
今
は
冬
の
時
代
で
し
ょ
う
か
。

景
気
回
復
が
言
わ
れ
て
久
し
い

の
で
す
が
、
そ
れ
は
一
部
の
う

わ
言
で
し
ょ
う
。

元
気
は
世
界
の
一
極
、
新
幹

線
開
通
効
果
が
盛
ん
に
言
わ
れ

て
ま
す
が
、
最
終
消
費
者
の
貧

困
化
は
進
み
安
心
に
は
ほ
ど
遠

く
不
安
は
消
え
な
い
。
景
気
回

復
は
一
部
分
の
事
で
有
っ
て
こ

の
北
陸
地
方
も
同
じ
で
す
。

未
曽
有
の
歴
史
的
な
マ
イ
ナ

ス
金
融
緩
和
政
策
で
あ
っ
て
さ

え
一
向
に
将
来
不
安
は
解
消
さ

れ
ず
、
先
進
国
で
唯
一
人
口
減

少
に
歯
止
め
が
掛
か
り
ま
せ
ん
。

会
社
を
地
上
の
生
物
と
し
て

見
た
場
合
、
弱
者
が
生

き
残
る
た
め
に
は
強
い

者
の
何
倍
も
努
力
す
れ

ば
、
勝
て
る
と
考
え
る

の
は
実
に
甘
い
考
え
で

あ
り
ま
す
。

共
存
共
栄
で
な
く
、
適

者
生
存
の
世
界
で
す
。

自

然

界
の

法

則
で

は

「
弱
肉
強
食
」
で
す
。

地
上
は
強
い
も
の
が
生

き
残
る
競
争
世
界
で
す
。

強
者
は
弱
者
の
上
に
、

君
主
は
家
来
の
上
に
存

在
し
ま
す
。

安
定
し
た
平
穏
な
環
境

は
、
仁
義
な
き
激
し
い

生
存
競
争
を
繰
り
広
げ

て
い
る
の
で
す
。

強
い
も
の
が
生
き
残
り
、

弱
い
も
の
が
減
っ
て
い

く
の
で
す
が
弱
者
の
存

在
な
く
し
て
強
者
自
体
が
生
き

れ
な
い
。

消
滅
し
な
い
よ
う
共
生
し
ま

す
。
変
化
の
大
き
い
不
安
定
な

環
境
は
生
育
に
適
し
て
い
ま
せ

ん
。

し
か
し
、
劣
悪
な
環
境
は
、
弱

者
が
強
者
に
勝
て
る
チ
ャ
ン
ス

を
増
加
さ
せ
ま
す
。

地
上
の
生
物
は
、
こ
れ
ま
で
新

た
に
生
き
る
場
所
取
り
の
た
め

弱
者
は
、
変
化
（
進
化
）
を
遂

げ
て
来
た
の
で
す
。

今
世
界
は
、
大
き
な
歴
史
的

な
変
化
が
進
行
し
て
い
る
途
上

で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
類
は
地
球
を
汚
し
、
Ｓ
Ｆ
で

な
く
他
の
天
体
に
移
住
計
画
ま

で
検
討
さ
れ
て
い
る
時
代
で
す
。

予
測
不
可
能
な
変
化
が
起
き
る

環
境
で
は
、
生
物
は
短
く
限
り

あ
る
命
で
繋
ぎ
、
生
き
る
ス
ピ
ー

ド
と
多
様
性
が
弱
者
の
可
能
性

を
生
ん
で
行
き
ま
す
。

ト
ラ
ン
プ
も
ア
ベ
政
権
も
そ

れ
以
上
で
も
以
下
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
程
度
な
の
で
す
。

バ
ブ
ル
後
、
財
務
省
官
僚
の

財
政
金
融
政

策
の
誤
り
の

結
果
が
現
代

の
貧
困
を
形

成
し
た
。
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今
か
ら
先
、
私
達
の
未
来
の
生
活

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
10
年
5

年
先
が
見
え
る
人
、
考
え
想
定
で

き
る
人
は
、
ま
た
目
標
の
あ
る
人

は
、
困
難
に
直
面
し
た
時
、
先
を

読
み
大
義
に
殉
じ
切
り
開
く
と
聞

き
ま
す
。

こ
れ
に
は
時
勢
の
方
向
と
強
さ
を

読
み
己
の
体
力
、
気
力
を
計
り
、

成
長
の
限
界
点
ま
で
見
極
め
る
こ

と
で
す
が
、
社
長
が
満
足
し
成
長

を
諦
め
た
ら
そ
こ
が
会
社
の
限
界

点
で
あ
り
ま
す
。

金
沢
市
は
、
藩
政
期
か
ら
伝
統

工
芸
や
伝
統
芸
能
を
受
け
継
ぎ
、

現
在
も
伝
統
が
生
活
の
中
に
息
づ

く
ま
ち
で
す
。
茶
屋
街
の
歴
史
は

古
く
、
正
式
に
そ
の
町
割
り
が
で

き
た
の
は
、
文
政
３
年
（
１
８
２

０
年
）
、
１
２
代
藩
主
前
田
斉
広

な
り
な
が

の
頃
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
か
ら
二
百
年
余
（
京
都

は
三
百
五
十
年
）
、
金
沢
の
歴
史

と
と
も
に
、
芸
を
磨
き
、
も
て
な

し
の
心
を
受
け
継
い
で
き
た
の
が

金
沢
芸
妓
で
す
。
ひ
が
し
、
に
し
、

主
計
町
の
３
つ
の
三
茶
屋
街
に
は
、

現
在
も
、
金
沢
芸
妓
が
日
々
厳
し

い
稽
古
を
重
ね
、
そ
の
伝
統
を
継

承
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
美
術
や

芸
術
の
世
界
に
息
づ
く
文
化
で
す
。

会
社
も
文
化
の
域
に
達
し
た
い
。

針
葉
樹
に
松
が
あ
り
ま
す
。
厳

し
い
冬
で
も
葉
を
落
と
さ
な
い
マ

ツ
は
、
古
来
よ
り
不
老
長
寿
の
シ

ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

松
の
名
を
冠
し
た
、
有
名
人
に
松

下
幸
之
助
が
い
ま
す
。

残
し
た
言
葉
に
「
一
人
の
人
間
も

首
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
松
下
電
器
が
残
る
意

味
が
な
い
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

昨
今
に
見
る
派
遣
切
り
、
さ
っ
さ

と
葉
を
落
と
す
現
代
の
木
々
た
ち
、

人
間
文
化
も
踏
み
に
じ
り
、
欲
が

優
先
す
る
資
本
主
義
の
復
刻
版
に

見
え
て
な
ら
な
い
。

会
社
も
文
化
の
域
に
ま
で
達
す
れ

ば
長
く
「
存
続
」
で
き
ま
す
。


