基
地
を
設
け
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。

新
し
い
憲
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
も
、
自
衛
隊
と

い
う
組
織
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
国
家
を
ど
う
守
る
か
と
い
う
議
論
が
盛
ん

で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
、
日
本
の
家
庭
は
こ
の
ま
ま

で
良
い
の
か
、
日
本
の
中
小
企
業
は
こ
の
ま
ま
で
良

い
の
か
。
社
会
の
土
台
の
問
題
が
先
決
で
あ
る
と
、

わ
た
し
は
、
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
国
を
守
る
と
言

っ
た
場
合
、
ど
う
い
う
生
活
と
ど
う
い
う
文
化
と
ど

う
い
う
制
度
を
守
る
か
、
で
す
。

金
融
敗
戦

今
は
、
人
に
お
金
を
融
通
す
る
金
融
と
い
う
も
の

の
、
そ
の
し
く
み
が
、
と
て
も
複
雑
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
資
本
主
義
と
い
う
生
産
体
制
の
末
期
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症
状
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
は
判
断
し
て

い
ま
す
。
日
本
が
よ
う
や
く
、
外
国
と
の
貿
易
が
黒

字
に
な
っ
た
こ
ろ
の
、
一
九
七
一
年
、
ア
メ
リ
カ
の

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
、
ド
ル
と
金
を
結
び
つ
け
る
こ

き
ん

と
を
や
め
る
と
、
一
方
的
に
宣
言
し
ま
し
た
。
貨
幣

と
い
う
も
の
が
、
価
値
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
価
値

を

公

に
記
録
し
た
も
の
、
公
の
記
録
物
の
一
種
類

お
お
や
け

と
な
っ
た
、
瞬
間
で
し
た
。

日
本
が
よ
う
や
く
、
経
済
の
先
進
国
の
仲
間
入
り

を
し
た
一
九
七
一
年
ご
ろ
、
ア
メ
リ
カ
を
先
頭
と
す

る
世
界
の
経
済
は
、
す
で
に
複
雑
な
金
融
の
技
術
を

追
求
し
始
め
る
段
階
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
世
界
の

歴
史
に
お
い
て
、
全
体
的
に
比
較
す
る
と
、
日
本
民

族
は
、
わ
り
と
純
情
素
朴
で
す
。
す
れ
っ
か
ら
し
た

文
明
人
の
よ
う
に
、
複
雑
な
金
融
の
技
術
を
も
ち
か

け
て
、
あ
わ
よ
く
ば
人
を
だ
ま
そ
う
、
と
い
う
と
こ

ろ
が
弱
い
で
す
。

実
際
の
結
果
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
、

土
地
の
価
格
が
暴
落
し
た
り
、
株
式
証
券
の
価
格
が

暴
落
し
た
り
、
ア
メ
リ
カ
国
債
（
ア
メ
リ
カ
の
国
へ
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貸
し
た
お
金
）
を
円
と
し
て
計
っ
た
価
格
が
暴
落
し

た
り
、
日
本
は
、
金
融
の
敗
戦
を
し
ま
し
た
。
そ
の

損
害
を
計
算
す
る
と
、
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
で

受
け
た
損
害
に
匹
敵
す
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

精
神
的
に
丸
裸

一
方
、
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
日
本
の
第
二
次
世

界
大
戦
ま
で
の
天
皇
制
政
府
が
創
っ
た
教
育
体
制

は
、
日
本
古
来
の
神
道
と
中
国
に
学
ん
だ
儒
教
を
組

み
あ
わ
せ
た
思
想
が
、
そ
の
中
心
で
し
た
。
わ
り
と

多
く
の
日
本
人
が
そ
の
教
育
体
制
を
信
仰
し
て
つ
い

て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
負
け
て
し
ま
っ
た
虚

脱
感
と
、
あ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
水
準
に
一
日
で

も
早
く
近
づ
こ
う
と
、
目
先
の
金
稼
ぎ
に
精
神
集
中

し
た
結
果
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
教
育
の
影
響

は
、
神
道
と
儒
教
を
組
み
あ
わ
せ
た
思
想
の
影
響
は
、

ど
ん
ど
ん
風
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
一
九
九
〇
年

ご
ろ
か
ら
の
金
融
敗
戦
の
虚
脱
感
が
、
新
た
に
加
り

ま
し
た
。

31 『はじまる。』試読

脱
亜
入
欧
と
は
い
う
も
の
の
、
す
れ
っ
か
ら
し
た

文
明
人
に
は
、
も
う
つ
い
て
い
け
な
い
。
一
方
、
実

は
脱
亜
し
き
れ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
対

抗
す
る
た
め
に
精
神
の
柱
と
し
て
い
た
、
儒
教
思
想

も
、
風
化
し
た
。

日
本
は
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
よ
り
少
し
前
か
ら
、

日
本
に
や
っ
て
来
た
宣
教
師
よ
り
始
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
と
い
う
大
文
明
の
影
響
が
少
し
ず
つ

強
ま
り
、
そ
れ
以
前
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
中

国
と
い
う
大
文
明
と
の
関
係
が
、
今
は
、
ち
ょ
う
ど

『人はなぜストーカーになるのか』

(文春文庫PLUS)

『ヴァーチャルLOVE』(文春文庫PLUS)

『おひとりさま』(中央公論新社)

儒教が風化した日本の男女の

今を見つめた岩下久美子さん

(2001年急逝) の著作案内
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均
衡
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
い
わ
ば
、
精
神
的
に
丸

裸
に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
を
選
ぶ
か
、
中
国
を

選
ぶ
か
、
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
が
中
国
の
影
響

を
受
け
る
前
の
時
代
の
こ
と
を
よ
く
調
べ
、
そ
の
原

始
的
な
時
代
を
基
礎
と
し
て
、
「
諸
文
明
人
の
誇
り

と
、
思
考
や
情
念
の
固
い
殻
を
少
し
ず
つ
溶
解
さ
せ

て
い
く
お
世
話
役
」
に
、
純
情
素
朴
な
日
本
人
は
、

な
れ
ば
良
い
。
と
い
う
よ
り
、
純
情
素
朴
な
日
本
民

族
が
、
国
際
的
に
生
き
延
び
る
道
は
、
そ
れ
以
外
に

な
い
と
、
わ
た
し
は
判
断
し
て
い
ま
す
。

原
始
と
未
来

日
本
国
は
軍
備
を
ま
っ
た
く
な
し
で
す
ま
す
こ
と

が
で
き
る
、
な
ど
と
、
甘
い
こ
と
を
、
わ
た
し
は
言

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
戦
争
な
ん
て
も
う
嫌
だ
と
、

素
朴
な
悲
願
に
お
い
て
、
平
和
憲
法
に
賛
成
し
た
日

本
人
も
、
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
。
そ
の
悲
願
を
現
実

化
す
る
道
の
追
求
を
、
あ
き
ら
め
な
い
。
そ
の
こ
と

と
、
今
の
、
日
本
の
家
庭
の
問
題
や
、
日
本
の
中
小

33 『はじまる。』試読

企
業
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
同
じ
で
す
。
わ

た
し
は
そ
う
想
い
ま
す
。
日
本
民
族
と
し
て
の
や
す

ら
ぎ
を
確
保
し
、
諸
民
族
調
和
へ
の
お
世
話
役
を
事

業
と
し
て
開
拓
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
産
業
の
新
し

い
可
能
性
で
す
。
運
輸
機
械
の
ト
ヨ
タ
、
通
信
機
器

の
ソ
ニ
ー
、
小
売
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
通
信
サ
ー

ビ
ス
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
な
ど
の
先
に
、
新
し
い
学
問

と
新
し
い
芸
術
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
（
記
録
内
容
）

を
販
売
し
、
健
康
生
活
と
平
和
社
会
へ
少
し
ず
つ
接

近
し
て
い
く
、
未
来
的
な
産
業
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
戦
争
準
備
産
業
で
な
い
、
平
和
準
備

産
業
で
す
。

お
金
と
い
う
も
の
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
、
健
康
生

活
と
平
和
社
会
を
な
か
な
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
、
資
本
主
義
の
問
題
点
で
し
た
。
民
衆

は
、
や
す
ら
ぎ
、
つ
ま
り
健
康
生
活
と
平
和
社
会
に

飢
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
へ
少
し
ず
つ
接
近
し
て
い
く
、

新
し
い
学
問
と
新
し
い
芸
術
に
飢
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
資
本
主
義
が
、
次
の
新
し
い
生
産
体
制
へ

移
行
し
て
い
く
際
、
お
金
の
争
い
を
知
ら
な
い
、
原
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始
人
の
素
朴
さ
が
、
未
来
的
に
復
原
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

精
神
的
に
丸
裸
に
な
っ
た
素
朴
な
日
本
民
族
が
、
自

分
の
原
始
時
代
を
基
礎
と
す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義

の
次
の
、
新
し
い
生
産
体
制
を
追
求
す
る
こ
と
と
、

無
関
係
で
あ
り
ま
せ
ん
。

希
望
の
事
業

わ
た
し
は
、
か
つ
て
の
ソ
連
や
東
ド
イ
ツ
の
誤
り

の
ひ
と
つ
は
、
国
家
主
義
と
い
う
も
の
か
ら
脱
出
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
、
考
え
て

い
ま
す
。
国
家
と
い
う
も
の
は
、
世
界
的
な
民
族
闘

争
の
結
果
と
し
て
在
る
制
度
で
す
。
そ
う
い
う
制
度

あ

に
依
拠
し
て
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
健
康
生
活
や

平
和
社
会
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
な
誤
り
で

あ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
う
考
え
ま
す
。

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
こ
の
本
の
本
文
の
冒
頭

に
書
い
た
、
日
本
の
全
体
的
な
あ
き
ら
め
ム
ー
ド
の

問
題
、
中
年
や
老
年
の
大
人
が
希
望
と
い
う
も
の
を

あ
ま
り
も
っ
て
い
な
い
問
題
に
、
返
り
ま
す
。
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わ
た
し
は
、
こ
の
あ
き
ら
め
ム
ー
ド
の
本
質
は
、

金
融
敗
戦
の
あ
と
の
、
脱
亜
入
欧
精
神
の
名
残
で
は

な

ご

り

な
い
か
と
、
思
い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
負
け
、

さ
ら
に
金
融
敗
戦
し
、
そ
れ
で
も
、
金
融
と
軍
事
に

強
い
ア
メ
リ
カ
文
明
に
追
随
し
よ
う
か
、
ど
う
し
よ

う
か
。
そ
う
い
う
迷
い
で
あ
る
と
、
思
い
ま
す
。

わ
た
し
の
答
え
は
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
素
朴

な
日
本
民
族
は
、
自
分
の
原
始
時
代
を
基
礎
と
し
て
、

お
金
と
い
う
も
の
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
文
化
や
産

業
や
生
産
体
制
を
、
新
し
く
追
求
す
る
べ
き
で
す
。

た
だ
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
や
チ
ェ
ー
ン
ス
ト

ア
の
技
術
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
が
発
達
さ
せ
た
技
術
の

最
先
端
を
駆
使
し
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
、
ア
メ
リ
カ

人
が
発
想
し
に
く
い
新
し
い
目
的
の
た
め
に
、
活
用

す
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
う
い
う
新
し
い
希
望
を
、
ひ

と
り
の
中
年
の
大
人
の
責
任
と
し
て
、
若
い
人
た
ち

に
提
案
し
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
本
で
す
。

新
し
い
学
問
と
新
し
い
芸
術
を
興
し
つ
つ
、
人
間

ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
や
す
ら
ぎ
、
つ
ま
り
健
康
生
活

と
平
和
社
会
へ
少
し
ず
つ
接
近
し
て
い
く
。
そ
の
プ
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ロ
セ
ス
こ
そ
を
、
事
業
化
し
よ
う
。
こ
の
本
の
「
大

切
な

ま
え
が
き
」
に
書
い
た
よ
う
に
、
独
学
の
冥

想
、
親
し
い
人
と
の
遠
慮
の
な
い
討
論
、
研
究
の
ヒ

ン
ト
と
し
て
の
良
質
な
も
の
や
人
や
活
動
の
陳
列
。

そ
う
い
う
空
間
を
、
「
や
す
ら
ぎ
茶
室
チ
ェ
ー
ン
る

ね
（
仮
称
）
」
を
、
寂
し
さ
か
ら
連
帯
へ
！
を
、
と

も
に
創
っ
て
い
こ
う
。
こ
れ
か
ら
の
困
難
な
時
代
を

生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若
い
人
た
ち
こ
そ

は
、
こ
う
い
う
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
チ
ェ
ー
ン
ス
ト

ア
の
大
切
さ
を
、
直
観
で
き
る
は
ず
で
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
ま
ん
が
喫
茶
も
よ
ろ
し
い
が
、
そ
れ
の
み

に
貴
重
な
人
生
を
託
せ
ま
す
か
。

37 『はじまる。』試読

ビ
ジ
ョ
ン
と
は
、
今
は

到
達
で
き
そ
う
に
も
な
い
、

高
遠
な
る
到
達
点
の
こ
と

で
あ
る
。

渥美俊一先生

『商業経営の精神と技術』

(商業界 1988年) より


