
１．
「
い
き
」
は
「
サ
ム
ラ
イ
」

の
精
神

前
回
、
日
本
人
が
「
甘
え
」
を
克
服

す
る
た
め
に
、「
サ
ム
ラ
イ
」
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
を
提
案
し
た
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
の
精
神
を
持
て
れ
ば
、

「
甘
え
」
を
克
服
し
、
あ
の
海
洋
民
族

を
目
指
し
た
戦
国
か
ら
安
土
桃
山
期
に

至
る
日
本
人
の
後
継
者
と
な
る
は
ず

だ
。
海
洋
民
族
日
本
人
は
、「
サ
ム
ラ

イ
」
で
あ
り
、
自
分
の
生
き
ざ
ま
は
自

分
で
責
任
を
取
り
、
決
し
て
人
に
依
存

し
な
い
「
自
由
を
愛
す
る
強
い
個
人
」

で
あ
る
は
ず
だ
。

海
洋
民
族
の
文
化
は
鎖
国
と
幕
藩
体

制
に
中
で
封
じ
込
め
ら
れ
た
が
、
そ
の

中
で
「
サ
ム
ラ
イ
」
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
逞
し

く
生
き
残
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
言

葉
を
伝
統
的
な
日
本
語
の
中
で
探
す

と
、「
い
き
」
と
い
う
表
現
が
最
も
適

切
な
気
が
す
る
。

「
い
き
」
な
日
本
人
は
、
個
人
と
し

て
逞
し
い
が
人
に
責
任
転
嫁
を
せ
ず
、

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
大
事
に
す
る
。
が
、

人
に
「
甘
え
」
ず
、
そ
の
心
は
世
界
に

広
く
開
い
て
い
る
は
ず
だ
。
争
え
ば
決

し
て
人
に
負
け
な
い
が
、
人
の
足
を
引

っ
張
る
こ
と
は
無
い
。
そ
し
て
、
文
化

を
深
く
愛
す
る
魅
力
的
な
日
本
人
の
は

ず
だ
。

今
の
日
本
人
は
大
人
に
な
っ
て
も
母

親
へ
の
依
存
心
で
あ
る
「
甘
え
」
が
消

え
ず
、
社
会
に
出
て
も
、
母
親
の
代
替

物
を
求
め
、
そ
れ
が
何
と
か
し
て
く
れ

る
と
期
待
し
「
甘
え
」
て
い
る
。
何
が

起
き
て
も
、
社
会
が
悪
い
、
政
治
が
悪

い
と
人
の
せ
い
に
し
、
ま
る
で
、
子
供

が
、
最
後
は
母
親
が
出
て
来
て
何
で
も

尻
拭
い
し
て
く
れ
る
と
「
甘
え
」
て
い

る
よ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

「
い
き
」
で
な
い
。

西
欧
社
会
で
は
、
絶
対
王
制
を
打
倒

し
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
国
も
社
会
も
、

自
分
の
人
生
も
、
自
分
で
責
任
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
こ
の

様
に
自
分
で
責
任
を
取
る
こ
と
こ
そ
、

血
と
汗
を
流
し
て
獲
得
し
た
「
自
由
」

そ
の
も
の
と
考
え
る
。

が
、
何
で
も
人
に
や
っ
て
ほ
し
い
日

本
人
に
と
っ
て
「
自
由
」
と
は
、
勝
手

気
ま
ま
に
好
き
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で

あ
り
、
無
責
任
の
極
み
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
自
分
で
自
分
の
人
生
、

社
会
、
国
に
対
し
て
責
任
を
取
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
い
き
」
だ
。「
い

き
」
と
は
西
欧
人
が
「
自
由
」
を
愛
す

る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

日
本
人
は
個
人
主
義
と
い
う
と
、
自

分
の
こ
と
だ
け
考
え
る
利
己
主
義
と
同

義
だ
と
思
っ
て
い
る
。
何
処
ま
で
も
集

団
依
存
で
、
甘
や
か
し
て
く
れ
る
母
親

中
心
の
家
庭
の
ぬ
く
も
り
か
ら
抜
け
出

せ
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
日
本
人

の
集
団
は
、
閉
鎖
的
な
「
ム
ラ
」
と
な

り
、「
タ
コ
ツ
ボ
」
化
す
る
。
そ
こ
で

は
組
織
防
衛
が
優
先
し
、
社
会
的
責
任

な
ど
ど
う
で
も
い
い
。

東
電
を
中
核
と
す
る
「
原
子
力
ム
ラ
」

を
み
れ
ば
、
福
島
第
一
原
発
の
大
事
故

を
起
こ
し
て
も
、「
ム
ラ
」
は
簡
単
に

は
揺
る
が
な
い
。
し
か
し
、「
ム
ラ
」

や
組
織
を
優
先
す
る
の
は
「
い
き
」
で

な
い
。
集
団
依
存
で
な
く
、
個
人
が
個

人
と
し
て
逞
し
く
あ
る
の
が
「
い
き
」

な
の
だ
。

す
で
に
豊
か
な
成
熟
社
会
を
獲
得
し

た
日
本
人
に
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
を
求
め

て
も
そ
れ
は
無
理
だ
。
文
化
や
芸
術
を

愛
し
、
自
然
の
美
し
さ
を
愛
す
る
余
裕

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

競
争
す
べ
き
時
は
誰
に
も
負
け
ず
に
逞

し
く
闘
い
、
同
時
に
謙
虚
さ
と
人
へ
の

思
い
や
り
は
失
わ
な
い
。
そ
れ
が
、

「
い
き
」
な
日
本
人
で
あ
り
、
そ
の
日

本
人
が
「
い
き
」
な
日
本
を
つ
く
れ
る

の
だ
。

２．
「
い
き
」
の
構
造

「
い
き
」
と
い
う
言
葉
を
研
究
し
て

く
れ
た
偉
大
な
先
達
者
が
い
る
。
哲
学

者
の
九
鬼
周
造
（
１
８
８
８
〜
１
９
４

１
）
だ
。
九
鬼
は
、「『
い
き
』
の
構
造
」

と
い
う
論
文
を
昭
和
５
年
（
１
９
３
０

年
）
に
岩
波
書
店
か
ら
発
表
し
、
い
ま

で
も
岩
波
文
庫
の
一
冊
だ
。
私
も
、
学

生
時
代
か
ら
何
回
も
読
み
返
し
た
魅
力

あ
る
名
著
だ
。

岩
波
文
庫
の
中
で
は
、
戦
後
の
著
名

な
仏
文
学
者
で
あ
る
多
田
道
太
郎
が
解

説
文
を
つ
け
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
九
鬼
は
、
男
爵
九
鬼
隆
一
の

四
男
で
母
は
京
都
の
花
柳
界
出
身
だ
そ

う
だ
。
１
９
２
１
（
大
正
10
年
）
か
ら

１
９
２
９
年
（
昭
和
４
年
）
に
か
け
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
過
ご
し
た
あ
と
、
帰
国

し
京
都
大
学
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。

パ
リ
の
哲
学
会
で
は
若
き
俊
秀
と
し

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
愛
さ
れ
た
そ
う
だ
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
存
主
義
の
う

ね
り
の
中
で
育
ち
、
サ
ル
ト
ル
の
家
庭

教
師
も
務
め
た
と
い
う
。

第34回　「いき」な人生、「いき」な国

「「 甘甘 ええ 」」 がが 日日 本本 をを 滅滅 ぼぼ すす
どうすれば強い日本を作れるのか

弁護士　金子博人
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

「『
い
き
』
の
構
造
」
は
、
パ
リ
時

代
に
書
き
始
め
た
が
、
そ
れ
を
多
田
は

「
目
前
の
現
実
（
パ
リ
）
を
超
え
て
、

は
る
か
か
な
た
に
、
理
念
化
さ
れ
た
東

洋
の
文
化
の
ひ
と
つ
の
型
を
あ
た
ま
に

う
か
べ
て
い
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。

私
は
、
九
鬼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に

ど
っ
ぷ
り
つ
か
り
な
が
ら
も
、「『
い
き
』

の
構
造
」
と
取
り
組
ん
だ
の
は
、「
い

き
」
と
い
う
日
本
語
の
中
に
、
西
洋
の

自
由
や
個
人
主
義
と
共
通
の
も
の
を
深

く
意
識
し
な
が
ら
、
東
洋
の
文
化
の
深

遠
さ
を
感
じ
た
か
ら
だ
と
想
像
し
て
い

る
。九

鬼
の
母
は
京
都
の
花
柳
界
出
身
だ

っ
た
が
、
九
鬼
自
分
も
離
婚
後
祇
園
の

芸
妓
と
再
婚
し
て
い
る
。
彼
は
「
い
き
」

を
考
え
る
時
、
京
都
の
花
柳
界
を
思
い

浮
か
べ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
私
は
、
現
代
社
会
で
の
「
い
き
」

を
考
え
る
時
、
も
っ
と
広
い
対
象
を
想

定
し
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
九
鬼
は
、「『
い
き
』
の

構
造
」
の
中
で
、｢

い
き｣

を
「
垢
抜
け

し
て
、
張
り
の
あ
る
、
色
っ
ぽ
さ
」
と

定
義
し
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、

今
の
日
本
社
会
の
文
脈
の
中
で
考
え
て

み
た
い
。

３．
「
い
き
」
な
人
生
、「
い
き
」

な
国「

い
き
」
の
定
義
の
な
か
で
、｢

垢

抜
け｣

と
は
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
「
現
実

に
対
す
る
独
断
的
な
執
着
を
離
れ
た
瀟

洒
と
し
て
未
練
の
な
い
恬
淡
無
碍
の

心
」
だ
そ
う
だ
。
仏
教
に
お
け
る
世
界

観
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
。

私
は
、
こ
の
「
執
着
を
離
れ
た
」
と

す
る
く
だ
り
が
こ
と
に
好
き
だ
。
日
本

人
の
あ
の
「
甘
え
」
は
、
親
と
子
の
間

の
、
互
い
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
強
い

「
執
着
」
の
結
果
だ
。「
い
き
」
は
、
こ

の
「
甘
え
」
か
ら
き
っ
ぱ
り
と
卒
業
し

た
「
強
い
日
本
人
」
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
く
れ
る
。

も
と
も
と
仏
教
は
極
め
て
個
人
主
義

的
だ
。
悟
り
と
は
、
ブ
ッ
ダ
が
親
と
も

家
族
と
も
離
れ
て
個
人
と
し
て
真
理
を

求
め
た
結
果
到
達
で
き
た
も
の
だ
。
そ

の
仏
教
が
、
幕
藩
体
制
の
中
で
葬
式
仏

教
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
人
が

「
甘
え
」
を
卒
業
す
る
一
つ
の
道
筋
は
、

葬
式
仏
教
で
な
く
本
来
の
仏
教
を
求
め

る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

次
に
、「
張
り
」
で
あ
る
が
、
こ
の

く
だ
り
は
こ
と
に
重
要
だ
。
こ
の
点
を
、

武
士
道
の
理
想
主
義
に
求
め
る
の
が
九

鬼
だ
。
し
か
し
、
多
田
は
、「
張
り
」

に
武
士
道
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
は｢

賛

成
で
き
な
い｣

と
し
て
、「
上
方
に
対
す

る
対
抗
意
識
、
武
士
に
対
す
る
意
地
と

し
て
、
た
と
え
ば
町
奴
の
よ
う
な
階
層

が
で
て
き
て
、
そ
こ
に
『
意
気
地
』
が

根
を
お
ろ
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
解

説
し
て
い
る
。

私
は
、
多
田
の
町
奴
説
に
も
魅
力
を

感
じ
る
。
そ
こ
に
町
民
の
強
い
独
立
心

を
感
じ
る
。
が
、
九
鬼
の
武
士
道
説
に

も
反
対
は
し
な
い
。
た
だ
、
武
士
に

「
道
」
を
つ
け
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
。

武
士
道
に
は
、「
ム
ラ
」
の
に
お
い
を

感
じ
る
か
ら
だ
。

「
武
士
道
」
も
、
そ
れ
を
唱
え
る
者

に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
新
渡
戸
稲

造
の
「
武
士
道
」
で
は
、
そ
の
第
１
章

で
、「
仏
教
の
与
え
得
ざ
り
し
も
の
を
、

神
道
が
豊
か
に
供
給
し
た
。
神
道
の
教

義
に
よ
り
て
刻
み
こ
ま
れ
た
る
主
君
に

対
す
る
忠
誠
、
な
ら
び
に
親
に
対
す
る

孝
行
は
、
他
の
い
か
な
る
宗
教
に
よ
っ

て
も
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
も
の

で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
武
士
の
傲
慢
な
る

性
格
に
服
従
性
が
賦
与
せ
ら
れ
た
。」

（
岩
波
文
庫
・
矢
内
原
忠
雄
訳
）
と
解

説
す
る
。

こ
の
様
に
服
従
や
忠
誠
と
い
う
言
葉

が
登
場
す
る
と
、
途
端
に
「
い
き
」
で

な
く
な
る
。
私
は
、「
い
き
」
と
は
な

に
か
を
い
う
時
、「
武
士
」
と
い
う
だ

け
で
充
分
だ
し
、
あ
の
逞
し
い
戦
国
武

士
の
精
神
、
つ
ま
り
「
サ
ム
ラ
イ
」
を

思
え
ば
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
う
。

結
局
「
張
り
」
と
は
、
世
界
に
展
開

し
て
い
っ
た
海
洋
民
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
鎖
国
の
も
と
で
固
く
封
印
さ
れ
た
こ

と
に
対
す
る
反
骨
精
神
、
こ
と
に
幕
藩

体
制
の
中
で
下
位
の
身
分
と
し
て
封
じ

込
め
ら
れ
た
下
級
武
士
や
商
人
の
強
い

反
骨
精
神
が
底
流
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

「
い
き
」
の
根
本
に
は
、
封
印
さ
れ

封
じ
込
め
ら
れ
た
海
洋
民
族
の
精
神
が

脈
々
と
流
れ
、
そ
れ
が
「
現
実
に
対
す

る
独
断
的
な
執
着
を
離
れ
た
瀟
洒
と
し

て
未
練
の
な
い
恬
淡
無
碍
の
心
」
と
し

て
、
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ

ら
わ
れ
た
の
が
、「
い
き
」
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
張
り
」

は
「
ム
ラ
の
原
理
」
で
は
な
い
。
武
士

あ
る
い
は
町
民
の
原
理
で
あ
り
、
極
め

て
個
人
主
義
的
な
理
念
で
あ
る
。

九
鬼
は
「
い
き
」
の
最
後
に
「
色
っ

ぽ
さ
」
を
置
い
た
。
た
し
か
に
「
い
き
」

に
は
、
文
化
の
に
お
い
が
強
く
す
る
。

こ
こ
で
い
う
「
色
っ
ぽ
さ
」
は
、
芸
術

や
文
化
を
愛
す
る
者
か
ら
ご
く
自
然
に

香
り
だ
す
、
そ
の
香
り
で
は
な
か
ろ
う

か
。
文
化
を
愛
せ
な
い
者
は
、
ど
ん
な

に
気
取
っ
て
み
て
も
、「
い
き
」
で
は

な
い
。

「
い
き
」
と
は
こ
の
様
に
、
日
本
人

が
海
洋
民
族
の
如
く
海
外
に
飛
び
出
し

て
い
っ
た
「
サ
ム
ラ
イ
」
の
精
神
を
淵

源
と
し
て
、
西
洋
文
化
と
共
通
す
る

「
自
由
」
と
「
個
人
主
義
」
を
基
底
に
、

東
洋
の
文
化
に
よ
っ
て
高
度
に
洗
練
さ

れ
た
理
念
で
あ
ろ
う
。

多
田
は
言
う
。「『
い
き
』
の
構
造
」

は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
、
こ
の
本

に
注
目
す
る
す
る
人
が
ふ
え
て
い
る
」

と
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
は
ど
の
国

か
ら
見
て
も
「
い
き
」
な
国
に
な
り
た

い
も
の
だ
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
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掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。 

 

金子博人法律事務所 

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階 

http://www.kaneko-law-office.jp 

http://www.kaneko-law-office.jp/

