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序章　漂流する日本のマクロ経済政策

序
章　

漂
流
す
る
日
本
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
日
本
経
済

　

自
由
民
主
党
は
二
〇
一
二
年
末
の
衆
議
院
選
挙
に
圧
勝
し
、
約
三
年
ぶ
り
に
政
権
党
に
復
帰
し
た
。
そ
の
後

す
ぐ
に
第
二
次
安
倍
晋
三
内
閣
が
発
足
し
、
本
書
の
執
筆
時
点
で
政
府
は
第
四
次
安
倍
内
閣
の
下
に
あ
る
。

　

安
倍
内
閣
は
二
〇
一
三
年
六
月
に
公
表
し
た
﹃
日
本
再
興
戦
略
―
J
A
P
A
N　
i
s　
B
A
C
K
﹄
に

お
い
て
、﹁
今
後
一
〇
年
間
の
平
均
で
名
目
G
D
P
成
長
率
三
％
程
度
、
実
質
G
D
P
成
長
率
二
％
程
度
の
成

長
を
実
現
﹂
し
、﹁
二
〇
一
〇
年
代
後
半
に
は
、
よ
り
高
い
成
長
の
実
現
を
目
指
す
﹂
と
宣
言
し
た
。
ま
た
、

同
年
三
月
に
は
、
日
本
銀
行
の
政
策
委
員
数
名
が
安
倍
内
閣
の
意
向
を
受
け
た
人
物
に
交
代
し
、
年
率
二
％
の

物
価
上
昇
率
を
二
年
程
度
の
間
に
実
現
す
る
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
政
府
が
推
進
し
て
き
た
の
が
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
経
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済
政
策
で
あ
る
。
当
初
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
、
①
大
胆
な
金
融
政
策
、
②
機
動
的
な
財
政
政
策
、
③
民
間
投
資

を
喚
起
す
る
成
長
政
策
の
﹁
三
本
の
矢
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、

イ
ン
フ
レ
目
標
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
日
銀
が
無
制
限
に
国
債
な
ど
の
金
融
資
産
を
買
い
入
れ
る
と
い
う
﹁
量

的
・
質
的
金
融
緩
和︵
通
称
﹁
異
次
元
緩
和
﹂︶﹂
で
あ
る
。

　

し
か
し
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
開
始
か
ら
六
年
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
と
日
銀
が
描
い
た
シ
ナ
リ
オ

は
実
現
し
て
い
な
い
。
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
の
五
年
間
の
実
質
経
済
成
長
率
は
年
率
換
算

で
一
・
三
％
弱
で
あ
り
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
大
不
況
の
時
期
を
別
と
す
る
と
、
そ
れ
以
前
の
一
〇
年

間
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い＊
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の

間
の
消
費
者
物
価
指
数
の
上
昇
率
も
〇
・
四
％
程
度
に
と
ど
ま
り
、
日
銀
の
目
標
と
は
程
遠
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。＊　

た
だ
し
筆
者
は
こ
の
経
済
成
長
率
は
む
し
ろ
高
す
ぎ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
四
章
参
照
。

　

そ
れ
で
も
安
倍
内
閣
に
対
す
る
国
民
の
評
価
は
悪
く
な
い
。
世
論
調
査
に
お
け
る
内
閣
支
持
率
は
四
〇
％
程

度
で
比
較
的
安
定
し
て
い
る
＊し

、
財
界
関
係
者
の
間
で
は
今
日
で
も
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
高
く
評
価
す
る
声
が
少

な
く
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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＊　

た
と
え
ば
N
H
K
放
送
文
化
研
究
所
﹁
政
治
意
識
月
例
調
査
﹂
な
ど
。

　

そ
の
第
一
の
理
由
は
、
失
業
率
が
劇
的
に
下
が
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
今
日
の
日
本
は
過
去
に
経
験
が
な
い
ほ

ど
の
人
手
不
足
で
あ
る
。
企
業
に
と
っ
て
人
材
難
は
悩
み
の
種
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
も
就
く
意
思
が
あ

る
の
に
就
職
で
き
な
い
と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
。

　

第
二
の
理
由
は
、
安
倍
政
権
発
足
と
前
後
し
て
円
安
が
進
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
円
安
が
株
高
や
企

業
の
設
備
投
資
に
直
結
し
や
す
く
、
そ
れ
ら
が
相
ま
っ
て
景
気
を
押
し
上
げ
る
効
果
を
持
つ
。
輸
出
企
業
の
影

響
力
が
強
い
経
済
団
体
連
合
会︵
経
団
連
︶な
ど
の
財
界
団
体
が
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
歓
迎
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

為
替
レ
ー
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
変
化
す
る
が
、
日
銀
の
異
次
元
緩
和
が
円
安
に
寄
与
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　

第
三
の
理
由
は
、
政
府
の
経
済
運
営
に
安
定
感
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
安
定
を
好
み
、
リ
ス
ク
や

不
確
実
性
が
大
嫌
い
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
大
不
況
の
中
で
政
権
の
座
に
就
い
た
旧
民
主
党
の

経
済
運
営
は
混
乱
し
た
が
、
安
倍
内
閣
は
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
て
景
気
対
策
に
邁
進
し
て
い
る
。

　

二
〇
二
〇
年
ま
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
需
が
あ
り
、
二
〇
二
五
年
に
は
大
阪
万
博
の
開
催
も
決
ま
っ
た
。
人

手
不
足
の
中
で
政
府
と
日
銀
が
総
力
を
挙
げ
て
景
気
浮
揚
を
続
け
れ
ば
、
い
ず
れ
日
本
経
済
が
活
力
を
取
り
戻
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し
、
経
済
成
長
率
も
イ
ン
フ
レ
率
も
政
府
と
日
銀
の
目
標
に
近
づ
い
て
ゆ
く
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が

多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
小
康
状
態
の
影
で
深
刻
化
す
る
日
本
の
経
済
政
策
の
病
理

　

し
か
し
筆
者
は
そ
う
し
た
考
え
に
与
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
表
面
的
に
大
胆
に
見
え
る

の
は
、
日
本
の
経
済
政
策
に
お
い
て
も
と
も
と
希
薄
だ
っ
た
客
観
的
・
長
期
的
な
視
点
が
放
棄
さ
れ
、
目
先
の

景
気
浮
揚
に
役
立
ち
そ
う
な
こ
と
な
ら
何
で
も
や
る
と
い
う
姿
勢
が
鮮
明
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
新
し
い
政
策
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
日
本
の
経
済
政
策
の
問
題
点
を
凝
縮
し
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
の
言
う
﹁
従
来
の
日
本
の
経
済
政
策
の
問
題
点
﹂
と
は
、﹁
客
観
的
な
分
析
を
軽
視
し
、
主
観
や
世
論

を
も
と
に
場
当
た
り
的
に
政
策
を
運
営
す
る
こ
と
﹂、﹁
目
先
の
政
治
的
軋
轢
が
少
な
け
れ
ば
、
の
ち
に
問
題
を

惹
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
政
策
で
あ
っ
て
も
実
施
し
て
し
ま
う
こ
と︵
あ
る
い
は
、
の
ち
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
も
、
そ
の
対
応
が
政
治
的
軋
轢
を
伴
う
場
合
、
ど
こ
ま
で
も
先
延
ば
し
し
よ
う
と
す
る
こ
と
︶﹂、﹁
そ
れ
を
疑
問

視
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
声
が
上
が
っ
て
も
、
真
摯
に
応
え
よ
う
と
せ
ず
、
情
報
を
歪
曲
し
た
り
隠
避
し
た

り
す
る
な
ど
し
て
、
既
存
の
政
策
を
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
﹂
な
ど
で
あ
る
。
ど
の
国
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
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傾
向
は
見
ら
れ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
解
説
す
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
に
蔓
延
し

て
い
る
。

　

日
本
の
経
済
政
策
の
病
理
の
典
型
が
累
積
す
る
政
府
債
務
で
あ
る
。
安
倍
内
閣
の
発
足
時
点
で
約
八
一
二
兆

円
だ
っ
た
国
債
の
発
行
残
高
は
、
そ
の
後
六
年
間
に
一
六
〇
兆
円
以
上
増
加
し
て
い
る
。
戦
時
中
で
も
な
い
平

時
に
お
い
て
政
府
が
こ
う
し
た
巨
額
の
債
務
を
積
み
上
げ
て
平
然
と
し
て
い
る
国
は
め
ず
ら
し
い
が
、
安
倍
内

閣
は
財
政
再
建
を
先
送
り
し
て
拡
大
財
政
政
策
を
続
け
て
い
る
。

　

政
治
家
は
し
ば
し
ば
﹁
日
本
の
国
債
は
国
民
が
国
民
に
借
金
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
問
題
な
い
﹂
と
か
、

﹁
日
銀
が
ど
れ
だ
け
国
債
を
買
っ
て
も
広
義
の
政
府
内
の
取
引
だ
か
ら
問
題
で
な
い
﹂
な
ど
と
主
張
す
る
が
、

こ
う
し
た
意
見
は
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
。
政
府
が
放
漫
財
政
を
続
け
て
持
続
性
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

金
融
政
策
を
初
め
と
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
政
策
も
歪
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
今
日
の
日
本
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
状
況

に
あ
り
、
見
か
け
の
小
康
状
態
と
は
裏
腹
に
、
末
期
症
状
と
言
っ
て
も
よ
い
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

日
本
の
経
済
政
策
の
質
が
低
い
こ
と
の
直
接
的
な
原
因
は
、
政
府
や
官
僚
、
中
央
銀
行
に
対
し
て
責
任
あ
る

政
策
運
営
を
求
め
る
し
く
み
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
は
諸
外
国
に
比
べ
て
極
端

に
財
政
状
況
が
悪
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
が
経
済
や
財
政
の
長
期
見
通
し
を
示
す
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
政
策
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
公
開
に
も
不
十
分
で
恣
意
的
な
点
が
少
な
く
な
い
。
こ



6

の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
政
治
家
や
官
僚
が
機
会
主
義
的
行
動
に
走
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
合
理
的
で
持
続
性
の
あ
る
経
済
政
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
法
律
や
制
度
を
整
備
す

る
だ
け
で
な
く
、
国
民
が
政
策
の
運
営
状
況
を
絶
え
ず
監
視
し
、
そ
う
し
た
法
律
や
制
度
に
実
効
性
を
持
た
せ

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
行
の
日
本
銀
行
法
は
日
銀
に
対
し
て
一
定
の
独
立
性
を
保
証
し
て

い
る
が
、
政
府
が
自
分
た
ち
の
望
む
人
物
を
幹
部
に
送
り
込
み
、
法
律
上
の
独
立
性
を
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う

こ
と
は
難
し
く
な
い
。

　

日
本
政
府
が
高
齢
の
有
権
者
の
反
発
を
恐
れ
て
社
会
保
障
制
度
の
改
革
を
先
送
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最

近
、
高
齢
化
が
進
む
国
で
は
民
主
政
治
と
健
全
な
財
政
管
理
が
両
立
し
え
な
い
と
主
張
す
る
人
が
増
え
て
い
る
。

し
か
し
今
日
の
日
本
に
お
い
て
持
続
性
の
な
い
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
根
本
的
な
原
因
は
﹁
シ
ル
バ
ー
民
主
主

義
﹂
で
は
な
く
、
国
民
が
そ
う
し
た
政
策
を
許
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
財
政
危
機
は

民
主
主
義
の
行
き
す
ぎ
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
の
民
主
政
治
の
未
熟
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成

　

本
書
の
目
的
は
、
近
年
の
日
本
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
を
鳥
瞰
し
、
そ
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に

し
た
ら
そ
れ
ら
を
克
服
で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
政
策
に
は
マ
ク
ロ
経
済
政
策︵
一
国
の
経
済
全
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体
に
影
響
を
与
え
る
た
め
の
政
策
︶と
ミ
ク
ロ
経
済
政
策︵
個
別
の
企
業
や
産
業
に
か
か
わ
る
政
策
や
、
国
民
間
の
再
分
配
の
た

め
の
政
策
︶が
あ
る
が
、
両
者
の
境
界
は
現
実
に
は
曖
昧
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
の
対
象
を
あ
え

て
マ
ク
ロ
経
済
政
策
に
限
定
し
た
の
は
、
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
日
本
の
場
合
、
ミ
ク
ロ
経
済

政
策
に
比
べ
て
政
治
的
な
歪
み
を
受
け
に
く
い
は
ず
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
に
お
い
て
す
ら
、
明
ら
か
に
合
理
性

を
欠
い
た
こ
と
が
多
数
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
本
書
の
見
取
り
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
章
と
第
二
章
で
は
、
日
本
の
為
替
政
策
を
論
じ
る
。
本
来
、
為
替
政
策
は
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
中
で
脇

役
に
す
ぎ
な
い
が
、
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
が
景
気
に
直
結
し
や
す
い
日
本
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策

が
為
替
政
策
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
﹁
円
安
は
善
、
円
高
は
悪
﹂
だ
と
考
え
る
人
が
多
い
が
、
こ

う
し
た
考
え
は
近
視
眼
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
な
し
に
日
本
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
正
常
化
は
望

め
な
い
。

　

第
一
章
の
テ
ー
マ
は
日
本
政
府
の
外
国
為
替
市
場
介
入
で
あ
る
。
政
府
が
為
替
相
場
の
安
定
の
た
め
に
介
入

を
行
う
こ
と
自
体
は
誤
り
で
な
い
が
、
日
本
で
は
過
去
二
〇
年
の
間
、
円
安
誘
導
を
目
的
と
し
た
円
売
り
・
外

貨
買
い
介
入
だ
け
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
経
済
は
円
安
と
い
う
杖
を
突
い
て
い
な
い
と
立
っ
て

い
ら
れ
な
い
老
人
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
過
去
二
〇
年
間
に
他
の
多
く
の
先
進
諸
国
が
為
替
介
入
か
ら
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実
質
的
に
﹁
卒
業
﹂
し
た
の
に
対
し
、
日
本
政
府
の
為
替
政
策
は
前
近
代
的
な
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

続
く
第
二
章
で
は
、
政
府
の
外
貨
準
備
の
管
理
に
つ
い
て
論
じ
る
。
過
去
の
円
売
り
・
外
貨︵
ド
ル
︶買
い
一

本
槍
の
為
替
介
入
の
結
果
と
し
て
、
中
央
政
府
の
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計︵
外
為
特
会
︶に
は
百
数
兆
円
の
公

的
外
貨
準
備
が
累
積
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
政
府
は
こ
れ
ら
の
外
貨
資
産
に
関
し
て
他
の
先
進
国
の
よ
う

な
リ
ス
ク
管
理
や
情
報
公
開
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
の
間
に
か
外
貨
準
備
が
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
外
為
特
会
自
体
が
い
つ
の
間
に
か
政
府
の
一
般
会
計
の
歳
入
不
足
を
補
塡
す

る
た
め
の
子
会
社
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
実
質
的
に
放
漫
財
政
を
助
長
し
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
日
本
の
金
融
政
策
の
問
題
点
を
異
次
元
緩
和
と
関
連
付
け
な
が
ら
論
じ
る
。
異
次
元
緩
和
の

公
式
の
目
的
は
デ
フ
レ
脱
却
だ
が
、
近
年
の
日
本
の
デ
フ
レ
は
統
計
上
の
現
象
に
近
く
、
少
な
く
と
も
特
殊
な

金
融
政
策
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
日
銀
が
イ
ン
フ
レ
促
進
に

努
め
る
一
方
、
政
府
は
そ
れ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
政
策
を
取
り
続
け
て
い
る
。
こ
れ
で
は
見
る
べ
き
効
果

が
表
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
異
次
元
緩
和
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
そ
れ
が
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
異
次
元
緩
和
は
形
式
上
は
日
銀
が
独
自
の
判
断
で
始
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は

累
積
債
務
の
重
圧
に
喘
ぐ
政
府
が
仕
掛
け
た
政
策
だ
と
考
え
て
よ
い
。
財
政
が
持
続
性
を
失
っ
て
い
る
国
に
お
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い
て
、
中
央
銀
行
が
い
っ
た
ん
買
い
入
れ
た
国
債
を
短
期
間
の
う
ち
に
処
分
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
異
次
元
緩
和
は
も
と
も
と
出
口
の
な
い
政
策
で
あ
り
、
最
終
的
に
そ
の
帳
尻
合
わ
せ
を
強
い
ら
れ
る

の
は
私
た
ち
国
民
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
マ
ク
ロ
経
済
の
本
丸
で
あ
る
財
政
政
策
に
焦
点
を
当
て
る
。
安
倍
内
閣
は
﹁
経
済
再
生
な
く

し
て
財
政
再
建
な
し
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
財
政
再
建
を
先
送
り
し
て
景
気
浮
揚
に
邁
進
し
て
い
る
。
し
か

し
財
政
が
再
建
さ
れ
る
か
否
か
を
決
め
る
の
は
経
済
成
長
率
で
は
な
く
政
府
の
責
任
感
で
あ
る
。
今
日
の
日
本

政
府
に
は
そ
う
し
た
責
任
感
が
決
定
的
に
欠
如
し
て
お
り
、
し
か
も
都
合
の
悪
い
事
実
か
ら
国
民
の
眼
を
逸
ら

そ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
の
財
政
事
情
は
す
で
に
絶
望
的
な
ほ
ど
悪
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
経
済
の
停

滞
や
高
齢
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
民
主
主
義
が
未
熟
な
た
め
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
は
、
第
四
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、
日
本
に
お
い
て
先
進
国
の
名
に
相
応
し
い
マ
ク
ロ
経
済
政

策
が
行
わ
れ
る
た
め
に
何
が
必
要
か
を
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
政
治
家
や
官
僚
に
対
し
て
持
続
的
で
合
理
的

な
政
策
運
営
を
促
す
し
く
み
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
核
と
な
る
べ
き
は
数
十
年
単
位
の
財
政
計
画
と
、
そ
れ
を

客
観
的
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
独
立
機
関
で
あ
る
。

　

し
か
し
上
述
の
と
お
り
、
そ
う
し
た
制
度
は
、
国
民
が
そ
れ
を
積
極
的
に
守
る
意
思
を
示
さ
な
い
限
り
、
政

治
家
や
官
僚
の
機
会
主
義
に
よ
っ
て
あ
っ
と
い
う
間
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
ま
と

0

0
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も
な

0

0

国
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
究
極
的
に
は
私
た
ち
国
民
の
意
思
と
行
動
に
か
か
っ
て

い
る
。
正
直
の
と
こ
ろ
、
筆
者
は
日
本
人
の
自
己
改
革
能
力
に
関
し
て
懐
疑
的
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
現
状

を
放
置
し
て
よ
い
わ
け
が
な
い
。
日
本
が
ま
と
も
な

0

0

0

0

国
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
、

何
を
す
べ
き
か
を
本
書
の
最
後
に
問
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。




