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「若者の右傾化」論を総括する
まえがき

ま
え
が
き

４
２
冊
目
の
同
人
誌
と
な
り
ま
す
、後
藤
和
智
で
す
。
本
書
の
テ
ー
マ
は「
若
者
の
右
傾
化
」

論
で
す
。
２
０
１
２
年
１
２
月
に
自
民
党
が
政
権
に
返
り
咲
く
と
、
ま
た
ぞ
ろ
一
部
の
論
客
の

間
で
「
社
会
の
右
傾
化
」
と
い
う
も
の
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
思
え
ば
２
０
０
５

年
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
、
所
謂
「
郵
政
選
挙
」
に
お
い
て
小
泉
純
一
郎
政
権
時
代
の
自
民
党

が
圧
勝
す
る
と
、東
京
新
聞
な
ど
に
お
い
て
〈
若
者
〉
に
よ
っ
て
自
民
党
が
支
持
さ
れ
た
の
だ
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、三
浦
展
の『
下
流
社
会
』

（
光
文
社
新
書
、
２
０
０
５
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
若
い
世
代
に
お
け
る
階
層
化
、
そ
し
て
そ
れ

に
よ
る
想
像
力
の
欠
如
な
ど
が
、
一
部
の
論
客
に
お
い
て
、〈
若
者
〉
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
に

不
都
合
な
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
第
１
章
で
も
述
べ
る
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
主
に
バ
ブ
ル
期
に
お
い
て
我

が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
一
億
総
中
流
」
意
識
を
基
底
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
上
の
世
代
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
右
傾
化
」
と
い
う
事
態
は
自
ら
の
世
代

と
は
違
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
た
世
代
、
つ
ま
り
〈
若
者
〉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
と
い
う
と
い
う
の
が
、「
右
傾
化
」
が
す
な
わ
ち
〈
若
者
〉
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
認
識
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
議
論

を
推
し
進
め
て
き
た
の
が
、
香
山
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
若
者
文
化
論
の
論
客
で
あ
り
、
彼
ら

が
〈
若
者
〉
が
「
右
傾
化
」
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
推
し
進
め
て
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
す
る
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
拙
著
『
お
ま
え
が
若

者
を
語
る
な
！
』（
角
川
Ｏ
ｎ
ｅ
テ
ー
マ
21
、
２
０
０
８
年
）
で
触
れ
た
と
お
り
、
香
山
の
『
ぷ

ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
症
候
群
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、２
０
０
２
年
）が
発
売
さ
れ
た
と
き
に
真
っ

先
に
批
判
を
加
え
た
の
が
、左
派
系
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム
雑
誌
『
噂
の
眞
相
』
の
コ
ラ
ム
「
撃
」

の
書
き
手
の
一
人
「
鵠
」
で
し
た
（
初
出
は
『
噂
の
眞
相
』
２
０
０
２
年
11
月
号
）。

日
本
語
ブ
ー
ム
や
朗
読
ブ
ー
ム
の
危
う
さ
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
こ
で
検
証
さ
れ
る
べ

き
歴
史
と
目
の
前
の
現
象
と
を
切
り
離
し
て
屈
託
な
く
ふ
る
ま
う
の
が
「
ぷ
ち
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
」
だ
と
香
山
は
言
う
の
だ
が
、
他
で
も
な
い
香
山
自
身
の
考
察
が
ま
っ
た
く
歴
史

性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。（
略
）
社
会
的
背
景
を
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い

数
十
年
単
位
の
世
代
論
で
し
か
な
い
。（
鵠[

２
０
０
４]

ｐ
．
２
４
５
）

他
に
も
（
主
に
若
者
文
化
論
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
）「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
対
す

る
疑
念
は
、鈴
木
謙
介
（
彼
も
若
者
文
化
論
者
で
は
あ
る
の
で
す
が
）
の
「
若
者
は
「
右
傾
化
」

し
て
い
る
か
―
―
左
派
の
歪
ん
だ
映
し
姿
」（『
世
界
』
２
０
０
５
年
７
月
号
）
な
ど
、
少
な
か

ら
ず
疑
問
が
挟
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
２
０
１
４
年
に
入
っ
て
刊
行
さ
れ
た
、
樋
口
直

人
『
日
本
型
排
外
主
義
―
―
在
特
会
・
外
国
人
参
政
権
・
東
ア
ジ
ア
地
政
学
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
２
０
１
４
年
）
と
、
古
谷
経
衡
『
若
者
は
本
当
に
右
傾
化
し
て
い
る
の
か
』（
ア
ス

ペ
ク
ト
、
２
０
１
４
年
）
は
、
左
右
両
派
か
ら
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
対
す
る
極
め
て
強
烈

な
批
判
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
２
０
１
４
年
に
出
た
村
上
裕
一
『
ネ
ト
ウ
ヨ
化
す
る
日
本
』（
角
川
Ｅ

Ｐ
Ｕ
Ｂ
叢
書
、
２
０
１
４
年
）
を
は
じ
め
、
今
な
お
若
者
文
化
論
者
な
ど
に
よ
っ
て
「
若
者
の

右
傾
化
」
論
は
担
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
な
お
「
右
傾
化
」
を
論
ず
る
論
者
は
、
オ
タ
ク

や
ニ
コ
ニ
コ
動
画
視
聴
者
な
ど
の
〈
若
者
〉
に
よ
っ
て
そ
れ
が
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を

開
陳
す
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
背
景
は
、
ま
さ
に
香
山
な
ど
の
消
費
社
会
の
文
化
を
背
景
と
す
る
論
客
が
、
さ

も
〈
若
者
文
化
〉
を
語
る
が
如
く
政
治
や
社
会
を
語
る
こ
と
を
、
語
れ
る
と
い
う
幻
想
を
振
る

舞
う
こ
と
を
続
け
て
き
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
を
総

括
す
る
に
は
、
主
に
バ
ブ
ル
期
以
降
に
育
ま
れ
て
き
た
、
消
費
社
会
と
〈
若
者
〉
論
客
の
あ
り

方
を
今
一
度
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

本
書
は
、第
１
章
に
お
い
て
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
繋
が
る
若
者
文
化
論
及
び
そ
れ
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
き
た
認
識
の
系
譜
、
第
２
章
で
は
間
違
い
な
く
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
を
担
っ
て

き
た
論
客
の
一
人
で
あ
る
香
山
リ
カ
の
時
評
に
つ
い
て
、
彼
女
の
本
来
の
メ
イ
ン
の
フ
ィ
ー
ル

ド
で
あ
る
若
者
論
と
絡
め
て
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
分
析
を
試
み
ま
す
。
そ
し
て
お
ま

け
に
は
、
こ
こ
最
近
の
サ
ー
ク
ル
ペ
ー
パ
ー
な
ど
で
書
い
て
き
た
、「
若
者
の
右
傾
化
」
論
と

若
者
文
化
論
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
を
再
録
し
ま
す
。
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１．１	はじめに

も
ち
ろ
ん
「
右
傾
化
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
―
―
そ
し
て
実

際
に
排
外
主
義
に
よ
る
暴
力
を
我
々
は
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
―
―
そ
れ
は
問
題

視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
「
原
因
」
が
、〈
若
者
〉
と
い
う
「
自
分
た
ち

と
は
違
う
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
層
に
押
し
つ
け
ら
れ
、
主
観
的
な
「
文
化
論
」
に
よ
っ
て
そ

の
「
原
因
」
が
同
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
、
む
し
ろ
避
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
こ
２
０
年
（
！
）
ほ
ど
の
議
論
に
お
い
て
、〈
若
者
〉
や
〈
若
者
文
化
〉
を
語
る
が
如
く
、

社
会
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
を
打
ち
破
る
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、
レ
イ

シ
ズ
ム
の
暴
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

第
１
章  

〈
若
者
文
化
〉
を
語
る
が
如
く 

思
想
を
語
る
な
か
れ

１
．
１ 

は
じ
め
に

本
章
で
は
、「
若
者
の
右
傾
化
」
論
の
形
成
に
つ
い
て
、
主
に
２
０
０
０
年
代
以
降
の
若
者

論
と
、
１
９
８
０
年
代
半
ば
以
降
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
論
の
流
れ
を

追
い
つ
つ
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
言
説
の
背
景
に
あ
る
社
会
意
識
と
そ
の

問
題
点
に
つ
い
て
、
主
に
貧
困
研
究
を
参
照
し
つ
つ
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

そ
も
そ
も
現
代
の
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
は
、
１
９
９
０
年
代
以
降
に
お
け
る
「
劣
化
」
言

説
及
び
「
階
層
化
」
言
説
を
背
景
に
し
て
い
る
。
ま
ず
「
劣
化
」
言
説
と
は
、
１
９
９
０
年
代

半
ば
頃
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
日
本
社
会
の
「
劣
化
」
が
至
る
所
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
劣
化
」
言
説
に
関
す
る
是
永
論
ら
の
研
究
に
よ
る
と
（
是
永
論
ほ
か

[

２
０
１
１]

）、書
籍
や
新
聞
の
投
書
欄
に
お
い
て「
劣
化
」が
大
々
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
１
９
９
０
年
代
の
終
わ
り
頃
に
な
る
と
い
う
（
表
１-

１
，
２
）。
ま
た
同
研
究
に
お
け

る
世
論
調
査
で
は
、
と
り
わ
け
教
育
・
青
少
年
分
野
に
お
い
て
「
劣
化
」
が
認
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
表
１-

３
）。

青
少
年
問
題
に
お
け
る
劣
化
言
説
の
展
開
は
、
２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
、
教
育
や
青
少
年

分
野
に
お
け
る
論
客
（
現
職
の
教
員
の
ほ
か
、
教
育
学
、
心
理
学
な
ど
）
ば
か
り
で
は
な
く
、

栄
養
学
や
建
築
学
、
医
学
な
ど
と
い
っ
た
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
も
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
例
え
ば
、
料
理
研
究
科
、
タ
レ
ン
ト
と
し
て
有
名
な
服
部
幸
應
の
『
新
食
育
革
命	

食
が

こ
ど
も
た
ち
を
救
う
』（
集
英
社
、
１
９
９
９
年
）、
建
築
家
の
横
山
彰
人
の
『
子
供
を
ゆ
が
ま

せ
る
間
取
り
』（
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
２
０
０
１
年
）、
歯
科
医
の
丸
橋
賢
に
よ
る
『
退
化

す
る
若
者
た
ち
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
２
０
０
６
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
１
９
９
０

年
代
以
降
に
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
少
年
犯
罪
や
学
力
の
低
下
（
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
問
題
は
極
め
て
誇
張
し
た
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
広
田
照
幸
『
教
育
言
説
の
歴

史
社
会
学
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
２
０
０
１
年
）、
本
田
由
紀
ほ
か
『「
ニ
ー
ト
」
っ
て
言

う
な
！
』（
光
文
社
新
書
、
２
０
０
６
年
）、
後
藤
和
智
『
現
代
学
力
調
査
概
論
』（
後
藤
和
智

事
務
所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
、
２
０
１
２
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
）
に
つ
い
て
自
ら
の
分
野

に
引
き
寄
せ
て
説
明
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
劣
化
」
言
説
に
お
け
る
家
庭
・
青
少
年
関

係
へ
の
偏
重
は
、
例
え
ば
２
０
０
１
年
に
『
週
刊
朝
日
』（
朝
日
新
聞
社
。
現
在
は
朝
日
新
聞

出
版
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
企
画
「
徹
底
考
察　

日
本
人
の
劣
化
」
の
内
容
が
、
第
４
～
６
回

を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
家
庭
・
教
育
・
青
少
年
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
若
い
世
代
に
お
け
る
「
劣
化
」
言
説
の
形
成
を
見
て
い
く
と
、
宮
台
真
司
や
『
宝
島

３
０
』（
宝
島
社
）
と
い
っ
た
、
１
９
９
０
年
代
半
ば
以
降
の
若
年
層
向
け
、
あ
る
い
は
若
年

層
に
人
気
の
あ
っ
た
論
客
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
誌
に
お
け
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ー
ク
の
材
料
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
客
・
メ
デ
ィ
ア
が
思
い
思
い
に
利
用
・
誇
張
し
た
と
い
う
側
面
が
強
い
（
後
藤

和
智
『
お
ま
え
が
若
者
を
語
る
な
！
』『「
あ
い
つ
ら
は
自
分
た
ち
と
は
違
う
」
と
い
う
病
―
―

不
毛
な
「
世
代
論
」
か
ら
の
脱
却
』（
角
川
Ｏ
ｎ
ｅ
テ
ー
マ
２
１
、２
０
０
８
年
／
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
、
２
０
１
３
年
））。
特
に
青
少
年
問
題
に
つ
い
て
は
、
宮
台
の
よ
う
な
「
社
会
学
」
を

背
景
と
し
た
論
客
が
、
現
代
の
青
少
年
問
題
を
「
ポ
ス
ト
近
代
」
に
お
け
る
問
題
と
し
て
積
極

的
に
採
り
上
げ
た
こ
と
で
、
そ
の
認
識
を
追
認
す
る
社
会
学
者
や
教
育
社
会
学
者
、
哲
学
者
も

ま
た
現
代
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
様
相
と
し
て
若
い
世
代
の
問
題
を
採
り
上
げ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た
。

ま
た
１
９
９
０
年
代
終
わ
り
～
２
０
０
０
年
代
初
頭
に
お
け
る
、
橘
木
俊
詔
『
日
本
の
経
済
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「若者の右傾化」論を総括する
第１章	〈若者文化〉を語るが如く思想を語るなかれ		

よ
り
、
若
い
世
代
の
「
右
傾
化
」
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
流
れ
は
、
２
０
０
２
年
に
お
い
て
日
本
及
び
韓
国
で
開
催
さ

れ
た
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
お
い
て
、
主
に
若
い
世
代
の
サ

ポ
ー
タ
ー
が
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
を
連
呼
す
る
こ
と
や
、
齋
藤
孝
の
『
声
を

出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』（
草
思
社
、
２
０
０
１
年
）
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
「
日
本
語
ブ
ー
ム
」
な
ど
と
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
浅
田
彰
や

大
塚
英
志
な
ど
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
Ｊ
回
帰
」
が
本
格
化
し

た
こ
と
を
発
展
さ
せ
て
、
若
い
世
代
に
お
い
て
新
た
な
「
ぷ
ち
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
政
治
的
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す

か
も
し
れ
な
い
、
と
指
摘
し
た
香
山
リ
カ
の
『
ぷ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

症
候
群
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、２
０
０
２
年
）
を
起
点
と
し
て
い
る
。

現
代
の
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
は
、『
ぷ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
症

候
群
』に
お
け
る
香
山
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、階
層
化
に
よ
っ

て「
底
辺
」へ
追
い
や
ら
れ
た
若
年
層
が
国
家
と
い
う「
大
き
な
も
の
」

に
す
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
右
傾
化
」
が
生
じ
る
の
だ
、
と
す
る
言
説

が
多
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
安
田
浩
一
の『
ネ
ッ
ト
と
愛
国
』（
講
談
社
、

２
０
１
２
年
）
の
第
９
章
に
お
い
て
は
、
若
い
世
代
が
「
在
日
特
権
を

許
さ
な
い
市
民
の
会
」（
在
特
会
）
な
ど
の
排
外
主
義
的
組
織
に
加
わ

る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
組
織
が
《
疑
似
家
族
の
雰
囲
気
が
漂
う
》

（
安
田
浩
一[

２
０
１
２]

ｐ
．
３
２
０
）
も
の
で
あ
る
と
し
、《
社
会

へ
の
憤
り
を
抱
え
た
者
。
不
平
等
に
怒
る
者
。
劣
等
感
に
苦
し
む
者
。

表1-1 雑誌記事における「劣化」言説の時期ごとの展開（是永ほか[2011]p.11より作成）
時期

1990～1995年

1996～1999年

2000～2005年

2006～2007年

2008～2009年

表1-2 『週刊朝日』連載企画「徹底考察 日本人の劣化」記事タイトル（是永ほか[2011]p.8を参考に作成）
回 号 タイトル 執筆者

第1回 2001/8/31 井上ひさし
第2回 2001/9/7 重松清
第3回 2001/9/14 養老孟司
第4回 2001/10/12 猪瀬直樹

第5回 2001/10/26 魚住昭

第6回 2001/11/2 片山豊
第7回 2001/11/9 細野真宏

第8回 2001/11/23 三浦展

第9回 2001/11/30 西垣通

第10回 2001/12/7 香山リカ

第11回 2001/12/28 河合雅雄

ことば　「無意識にアメリカ人になりたがる危険」

戦後50年を節目として、問われる日本人の“歴史感覚”など。あるいは、バブ
ル経済を境にして、「没落」に関する議論が散見された。
日本のシステム、制度そのものにかかわる劣化、披露について、特に1997年
の相次ぐ企業倒産などで、バブル経済崩壊に続き、経済にかかわるものがみ
られた。また技術力、人材、品質の劣化が取り上げられ、国際的な競争力の
低下としても問題視された。

すでに90年代から散発的な議論はあったが、学力崩壊、学力低下、学力格差
などが問われた。さらには、人口減少と少子化の問題は、日本の没落問題と
絡めて論じられた。
また子育て問題が顕在化し、育児放棄、幼児・児童虐待といったものが取り
上げられ始めた。そして「キレる子ども」や“子どもが壊れる”といった問題状
況が報告された。

首相の辞任や政治的な混乱が続き、政治あるいは政治家の劣化が叫ばれた。
描けぬ国家的な戦略、（引用者注：原文では「。」だが誤記と見られるので
修正した）ホワイトカラーと中間層の崩壊、ジャーナリズム、国家、医療シス
テムの制度疲労などが取り上げられることが多くなった。

「残念ながら、もはや日本は『経済は一流』と呼ばれるような状況ではなく
なってしまった」（2008年1月18日、通常国会の経済演説で大田弘子・経済
財政担当大臣の発言）によって、その反響が多数みられた。また、2007年以
前のものを再び取り上げるもの（も――引用者補足）多数あった。

マナー　個室が街に広がったのです。他人の目は全く気にし
ない
IT社会　一人ひとりが武器を持った。倫理的に荒廃する危険
がある
男　男らしさを持った女性が増え、優しい男たちはパーツと
なる
サルと比較して…　アイちゃんは子育てを勉強した。人間の
母親のモデルですね

家族　「親」を演じる僕らを「ニセ物」と子が見抜く
脳　壊れない機械を使うと、人間が壊れる
官僚　特殊法人は戦前の陸軍。中枢が崩壊している
検察・警察　自分たちは正義だと確信し、思い上がり、油断
が生まれた
大企業　「ダットサン」を日産は捨てた…愚挙でした
学力　残念ながら、今の日本に考える世代は存在しません

格
差
』（
岩
波
書
店
、
１
９
９
８
年
）
や
、
佐
藤
俊
樹
『
不
平
等
社
会
日
本
』（
中
公
新
書
、

２
０
０
０
年
）
な
ど
と
い
っ
た
、我
が
国
の
「
階
層
化
」
を
指
摘
す
る
書
籍
は
、そ
れ
ま
で
「
一
億

総
中
流
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
た
我
が
国
の
社
会
が
揺
ら
い
で
い
る
と
い
う
言
説
を
引
き
起
こ

し
た（
こ
の
周
辺
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て
は
、『
中
央
公
論
』編
集
部
：
編『
論
争
・
中
流
崩
壊
』

（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、２
０
０
１
年
）に
詳
し
い
）。
そ
の
中
で
も
、山
田
昌
弘
の『
パ
ラ
サ
イ
ト
・

シ
ン
グ
ル
の
時
代
』（
ち
く
ま
新
書
、
１
９
９
９
年
）
を
中
心
に
、「
自
立
し
な
い
」
若
い
世
代

が
社
会
を
蝕
む
と
い
う
言
説
が
展
開
さ
れ
、
こ
こ
で
も
若
年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
が
展
開
さ
れ
た
。

山
田
に
対
抗
す
る
論
陣
を
張
る
も
の
と
し
て
、
玄
田
有
史
の
『
仕
事
の
な
か
の
曖
昧
な
不
安
』

（
中
央
公
論
新
社
、
２
０
０
１
年
／
中
公
文
庫
、
２
０
０
５
年
）
や
、
宮
本
み
ち
子
『
若
者
が

《
社
会
的
弱
者
》
に
転
落
す
る
』（
洋
泉
社
新
書
ｙ
、２
０
０
２
年
）
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
が
、

玄
田
に
つ
い
て
は
２
０
０
４
年
に
「
ニ
ー
ト
」
概
念
を
紹
介
す
る
過
程
で
、
や
は
り
若
い
世
代

を
今
ま
で
と
は
違
っ
た
心
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
若
年
層
の
労
働
問
題
を

上
の
世
代
に
「
理
解
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
を
取
り
、
若
い
世
代
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
を
呼
び

起
こ
し
た
。

若
い
世
代
の
「
劣
化
」
と
「
階
層
化
」
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
、「
若
者
の
右
傾
化
」

論
と
し
て
噴
出
し
た
。
２
０
０
０
年
代
よ
り
、
一
部
の
「
左
派
」
系
の
言
説
に
親
和
的
な
論
客
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１．２	２００５年衆院選の「若者論」

仲
間
を
欲
し
て
い
る
者
。
逃
げ
場
所
を
求
め
る
者
。
帰
る
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
者
》（
安
田
、

前
掲
ｐ
．
３
５
５
）
に
対
し
て
あ
る
種
の
「
居
場
所
」
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
近
年
で
は
批
判
も
あ
る
が
（
本
章
第
５
節
参
照
）、
少

な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
「
ケ
ア
」
的
な
視
座
が
、
特
に
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
お
い
て
保
持

さ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
以
前
は
安
田
が
生
暖
か
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
よ
う
な
「
居
場
所
を
失
っ

た
若
者
」
あ
る
い
は
「
貧
困
化
し
た
若
者
」
は
、
明
確
に
憎
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
荷

宮
和
子
は
、
２
０
０
３
年
に
刊
行
し
た
『
声
に
出
し
て
読
め
な
い
ネ
ッ
ト
掲
示
板
』（
中
公
新

書
ラ
ク
レ
、
２
０
０
３
年
）
や
、
２
０
０
４
年
に
長
崎
県
佐
世
保
市
で
起
こ
っ
た
小
学
生
に
よ

る
同
級
生
殺
傷
事
件
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
『
月
刊
現
代
』

２
０
０
４
年
８
月
号
の
記
事
な
ど
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
反
「
左
翼
」
的
な
言
動

を
展
開
す
る
者
に
対
し
て
《
在
日
で
は
な
く
、
女
で
は
な
く
、
低
学
歴
で
は
な
い
も
の
の
、
し

か
し
、低
所
得
な
人
間
》（
荷
宮
和
子[

２
０
０
４]
ｐ
．
１
７
１
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

荷
宮
が
そ
の
よ
う
に
規
定
し
た
層
に
対
し
て
投
げ
か
け
る
視
線
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

昨
今
の
き
な
臭
い
空
気
に
、
賛
同
の
意
を
し
め
し
て
い
る
人
た
ち
は
少
な
く
な
い
。
そ

の
種
の
意
見
を
見
か
け
る
た
び
に
、「
戦
争
に
な
っ
た
ら
強
姦
し
放
題
だ
ぜ
！
」
と
い
う

彼
ら
の
声
な
き
声
が
私
に
は
聞
こ
え
て
く
る
。（
略
）
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な
状
況

の
中
で
「
月
刊
現
化
」
を
わ
ざ
わ
ざ
読
ん
で
い
る
、
と
い
っ
た
人
た
ち
に
は
、「
無
教
養

な
田
舎
者
」
が
戦
場
に
送
ら
れ
た
と
き
に
何
を
し
で
か
す
か
に
つ
い
て
の
自
覚
と
覚
悟

を
、
抱
い
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。（
荷
宮
、
前
掲
ｐ
．
１
７
４
）

ま
た
三
浦
展
は
、
郊
外
化
の
「
病
理
」
に
つ
い
て
論
じ
た
『
フ
ァ
ス
ト
風
土
化
す
る
日
本
』

（
洋
泉
社
新
書
ｙ
、
２
０
０
４
年
）
で
、
特
に
若
い
世
代
の
消
費
行
動
に
悪
影
響
が
出
て
い
る

と
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
右
傾
化
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
三
浦
の
視
線
も
、

「
愛
国
的
」
な
行
動
に
走
る
若
い
世
代
を
「
自
分
が
反
対
し
て
い
る
病
的
な
も
の
」
か
ら
生
ま

れ
た
「
鬼
子
」
と
し
て
排
除
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

か
つ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
地
域
共
同
体
を
基
礎
と
し
た
愛
郷
心
を
国
家
が
ま
と

め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
愛
郷
心
の
基
礎
と
な
る
地
域
共

同
体
が
崩
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
保
守
派
」
は
危
ぶ
む
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
土
地
や
場

所
へ
の
愛
着
と
は
無
縁
の
抽
象
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
鼓
舞
さ
れ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

や
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
盛
り
上

げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
。

「
庭
園
の
島
」
も
、
そ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
利
用
さ
れ
ま
い
か

と
心
配
に
な
る
。
た
か
が
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
す
る
だ

け
の
郊
外
型
消
費
生
活
を
田
園
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
国
土
行
政

の
お
粗
末
な
実
績
か
ら
評
価
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
五
全
総
が
理
想
ど
お
り
に
実
現
し
、
日

本
が
「
庭
園
の
島
」
に
な
る
な
ど
と
信
じ
る
気
に
は
と
て
も
私
は
な
れ
な
い
。
い
く
ら
庭

園
都
市
で
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
が
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
と
コ
ン
ビ
ニ
と
巨
大
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
矛
盾
だ
。
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん「
フ
ァ
ス
ト
庭
園
都
市
」

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

過
去
三
〇
年
間
、
日
本
中
で
、
黄
金
色
に
輝
く
稲
穂
が
風
に
な
び
く
水
田
が
潰
さ
れ
て

不
要
な
道
路
と
無
機
的
で
非
歴
史
的
な
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
で
き
、
豊
か
な
森
が
根
こ
そ
ぎ

に
さ
れ
て
ゴ
ル
フ
場
に
な
り
、
郊
外
化
に
よ
っ
て
歴
史
あ
る
街
並
み
が
崩
壊
し
つ
づ
け

た
。
国
土
全
体
が
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
さ
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
み
な
、「
所

得
倍
増
」
や
「
富
国
強
兵
」
の
名
に
お
い
て
で
は
な
く
、「
ふ
る
さ
と
」
や
「
田
園
」
や
「
地

方
の
時
代
」
の
名
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
い
か
に
素
晴
ら
し
い
目
標
も
、
現

実
の
経
済
原
理
に
よ
っ
て
別
の
姿
に
変
わ
る
。
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
だ
。
政
治
家
た

ち
は
、
右
手
で
地
域
固
有
の
風
土
と
歴
史
あ
る
街
並
み
を
破
壊
し
な
が
ら
、
左
手
で
愛
国

心
の
旗
を
振
る
の
だ
！
（
三
浦
展[

２
０
０
４]

ｐ
ｐ
．
１
３
１-

１
３
２
）

１
．
２ 
２
０
０
５
年
衆
院
選
の
「
若
者
論
」

こ
の
よ
う
な
「
階
層
化
し
、
右
傾
化
し
た
〈
若
者
〉」
に
対
す
る
脅
威
論
が
吹
き
上
が
っ
た

の
が
、２
０
０
５
年
に
お
け
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
２
０
０
５
年
９
月
１
１
日
）
で
あ
っ
た
。
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「若者の右傾化」論を総括する
第１章	〈若者文化〉を語るが如く思想を語るなかれ		

（
筆
者
注
・
矢
幡
曰
く
）「
個
人
が
何
か
強
い
決
断
を
す
る
と
い
う
ド
ラ
マ
を
好
む
よ
う

に
な
っ
た
。
特
に
今
の
二
十
代
は
、
い
じ
め
問
題
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
世
代
で
、
目
立

て
ば
い
じ
め
ら
れ
る
た
め
角
が
立
つ
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
感
が
あ
る
一
方
で
、
強
い
者
の

決
断
を
、
内
容
を
問
わ
ず
に
リ
ス
ペ
ク
ト
（
尊
敬
）
す
る
。
つ
ま
り
思
考
放
棄
だ
」

日
本
青
少
年
研
究
所
の
千
石
保
所
長
は
「
改
革
を
止
め
る
な
っ
て
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
は
若
者
言
葉
。
元
気
が
い
い
。
た
だ
し
中
身
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
さ
に
流
行

だ
し
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ん
だ
が
、
あ
る
意
味
小
泉
首
相
自
身
が
若
者
化
し
て
い
る
と
思

う
」
と
の
見
方
を
示
す
。

（
略
。
民
主
党
に
支
持
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
千
石
曰
く
）「
本
来
な
ら

ば
外
国
と
の
関
係
は
ど
う
す
る
の
か
や
、
財
政
問
題
は
ど
う
か
と
い
っ
た
、
い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
た
上
で
投
票
す
べ
き
だ
が
、
そ
ん
な
余
計
な
こ
と
を
持
ち
出
し
た
っ
て
ス
パ
ッ

と
割
り
切
れ
な
い
か
ら
面
白
く
な
い
と
排
除
さ
れ
る
だ
け
。
民
主
党
が
テ
ー
マ
に
し
た
年

金
問
題
は
確
か
に
大
事
な
問
題
だ
が
、
若
者
向
け
の
言
葉
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
」

ま
た
金
子
勝
は
、
２
０
０
５
年
９
月
２
８
日
付
の
朝
日
新
聞
「
論
壇
時
評
」
欄
で
、
若
い
世

代
に
お
け
る
「
下
流
化
」
を
論
じ
た
（
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
バ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
っ
た
）『
下

流
社
会
』（
光
文
社
新
書
、
２
０
０
５
年
）
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
若
い
世
代
の
「
閉
鎖
性
」

を
問
題
視
し
た
。

階
層
意
識
が
「
下
」
ほ
ど
「
男
女
と
も
一
人
暮
ら
し
」
が
多
く
、「
あ
く
ま
で
も
自
分

ら
し
く
生
き
た
い
」
と
思
い
、
結
婚
も
せ
ず
子
ど
も
も
生
ま
な
い
。
ま
た
パ
ソ
コ
ン
、
携

帯
電
話
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
持
ち
、「
し
ば
し
ば
非
活
動
的
で
、
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
を

好
む
」。
現
在
の
生
活
を
楽
し
も
う
と
す
る
、
こ
の
若
者
た
ち
の
心
象
風
景
に
は
、
社
会

ど
こ
ろ
か
家
族
さ
え
見
え
て
こ
な
い
。
そ
し
て
デ
ー
タ
は
、「
下
」
ほ
ど
・
支
持
政
党
な

し
が
減
り
自
民
支
持
が
増
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（
金
子
勝[

２
０
０
５]

）

菅
原
琢
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
選
挙
に
お
い
て
若
い
世
代
の
投
票
率
が
顕
著
に
増
大
し

た
こ
と
は
疑
い
な
い
（
菅
原
琢[

２
０
０
９]

ｐ
．
３
３
）。
だ
が
そ
れ
は
「
無
知
な
若
年
層
が

表1-3 年代別に見た劣化している分野（複数回答、是永論ほか[2011]p.39）

政治 経済・産業 労働・勤労
医療
・介護・福
祉

教育
・しつけ 芸術・文化 スポーツ

メディア・
ジャーナ
リズム

モラル
・道徳 暮らし N

29歳以下 98 81 76 41 113 13 12 42 110 38 145
67.6% 55.9% 52.4% 28.3% 77.9% 9.0% 8.3% 29.0% 75.9% 26.2%

30～39歳 110 95 90 41 144 23 8 49 145 57 169
65.1% 56.2% 53.3% 24.3% 85.2% 13.6% 4.7% 29.0% 85.8% 33.7%

40～49歳 93 80 78 39 126 11 12 38 120 46 147
63.3% 54.4% 53.1% 26.5% 85.7% 7.5% 8.2% 25.9% 81.6% 31.3%

50～59歳 129 95 96 43 166 14 14 57 171 56 191
67.5% 49.7% 50.3% 22.5% 86.9% 7.3% 7.3% 29.8% 89.5% 29.3%

60～69歳 120 80 81 54 138 14 11 58 131 41 157
76.4% 51.0% 51.6% 34.4% 87.9% 8.9% 7.0% 36.9% 83.4% 26.1%

70歳以上 92 62 61 39 109 12 10 39 96 37 116
79.3% 53.4% 52.6% 33.6% 94.0% 10.3% 8.6% 33.6% 82.8% 31.9%

合計 642 493 482 257 796 87 67 283 773 275 925
69.4% 53.3% 52.1% 27.8% 86.1% 9.4% 7.2% 30.6% 83.6% 29.7%

当
該
の
選
挙
は
、
当
時
の
首
相
で
あ
っ
た

小
泉
純
一
郎
が
「
郵
政
民
営
化
の
是
非
」

を
問
う
て
議
会
の
解
散
を
行
い
、
自
ら
の

意
向
に
反
す
る
議
員
に
対
し
て
は
「
刺

客
」
を
送
る
な
ど
し
て
、「
小
泉
」
対
「
反

小
泉
」
を
演
出
し
た
選
挙
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
結
果
と
し
て
小
泉
が
率
い
る
自
由
民

主
党
が
２
９
６
議
席
と
圧
勝
し
、
野
党
民

主
党
は
６
４
議
席
減
と
な
る
１
１
３
議

席
、
ま
た
小
泉
に
離
反
し
て
自
民
党
を
離

党
し
た
議
員
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
国
民

新
党
、
新
党
日
本
は
そ
れ
ぞ
れ
４
議
席
、

１
議
席
と
振
る
わ
な
か
っ
た
（http://

w
w
w
.yom

iuri.co.jp/election2005/
new
s/20050911i103.htm

）。

こ
の
選
挙
に
際
し
て
、
い
く
つ
か
の
メ

デ
ィ
ア
や
論
客
が
、「
小
泉
の
戦
術
に
乗

せ
ら
れ
た
若
い
世
代
が
、
自
民
党
が
自
ら

を
苦
境
に
追
い
込
む
と
も
知
ら
ず
に
投
票

し
た
」
と
い
う
「
分
析
」
を
行
っ
た
。
最

も
顕
著
で
あ
っ
た
の
が
東
京
新
聞
で
、

２
０
０
５
年
９
月
１
３
日
と
１
７
日
の

「
こ
ち
ら
特
報
部
」
欄
に
お
け
る
特
集
で

あ
っ
た
。
同
欄
は
、
前
者
に
お
い
て
は
千

石
保
と
矢
幡
洋
、
後
者
で
は
尾
木
直
樹
を

コ
メ
ン
ト
と
し
て
起
用
し
、「
自
民
党
を

支
持
す
る
若
者
」
を
病
理
と
し
て
分
析
す

る
記
事
を
書
い
た
。
１
３
日
の
記
事
か
ら

引
用
し
て
み
よ
う
。
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１．３	「若者の右傾化」論を受け入れる	「ロスジェネ」論客

小
泉
の
メ
デ
ィ
ア
戦
術
に
踊
ら
さ
れ
て
自
民
党
に
投
票
し
た
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な

く
、
そ
れ
ま
で
民
主
党
が
受
け
皿
と
な
っ
て
い
た
都
市
部
の
若
年
・
中
年
の
「
改
革
」
志
向
の

層
が
自
民
党
に
流
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
菅
原
、
前
掲
ｐ
．
４
１
）。
都
市
部

の
若
い
世
代
に
お
け
る
「
改
革
」
志
向
の
傾
向
は
２
０
０
１
年
の
参
院
選
や
２
０
０
３
年
の
衆

院
選
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
も
の
の
、《
郵
政
民
営
化
を
め
ぐ
る
解
散
劇
に
よ
っ
て
争
点
が
明

確
化
し
た
》（
菅
原
、
前
掲
ｐ
．
４
５
）
こ
と
に
よ
っ
て
動
員
に
繋
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
当
該
衆
院
選
に
お
け
る
自
民
党
の
「
大
勝
」
の
影
響
と
し
て
若
い
世
代
に
よ
る
効
果

が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
な
東
京
新
聞

や
金
子
の
よ
う
な
若
い
世
代
に
対
す
る
見
方
は
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
東
京
新
聞
の
記

事
に
お
い
て
は
、
矢
幡
の
言
う
「
い
じ
め
問
題
」
と
「
思
考
停
止
」
の
間
の
関
連
性
は
不
明
瞭

で
あ
る
。
ま
た
金
子
に
し
て
も
、「
パ
ソ
コ
ン
」「
携
帯
電
話
」「
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
」
と
い
っ
た
、

上
の
世
代
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
低
い
も
の
が
、
自
民
党
の
大
勝
と
い
う
、
金
子
が
若
い
世
代

の
「
病
理
」
の
表
出
と
し
て
見
な
す
も
の
の
原
因
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ
る
の
も
ま
た
、
金
子
に

お
け
る
異
な
る
世
代
、
文
化
に
対
す
る
偏
見
の
表
出
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
は
前
節
に
お
い
て
見
て
き
た
荷
宮
和
子
や
三
浦
展
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

だ
が
、
彼
ら
の
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
は
、
自
分
た
ち
に
お
い
て
世
代
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
生
育
歴
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
が
、
自
民
党
な
い
し
「
右
傾
化
」
へ
の
反
発
と
い
う
「
正

常
」
な
判
断
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
を
暗
に
含
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の

「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
お
い
て
は
、
若
い
世
代
の
「
病
理
」
と
同
様
に
、
自
分
た
ち
が
、
自

ら
が
「
正
常
」
な
判
断
を
し
た
と
さ
れ
る
根
拠
も
ま
た
、
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。
彼

ら
に
お
け
る
「
理
想
と
す
る
日
本
人
」
と
し
て
の
「
反
・
自
民
」「
反
・
右
傾
化
」
の
姿
は
、

若
い
世
代
と
い
う
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

な
お
こ
の
よ
う
な
「
無
知
な
若
者
が
メ
デ
ィ
ア
戦
略
に
乗
せ
ら
れ
て
自
民
党
に
投
票
し
た
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
菅
原
琢
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
自
民
党
が
広
告
代
理
店
に
対
し
て
提
案
し

た
と
さ
れ
る
、「
Ｂ
層
」（「
Ｉ
Ｑ
」
が
低
く
、「
改
革
」
に
賛
成
し
て
い
る
層
で
、
小
泉
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
性
を
中
心
に
支
持
し
て
い
る
）
に
対
し
て
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利
し
た
の
だ

と
い
う
「
神
話
」
を
流
布
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
成
功
し
た
と
い
う
（
菅
原
、
前
掲
ｐ
．

４
４
）。
皮
肉
な
こ
と
に
、「
若
者
の
右
傾
化
」
を
問
題
視
し
た
層
は
、
彼
ら
が
反
発
し
て
い
る

は
ず
の
自
民
党
の
「
世
論
」
観
に
相
乗
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

少
な
く
と
も
２
０
０
０
年
代
半
ば
頃
ま
で
の
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
は
、
こ
の
よ
う
に
「
階

層
化
し
た
若
者
の
右
傾
化
」
を
、
む
し
ろ
憎
悪
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
前
出
の
安
田
浩

一
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
「
右
傾
化
」
に
対
し
て
は
あ
る
種
の
自
尊
心
に
対
す
る
ケ
ア
が
必
要

だ
と
す
る
視
点
の
登
場
は
、
２
０
０
０
年
代
後
半
に
お
け
る
「
ニ
ー
ト
」
論
へ
の
反
論
や
「
反

貧
困
」活
動
、種
々
の
労
働
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
若
い
世
代
の
困
窮
が
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、ま
た
若
者
文
化
論
の
場
に
お
い
て
、速
水
健
朗
の
『
ケ
ー
タ
イ
小
説
的
。』（
原
書
房
、

２
０
０
８
年
）
の
よ
う
に
、
都
市
部
の
「
オ
タ
ク
」
層
の
「
生
き
づ
ら
さ
」
か
ら
「
郊
外
」
へ

視
点
が
変
わ
り
（
た
だ
し
、
こ
こ
に
お
け
る
「
郊
外
」
論
へ
の
転
換
は
、
前
出
の
三
浦
展
の
差

別
的
な
議
論
を
底
に
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、
後

藤
和
智[

２
０
１
４]

参
照
）、「
こ
れ
ま
で
「
病
理
」
と
し
て
蔑
ま
れ
て
き
た
「
地
方
の
若
者
（
文

化
）」
に
こ
そ
現
代
を
読
み
解
く
鍵
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
方
向
に
転
換
し
た
こ
と
で
弱
ま
っ

て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

１
．
３ 

「
若
者
の
右
傾
化
」
論
を
受
け
入
れ
る 

「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」
論
客

も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
と
、
若
い
世
代
の
論
客
も
ま
た
、「
階
層
化
に
よ
っ
て
は
じ
き

飛
ば
さ
れ
た
若
い
世
代
が
「
右
傾
化
」
に
よ
っ
て
既
存
の
社
会
構
造
を
憎
悪
し
て
い
る
」
と
い

う
、
ま
さ
に
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
に
お
い
て
若
い
世
代
を
憎
悪
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
ス

ト
ー
リ
ー
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
代
表
的
な
論
客
と
し
て
赤

木
智
弘
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
赤
木
は
自
身
の
出
世
作
と
な
っ
た
「「
丸
山
眞
男
」
を
ひ
っ
ぱ
た

き
た
い
」（『
論
座
』
２
０
０
７
年
１
月
号
）
や
、
あ
る
い
は
後
に
刊
行
さ
れ
た
著
書
『
若
者
を

見
殺
し
に
す
る
国
』（
双
風
舎
、２
０
０
７
年
／
朝
日
文
庫
、２
０
１
１
年
）
に
お
い
て
、フ
リ
ー

タ
ー
と
し
て
の
自
ら
の
苦
境
を
、
徹
底
し
て
主
観
的
に
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
若
者
の

右
傾
化
」を
肯
定
す
る
言
説
も
見
ら
れ
る
。
赤
木
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
語
ら
れ
る「
貧
困
」

言
説
が
、「
元
々
も
の
を
持
っ
て
い
た
、
恵
ま
れ
た
世
代
」
と
し
て
の
バ
ブ
ル
以
前
世
代
と
、

自
分
の
よ
う
な
「
社
会
に
出
る
前
に
は
し
ご
を
外
さ
れ
た
」
バ
ブ
ル
後
世
代
が
同
列
に
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
反
発
し
て
い
る
。
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前
者
が
家
庭
を
手
に
入
れ
、
社
会
的
に
も
自
立
し
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
か
つ
て
十
分
に

得
た
こ
と
の
あ
る
人
た
ち
で
あ
る
一
方
、
後
者
は
社
会
人
に
な
っ
た
時
点
で
す
で
に
バ
ブ
ル
が

崩
壊
し
て
い
て
、
最
初
か
ら
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
前
者
に
は
少

な
く
と
も
チ
ャ
ン
ス
は
あ
っ
た
。
後
者
は
社
会
に
出
た
時
点
で
労
働
市
場
は
狭
き
門
に
な
っ
て

お
り
、
チ
ャ
ン
ス
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
同
列
に
弱
者
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
私

は
ど
う
も
納
得
が
い
か
な
い
。（
赤
木
智
弘[

２
０
０
７
＝
２
０
１
１]

ｐ
．
２
１
４
）

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
苦
境
に
置
か
れ
た
世
代
が
「
右
傾
化
」
す
る
と
し
、赤
木
は
（『
論
座
』

２
０
０
７
年
４
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
佐
高
信
ら
既
存
「
左
派
」
文
化
人
か
ら
の
「
反
論
」
に

対
す
る
「
再
反
論
」、「
け
っ
き
ょ
く
、「
自
己
責
任
」
で
す
か
」（『
論
座
』
２
０
０
７
年
６
月
号
）

を
含
め
て
）な
ぜ「
左
派
」は
自
分
の
よ
う
な「
若
年
貧
困
層
」「
弱
者
男
性
」を
救
わ
な
い
の
か
、

と
し
き
り
に
問
い
か
け
る
。

し
か
し
、
経
済
格
差
と
い
う
現
状
の
背
景
に
は
、
ま
ず
「
富
裕
層
」
が
存
在
し
、
そ
の

下
に
富
裕
層
に
よ
っ
て
安
定
し
た
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
安
定
労
働
層
」
が
い
て
、

さ
ら
に
安
定
労
働
層
の
た
め
に
調
整
弁
に
さ
れ
る
「
貧
困
労
働
層
」
が
存
在
す
る
と
い
う

構
図
が
あ
る
。
左
派
は
こ
の
構
図
を
自
覚
し
て
い
な
い
の
か
、
結
果
と
し
て
安
定
労
働
層

と
貧
困
労
働
層
の
間
の
格
差
を
押
し
広
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
で
、
私
は
左
派
が
想
定
す
る
救
済
対
象
に
「
弱
者
で
あ
る
は
ず
の
私
」

が
含
ま
れ
る
と
は
決
し
て
思
え
な
い
。
い
わ
ば
左
派
は
「
基
本
的
な
平
等
」
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
。（
赤
木
、
前
掲
ｐ
．
２
３
６
）

こ
の
よ
う
に
「”

左
派”

が
自
分
を
救
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
」
に
赤
木
が
拘
泥
す
る
様
は
、

既
存
「
左
派
」
に
対
し
て
実
存
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
論
壇
プ
ロ
レ
ス

に
回
収
さ
れ
、
自
ら
の
世
代
、
そ
し
て
よ
り
若
い
世
代
に
対
し
て
赤
木
の
思
う
結
果
を
も
た
ら

す
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
赤
木
と
同
様
に
、「
失
わ
れ
た
世
代
＝
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
）」
の
立
場
か
ら
、
主
に
文
学
的
、
思
想
的
観
点
か
ら
既
存
社
会
や
左

派
へ
の
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
よ
う
な
論
客
や
メ
デ
ィ
ア
は
早
々
と
力
を
失
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
雑
誌
『
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
』
は
２
０
１
０
年
で
刊
行
さ
れ
た
第
４
号
で
廃
刊
と
な
り
、
大
澤
信

亮
や
杉
田
俊
介
と
い
っ
た
周
辺
の
論
客
も
、
近
年
は
文
芸
評
論
、
文
化
評
論
な
ど
で
活
躍
す
る

も
の
の
、
経
済
論
、
政
策
論
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
撤
退
し
て
い
る
。
ま
た
「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」
系
の

言
説
・
運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
雨
宮
処
凜
や
増
山
麗
奈
な
ど
も
、
２
０
１
１
年
に
発
生
し
た
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
か
ら
発
生
し
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
き
っ
か
け
に
「
反

原
発
」
系
の
運
動
・
言
説
に
荷
担
す
る
一
方
で
、
労
働
・
経
済
系
の
言
説
に
つ
い
て
は
撤
退
し

て
い
っ
た
。

現
在
の
赤
木
に
し
て
も
、
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
例
え
ば
安
藤
至
大
の
日
本

経
済
新
聞
の
連
載
（
安
藤
至
大[

２
０
１
３]

）
や
、
あ
る
い
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
労
働
組
合
の

ア
カ
ウ
ン
ト
が
論
ず
る
労
働
問
題
に
対
し
て
、
内
容
を
ほ
と
ん
ど
検
討
し
な
い
ま
ま
「
正
社

員
」
に
対
す
る
特
権
を
維
持
す
る
も
の
と
決
め
つ
け
て
バ
ッ
シ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
（
後
藤
和

智
「【
ラ
イ
ブ
山
形
１
０
９
サ
ー
ク
ル
ペ
ー
パ
ー
】
先
鋭
化
の
果
て
に
」http://am

eblo.jp/
kazutom

ogoto/entry-11482676635.htm
l

）。
赤
木
の
「
戦
争
」
へ
の
（
躊
躇
し
な
が
ら
の
）

賛
同
や
「
左
派
」
へ
の
反
発
は
ほ
と
ん
ど
ポ
ー
ズ
と
し
て
の
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
が
、

他
方
で
赤
木
の
言
説
に
お
い
て
は
、「
若
者
の
右
傾
化
」
論
が
前
提
と
し
て
い
る
、「
脅
威
」
と

し
て
の
「
階
層
化
し
た
若
者
」
と
い
う
構
図
を
継
承
し
て
い
る
と
見
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

実
際
、赤
木
は
自
ら
の
言
説
が
、そ
の
よ
う
な
「
若
者
の
右
傾
化
」
論
が
想
定
す
る
よ
う
な
「
階

層
化
し
た
若
者
」
の
主
観
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。

私
の
文
章
は
、
け
っ
し
て
公
平
中
立
不
偏
不
党
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
生
活

や
実
感
か
ら
生
ま
れ
る
文
章
で
す
か
ら
、
き
わ
め
て
偏
っ
て
い
て
、
客
観
的
に
見
れ
ば
な

ん
の
証
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
レ
ベ
ル
の
代
物
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
視
座
は
不
要
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

人
間
が
生
活
し
て
い
く
社
会
を
論
じ
る
う
え
で
、
必
要
な
の
は
学
者
や
専
門
家
の
知
識

だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
？

科
学
的
に
装
っ
た
、
冷
静
で
長
期
的
な
観
点
だ
け
が
重
要
で
あ
り
、
フ
リ
ー
タ
ー
の
ル

サ
ン
チ
マ
ン
な
ど
、
不
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
（
赤
木
、
前
掲
、
ｐ
．
１
９
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
「
主
観
」
に
基
づ
く
こ
と
が
、
赤
木
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
な
行

動
か
ら
く
る
無
理
解
な
ど
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
少
し
も
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。


