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日
本
に
は
未
来
が
な
い
。

新
年
早
々
、
不
届
き
な
こ
と
を
言
う
と
叱
ら
れ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
日
本
の
国
の
こ

と
で
は
な
く
（
そ
ち
ら
も
心
配
の
種
に
事
欠
か
な
い
が
）
、
日
本
の
こ
と
ば
、
す
な
わ

ち
日
本
語
の
話
で
あ
る
。

お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
に
は
未
来
と
い
う
時
制
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
私
た
ち
は
ち
ゃ
ん
と
未
来
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
で
は

な
い
か
、
そ
う
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
、
つ
い
一
、
二
週
間

前
も
「
来
年
の
こ
と
を
言
う
と
鬼
が
笑
う
」
と
か
口
で
は
言
い
な
が
ら
、
新
し
い
二
〇

〇
七
年
の
こ
と
を
さ
ん
ざ
ん
話
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
未
来
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
文
法
的
な
未
来
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
明
日
の
こ
と
を
語
る
時
、
私
た
ち
は
「
で
は
正
午
に
来
ま
す
」
と
言
う
。

こ
れ
は
文
法
的
に
は
現
在
で
あ
る
。
確
定
的
な
こ
と
で
な
い
時
は
、
「
彼
も
来
る
で
し

ょ
う
」
と
言
う
。
こ
れ
は
推
量
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
未
来
と
い
う
時
制
と
そ

の
動
詞
変
化
で
は
な
い
し
、
そ
れ
以
外
に
未
来
固
有
の
も
の
言
い
を
私
た
ち
は
持
っ
て

は
い
な
い
の
だ
。
日
本
語
に
未
来
が
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
。

対
し
て
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
確
か
に
未
来
が
存
在
す
る
。
英
語
の

w
ill

と
か

sh
a
ll

な
ら
、
も
う
中
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
明
日
の
こ
と
を
ど
う
伝

え
た
ら
い
い
か
、
迷
う
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
外
国
の
未
来
に
も
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
は
メ
リ
メ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
（
そ
う
、
『
カ
ル
メ
ン
』
の
作
者
）
が
、
あ

る
ユ
ー
モ
ア
小
説
の
中
で
言
っ
て
い
る
こ
と
で
、
孫
引
き
ゆ
え
事
実
か
ど
う
か
保
証
の

限
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
「
誰
し
も
『
今
日
一
日
私
は
幸
福
で
い
る
だ
ろ
う
』
と
未
来

形
で
断
言
す
る
の
は
不
可
能
だ
、
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
一
哲
人
が
言
っ
て
い
る
」
そ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
未
来
は
常
に
不
確
定
だ
か
ら
、
未
来
形
に
は
事
実
を
断
定
す
る
力
が

な
い
の
で
あ
る
。
言
っ
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
当
て
推
量
に
し
か
な
ら
な
い
。

た
ぶ
ん
そ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
未
来
の
時
制
を
未
来
の
こ
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と
で
は
な
く
推
量
の
意
味
合
い
で
使
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
明
日
の
正
午
に
は

終
了
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
意
味
の
未
来
完
了
を
、
「
も
う
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た

ら
し
い
」
と
い
う
過
去
の
推
量
と
し
て
使
っ
た
り
す
る
。
日
本
語
が
未
来
を
言
う
の
に

推
量
の
表
現
を
使
う
の
と
ち
ょ
う
ど
反
対
に
な
る
わ
け
だ
。

こ
と
ば
は
便
利
な
道
具
だ
が
、
じ
っ
さ
い
は
と
て
も
不
備
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不

備
な
部
分
は
し
か
し
、
同
じ
言
語
を
母
語
と
す
る
共
同
体
の
内
部
で
は
自
覚
さ
れ
な
い

の
だ
が
、
別
の
外
国
語
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。

だ
が
人
間
は
学
習
す
る
動
物
な
の
で
、
足
り
な
い
こ
と
ば
を
別
の
こ
と
ば
で
置
き
換

え
、
新
し
い
言
い
方
（
用
法
）
を
作
り
出
し
た
り
し
て
、
工
夫
を
重
ね
て
い
く
。
こ
と

ば
と
い
う
の
は
精
神
や
意
識
の
写
し
絵
だ
か
ら
、
こ
と
ば
が
複
雑
に
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
富
む
こ
と
は
即
、
頭
の
中
の
引
き
出
し
が
増
え
た
の
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。

外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
、
じ
つ
は
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
外
国
語
は
け
っ
し
て
海
外
旅
行
の
安
直
な
ガ
イ
ド
な
ん
か
で
は
な
く
、
日
本
語

を
豊
か
に
す
る
た
め
の
素
材
な
の
だ
。
も
し
外
国
の
言
語
と
出
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
私

た
ち
日
本
人
は
「
彼
」
と
か
「
彼
女
」
と
い
う
三
人
称
の
代
名
詞
も
持
つ
こ
と
が
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
百
年
間
に
日
本
語
が
外
国
語
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
豊
か
に

な
っ
た
か
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

新
し
い
年
、
一
念
発
起
し
て
新
し
い
外
国
語
の
学
習
を
始
め
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ

う
。
精
神
に
未
知
の
小
道
が
開
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
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