
ま
で
に
人
口
が
36
・
1
％
増
加
す
る
の
に
、

日
本
は
32
・
1
％
も
減
少
す
る
。
そ
の
影

響
は
、
す
で
に
経
済
指
標
に
表
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
間
、
世
界
経
済
は
3
％
台
の
成

長
を
続
け
て
い
る
の
に
、
先
進
国
で
日
本

だ
け
が
1
％
前
後
の
低
成
長
。
こ
れ
は
明

ら
か
に
人
口
増
加
に
よ
る
成
長
が
ス
ト
ッ

プ
し
た
こ
と
の
影
響
で
す
。

神
津　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
連
合
で

は
、
人
口
減
少
・
超
少
子
高
齢
化
の
進
展

や
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
な
ど
の
情
報
技
術

革
新
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
化
が
、
こ

れ
か
ら
の
経
済
社
会
や
労
働
に
ど
う
い
う

影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を

も
っ
て
、
政
策
や
制
度
に
関
す
る
議
論
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

特
に
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の
進
行

は
急
激
で
す
。
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
さ
ん
が
日

本
に
在
住
さ
れ
て
い
る
こ
の
30
年
で
日
本

の
出
生
数
は
2
0
0
万
人
か
ら
1
0
0
万

人
を
切
る
ま
で
に
激
減
し
、
児
童
・
生
徒

数
は
5
0
0
万
人
近
く
減
る
一
方
、
高
齢

化
率
は
3
割
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

人
口
も
G
D
P
も
右
肩
上
が
り
で
増
え
て

い
っ
た
高
度
成
長
期
と
の
相
違
は
目
が
く

ら
む
ほ
ど
の
も
の
で
す
。
ア
ト
キ
ン
ソ
ン

さ
ん
の
著
書
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、

人
口
増
加
時
代
の
「
常
識
」
は
も
は
や
通

用
し
な
い
と
い
う
点
、
我
が
意
を
得
た
り

経
済
社
会
の

前
提
が
変
わ
る

冨
田
　
日
本
の
人
口
は
2
0
0
9
年
を
ピ

ー
ク
に
減
少
に
転
じ
、
高
齢
化
率
は
約

28
％
。
特
に
生
産
年
齢
人
口
は
、
現
在
の

8
0
0
0
万
人
弱
か
ら
、
2
0
6
5
年
に

は
4
5
0
0
万
人
台
に
ま
で
減
少
す
る
一

方
、
高
齢
化
率
は
38
・
4
％
に
達
す
る
と

推
計
さ
れ
ま
す
。
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
さ
ん
は
、

こ
う
し
た
日
本
の
現
状
、
そ
し
て
未
来
を

ど
う
見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

こ
れ
ま
で
の
人
類
の
歴

史
は
、
人
口
が
増
え
て
い
く
歴
史
で
あ

り
、
資
本
主
義
も
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
制

度
も
、「
人
口
増
加
」
と
い
う
大
前
提
に

立
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
今
、
日
本
で
は
こ
の
大
前
提
が
覆
さ
れ

る
事
態
が
起
き
て
い
る
。
か
つ
て
人
類
が

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
急
激
な
「
人
口
減

少
×
高
齢
化
」
で
す
。
前
提
が
変
わ
っ
た

の
だ
か
ら
、
政
策
も
制
度
も
経
営
戦
略
も
、

根
本
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
私
が
近

著『
日
本
人
の
勝
算

｜

人
口
減
少
×
高
齢

化
×
資
本
主
義
』
に
お
い
て
最
も
言
い
た

か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
す
。
今
ま
で

の
思
い
で
す
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
　
戦
後
の
高
度
経
済
成
長

は
必
然
で
し
た
。
戦
前
、
す
で
に
世
界
6

位
の
先
進
国
だ
っ
た
日
本
は
、
戦
争
に

よ
っ
て
イ
ン
フ
ラ
が
破
壊
さ
れ
G
D
P
が

半
減
し
ま
し
た
が
、
戦
後
は
、
そ
の
復
旧

を
は
か
っ
て
元
に
戻
す
だ
け
で
経
済
規
模

は
倍
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
戦
後
の
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
で
劇
的
に
人
口
が
増
え
、
生
産
年

齢
人
口
が
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
、
住
宅
や

自
動
車
、
家
電
製
品
な
ど
の
消
費
拡
大
に

直
結
し
、
日
本
を
世
界
第
2
位
の
経
済
大

国
に
押
し
上
げ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
今
起
き
て
い
る
の
は
、
ま
っ

た
く
逆
の
こ
と
で
す
。
毎
年
、
人
口
が
何

十
万
人
と
減
り
、
特
に
生
産
年
齢
人
口
は
、

今
後
数
十
年
間
で
3
0
0
0
万
人
も
減
少

す
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、「
大
化
の
改

新
」
や
「
明
治
維
新
」
よ
り
、
は
る
か
に

大
き
な
転
換
点
で
す
。
日
本
が
抱
え
る
膨

大
な
財
政
赤
字
や
増
え
続
け
る
社
会
保
障

費
を
考
え
れ
ば
、
す
で
に
大
変
な
危
機
に

の
考
え
方
を
全
部
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
し
て
今
す
ぐ
手
を
打
た
な
い
と
、

日
本
の
未
来
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
に
な

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
国
内
の
議
論
を
聞
い

て
い
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
仕
組
み
を
微
調

整
す
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
と
い
う
よ
う
な
、

そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
し
か
出
て
こ
な
い
。

危
機
感
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。

人
口
減
少
は

最
強
の
デ
フ
レ
要
因

冨
田
　「
人
口
減
少
×
高
齢
化
」の
深
刻
な

影
響
と
は
？

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
　
経
済
成
長
の
要
因
は
、

「
人
口
の
増
加
」
と
「
生
産
性
の
向
上
」
の

2
つ
で
す
。
人
口
が
増
え
て
い
け
ば
、
そ

れ
だ
け
で
経
済
は
成
長
す
る
。
し
か
し
、

人
口
が
減
少
す
る
と
総
需
要
が
縮
小
し
成

長
を
阻
害
し
ま
す
。
人
口
減
少
は
、
最
強

の
デ
フ
レ
要
因
で
あ
り
、
高
齢
化
は
そ
れ

に
拍
車
を
か
け
ま
す
。

　

高
齢
化
は
多
く
の
国
に
共
通
す
る
課
題

で
す
が
、
人
口
が
激
減
す
る
の
は
日
本
だ

け
で
す
。
世
界
全
体
で
は
、
2
0
6
0
年

冨田珠代
連合総合労働局長

進行

「人口減少・少子高齢化」が、世界に類をみないスピードと規模で進展する日本。
今年1月、『日本人の勝算—人口減少×高齢化×資本主義』を刊行したデービッド・アトキンソン氏は、

「その影響は想像以上に深刻だ。人口増加を前提とした経済社会の常識は根底から覆される」と警告する。
この歴史的ターニングポイントで、私たちは、どこに向かってどう舵を切ればいいのか。

アトキンソン氏と神津会長が語り合った。

連
合
会
長

人
口
増
加
か
ら
人
口
減
少
へ
、
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
立
つ
日
本

日本を救う鍵は
 “最低賃金”
日本を救う鍵は
 “最低賃金”
日本を救う鍵は
 “最低賃金”

巻 頭
対 談日本を救う鍵

キー

は
 “最低賃金”

神
津
里
季
生

小
西
美
術
工
藝
社
社
長
／
金
融
ア
ナ
リ
ス
ト

デ
ー
ビ
ッ
ド
・

　
ア
ト
キ
ン
ソ
ン

（David Atkinson）1965年イギリス生まれ。オックスフォード大学
「日本学」専攻。1992年にゴールドマン・サックス入社。金融調査室
長として日本の不良債権の実態を明らかにしたリポートを発表し
注目を浴びる。取締役を経て、2006年に共同出資者となるが、
2007年に退社。2009年、国宝・重要文化財の補修を手がける小西
美術工藝社に入社、取締役を経て、2011年に同社会長兼社長に就
任。2017年より日本政府観光局特別顧問。
著書に『日本人の勝算—人口減少×高齢化×資本主義』『新・生産性
立国論』『新・観光立国論』（いずれも東洋経済新報社）など多数。

神
津
里
季
生

デ
ー
ビ
ッ
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ア
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ソ
ン
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に
よ
る
総
需
要
の
減
少
は
、
賃
上
げ
で
埋

め
合
わ
せ
る
し
か
な
い
。
そ
れ
に
は
付
加

る
中
、
日
本
の
企
業
は
、
価
格
を
下
げ
て

競
争
に
勝
つ
と
い
う
戦
略
を
取
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
し
わ
寄
せ
は
労
働
者
に
ま
わ

り
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
、
賃
金
水
準
の

下
落
が
起
き
て
、
労
働
分
配
率
が
低
下
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
人
口
減
少
に
よ
る
構

造
的
な
需
要
縮
小
に
対
し
て
は
、
価
格
を

引
き
下
げ
て
も
需
要
喚
起
に
は
つ
な
が
ら

な
い
。
量
的
緩
和
な
ど
の
金
融
政
策
も
効

か
な
い
。
賃
金
を
引
き
上
げ
て
個
人
消
費

を
維
持
す
る
し
か
方
法
は
な
い
の
で
す
。

　

実
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
な

ど
賃
金
水
準
が
高
い
国
ほ
ど
、
財
政
、
社

会
保
障
制
度
の
健
全
性
が
高
い
。
日
本
で

は
、
財
政
や
社
会
保
障
制
度
の
危
機
が
叫

ば
れ
、
制
度
改
革
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
二
次
的
な

問
題
で
す
。
賃
金
水
準
を
引
き
上
げ
て
、

経
済
成
長
を
維
持
し
な
い
と
根
本
的
解

決
は
望
め
な
い
。「
人
口
減
少
×
高
齢
化
」

持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で
も
、
成

長
が
足
踏
み
状
態
に
な
っ
て
い
る
今
、
重

要
な
の
は
、
す
べ
て
の
人
が
頑
張
っ
て
成

果
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
「
底
上
げ
」

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
連
合
の
方
針

は
正
し
い
。「
賃
上
げ
」
こ
そ
、「
人
口
減

少
×
高
齢
化
」
の
ダ
メ
ー
ジ
を
打
ち
消
す

唯
一
の
方
法
で
あ
り
、「
格
差
是
正
」「
底

上
げ
・
底
支
え
」
こ
そ
、
日
本
が
進
む
べ

き
方
向
で
す
。

価
値
を
高
め
、
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
し

か
道
は
な
い
の
で
す
。

あ
る
の
で
す
。

神
津
　
も
は
や
小
手
先
の
見
直
し
で
は
、

対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

ご
指
摘
の
よ
う
に
、
日
本
の
高
度
成
長

期
は
極
め
て
特
殊
な
状
況
で
し
た
。
た
だ
、

そ
の
成
功
体
験
が
あ
ま
り
に
も
強
烈
で
、

い
ま
だ
に
そ
の
「
常
識
」
が
抜
き
が
た
く

こ
び
り
付
い
て
い
て
、
経
営
者
も
マ
ス
コ

ミ
も
世
の
中
皆
そ
の
延
長
線
上
で
し
か
物

ご
と
を
考
え
ら
れ
な
い
。

　

賃
金
を
め
ぐ
る
問
題
も
こ
の
点
を
抜
き

に
は
語
れ
ま
せ
ん
。「
春
闘
」
は
、
日
本

が
高
度
成
長
に
向
か
う
1
9
5
5
年
に
始

ま
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
前
年
の
大
幅
な

物
価
上
昇
分
を
上
回
る
賃
上
げ
を
獲
得
す

る
こ
と
が
最
大
の
課
題
。
大
手
組
合
が
回

答
を
引
き
出
し
、
そ
の
引
き
上
げ
額
に
準

拠
し
て
中
小
組
合
が
交
渉
す
る
。
そ
の
相

場
は
、
労
働
組
合
の
な
い
職
場
に
も
波
及

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
経
済
の
成
長
軌
道
が

変
化
し
、
そ
の
後
デ
フ
レ
経
済
に
陥
る
中

で
、
全
体
の
賃
上
げ
ス
ピ
ー
ド
が
低
下
し

た
だ
け
で
な
く
、
労
働
組
合
の
な
い
と
こ

ろ
で
は
実
質
的
な
賃
下
げ
が
続
い
て
、
賃

金
格
差
が
大
き
く
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
。
そ
こ
で
、
連
合
は
、
あ
ら
た
め
て

「
賃
上
げ
」
を
大
き
く
掲
げ
る
と
と
も
に
、

「
大
手
追
従
・
大
手
準
拠
か
ら
の
脱
却
」

と
い
う
新
基
軸
を
打
ち
出
し
、「
格
差
是

正
」「
底
上
げ
・
底
支
え
」
に
重
点
を
置

い
た
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ

こ
数
年
、
中
小
組
合
や
非
正
規
労
働
者
の

賃
上
げ
率
が
大
手
組
合
を
上
回
る
と
い
う

結
果
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
手
応

え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
　
経
済
が
順
調
に
成
長
し

て
い
る
時
代
は
、
一
部
の
人
が
頑
張
れ
ば
、

そ
の
成
果
の
再
分
配
で
社
会
の
安
定
を
維

G
D
P
縮
小
は

国
の
破
綻
に
直
結
す
る

冨
田
　「
人
口
減
少
×
高
齢
化
」
に
対
応

す
る
に
は「
賃
上
げ
」
が
必
要
だ
と
…
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

人
口
減
少
下
で
経
済

を
維
持
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

簡
単
な
こ
と
で
す
。
一
人
当
た
り
の
所
得
を

上
げ
れ
ば
い
い
。
人
口
が
半
分
に
な
っ
て
も
、

所
得
が
2
倍
に
な
れ
ば
、
消
費
を
落
ち
込

ま
せ
る
こ
と
な
く
経
済
を
維
持
で
き
ま
す
。

　

人
口
減
少
で
経
済
が
縮
小
す
る
の
は
や

む
を
得
な
い
と
い
う
論
者
も
い
ま
す
。
で

も
、
日
本
は
人
口
増
加
時
代
の
大
き
な
ツ

ケ
を
抱
え
て
い
る
。
1
1
0
0
兆
円
を
超

え
る
国
の
借
金
、
超
高
齢
化
で
膨
張
し
続

け
る
社
会
保
障
費
。
人
口
が
減
っ
て
も
国

の
借
金
は
残
り
続
け
る
。
そ
の
G
D
P
比

は
す
で
に
世
界
一
で
す
が
、
G
D
P
が
縮

小
し
た
ら
、
そ
の
比
率
は
さ
ら
に
上
が
り

国
の
破
綻
に
直
結
し
ま
す
。

　

1
9
9
0
年
代
半
ば
か
ら
消
費
者
が
減

経
済
を
維
持
す
る
に
は
、賃
金
を
上
げ
、生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
し
か
な
い

最
低
賃
金
引
き
上
げ
で
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る

賃
上
げ
シ
ョ
ッ
ク
で

生
ま
れ
変
わ
る

冨
田　

ど
の
よ
う
に
賃
金
を
上
げ
、
生
産

性
を
高
め
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

ま
ず
重
要
な
の
は
意
識

改
革
で
す
。
日
本
の
経
営
者
の
み
な
さ
ん

は
、
人
口
減
少
に
対
す
る
危
機
感
が
非
常

に
乏
し
い
。

　

人
口
が
増
加
す
る
社
会
で
は
、
増
え
る

労
働
者
の
雇
用
の
場
を
つ
く
る
こ
と
が
優

先
課
題
で
あ
り
、「
良
い
も
の
を
よ
り
安

く
」
と
い
う
経
営
が
機
能
し
ま
し
た
。
経

営
者
の
最
大
の
関
心
事
は
、
人
件
費
な
ど

の
コ
ス
ト
を
ど
う
抑
え
る
か
。
で
も
、
人

口
減
少
社
会
で
は
、
こ
う
い
っ
た
低
価

格
・
低
所
得
戦
略
は
機
能
し
ま
せ
ん
。
雇

用
の
維
持
・
拡
大
で
は
な
く
、
賃
金
の
引

き
上
げ
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の

に
、
多
く
の
経
営
者
は
そ
の
こ
と
に
対
応

で
き
て
い
な
い
。
日
本
の
人
材
の
価
値
は

高
く
技
術
力
も
あ
る
。
低
価
格
・
低
所
得

の
価
格
競
争
か
ら
高
付
加
価
値
・
高
所
得

の
価
値
の
競
争
に
転
換
す
る
素
地
は
十
分

備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て

も
ら
う
に
は
、
や
は
り
強
制
力
を
も
っ
た

シ
ョ
ッ
ク
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

冨
田　

強
制
力
を
も
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
と

は
？

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

最
も
有
効
な
の
は
、「
最

低
賃
金
」
の
引
き
上
げ
で
す
。
今
、
イ
ギ

リ
ス
を
は
じ
め
多
く
の
先
進
国
で
、
最
低

賃
金
は
、
社
会
政
策
で
は
な
く
経
済
政
策

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
最
低
賃
金
は
、
先
進
国
の
中
で

も
最
低
レ
ベ
ル
の
水
準
で
、
イ
ギ
リ
ス
の

7
割
程
度
で
す
。
低
賃
金
を
温
存
す
る
と
、

生
産
性
の
低
い
仕
事
の
効
率
化
が
進
ま
な

い
。
そ
の
結
果
、
生
産
性
が
上
が
ら
ず
、

賃
金
も
上
が
ら
な
い
と
い
う
悪
循
環
が
起

き
て
い
ま
す
。

神
津　

日
本
の
最
低
賃
金
は
、
公
労
使
が

参
加
す
る
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
で
決
定

さ
れ
ま
す
が
、
地
方
の
経
営
者
の
委
員
の

多
く
は「
最
低
賃
金
を
上
げ
た
ら
、
会
社

が
つ
ぶ
れ
る
、
雇
用
が
失
わ
れ
る
」と
主
張

す
る
。
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
、
都
道

府
県
を
4
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
て
引
き
上
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れ
が
で
き
な
い
な
ら
退
出
し
て
く
だ
さ

い
」
と
引
導
を
渡
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

神
津　

直
面
す
る
危
機
を
認
識
し
、
新
し

い
挑
戦
を
始
め
て
い
る
中
小
企
業
の
経
営

者
も
目
立
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

経
営
者
が
手
腕
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
環

境
を
つ
く
る
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

今
、
日
本
が
直
面
し
て

い
る
危
機
に
対
応
す
る
に
は
、
賃
上
げ
を

し
て
生
産
性
を
高
め
、
経
済
成
長
を
維
持

し
、
よ
り
多
く
の
人
が
働
け
る
環
境
を
整

備
し
て
い
く
し
か
な
い
。
自
民
党
政
権
が

冨
田　

ど
う
す
れ
ば
、
経
営
者
の
意
識
を

変
え
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

今
回
、
本
を
出
し
て
た

く
さ
ん
の
反
響
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
賃

上
げ
に
応
じ
な
い
の
は
自
分
の
首
を
絞
め

て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
ね
」
と
い
う
経
営

者
か
ら
の
声
も
多
く
て
う
れ
し
い
限
り
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
人
た

ち
の
ほ
う
の
声
が
大
き
い
。

　

や
は
り
政
府
が
主
導
し
て
最
低
賃
金
を

引
き
上
げ
、
経
営
者
に
は
「
人
口
減
少
時

代
に
対
応
し
て
生
産
性
を
上
げ
る
か
、
そ

か
な
い
と
衰
え
る
一
方
で
し
ょ
う
。

　

最
低
賃
金
が
低
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で

経
営
が
成
り
立
っ
て
い
る
企
業
は
市
場
か

ら
退
出
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、「
最
低
賃

金
し
か
払
え
な
い
」
の
で
は
な
く
、「
最

低
賃
金
し
か
払
わ
な
い
」
企
業
も
多
数
存

在
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
企
業
も
人
手
不

足
が
深
刻
化
す
る
中
で
、
人
材
確
保
が
困

難
に
な
り
存
続
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

神
津　

最
低
賃
金
を
上
げ
れ
ば
、
人
件
費

が
上
が
る
。
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に

経
営
者
は
生
産
性
を
上
げ
る
方
法
を
考
え

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、
基
本
的
な

仕
組
み
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
働
く
者
に

と
っ
て
も
、
賃
金
も
生
産
性
も
低
い
会
社

で
将
来
に
不
安
を
抱
え
な
が
ら
働
く
よ
り

も
、
賃
金
も
生
産
性
も
高
い
会
社
に
移
動

す
る
ほ
う
が
は
る
か
に
幸
せ
で
す
。

　
「
刺
激
を
与
え
て
鍛
え
る
」
と
い
う
話

は
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。
日
本
は
そ
の

場
し
の
ぎ
の
政
策
対
応
は
得
意
で
す
が
、

そ
れ
は
対
症
療
法
の
延
命
措
置
で
し
か
な

い
。
根
本
的
に
体
力
を
付
け
る
た
め
に
は
、

賃
金
を
上
げ
、
生
産
性
を
上
げ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、「
日
本
の
勝

算
」
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

は
い
。
最
近
、
生
産
性

と
最
低
賃
金
に
は
強
い
相
関
関
係
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
最

低
賃
金
は
1
人
あ
た
り
G
D
P
の
約
40
％

で
、
社
会
保
障
が
充
実
し
て
い
な
い
ア
メ

リ
カ
を
除
く
、
先
進
国
で
最
低
の
水
準
で

す
。
だ
か
ら
生
産
性
が
低
い
で
す
。
最
低

賃
金
を
継
続
的
に
引
き
上
げ
、
経
営
者
に

刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
生
産
性
の
向
上
を

促
す
。
そ
れ
が
人
口
減
少
時
代
に
経
済
を

維
持
す
る
最
大
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

　

日
本
経
済
の
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
問

題
は
過
当
競
争
で
す
。
そ
れ
が
可
能
な
の

は
、
賃
金
が
低
い
か
ら
で
す
。
労
働
者
の

過
重
労
働
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
最
低

賃
金
を
引
き
上
げ
、
不
適
切
な
過
当
競
争

を
防
止
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
社
会
で
は
、
最
低
賃
金
を
引

き
上
げ
て
も
労
働
者
は
失
業
し
ま
せ
ん
。

対
応
を
誤
っ
て
会
社
を
失
う
の
は
経
営
者
。

だ
か
ら
激
し
く
抵
抗
す
る
ん
で
す
。

賃
上
げ
を
要
請
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
持

つ
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は

必
然
で
あ
り
、
与
党
と
野
党
の
主
張
が
似

通
っ
て
く
る
の
も
時
代
の
流
れ
な
の
で
す
。

神
津　

働
き
方
改
革
も
そ
う
で
す
ね
。
政

労
使
三
者
構
成
を
基
本
と
し
た
上
で
、
人

冨
田　

最
後
に
労
働
組
合
や
連
合
へ
の
期

待
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
資
本
主
義

が
発
展
す
る
中
で
、
労
働
者
は
過
酷
な
労

働
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
過
酷
な
児
童
労

働
で
命
を
落
と
す
子
ど
も
も
後
を
断
た
な

か
っ
た
。
資
本
主
義
と
言
え
ど
も
、
自
由

放
任
で
は
社
会
が
荒
廃
す
る
。
そ
こ
で
、

政
府
が
介
入
し
、
労
働
基
準
や
安
全
衛
生
、

求
人
広
告
に
関
す
る
規
制
ま
で
を
行
っ
た
。

そ
し
て
、
労
働
者
は
一
人
ひ
と
り
で
は
弱

い
か
ら
、
団
結
し
て
賃
金
・
労
働
条
件
の

交
渉
が
で
き
る
よ
う
労
働
組
合
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

今
は
、
多
く
の
先
進
国
で
労
働
組
合
の

影
響
力
が
弱
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は

り
労
働
組
合
の
本
来
の
役
割
は
健
全
な
形

で
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
津　

人
口
が
増
加
す
る
時
代
、
日
本
の

労
使
は
、
雇
用
を
維
持
・
拡
大
し
、
生
産

性
向
上
に
よ
る
成
果
を
適
正
に
分
配
す
る

と
い
う
合
意
の
下
に
、
協
力
的
・
協
調
的

な
関
係
を
構
築
し
て
き
ま
し
た
。「
人
口

減
少
×
高
齢
化
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
労

使
の
対
応
も
さ
ら
な
る
深
掘
り
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

	

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、

こ
こ
ま
で
危
機
が
進
行
し
て
い
る
日
本
で

は
、
労
使
の
間
で
、
も
う
少
し
建
設
的
な

対
立
が
あ
っ
て
も
然
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
連
合
に
は
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
日

本
は
ダ
メ
に
な
る
」
と
、
も
っ
と
大
き
な

声
で
経
営
者
に
刺
激
を
与
え
て
ほ
し
い
。

そ
し
て
、
経
営
者
を
動
か
し
、
と
も
に
こ

の
難
局
を
乗
り
越
え
る
方
向
に
舵
を
切
っ

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

冨
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

口
減
少
社
会
に
対
応
す
る
に
は
、
や
は
り

政
府
の
役
割
が
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

労
働
組
合
と
し
て
も
、「
従
来
の
延
長
線

上
の
対
応
で
は
国
が
破
綻
す
る
」
と
い
う

こ
と
を
も
っ
と
主
張
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

げ
の
目
安
額
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
大
都

市
圏
ほ
ど
目
安
額
が
大
き
い
の
で
、
こ
の

間
、
地
域
間
の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
ん

で
す
。
若
い
世
代
が
、
最
低
賃
金
の
水
準

が
低
い
所
か
ら
、
高
い
所
へ
流
出
し
、
地

方
経
済
が
ま
す
ま
す
疲
弊
す
る
と
い
う
悪

循
環
に
陥
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

経
営
者
側
は「
最
低
賃
金
を
上
げ
る
と
雇

用
が
失
わ
れ
る
」
と
頑
な
で
、
結
果
的
に

格
差
是
正
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

日
本
の
経
営
者
や
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
は
、「
パ
イ
」
の
大
き
さ
を
固

定
し
て
「
人
件
費
を
上
げ
る
と
、
そ
の
分

雇
用
が
減
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
う
で
は

な
く
、
賃
金
を
上
げ
て
、
パ
イ
を
拡
大
す

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
他
の

先
進
国
は
、
最
低
賃
金
を
1
3
0
0
円
、

1
4
0
0
円
と
い
う
水
準
に
引
き
上
げ
て

い
ま
す
が
、
雇
用
は
減
る
ど
こ
ろ
か
増
え

て
い
ま
す
。

　

母
国
イ
ギ
リ
ス
も
、
1
9
9
9
年
に
最

低
賃
金
制
度
を
導
入
し
、
毎
年
そ
の
額
を

引
き
上
げ
て
き
ま
し
た
。
日
本
と
同
じ
く

経
営
者
は「
失
業
が
増
え
る
」
と
反
対
し

ま
し
た
が
、
実
際
に
は
雇
用
へ
の
悪
影
響

は
な
か
っ
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

む
し
ろ
、
最
低
賃
金
で
人
を
雇
っ
て
い
た

企
業
は
、
そ
の
引
き
上
げ
に
対
し
て
生
産

性
の
向
上
を
は
か
っ
て
対
応
し
、
企
業
規

模
の
拡
大
や
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
、

離
職
率
低
下
と
い
っ
た
効
果
が
出
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
引
き
上
げ
方
次
第
で
格
差
解

消
や
女
性
の
活
躍
を
促
す
効
果
も
あ
る
と

い
う
、
注
目
す
べ
き
経
済
政
策
な
の
で
す
。

神
津　

実
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。

日
本
で
は
守
り
の
姿
勢
が
先
に
立
っ
て
影

響
分
析
が
疎
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
低

賃
金
引
き
上
げ
の
影
響
調
査
は
あ
る
の
で

す
が
、
そ
れ
を
ど
う
生
か
す
の
か
と
い
う

視
点
は
乏
し
い
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン　

私
も
調
べ
て
み
ま
し
た

が
、
最
低
賃
金
が
低
い
地
域
ほ
ど
経
済
状

況
が
悪
い
。

　

今
、
東
京
と
一
番
低
い
地
方
の
最
低

賃
金
額
の
差
は
2
4
4
円
。
1
年
間
に

2
0
0
0
時
間
働
く
と
、
約
50
万
円
の
違

い
に
な
る
。
若
い
人
た
ち
は
東
京
に
行
こ

う
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
日
本
の
最
低
賃
金

は
、
地
域
の
労
働
者
の
生
計
費
、
地
域
の

労
働
者
の
賃
金
、
通
常
の
事
業
の
賃
金
支

払
い
能
力
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
経
営
者
は
そ
こ
に
甘
え
て
、

飛
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
い
る
。

　

最
低
賃
金
引
き
上
げ
と
は
、
経
営
者
に

対
す
る
「
刺
激
」
な
ん
で
す
。
刺
激
を
与

え
る
こ
と
で
、
企
業
は
鍛
え
ら
れ
良
く

な
っ
て
い
く
。
人
間
で
例
え
て
み
て
も
、

筋
肉
に
適
度
の
刺
激
を
与
え
て
鍛
え
て
い

労
働
組
合
へ
の
期
待
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