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日
本
の
議
論
は
議
論
に
な
ら
な
い

い
っ
ぽ
う
日
本
は
、
言
葉
を
尽
く
し
て

意
見
を
述
べ
合
う
と
い
う
訓
練
も
し
な
い

し
、
以
心
伝
心
に
価
値
を
置
く
社
会
で
す
。

明
治
時
代
初
期
か
ら
、
西
洋
の
文
明
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
成
功
し
て
き
ま
し
た
が
、

政
治
の
根
本
に
関
わ
る
部
分
、
つ
ま
り

「
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
説
得
す
る
こ
と
こ

そ
最
も
重
要
だ
」
と
の
意
識
は
、
積
極
的

に
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。

市
井
の
人
た
ち
の
中
に
も
、「
立
て
板

に
水
の
、
饒
舌
な
奴
は
信
用
で
き
な
い
」

と
い
っ
た
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
議

論
す
る
と
い
う
土
壌
も
生
ま
れ
に
く
い
。

議
論
で
負
け
る
と
、
自
分
の
人
格
を
否

定
さ
れ
た
と
受
け
取
っ
て
意
固
地
に
な
っ

た
り
、
負
け
た
く
な
い
か
ら
議
論
そ
の
も

の
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
。
腹
芸

も
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
か
ら
二
百
年
ほ
ど
後
に

出
て
き
た
ロ
ー
マ
の
キ
ケ
ロ
も
、
デ
モ
ス

テ
ネ
ス
の
よ
う
な
弁
論
家
に
な
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
長
い
演
説
を

流
暢
に
続
け
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
た

の
で
す
が
、
人
々
に
人
気
が
あ
っ
た
の
は

カ
エ
サ
ル
（
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
）
で

し
た
。

カ
エ
サ
ル
は
、
人
の
胸
に
響
く
短
い
言

葉
で
的
確
に
伝
え
る
こ
と
が
上
手
だ
っ
た
。

「
来
た
、
見
た
、
勝
っ
た
」「
賽
は
投
げ
ら

れ
た
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ワ
ン
フ

レ
ー
ズ
」
と
い
う
や
つ
で
す
ね
。

い
ず
れ
に
し
て
も
人
を
説
得
す
る
た
め

の
弁
論
の
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
政

治
家
の
第
一
条
件
で
し
た
し
、
そ
の
流
れ

を
汲
ん
で
い
る
西
洋
社
会
も
、
言
葉
で
人

を
説
得
す
る
こ
と
こ
そ
最
重
要
だ
と
の
意

識
が
強
い
。
小
さ
い
頃
か
ら
議
論
の
や
り

方
を
訓
練
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
が

あ
る
か
ら
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
の
知
識
人
と
な
る
と
、
日
本

で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
有
名
で
す
が
、

紀
元
前
四
世
紀
当
時
、
人
々
の
間
で
圧
倒

的
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
弁
論
家
デ
モ
ス

テ
ネ
ス
で
す
。
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
と
同
じ
年
に
生
ま
れ
て
、
同
じ

年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
へ
の
影
響
を
危

惧
し
て
徹
底
抗
戦
を
主
張
し
、
ア
テ
ネ
が

マ
ケ
ド
ニ
ア
に
敗
れ
た
あ
と
も
反
マ
ケ
ド

ニ
ア
の
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
、

結
局
は
不
運
な
運
命
を
た
ど
っ
た
政
治
家

で
す
。

彼
は
も
と
も
と
滑
舌
が
悪
く
、
弁
論
で

は
不
利
で
し
た
。
そ
こ
で
口
の
中
に
小
石

を
数
個
入
れ
、
海
辺
で
大
声
を
出
し
て
話

す
訓
練
を
す
る
と
い
っ
た
驚
く
べ
き
努
力

を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
言

葉
で
人
を
説
得
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
な

け
れ
ば
優
れ
た
政
治
家
に
は
な
れ
な
か
っ

た
の
で
す
。

し
、
そ
う
し
た
態
度
は
ご
く
ご
く
当
た
り

前
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
洋
文
明
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
ロ

ー
マ
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も

大
衆
社
会
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の

中
に
あ
っ
て
弁
論
は
非
常
に
重
要
で
し
た
。

テ
レ
ビ
も
新
聞
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

人
々
を
説
得
す
る
に
は
言
葉
を
尽
く
す
し

か
な
く
、
政
治
家
は
弁
論
術
に
長
け
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

い
る
と
感
じ
る
の
で
す
が
…
…
。

日
本
は
聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
「
和
を

も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
で
や
っ
て
き
ま
し

た
か
ら
、
論
争
が
苦
手
で
す
ね
。
議
論
に

な
る
と
、
す
ぐ
「
勝
っ
た
」「
負
け
た
」

に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
欧
米
で
は

小
学
校
ぐ
ら
い
か
ら
、
言
葉
で
人
に
考
え

を
し
っ
か
り
伝
え
る
訓
練
を
受
け
ま
す
。

西
洋
で
は
人
前
で
自
分
の
意
見
を
は
っ
き

り
述
べ
る
の
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す

古
代
ロ
ー
マ
は
弁
論
が
命

│
│
ロ
ー
マ
帝
国
を
足
が
か
り
に
し
て
、

二
十
一
世
紀
の
日
本
を
語
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
無
茶
な
お
願
い
を
し
た
わ
け
で
す

が
、
ま
ず
「
弁
論
」
で
名
高
い
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
で
の
言
葉
の
力
で
す
。
日
本

は
政
治
の
世
界
な
ど
を
見
る
と
、
言
葉
を

尽
く
し
て
語
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
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西
洋
と
日
本
の
一
番
の
違
い
と
は
何
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
言
葉
を
尽
く
し
て
議
論
を
す
る
姿
勢
が
、 あ
る
か 

・ 

な
い
か
だ
。

「
弁
論
」 を
用
い
、 議
論
し
つ
く
す
西
洋
と
、 「
以
心
伝
心
」 や 「
腹
芸
」 の
日
本
。

ロ
ー
マ
史
研
究
の
第
一
人
者 
・ 
本
村
凌
二
さ
ん
に
聞
い
た
。

「
民
度
」 は
一
日
に
し
て
成
ら
ず

ま
ず
は
誠
実
な
議
論
を
す
る
土
壌
か
ら
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