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と
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岸田文雄首相や野党が、自民党総裁選や衆院選で「転換」を訴えたもの。それが新自由主

だ。論戦を経て、新自由主義はどこへ行くのか。 日本における新自由主義とは何なのか。

を
減
ら
す
と
か
、
正
社
員
の
ク
ピ

を
切
り
や
す
く
す
る
と
か
、
そ
う

い
う
「
改
革
」
ば
か
り
が
ま
か
り

通
る
。
雇
用
を
「
守
る
」
と
い
う

と
、
若
者
に
は
保
守
的
な
イ
メ
ー

ジ
す
ら
持
た
れ
て
し
ま
う
。

新
自
由
主
義
は
、
選
択
の
自
由

を
得
る
た
め
の
過
陥
な
競
争
を
強

い
る
も
の
で
、
生
活
の
不
安
定
、

不
確
実
性
を
生
み
出
す
の
が
特
徴

新
自
由
主
義
の
社
会
で
は
、
誰
構
造
の
問
題
で
す
。
個
人
の
努
力
で
す
。
社
会
を
頼
っ
て
い
い
と
い

も
が
企
業
家
の
よ
う
に
な
ら
な
け
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
で
取
り
う
安
心
感
や
、
人
々
へ
の
信
頼
感

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
を
晒
い
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
言
う
が
破
壊
さ
れ
、
不
安
で
、
冷
た
い

て
リ
ス
ク
を
官
理
し
、
競
争
し
、
と
、
学
生
た
ち
は
驚
き
ま
す
。

社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

投
資
し
、

打
ち
勝
っ
て
い
く
。
し
「
全
て
自
分
の
責
任
だ
と
思
っ
て
確
か
に
競
争
は
必
要
で
す
が
、

か
も
、
自
己
賓
任
の
も
と
で
。
い
た
。
気
が
楽
に
な
っ
た
」
と
。

そ
の
競
争
は
公
正
で
な
け
れ
ば
な

2
 00
 4年
の
イ
ラ
ク
の
人
質
若
者
に
は
自
己
責
任
の
考
え
が
骨
り
ま
せ
ん
。
親
の
年
収
に
よ
っ
て

事
件
の
時
、
自
己
賓
任
と
い
う
言
の
髄
ま
で
染
み
渡
っ
て
い
ま
す
。
受
け
る
教
育
が
変
わ
っ
て
し
ま
う

葉
が
在
延
し
た
の
が
象
徴
的
で
し
新
自
由
主
義
は
空
気
な
の
で
す
。

よ
う
で
は
、
自
由
で
公
正
な
社
会

た
。
い
ま
の
若
者
が
物
心
の
つ
く
戦
後
の
工
業
化
社
会
を
築
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
世
界
の

頃
に
は
、
そ
ん
な
新
自
由
主
義
的
日
本
は
、
企
業
を
通
し
て
社
会
の
状
況
を
み
て
も
、
新
自
由
主
義
は

な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
当
た
り
前
秩
序
を
保
っ
て
き
ま
し
た
。
企
業
行
き
詰
ま
り
、
失
敗
し
た
と
言
っ

に
な
っ
て
い
た
。
若
者
に
と
っ
て
が
腿
用
を
保
応
し
、
貸
金
で
家
庭
て
い
い
。
岸
田
文
雄
首
相
も
立
憲

新
自
由
主
義
は
デ
フ
ォ
ル
ト
、
初
を
維
持
し
、
子
ど
も
に
教
育
を
施
民
主
党
も
脱
却
を
炭
索
し
て
い
る

期
設
定
な
の
で
す
。

し
て
、
社
会
に
還
元
す
る
。
そ
ん
の
は
、
そ
の
証
左
で
す
。
救
い
も

小
さ
な
政
府
、
規
制
綬
和
、
民
な
循
衷
の
根
幹
は
窟
用
で
あ
り
、
な
く
、
公
正
さ
も
な
い
競
争
を
強

営
化
。
中
で
も
影
響
が
大
き
か
っ
企
業
で
す
。
政
府
の
役
割
は
企
業
い
ら
れ
た
結
果
、
私
た
ち
の
社
会

た
の
が
雇
用
の
規
制
綬
和
で
す
。

を
支
扱
す
る
こ
と
で
し
た
。

は
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
。

非
正
規
労
働
者
が
増
え
、
広
の

g
1
9
9
0年
代
に
知
識
や
情
報
そ
れ
は
大
人
た
ち
の
天
任
で
も

り
が
生
じ
て
、
格
差
社
会
に
な
っ
を
中
心
と
す
る
ポ
ス
ト
工
業
化
社
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
社
会
を
作
っ

た
。
別
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
知
会
へ
の
転
換
が
顕
在
化
し
、
新
自
た
の
は
若
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ら
な
い
若
者
た
ち
は
、
こ
れ
が
社
由
主
蒙
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
ま
若
者
は
こ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
信

会
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
、
社
会
保
暉
の
仕
組
み
は
じ
た
ま
ま
、
冷
た
い
社
会
に
投
げ

大
学
の
授
業
で
「
貧
困
は
自
己
工
業
化
社
会
の
ま
ま
で
す
。
安
全
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

賣
任
で
は
解
決
で
き
な
い
。
社
会
網
を
張
る
べ
き
な
の
に
、
公
務
―
（
聞
き
手
・
小
村
田
義
之
）

ふ
じ
い

藤
井

た
つ
お

逹
夫
さ
ん

政
治
思
想
研
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者
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大
き
な
政
府
よ
り
現
場
の
カ

加
斑
り
ん
さ
ん

＼ 
1974年生まれ。外資

系投資銀行や国連児寓
基金などを経て、 2014
年に全双制国際高校を
軽井沢に開校した。

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
時
代
の
変

化
と
と
も
に
子
ど
も
や
社
会
の
二

ー
ズ
が
多
様
化
す
る
ス
ピ
ー
ド

に
、
学
校
教
育
の
多
様
化
が
追
い

つ
い
て
い
な
い
こ
と
の
証
し
で
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

政
府
を
大
き
く
し
て
も
、
そ
の

構
図
は
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
中
央
省
庁
が
時
間
を
か
け

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ワ
ー
ル
ド

・
カ
レ

て
議
論
を
し
、
何
が
正
し
い
か
を

ッ
ジ
I
S
A
K
ジ
ャ
パ
ン
代
表
理
事

貧
広
の
格
差
拡
大
な
ど
の
新
自
く
の
子
供
が
出
自
に
関
係
な
く
、
決
め
、
枠
組
み
と
政
策
を
つ
く
っ

由
主
義
の
弊
害
は
、
昔
か
ら
指
摘
人
生
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
て
ほ
し
い
て
全
国
に
画
一
的
に
下
ろ
し
て
い

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
か
ら
で
す
。

＜
。
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
す
る
中
、

格
差
は
深
刻
化
し
、
そ
の
是
正
が
そ
ん
な
私
で
す
が
、
新
自
由
主
そ
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
し

さ
ら
に
念
務
に
な
っ
て
い
る
の
は
義
か
ら
の
脱
却
と
大
き
な
政
府
だ
ょ
う
か
。

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

け
が
、
我
々
が
今
直
面
し
て
い
る
時
代
が
必
要
と
し
て
い
る
の

私
は
、
東
京
郊
外
の
ニ
ュ
ー
タ
社
会
諌
題
へ
の
解
だ
と
は
思
っ
て
は
、
そ
の
逆
で
、
多
様
な
現
場
の

ウ
ン
で
育
ち
、

1
9
90
年
代
初
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
小
さ
な
政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
紐
全
な
市

頭
、
奨
学
金
を
得
て
カ
ナ
ダ
の
全
府
の
方
が
適
し
て
い
る
場
合
も
あ
場
原
理
を
導
入
し
、
民
間
の
力
を

双
制
の
高
校
に
留
学
し
ま
し
た
。

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

生
か
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て

そ
こ
で
仲
良
く
な
っ
た
友
達
の
メ
新
自
由
主
苓
は
小
さ
な
政
府
と

い
ま
す
。
全
国
で
新
し
い
発
想
の

キ
シ
コ
に
あ
る
自
宅
に
遊
び
に
行
市
場
を
重
視
し
ま
す
が
、
大
き
な
学
校
が
生
ま
れ
て
い
る
の
は
心
強

き
、
圧
倒
的
な
貧
困
を
目
に
し
て
政
府
に
な
っ
て
、
多
額
の
税
金
を
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
重
要

衝
撃
を
受
け
た
こ
と
が
、
現
在
の
吸
い
上
げ
て
再
分
配
を
し
て
も
、
に
な
る
の
は
、
民
間
に
よ
る
ア
ン

活
動
の
原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

新
自
由
主
義
の
生
み
出
し
た
す
ベ
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
起
業
家

そ
の
後
、
格
差
の
再
生
産
を
是
て
の
問
題
が
消
え
去
る
で
し
ょ
う
精
神
）
で
あ
り
、
現
場
で
子
と
も

正
す
る
凩
も
有
効
な
方
法
は
教
育
か
。
極
端
な
市
場
信
奉
は
危
険
で
の
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
っ
た
多
様
な

だ
と
確
信
し
、
国
連
児
童
基
金
す
が
、
健
全
な
市
場
主
義
の
導
入
選
択
肢
が
生
ま
れ
る
こ
と
だ
と
考

（
ユ
ニ
セ
フ
）
の
職
員
と
し
て
フ
が
、
問
艇
の
是
正
に
つ
な
が
る
こ

え
ま
す
。

ィ
リ
ピ
ン
で
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
の
は
大
き
い
か
小
さ
い

レ
ン
の
教
育
に
携
わ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
い
ま
の
日
本
に
は
、
か
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ

い
ま
、
世
界
中
か
ら
生
徒
が
渠
小
中
学
校
で
20
万
人
近
く
の
不
登
政
府
に
は
、
現
場
の
新
し
い
試
み

い
、
そ
の

7
割
に
奨
学
金
を
出
し
校
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
明
ら
か
や
挑
戦
を
、
妨
げ
る
の
で
は
な
く

て
い
る
全
寮
制
の
学
校
を
軽
井
沢
に
、
学
校
教
育
に
お
け
る
需
要
と
応
疫
す
る
存
在
で
あ
っ
て
ほ
し
い

で
運
営
し
て
い
る
の
も
、
よ
り
多
供
給
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
で
す
。

（

聞
き
手
・
池
田
伸
立）

各
党
で
ず
れ
た
言
集
の
意
味

社
会
学
者

山
由
紀
夫
政
権
が
喝
え
た
「
新
し

い
公
共
」
で
し
ょ
う
。
小
泉
政
権

的
な
自
己
責
任
論
は
と
ら
な
い

が
、
公
共
的
な
役
割
を
す
べ
て
政

府
に
任
せ
ず
、

N
P
O
や
地
域
社

線
は
継
承
す
る
で
し
ょ
う
。

会

に
も
担

っ
て
も
ら
う
。
し
か

一
方
、
立
憲
民
主
の
枝
野
幸
男
し
、
今
回
の
立
憲
民
主
の
マ
ニ
フ

前
代
表
は
、
違
う
言
葉
の
使
い
方
ェ
ス
ト
で
は
「
新
し
い
公
共
」
に

を
し
ま
し
た
。
安
倍
政
権
は
小
泉
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

政
櫂
を
継
承
し
た
新
自
由
主
義
と
む
し
ろ
「
第
一-

l

の
選
」
の
発
想

批
判
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
秘
に
近
い
の
は
日
本
維
新
の
会
か
も

緬
的
な
財
政
政
策
、
金
融
の

m的
し
れ
ま
せ
ん
。
N
H
K
の
2
分
割

級
和
、
規
制
綬
和
を
挙
げ
た
。
し

・
半
民
営
化
な
と
新
自
由
主
義
的

か
し
、
前
の
二
つ
は
、
普
通
は
新
な
政
策
と
、
公
務
員
と
民
間
の
人

自
由
主
袈
的
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
材
の
交
流
の
活
性
化
に
よ
る
公
共

衆
院
選
で
は
、
自
民
党
も
立
憲
増
え
、
ド
イ
ツ
や
英
国
に
近
づ
い
そ
の
枝
野
さ
ん
も
、
校
緬
財
政
の
再
編
を
同
時
に
提
案
し
て
い

民
主
党
も
、
新
自
由
主
義
か
ら
の
て
い
る
。
日
本
は
、
十
数
年
前
に
や
只
的
綬
和
に
代
わ
る
政
策
ア
イ
る
。
本
来
、
立
憲
民
主
が
掲
げ
る

転
換
や
脱
却
を
掲
げ
ま
し
た
。
し
比
べ
て
福
祉
国
家
化
し
た
と
い
え
デ
ア
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
べ
き
政
策
を
維
新
の
会
が
出
し
て

か
し
、
「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
る
の
で
す
。

た
。
だ
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
L

い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

言
葉
の
意
味
す
る
も
の
は
各
党
で
安
倍
政
権
は
、
金
融
の

m的
緩

G
B
T
Qな
ど
に
論
点
を
ず
ら
し
自
民
党
は
、
安
倍
政
権
の
「
大

ず
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

和
と
祖
願
的
な
財
政
政
策
を
や
る
て
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

き
な
政
府
」
の
路
線
を
さ
ら
に
続

実
は
、
安
倍
晋
三
政
権
下
で
自
「
大
き
な
政
府
」
で
あ
り
な
が
こ
の
30年
、
新
自
由
主
義
に
代
け
る
で
し
ょ
う
。
立
憲
民
主
が
二

民
党
は
リ
ベ
ラ
ル
化
し
、
新
自
由
ら
、
規
制
綬
和
も
維
持
し
ま
し
わ
る
経
済
思
想
は
現
れ
ま
せ
ん
で
大
政
党
の
一
翼
を
担
お
う
と
す
る

主
義
は
後
退
し
て
い
ま
し
た
。
高
た
。
「
大
き
な
政
府
」
と
市
場
原
し
た
。
英
国
の
ブ
レ
ア
政
権
が
掲
な
ら
、
新
し
い
迎
念
が
必
要
で

齢
化
と
と
も
に
増
え
る
年
金
や
医
理
を
両
立
さ
せ
る
点
で
、
い
わ
ば
げ
た
「
第
三
の
道
」
は
、
支
え
合
す
。
新
自
由
主
義
の
要
素
を
取
り

祖
致
を
除
い
た
社
会
保
即
関
運
費
北
欧
型
の
新
自
由
主
義
に
近
い
発
い
の
福
祉
国
家
と
新
自
由
主
苓
的
込
み
つ
つ
、
社
会
的
投
資
を
重
視

を
対
国
内
総
生
産

(
G
D
P
)
比
想
が
あ
る
。
岸
田
文
雄
首
相
も
、
な
政
策
を
両
立
さ
せ
る
試
み
で
し
す
る
「
公
益
資
本
主
義
」
と
い
っ

で
見
る
と
、

2
0
0
 
8
年
ご
ろ
ま
小
泉
純

一
郎
政
櫂
の
「
小
さ
な
政
た
が
、
「
新
自
由
主
義
と
同
じ
」
た
大
き
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
出
し
て
い

で
日
本
は
米
国
に
近
い
水
準
で
し
府
」
の
新
自
由
主
義
は
と
ら
な
い
と
批
判
さ
れ
、
頓
挫
し
ま
し
た
。

＜

べ

き
で
す
。
（
聞
き
手

シ
ニア

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
芦
実
に
と
口
っ
て
い
る
だ
け
で
、
安
倍
路
日
本
で
そ
れ
に
近
い
の
は
、
鳩
エ
デ
ィ
タ
ー
・
尾
沢
智
史
）

安
心
な
き
社
会
杓
者
の
常
識
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