
畠堤
さ
ん
の
著
作『
日
本
が
売
ら
れ

る
』（
幻
冬
舎
）と『
政
府
は
必
ず
嘘

を
つ
く
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）

を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
新
聞
、

テ
レ
ビ
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
政

策
の
落
と
し
穴
や
政
府
に
対
す
る

鋭
い
洞
察
の
数
々
に
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。
今
は
、
コ
ロ
ナ
禍
や
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
な
ど
、数
年
前
に
は

予
想
で
き
な
か
っ
た
事
態
が
相
次

ぐ
混
迷
の
時
代
で
す
。
そ
こ
で
役

立
つ
ヒ
ン
ト
を
対
談
で
お
聞
き
で

き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

堤か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
お
役
に
立

て
れ
ば
幸
い
で
す
。

畠さ
て
、
日
本
は
現
在
、
米
国
、
中

国
に
次
ぐ
世
界
第
３
位
の
経

済
大
国
で
す
。
し
か
し
、
国
債

と
借
入
金
、
政
府
短
期
証
券
の

残
高
を
合
計
し
た
国
の
借
金

は
２
０
２
２
年
３
月
末
時
点
で

１
２
４
１
兆
３
０
７
４
億
円
に
達

し
、
過
去
最
大
を
更
新
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
日
本
銀
行
が
保
有

す
る
国
債
は
同
年
３
月
20
日
時
点

で
５
３
２
兆
１
４
７
７
億
円
ま
で

膨
ら
ん
で
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
、安
倍
元
首
相
が
先

般
、大
分
市
内
で
開
か
れ
た
会
合

で
、「
日
銀
は
政
府
の
子
会
社
」と

発
言
し
、
物
議
を
醸
し
ま
し
た
。

今
か
ら
四
半
世
紀
ほ
ど
前
、当
時

の
橋
本
龍
太
郎
政
権
が
日
銀
の
独

立
性
を
高
め
る
日
銀
法
の
改
正
を

進
め
、98
年
４
月
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
過
去
の
経
緯
を
忘
れ
た
か

の
よ
う
な
言
葉
に
驚
か
さ
れ
ま
し

た
。

堤は
い
、
あ
の
発
言
は
炎
上
し
て
い

ま
し
た
ね
。
日
銀
の
株
式
の
55
％

を
政
府
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
や
、

国
債
の
利
払
い
と
償
還
義
務
が
な

く
、
役
員
人
事
と
予
算
の
承
認
権

を
政
府
が
握
っ
て
い
る
な
ど
の
仕

組
み
を
指
し
て「
子
会
社
」
と
い

う
表
現
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、

そ
も
そ
も
畠
会
長
が
今
仰
っ
た
98

年
の「
日
銀
法
改
正
」の
目
的
だ
っ

た「
中
央
銀
行
の
独
立
性
」
自
体

に
つ
い
て
私
た
ち
は
検
証
す
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
人
事
一
つ
と
っ

て
も
、日
銀
の
場
合
は
政
策
委
員

（
９
名
）全
員
を
政
府
が
任
命
す
る

な
ど
、政
府
の
意
向
が
強
く
反
映

さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、地
方
分
権
型
の
米
国
で
は
、

中
央
銀
行
で
あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ(

連
邦

準
備
制
度)

役
員
12
人
は
7
人
を

政
府
が
任
命
し
残
り
5
人
は
、各

地
の
連
銀
取
締
役
会
が
任
命
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
分
散
さ
せ
て
お
り
、

政
府
の
介
入
が
行
き
過
ぎ
な
い
工

夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
府
が
人

事
を
握
る
こ
と
の
弊
害
に
つ
い
て

は
、
安
倍
政
権
以
降
の「
内
閣
人

事
局
」で
も
問
題
に
な
り
ま
し
た

よ
ね
。
開
か
れ
た
多
様
な
議
論
を

封
殺
し
て
し
ま
う
代
償
の
大
き
さ

は
、も
っ
と
重
く
受
け
止
め
ら
れ

る
べ
き
で
し
ょ
う
。

学
校
で
金
融
教
育
を
し
な
い
日
本

で
は「
金
融
の
こ
と
は
よ
く
分
か

ら
な
い
」と
い
う
国
民
が
多
い
で

す
が
、
中
央
銀
行
の
政
策
は
国
の

命
運
を
左
右
し
ま
す
か
ら
、畠
会

長
が
仰
る
よ
う
に
何
度
も
問
題
提

起
し
て
、
国
民
一
人
一
人
が
当
事

者
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
大
事
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

畠確
か
に
、
国
の
借
金
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て

も
、危
機
感
を
覚
え
る
人
は
わ
ず

か
で
す
。
ち
な
み
に
、
国
の
借
金

は
小
泉
政
権
以
降
に
急
拡
大
し
、

今
も
膨
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
現

状
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

堤こ
の
問
題
は
数
年
前
に
Ｍ
Ｍ
Ｔ

（
現
代
貨
幣
理
論
）が
登
場
し
た
こ

と
も
加
わ
り
、自
民
党
内
で
も
議

論
が
二
分
し
て
い
ま
す
ね
。
コ
ロ

ナ
禍
で
世
界
中
が
著
し
く
打
撃
を

受
け
た
時
、欧
州
を
は
じ
め
多
く

の
国
が
自
国
経
済
を
救
済
す
る
た

め
に
大
規
模
な
緊
急
予
算
を
組
ん

だ
の
に
対
し
、日
本
だ
け
が
唯
一
、

そ
の「
政
府
の
借
金
問
題
解
決
」

の
方
を
優
先
し
て
い
た
の
が
印
象

的
で
し
た
。
困
窮
す
る
国
内
事
業

者
を
助
け
る
緊
急
予
算
措
置
や
消

費
税
減
税
要
求
が
与
野
党
か
ら
出

る
と
、
財
務
省
事
務
次
官
が
そ
れ

を「
バ
ラ
マ
キ
行
為
」と
批
判
、「
こ

の
ま
ま
で
は
財
政
破
綻
す
る
」と

警
告
し
た
論
文
が
大
き
な
波
紋
を

呼
び
ま
し
た
。
で
も
本
当
に
そ
う

で
し
ょ
う
か
？
財
務
省
は
四
半
世

紀
以
上
前
か
ら「
財
政
破
綻
論
」

を
主
張
し
て
き
ま
し
た
が
、同
省

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
る
と
、日

本
国
債
の
評
価
を
下
げ
た
外
国
の

格
付
け
会
社
に
対
す
る
抗
議
文
が

載
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は「
自
国

建
通
貨
の
国
債
は
破
綻
し
な
い
」

と
書
い
て
あ
る
。
財
務
省
は
ま
ず
、

国
内
と
国
外
で
言
っ
て
い
る
こ
と

の
矛
盾
を
、国
民
に
対
し
丁
寧
に

説
明
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
議
論
自

体
も
中
途
半
端
で
、
資
産
の
方
に

は
言
及
さ
れ
ず
、国
民
の
多
く
が

貨
幣
の
仕
組
み
を
理
解
し
て
い
ま

せ
ん
。

「
財
政
破
綻
論
」は
常
に
消
費
税
増

税
と
セ
ッ
ト
で
、今
ま
た
19
％
に

せ
よ
な
ど
と
い
う
声
も
出
て
い
ま

す
が
、コ
ロ
ナ
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
、

食
糧
危
機
と
い
う
ト
リ
プ
ル
有
事

で
今
そ
れ
を
す
れ
ば
自
殺
行
為
で

す
。
一
方
で
、小
泉
政
権
以
降
、我

が
国
の
資
産
を
外
国
企
業
や
投
資

家
が
買
い
や
す
く
な
る
規
制
緩
和

に
よ
る
民
営
化
の
波
は
今
も
加
速

し
て
い
ま
す
。

畠郵
政
民
営
化
が
代
表
例
で
す
ね
。

堤そ
う
で
す
。
２
０
１
８
年
に
、
そ

う
や
っ
て
政
府
に
叩
き
売
ら
れ
て

ゆ
く
日
本
の
資
産
を
、
郵
政
、
水

道
、漁
業
、食
の
安
全
、卸
売
り
市

場
、教
育
…
と『
日
本
が
売
ら
れ
る
』

と
い
う
本
に
ま
と
め
た
の
で
す
が
、

今
の
よ
う
に
世
界
規
模
の
有
事
で

国
内
が
弱
っ
て
い
る
時
は
特
に
注

意
が
必
要
で
す
。
外
国
企
業
や
投

資
家
は
、
経
済
が
弱
っ
て
い
る
国

の
、
赤
札
が
つ
い
た
資
産
を
真
っ

先
に
買
い
に
来
る
か
ら
で
す
。

畠有
事
と
い
う
点
で
言
え
ば
、新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
人
的
な
交
流
が
思
う
よ
う
に
で

き
な
い
、エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
、各

種
資
材
の
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
。

し
か
も
、
企
業
は
原
材
料
の
値
上

が
り
を
価
格
に
転
嫁
で
き
な
い
。

解
決
の
糸
口
は
あ
り
ま
す
か
ね
。

堤グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
輸
出
依
存
の
弱

さ
が
噴
き
出
し
て
い
る
の
で
、各

国
政
府
が
し
て
い
る
よ
う
に
、日

本
も
徹
底
し
て
そ
の
逆
を
や
る
し

か
な
い
で
す
ね
。
つ
ま
り「
自
国

フ
ァ
ー
ス
ト
」で
す
。

価
格
転
嫁
で
き
な
い
例
で
い
え
ば
、

肥
料
も
農
薬
も
輸
入
依
存
の
日
本

の
生
産
者
の
方
々
は
、
今
大
き
な

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
政

府
は
値
上
げ
分
の
7
割
補
助
を
発

表
し
ま
し
た
が
、高
騰
の
み
な
ら

ず
近
々
お
金
を
出
し
て
も
売
っ
て

く
れ
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、と
て

も
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
今
は
自
給

力
を
底
上
げ
す
る
方
向
に
切
り
替

え
る
べ
く
、思
い
切
っ
た
農
政
の

転
換
が
必
要
で
し
ょ
う
。
世
界
で

は
こ
の
間
、中
国
、ロ
シ
ア
、ブ
ラ

ジ
ル
、ト
ル
コ
、イ
ン
ド
、ア
フ
リ

カ
あ
た
り
の
国
々
が
、粛
々
と
自

国
自
給
力
を
上
げ
る
こ
と
に
注
力

し
て
い
ま
す
。
特
に
農
業
に
関
し

て
は
、外
国
依
存
か
ら
抜
け
よ
う

と
一
生
懸
命
で
す
ね
。

畠ロ
シ
ア
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
食
料
、

そ
し
て
弾
薬
を
１
０
０
％
自
国
で

ま
か
な
え
る
の
で
、西
側
の
経
済

制
裁
を
恐
れ
ず
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

に
踏
み
切
れ
た
よ
う
で
す
ね
。

堤そ
の
通
り
で
す
。
ロ
シ
ア
の
農
水

省
は
こ
の
辺
り
を
見
据
え
て
10
年

ほ
ど
前
か
ら
種
ま
で
も
国
産
に
切

り
替
え
る
政
策
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
ロ
シ
ア
制
裁
に
加
わ
っ
た
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
中
で
も
ド
イ
ツ

な
ど
は
今
か
な
り
悲
惨
で
す
。
今

後
も
自
給
力
を
持
つ
国
が
有
利
に

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
日
本
も

外
資
優
遇
の
政
策
で
は
な
く
、
我

が
国
の
宝
で
あ
る
中
小
企
業
の
人

と
技
術
が
流
出
し
な
い
よ
う
、守

り
に
入
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

畠あ
ら
ゆ
る
物
を
輸
入
に
頼
る
我
が

国
で
資
源
と
呼
べ
る
の
は
、人
と

技
術
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

堤え
え
ま
さ
に
。
そ
の
二
つ
は
四
半

期
で
簡
単
に
手
に
入
る
も
の
で
も
、

お
金
を
積
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
買

え
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

畠日
本
が
戦
後
、
世
界
有
数
の
経
済

大
国
に
な
れ
た
の
は
、技
術
や
信

用
、
協
調
性
と
い
っ
た
目
に
見
え

な
い
も
の
を
非
常
に
大
事
に
し
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

堤本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
地
域
の
中

で
、人
か
ら
人
へ
、受
け
継
が
れ
て

き
た
技
術
や
信
用
、和
を
尊
ぶ
精

神
性
を
持
つ
中
小
企
業
が
こ
の
国

を
支
え
て
き
ま
し
た
。
今
、
コ
ロ

ナ
で
体
力
が
弱
っ
た
と
こ
ろ
に
円

安
が
追
い
討
ち
を
か
け
、今
や
外

国
勢
か
ら
見
れ
ば
日
本
の
宝
は
大

放
出
セ
ー
ル
中
で
す
。

畠そ
ん
な
状
態
で
す
か
。

堤え
え
。
彼
ら
が
一
番
欲
っ
し
て
い

る
の
は
、
ま
さ
に
畠
会
長
が
仰
っ

た「
技
術
と
人
」
な
の
で
す
。「
優

れ
た
技
術
と
勤
勉
な
人
間
と
を

セ
ッ
ト
で
買
い
た
い
」
と
。
日
本

人
は
世
界
的
に
見
て
も
す
ご
く
真

面
目
に
仕
事
を
す
る
し
、
責
任
感

が
強
い
。
技
術
が
秀
で
て
い
る
上

に
、
企
業
内
で
そ
の
継
承
が
し
っ

か
り
続
い
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、

こ
う
し
た
日
本
の
強
み
と
い
う
の

は
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
脅
威
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

畠だ
か
ら
こ
そ
、
外
国
企
業
は
日
本

企
業
に
価
値
を
見
出
し
、
狙
っ
て

い
る
の
で
す
ね
。

堤そ
の
通
り
で
す
。
政
府
は
コ
ロ
ナ

禍
で
傾
い
た
中
小
企
業
に
対
し
、

外
資
を
含
む
銀
行
が
買
収
し
や
す

く
な
る
よ
う
な
法
改
正
を
し
ま
し

た
が
、
応
急
処
置
の
Ｍ
＆
Ａ
で
は

な
く
、中
小
企
業
そ
の
も
の
を「
国

力
の
基
盤
」
と
位
置
付
け
、
存
続

で
き
る
よ
う
な
救
済
策
を
す
べ
き

で
し
ょ
う
。今
や
ら
な
い
と
、将
来
、

日
本
の
唯
一
の
資
源
で
あ
る「
人

と
技
術
」
を
失
い
、
自
力
で
立
て

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

畠日
本
の
国
際
競
争
力
の
源
泉
で
す

か
ら
ね
、
心
配
に
な
り
ま
す
。
こ

こ
で
、二
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
質

問
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
は
女

性
登
用
に
つ
い
て
で
す
。

テ
レ
ビ
に
映
る
ロ
シ
ア
や
北
朝
鮮

の
政
権
幹
部
に
女
性
の
姿
を
見
る

こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、

Ｇ
７
の
国
々
、例
え
ば
ド
イ
ツ
、フ

ラ
ン
ス
、
英
国
で
は
閣
僚
に
女
性

が
い
ま
す
。
翻
っ
て
、
わ
が
国
は

ど
う
か
と
い
う
と
非
常
に
少
な
い
。

ま
る
で
、ロ
シ
ア
、北
朝
鮮
の
よ
う

で
す
。

質
問
の
二
つ
目
は
、
日
本
の
人
口

減
少
に
つ
い
て
で
す
。
総
務
省
が

発
表
し
た
人
口
推
計
に
よ
る
と
、

２
０
２
１
年
10
月
時
点
の
総
人
口

は
、
前
年
比
で
64
万
４
０
０
０
人

減
少
し
て
い
ま
す
。
比
較
可
能
な

１
９
５
０
年
以
降
で
過
去
最
大
の

落
ち
込
み
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

堤え
え
、そ
う
で
す
ね
。

畠私
が
住
ん
で
い
る
金
沢
市
は
人
口

約
46
万
人
な
の
で
す
が
、
毎
年
、

金
沢
を
超
え
る
規
模
の
都
市
が
消

失
し
て
い
く
と
考
え
る
と
、や
は

り
日
本
は
大
丈
夫
か
と
い
う
気
に

有
事
の
時
代
に

適
し
た
政
策
な
の
か

生
き
残
り
に
は

自
給
力
が
不
可
欠

欧
州
で
女
性
登
用
が

進
ん
だ
理
由

有
事
の
と
き
は
自
国
フ
ァ
ー
ス
ト
で

日
本
の
強
み
で
あ
る
人
と
技
術
を
守
れ
。

第
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特
別
対
談
企
画

な
り
ま
す
。

国
の
経
済
は
、
人
口
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
20

年
以
上
前
か
ら
人
口
減
少
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
効
果
的
な

手
を
政
府
は
打
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

政
治
に
は
そ
の
責
任
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
、堤
さ
ん
は
ど
う
感

じ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

堤ま
ず
女
性
の
登
用
に
つ
い
て
で
す

が
、確
か
に
日
本
は
諸
外
国
に
比

べ
、こ
こ
が
と
て
も
遅
れ
て
い
ま
す
。

特
に
政
策
決
定
す
る
場
に
女
性

が
少
な
い
で
す
ね
。
選
挙
に
な
る

と
マ
ス
コ
ミ
は
女
性
候
補
者
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
し
、閣

僚
に
も
一
人
、二
人
、女
性
が
入
る

ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。け
れ
ど
、

実
際
に
そ
の
人
物
が
活
躍
で
き
て

い
る
か
、女
性
の
良
さ
を
生
か
せ

て
い
る
か
、
と
い
う
と
別
問
題
で

す
ね
。

女
性
を
生
か
す
に
は
、受
け
入
れ

る
男
性
側
の
意
識
を
は
じ
め
、社

会
全
体
の
捉
え
方
を
変
え
て
い
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
米
国
で
働
い

て
い
て
実
感
し
た
の
で
す
が
、男

女
平
等
を「
権
利
」と
掲
げ
、何
で

も
か
ん
で
も
同
じ
に
す
れ
ば
う
ま

く
い
く
と
い
う
訳
で
も
、実
は
な

い
の
で
す
。
男
性
と
女
性
は
生
物

学
的
な
作
り
も
違
う
し
、問
題
解

決
の
仕
方
も
違
い
ま
す
。
無
理
に

同
等
に
す
る
の
で
は
な
く
、互
い

の
違
い
を
認
め
合
い
活
か
し
合
う

ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
道
を
探
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

畠な
る
ほ
ど
。

堤昔
、
国
連
に
勤
め
て
い
た
時
、
会

議
の
後
で
欧
州
の
女
性
職
員
に
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
女
性
の
政
治
家

が
多
い
、さ
す
が
人
権
重
視
で
男

女
平
等
の
地
域
で
す
ね
」と
話
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
す

る
と
彼
女
は
大
き
く
首
を
振
っ
て

こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。「
と
ん
で

も
な
い
。
こ
こ
ま
で
に
す
る
の
に
、

ど
れ
だ
け
の
努
力
を
し
て
き
た
か
」。

畠一
朝
一
夕
に
で
き
た
こ
と
で
は
な

い
と
。

堤そ
う
な
ん
で
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、ア
イ
ス
ラ
ン

ド
な
ど
、北
欧
に
女
性
に
優
し
い

社
会
が
多
い
の
は
何
故
か
。
教
育

も
医
療
も
無
料
、女
性
が
介
護
や

子
育
て
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
解

放
さ
れ
て
、社
会
で
自
分
の
能
力

を
存
分
に
試
せ
る
。
そ
れ
は
元
か

ら
人
権
意
識
が
高
い
か
ら
だ
と

思
っ
た
ら
、決
し
て
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
彼
女
は
私
に
こ
う
言
い

ま
し
た
。

「
私
た
ち
は
ね
、長
い
こ
と
地
道
に

動
き
続
け
て
、政
治
の
世
界
に
女

性
議
員
を
増
や
し
て
い
っ
た
ん
で

す
。
女
性
目
線
で
社
会
の
仕
組
み

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、男
性
が
気
づ

か
な
い
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

提
案
で
き
る
よ
う
に
ね
。
数
が
増

え
て
ゆ
く
こ
と
で
、
段
々
女
性
の

声
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

法
律
が
通
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
、少
し
ず
つ
仕
組
み

を
変
え
て
い
っ
た
ん
で
す
よ
」と
。

畠女
性
の
政
治
へ
の
参
加
を
加
速
さ

せ
る
努
力
を
し
た
の
で
す
ね
。

堤大
虐
殺
後
の
ル
ワ
ン
ダ
な
ど
、同

じ
パ
タ
ー
ン
で
社
会
を
変
え
た
例

は
実
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
女

性
の
力
を
活
か
す
」と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
現
実
に
す
る
に
は
、ま
ず

何
よ
り
も
物
理
的
に
女
性
の
数
を

増
や
す
こ
と
が
不
可
欠
な
ん
で
す
。

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
候
補
者
の

男
女
比
を
半
々
に
す
る
こ
と
を
義

務
化
し
て
い
る
し
、一
定
議
席
を

割
り
当
て
る
制
度
も
１
３
０
の
国

や
地
域
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
日
本
で
も
、２
０
１
８
年
に

フ
ラ
ン
ス
と
同
じ「
候
補
者
均
等

法
」を
導
入
し
た
ん
で
す
よ
。

畠ほ
お
、法
制
化
で
す
か
。

堤え
え
、フ
ラ
ン
ス
と
違
っ
て
日
本

は
努
力
義
務
な
の
で
、ま
だ
入
り

口
に
立
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、そ

れ
で
も
大
き
な
一
歩
で
す
。
今
ま

で
男
性
中
心
の
社
会
に
多
様
性

を
入
れ
て
い
く
に
は
、や
は
り
欧

州
の
よ
う
に「
仕
組
み
」
を
先
に

作
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
大
事
な

ん
で
す
。
人
々
の
意
識
や
文
化
は

そ
の
後
時
間
差
で
つ
い
て
き
ま

す
か
ら
。

日
本
は
特
に「
同
調
圧
力
」
と
い

う
空
気
が
支
配
す
る
社
会
な
の

で
、ま
ず
物
理
的
に
変
え
る
こ
と

で
、女
性
達
が
自
分
の
意
見
を
発

す
る
こ
と
に
徐
々
に
慣
れ
て
い
く

環
境
を
作
る
こ
と
か
ら
、で
す
ね
。

畠ま
ず
は
川
上
か
ら
で
す
ね
。

堤そ
う
な
ん
で
す
。
そ
し
て
女
性
の

力
を
活
か
す
に
は
、も
う
一
つ
川

下
か
ら
も
着
手
す
べ
き
大
事
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

畠分
か
り
ま
す
。
教
育
で
す
ね
。

堤畠
会
長
さ
す
が
で
す
ね
、え
え
そ

の
通
り
で
す
。
学
校
教
育
の
現
場

で
、女
性
と
男
性
は
そ
れ
ぞ
れ
得

意
な
と
こ
ろ
が
違
う
こ
と
、お
互

い
に
補
い
合
っ
て
協
力
し
て
い
け

ば
１+

１
が
５
に
も
６
に
も
な
る

と
い
う
素
晴
ら
し
さ
を
、子
ど
も

達
に
世
界
の
事
例
と
と
も
に
教
え

る
の
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
、
女

性
が
無
理
を
し
て
男
性
と
同
じ
よ

う
に
な
る
と
い
う
話
で
は
な
く
、

「
ど
ん
な
立
場
の
人
も
あ
り
の
ま

ま
自
然
体
で
い
る
こ
と
で
、
誰
か

の
役
に
立
て
る
場
所
が
あ
る
社
会
」

な
の
だ
と
。
教
育
は
時
間
が
か
か

り
ま
す
が
、社
会
を
良
い
方
向
に

変
え
て
い
く
に
は
最
も
確
実
な
方

法
で
す
。

法
律
と
教
育
を
車
の
両
輪
と
し
て

進
め
る
こ
と
で
、
日
本
で
も「
女

性
が
輝
く
社
会
」は
必
ず
実
現
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

畠で
は
、
少
子
化
の
問
題
は
ど
う
で

し
ょ
う
。

堤確
か
に
、
日
本
の
人
口
減
少
は

待
っ
た
な
し
で
す
が
、こ
れ
は
発

想
を
変
え
れ
ば
今
後
い
く
ら
で
も

対
応
の
余
地
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
本
社
機
能
の
一

部
を
石
川
県
に
移
す
こ
と
で
少
子

化
と
地
方
創
生
に
貢
献
し
て
話
題

に
な
っ
た
建
設
大
手
コ
マ
ツ
の
例

も
そ
の
一
つ
で
す
ね
。
コ
ロ
ナ
禍

で
リ
モ
ー
ト
が
進
ん
だ
こ
と
で
、

企
業
の
都
市
部
か
ら
地
方
へ
の
分

散
は
、
今
後
優
良
な
選
択
肢
の
一

つ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
都
市
部
一

極
集
中
か
ら
地
方
で
の
小
規
模
循

環
型
経
済
に
し
て
い
く
方
が
、
経

済
も
回
り
や
す
い
し
、自
然
災
害

や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
紛
争
と
い
っ

た
国
際
有
事
に
も
強
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、高
速
で
進
化
す
る
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
も
、今
よ
り
少
な
い
人
数

で
生
産
性
を
上
げ
る
力
に
な
る

で
し
ょ
う
。
高
齢
者
の
勤
労
年
齢

は
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
身
体
的

負
担
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
補
完
し

て
い
く
の
で
、
少
な
い
負
担
で
生

き
が
い
を
持
っ
て
社
会
と
関
わ
る

場
所
を
作
り
出
せ
れ
ば
、そ
れ
に

よ
っ
て
健
康
寿
命
も
伸
び
、医
療

費
も
下
が
り
ま
す
。
少
子
化
で
国

民
皆
保
険
が
持
た
な
い
と
言
う
声

が
あ
り
ま
す
が
、日
本
の
医
療
費

は
法
外
に
高
い
薬
剤
費
が
押
し
上

げ
て
い
る
な
ど
構
造
の
問
題
が
大

き
い
の
で
、予
防
医
療
に
力
を
入

れ
、
診
療
報
酬
制
度
を
今
の
時
代

に
あ
っ
た
も
の
に
改
定
し
、医
師

の
偏
在
問
題
を
解
決
し
、
地
産
地

消
で
食
の
安
全
を
守
り
健
康
寿
命

を
伸
ば
せ
ば
、医
療
費
は
下
が
り

ま
す
。

畠医
療
制
度
改
革
で
す
ね
。

堤え
え
、
そ
う
で
す
。
今
仰
っ
た
少

子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
医
療
分

野
一
つ
だ
け
み
て
も
、
日
本
に
は

ま
だ
ま
だ
で
き
る
こ
と
が
山
ほ
ど

あ
り
ま
す
よ
。

そ
も
そ
も
少
子
化
で
経
済
が
縮
小

す
る
と
い
う
懸
念
自
体
が
、
都
市

集
中
型
社
会
と
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本

主
義
が
今
後
も
続
く
前
提
だ
か
ら

こ
そ
の
も
の
で
す
。

そ
う
言
う
意
味
で
は
こ
こ
１
、２

年
で
世
界
の
潮
目
は
完
全
に
変
わ

り
ま
し
た
よ
ね
。

畠そ
う
で
す
ね
。
コ
ロ
ナ
禍
や
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
と
い
っ
た
有
事
で
食

料
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
や
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
問
題
が
出
て
、

世
界
経
済
が
も
ろ
く
な
っ
て
い
ま

す
。
原
因
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
あ

る
と
最
近
よ
く
聞
き
ま
す
。

堤先
程
も
出
ま
し
た
が
、ト
リ
プ
ル

有
事
の
せ
い
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

幻
想
か
ら
覚
め
た
多
く
の
国
で
は
、

今
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
か
ら
国
内

循
環
型
経
済
に
切
り
か
え
る
方
向

転
換
が
起
き
て
い
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
は
、経
済
を
小
さ
く

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
あ
く
ま
で

平
時
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
、
ま
ず

は
基
盤
で
あ
る
国
内
自
給
力
を
強

固
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
ず
は
自
国
民
を
幸
福
に
し
、

自
国
経
済
を
持
続
可
能
な
も
の
に

す
る
。
そ
う
な
っ
て
初
め
て
、
有

事
に
共
倒
れ
に
な
ら
ず
、協
調
し

て
行
け
る
国
際
社
会
が
で
き
る
の

だ
、と
い
う
発
想
で
す
ね
。

畠い
や
あ
、そ
の
考
え
方
は
い
い
で

す
ね
。

堤日
本
が
持
っ
て
い
る
貴
い
も
の
を

し
っ
か
り
守
り
、そ
こ
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
で
経
済
を
回
し
て
い
く

発
想
に
転
換
す
る
こ
と
は
、未
来

に
い
く
つ
も
の
希
望
を
見
せ
て
く

れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
日
本
各
地

の
頑
張
る
人
々
を
取
材
し
な
が
ら
、

有
事
と
は
苦
し
い
だ
け
で
な
く
、

普
段
気
づ
か
な
い
宝
物
が
見
え
て

く
る
貴
い
機
会
で
も
あ
る
の
だ
、

と
私
の
方
が
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

お
金
で
買
え
な
い
、簡
単
に
奪
わ

れ
な
い
も
の
、目
に
見
え
な
い
日

本
の
宝
物
を
私
達
一
人
一
人
が
再

確
認
し
、し
っ
か
り
と
守
り
充
実

さ
せ
て
い
く
。
そ
こ
に
未
来
の
た

め
の
投
資
を
し
て
い
く
こ
と
で
、

国
の
力
を
高
め
て
い
く
。
私
た
ち

は
今
、そ
ん
な
時
代
に
入
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

畠グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
利
用
し
、
何
で

も
お
金
で
買
っ
て
い
た
国
は
こ
れ

か
ら
弱
く
な
り
そ
う
で
す
ね
。

堤は
い
、
そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
。

一
極
集
中
よ
り
分
散
さ
せ
、
循
環

さ
せ
る
方
向
に
進
む
こ
と
が
国
力

に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
今
は

逆
に
、日
本
フ
ァ
ー
ス
ト
に
傾
注
し
、

ど
こ
に
も
な
い
日
本
だ
け
の
強
み

を
見
直
し
て
ゆ
け
る
チ
ャ
ン
ス
で

す
よ
ね
。
日
本
が
持
つ
宝
を
ち
ゃ

ん
と
理
解
し
て
、そ
れ
を
守
る
た

め
に
尽
力
す
る
政
治
家
を
、地
方

と
中
央
の
両
方
で
、で
き
る
だ
け

増
や
し
て
い
く
こ
と
。
目
に
見
え

な
い
も
の
の
価
値
を
子
供
達
に
伝

え
て
い
く
こ
と
、私
も
微
力
な
が

ら
頑
張
り
ま
す
。

畠政
治
家
の
質
の
向
上
も
、わ
が
国

に
と
っ
て
は
大
き
な
課
題
で
す
。

今
回
は
貴
重
な
ご
意
見
と
情
報
、

大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
堤
さ

ん
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。
リ
モ
ー
ト

対
談
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
本
日

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

堤こ
ち
ら
こ
そ
、あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

女
性
議
員
の
増
加
と

教
育
で
変
革
を

グ
ロ
ー
バ
ル
化
か
ら

国
内
重
視
へ
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第56回日本エッセイスト・クラブ賞受賞、中央公論新書大賞2009をW受賞。同シリーズは80万部突破。『日本が売られる』（幻冬舎）は20万部超のベストセラー。昨年8月に刊
行した『デジタル・ファシズム』（NHK出版）は発売3カ月で15万部を突破する等話題に。多数の著書は海外でも翻訳されている。ネット番組「月刊アンダーワールド」キャスター。
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景気低迷、財政赤字の累積などによって、日

本では長らく国力が毀損され続けています。そ

こに、新型コロナウイルス感染症の蔓延、ロシ

アのウクライナ侵攻、直近ではこれらによる円

安の急進と物価高が加わり、国難はマックスレ

ベルに近づいているのではないかと私は感じて

います。

一方、企業経営や国民生活が脅かされてい

るにもかかわらず、政府が有効な手立てを講じ

ているようには見えません。行き過ぎたグロー

バル化の反動とも言える負の連鎖をどう断ち切

るのか、国のリーダーの見識と手腕が問われて

いるのですが、いまだ心強い言動は聞こえてこ

ず、逆に不信が募るばかりです。

諸事情により「リモート」となりましたが、今回、

対談をお願いした堤未果さんは、日米の政治・

経済・行政に詳しい気鋭のジャーナリストです。

日本が再浮上するために今すぐ是正に手を着

けるべき問題は何か、堤さんに尋ねました。読

者の皆さんが現状認識を改めるきっかけにな

れば、幸いです。
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