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日
本
人
は
な
ぜ
論
争
が
下
手
な
の
か
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日
本
人
は
、
論
争
が
下
手
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
論
争
な
ど
し
な
い
ほ
う
が
、

「
あ
の
人
は
人
聞
が
出
来
て
い
る
」
な
ど
と
一
目
置

か
れ
て
、
社
会
的
な
評
価
が
高
ま
っ
た
り
す
る
。

こ
ん
な
変
な
こ
と
に
な
る
の
も
、
日
本
社
会
が
独

特
の
歴
史
と
文
化
と
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

ず
司
ぽ
「
長

そ
こ
で
以
下
、
日
本
社
会
の
ど
こ
が
ど
う
独
特

か
を
、
い
ろ
い
ろ
議
論
し
た
い
わ
け
だ
が
、
そ
の

前
提
と
し
て
、
論
争
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問

事
実
を
、

は
っ
き
り
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
人
は
日
頃
、
日
本
人
と
ば
か
り
つ
き
あ
っ

て
い
る
の
で
、
自
分
が
論
争
が
下
手
だ
と
気
が
つ

か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
論
争
を
し
よ
う
と
い
う
発

惣
が
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、

ふ
H
H

根
回
し
が
上
手
だ
と

口
が
う
ま
い
と
か
い
う
人
は
い
く
ら
で
も
い

る
が
、
論
争
が
好
き
で
仕
方
が
な
い
と
い
う
人
は

見
た
こ
と
が
な
い
。

日
本
人
が
、
論
争
が
下
手
で
、
論
争
に
関
心
が

な
い
の
は
、
論
争
を
し
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る

橋
爪
大
三
郎

題
を
ま
ず
片
づ
け
て
お
こ
う
。

論
争
は
、
単
な
る
口
喧
嘩
や
言
い
争
い
と
違
っ

て
、
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
・

①
論
争
の
当
事
者
は
、

E
い
の
対
立
を
自
覚
し

て
い
る
。

②
双
方
の
主
張
は
、
公
開
の
か
た
ち
で
の
ぺ
ら

れ
る
。

③
論
争
の
目
的
は
、

「勝
利
」
を
収
め
る
(
自
分

の
優
位
を
証
明
す
る
)
こ
と
で
あ
る
。

④
主
張
が
論
理
的
、
か
つ
説
得
的
で
あ
っ

た
ほ

う
が
、
「
勝
利
」
を
う
る
。
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ひ
と
ニ
と
で
一
言
う
な
ら
ば
、
論
争
は
、
言
葉
を

武
器
に
し
た
「
戦
争
」
で
あ
る
。
言
葉
以
外
の
武

総
を
使
わ
な
い
こ
と
。
そ
れ
に
、
言
葉
を
使
う
場

合
に
も
、
そ
れ
な
り
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
。
戦

争
で
あ
る
か
ら
に
は

「勝
ち
負
け
」
が
あ
る
。

「勝

利
」
を
め
ざ
し
て
全
力
を
あ
げ
る
の
が
、
論
争
を

闘
う
者
の
義
務
で
あ
る
。

論
争
、
て

「勝
利
」
を
収
め
る
の
は
、

理
的
、
か
つ
説
得
的
」
に
主
張
を
展
開
し
た
ほ
う

で
あ
る
。
た
だ
し
、
論
理
性
と
説
得
性
と
は
、
し

ば
し
ば
一
致
し
な
い
。
論
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か

は
ど
う
で
も
よ
く
、
説
得
的
な
だ
け
の
言
論
は
、

単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
あ
べ
こ
べ
に
、
ま

っ
た
く
説
得
的
で
な
い
、
論
理
的
な
だ
け
の
言
論

は
、
単
な
る
毘
理
屈
で
あ
る
。
論
理
性
と
説
得
性

と
が
適
切
に
組
み
合
わ
さ
ら
な
い
と
、
論
争
に
勝

よ
り

「論

ilIustratlon=かわぐちぜいこ

利
で
き
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
を
、
ど
う
組
み
合
わ

せ
た
ら
ベ
ス
ト
な
の
か
、
手
軽
な
公
式
は
な
い
の

で
あ
る
。

線
一言
論
の
こ
と
は
言
論
で
決
着
す
る

一織

機
一

と

い

う

原

則

|

」

議

議
「

-

一

議

言
論
の
こ
と
は
、
言
論
.
て
決
着
す
る
。

|
|
こ

の
原
則
が
い
っ
た
ん
定
着
す
る
と
、
論
争
術
(
言
論

戦
に
勝
ち
抜
く
技
術
)
が
格
段
に
進
歩
し
始
め
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
は
、
ポ
リ
ス
(
都
市
国
家
)

の
経
営
や
哲
学
・
数
学
の
難
問
に
頭
を
ひ
ね
り

毎
日
の
よ
う
に
論
争
を
飼
わ
せ
た
。
三
段
論
法
や

対
話
法
(
弁
証
法
と
も
言
う
、
相
手
の
矛
盾
を
利
用
し

て
議
論
を
進
め
る
技
術
)
、
修
辞
法
(
レ
ト
リ
ッ
ク
)
、

デ
マ
ゴ
ギ
ー
な
ど
、
論
争
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
が
こ

の
頃
す
で
に
出
揃
っ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
日
本
人
が
論
争
下
手
な
の
は
、

「言
論

の
こ
と
は
、
言
論
で
決
着
す
る
」
と
い
う
原
則
を

採
用
し
た
こ
と

、が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
原
則

が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
言
論
と
、
そ
れ
以
外
の

こ
と
が
ら
(
暴
力
な
ど
の
実
力
行
使
、
人
間
関
係
、
感

情
、
利
害
関
係
や
打
算
、
な
ど
)
と
が
切
り
離
さ
れ
て

い
る
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
論
理
学
と
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か
、
哲
学
と
か
、
法
学
と
か
、
科
学
と
か
い
っ
た

言
論
の
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
つ
余
地
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
歴
史
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
日
本

人
は
こ
う
し
た
言
論
の
シ
ス
テ
ム
に
、
あ
ま
り
関

心
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
が
日
本

に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
た
か
だ
か
一
二

O
年
あ
ま

り
前
の
唱
』
と
な
の
で
あ
る
。

日
本
は
小
さ
な
島
国
で
、
住
民
の
同
質
性
が
高

い
。
そ
の
た
め
、
た
い
て
い
の
紛
争
は
妥
協
す
れ

ば
解
決
で
き
た
。
妥
協
す
る
の
に
、
原
則
は
邪
魔

に
な
る
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
か
た
ち
の
原
別
で
あ

れ
、
な
か
な
か
発
達
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
隣
接
す
る
大
国
|
|
中
国
の
文
化
に
、

い
っ
ぽ
う
で
憧
れ
を
、
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
異
和
感

を
抱
い
て
き
た
。
中
国
に
は
、
正
統
な
テ
キ
ス
ト

を
編
纂
し
、
そ
れ
を
読
解
す
る
伝
統
(
儒
教
の
伝
統
)

が
あ
る
。
ま
た
、
独
特
の
論
争
術
も
発
達
し
て
い

る
。
日
本
は
中
国
か
ら
、
文
字
も
テ
キ
ス
ト
も
ま

る
ま
る
移
入
し
た
。
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
も
根
本

的
な
と
こ
ろ
で
儒
教
の
伝
統
を
受
け
入
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
中
国
流
の
論
争
術
は
、
日
本
に

恨
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
日
本
は
、
西
欧
文
明
を
近
代
化
の
モ
デ
ル

は
、
神
/
天
使
/
人
聞
と
い
う
、三
種
類
の
知
的
存

在
ぞ
想
定
し
て
い
る
。)
第
二
に
、
悪
魔
は
、
人
聞
と

契
約
を
結
ぶ
唱
ア
と
が
で
き
る
。
-
」
れ
は
、神
が
人
間

と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
の
裏
返
し
て
あ
る
。
第
三
に
、

悪
魔
は
、
抽
仰
と
遠
い
、
さ
ま
ざ
ま
に
姿
か
た
ち
を

変
え
て
、
人
聞
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
没
す

る
。
彼
ら
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え

て
神
に
反
対
し
、
人
聞
が
神
に
救
済
さ
れ
る
こ
と

を
妨
げ
、
人
聞
を
神
に
背
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ル
タ

l
は
、
悪
魔
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
。
ヵ

ル
ヴ
ア
ン
は
も
っ
と
徹
底
し
て
、
悪
魔
を
抽
象
化

し
普
遍
化
し
た
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
人
聞

は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
ほ
ど
罪
深
〈
汚
れ
て
お
り
、

ょ
い
と
こ
ろ
が
少
し
も
な
く
、
神
の
助
け
が
な
け

れ
ば
何
ひ
と
つ
正
し
い
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間

は
人
聞
を
信
じ
て
は
な
ら
ず
、
神
を
信
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
は
、
人
び
と
が
互
い
を

悪
魔
と
見
な
す
視
線
を
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
強

固
に
張
り
め
守
ら
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
悪
魔
と
の
論
争
そ
通

じ
て
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
、
鍛
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
宗
教
改
革
の
発
明
、で
な
く
、
も
と
も
と

キ
リ
ス
ト
教
の
出
発
点
だ
っ
た
。
福
音
書
の
伝
え

と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
、
科
学
技
術
や
社
会
制
度

を
移
入
し
た
。
西
欧
文
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基

盤
と
し
て
い
る
。
科
学
技
術
も
社
会
制
度
も
、
こ

の
基
盤
の
う
・
え
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
日
本
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
に
付
随
す
る
論
争
術
も
、

受
容
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
、
儒
教
。
こ
の
二
つ
は
、
異
な

っ
た
文
明
の
異
な
っ
た
言
論
の
シ
ス
テ
ム
を
代
表

し
て
い
る
。
日
本
は
こ
の
ど
ち
ら
か
ら
も
、
論
争

術
を
学
ば
な
か

っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
文
明

か
ら
も
、
学
ば
な
か
っ
た
。
日
本
人
が
論
争
が
下

手
な
の
は
、
要
す
る
に
、
論
争
の
必
要
性
も
、
論

争
の
技
術
も
、
論
争
の
経
験
も
、
欠
け
て
い
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
儒
教
は
、

E
の
よ

う
な
論
争
術
を
発
展
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
順
に

そ
れ
を
考
・え
よ
う
。

ず
直
明
月
一

キ
リ
ス
ト
教
の
場
A
R
「
悪
魔
」
の
観
念
が
も
っ

と
も
重
要
で
あ
る
。

る
荒
野
の
イ
エ
ス
は
、
四

O
日
も
の
断
食
の
あ
と
、

や
っ
て
来
た
悪
魔
と
論
争
す
る
。
悪
魔
は
言
う
、

「
お
前
が
神
の
子
な
ら
、
石
を
パ
ン
に
変
え
て
み
た

ら

E
う
だ
」
。
イ
エ
ス
は
答
え
る
、
「
『人
は
パ
ン
だ

け
で
生
き
る
の
で
は
な
い
。
神
の
口
か
ら
出
る

一

つ
ひ
と
つ
の
言
葉
で
生
き
る
』
(
申
命
記
8
|

3
)
」。
悪
魔
は
ま
た
言
う
、
「
お
前
が
神
の
子
な
ら

飛
び
降
り
た
ら

E
う
だ
、

『神
が
天
使
た
ち
に
命
じ

る
と
、
お
前
の
足
が
石
に
打
ち
当
た
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
天
使
た
ち
は
手
、
て
お
前
を
支
え
る
』

(
詩
篇
引
1
U
)
と
あ
る
」
。
イ
エ
ス
は
答
え
る
、
「
『
お

前
の
神
で
あ
る
主
を
試
し
て
は
な
ら
な
い
』
(
申
命

記
6
!日
)
と
も
書
い
て
あ
る
」
。
悪
魔
も
イ
エ
ス

も
、
聖
書
を
引
用
し
て
議
論
す
る
。
イ
エ
ス
は
悪

魔
と
の
論
争
に
勝
ち
、
悪
魔
(
サ
タ
ン
)
を
斥
け

た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
イ
エ
ス
が
神
の
側
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
れ
は
、
イ

エ
ス
が
神
の

子
で
あ
る
こ
と
の
、
間
接
的
な
論
証
に
な
っ
て
い

ヲ

9
0イ

エ
ス
と
悪
魔
と
の
論
争
か
ら
出
発
し
た
キ
リ

ス
ト
教
。
そ
の
論
争
術
は
、
つ
ぎ
の
特
徴
を
も
っ
。

①
権
威
あ
る
テ
キ
ス
ト
|

|
聖

典
|
|
に
正
し

さ
の
規
準
を
お
く
。

唯
一
神
が
世
界
を
創
造
し
た
と
考
え
る
と
、
こ

の
世
の
悪
を
ど
う
説
明
す
る
か
が
む
ず
か
し
い
。

悪
も
神
が
つ
く
り
出
し
た
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と

も
悪
は
別
の
誰
か
(
た
と
え
ば
悪
魔
)
が
つ
く
り
出

し
た
と
考
・え
る
か
し
か
な
い
か
ら
だ
。

ユ
ダ
ヤ
教

{「旧
約
聖
書
』)
に
は
も
と
も
と
、
悪
魔
の
考
え
方
は

な
か
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
い
つ
の
間
に

か
悪
魔
の
考
え
方
が
根
守
下
ろ
し
た
。
こ
れ
は
、

こ
の
世
を
善
/
悪
の
対
立
と
と
ら
え
る
、

〆

ロ
ア

ス
タ
ー
教
が
姿
を
変
え
て
も
寸
り
こ
ん
だ
の
で
は

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
神
教
の
枠
組
み
で

慈
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
善
の
欠
如
」
と
定

義
す
る
の
が
神
学
的
に
い
ち
ば
ん
す

っ
き
り
し
て

い
る
。
し
か
し
、

一
般
民
衆
も
、
ま
た
異
端
審
問

に
熱
狂
し
た
宗
教
裁
判
所
も
、
悪
魔
の
存
在
を
信

じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
打
倒
す

べ
き
敵
、
究
極
の
反
価
値
と
し
て
、
悪
魔
を
知

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

悪
魔
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一

に
、
悪
魔
は
人
間
で
な
い
。
も
と
は
天
使
で
、
神

を
賛
美
し
て
い
た
が
、
神
に
背
い
た
た
め
地
獄
に

堕
と
さ
れ
た
と
い
う
(
堕
天
使
)
。
(
ち
な
み
に
、神

も
人
間
で
は
な
く
、
別
種
の
生
き
物
、キ
リ
ス
ト
教

186 

②
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
、
解
釈
し
、
論
理
展
開

す
る
論
争
の
主
体
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
で

あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
テ
キ
ス
ト
の
ほ

か
に
、
伝
承
(
ユ
ダ
ヤ
教
の
ミ
シ
ユ
ナ
l
、
イ
ス
ラ
ム

教
の
ハ

デ
ィ
1
ス
)
の
権
威
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
人
び
と
の
あ
い
だ
を
集
合
的
に
伝
わ
っ
た

も
の
な
の
で
、
論
争
は
学
統
主
体
と
な
り
、
個
人

を
析
出
さ
せ
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
は
も
と
も
と
個
人
救
済
の
宗
教
で
あ
る
う
え
、

聖
書
の
権
威
を
極
端
に
重
視
す
る
(
律
法
や
儀
礼

や
伝
承
の
権
威
を
認
め
な
い
)
の
で
、
神
ー
テ
キ
ス

ト
l
個
人
が
ス
ト
レ
ー
ト
な
関
係
に
置
か
れ
る
。

そ
し
て
、①、
②
の
テ
キ
ス
ト
を
、
「
観
察
可
能
な
事

実
」
に
置
き
換
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
論
争
術

が
そ
の
ま
ま
、
実
証
的
な
学
問
(
自
然
科
学
)
の
言

論
の
シ
ス
テ
ム
に
変
成
す
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

一

議

側
一
政
治
の

影
響
を
受
け
る

織

機
一
中
国
的
言
論
の
シ
ス
テ
ム

綴

摺

議

弓

J

そ
れ
で
は
、
中
国
の
言
論
の
シ
ス
テ
ム
は
ど
う

で
あ
ろ
う
力
。

中
国
て
も
、
「
言
論
の
こ
と
は
、

言
論
で
決
着
す

187 



る
」
と
い
う
言
論
の
シ
ス

テ
ム
が
、

立
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
完
全
で
な
い
。
と
い

い
ち
お
う
成

う
の
は
、

中
国
的
な
言
論
の
シ
ス
テ
ム
は
、

社
会

の
他
の
部
分
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
お
ら
ず
、
政

治
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。

中
国
の
論
争
術
ら
、

権
威
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
正

し
さ
の
規
準
を
お
く
。

け
れ
ど
む
中
国
の
場
合
、

一
神
教
が
成
立
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
「
権
威
」

は
政
治
的
に
、

つ
ま
り
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ

て
、
決
定
さ
れ
る
。
儒
教
の
基
本
テ
キ
ス
ト
が
確

定
し
た
の
は
、
秦
漢
帝
国
の
統
一
と
無
関
係
で
な

か
っ
た
し
、
そ
の
権
威
は
、
政
治
情
勢
が
変
化
す

る
た
び
に
、
再
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
、
中
国
の
論
争
術
は
、
い
ち
じ
る

し
く
政
治
的
な
色
彩
を
帯
び
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で

は
、
正
し
き
の
規
準
は
神
(
社
会
外
的
な
不
動
の
原

点
)
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
政
治
権
力
に
対

す
る
個
人
的
抵
抗
が
正
当
化
で
き
る
。
こ
れ
に
対

続
け
た
数
千
年
の
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。
こ
う
い

う
、
他
者
に
対
す
る
し
た
た
か
な
感
覚
は
、
日
本

人
に
真
似
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ぬ

他
者
を
見
失
っ
た
日
本
人

繍側

日
本
人
は
、
中
国
か
ら
漢
字
を
学
ん
だ
あ
と
、

「
権
威
あ
る
テ
キ
ス
ト
」
の
編
纂
に
か
か
っ
た
。
そ

の
目
的
は
、
朝
廷
(
天
皇
の
政
権
)
を
中
国
の
王
朝

に
な
ぞ
ら
え
て
、
正
統
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
出
来
あ
が
っ
た
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
」

は
、
中
国
の
テ
キ
ス
ト
と
い
く
つ
か
の
点
て
異
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
朝
廷
の
征
服
事
業
が
、
神
話
的

な
古
代
の
も
や
に
包
ま
れ
、
歴
史
的
な
事
実
で
あ

る
の
か
は

っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
か
ら

日
本
が
、
翠
(族
の
共
存
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た

か
、
意
識
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
か
な
る

意
味
て
も
人
び
と
の
生
活
を
譲
併
し
な
い
。
儒
教

の
テ
キ
ス
ト
が
、
中
国
人
の
行
動
原
理
を
与
え
て

い
る
の
と
、
好
対
照
で
あ
る
。
要
す
る
に
日
本
人

は
、
社
会
を
自
然
に
運
行
さ
せ
て
お
け
ば
よ
い
と

考
え
、
そ
れ
以
上
の
、
相
対
的
に
独
立
し
た
言
論

の
シ
ス
テ
ム
を
立
ち
上
げ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
異
族
と
し
て
の
他
者
た
ち
を
見
失

っ
た
日
本
人
は
、
個
人
と
し
て
の
自
己
に
対
す
る

他
者
を
見
出
し
た
ろ
う
か
?

キ
リ
ス
ト
教
は
、
悪
魔
の
観
念
に
よ
っ
て
、
閉

じ
民
族
、
同
じ
社
会
、
同
じ
集
団
の
な
か
の
自
己

と
他
者
の
あ
い
だ
に
、
鋭
い
分
割
線
を
引
い
た
。

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
も
っ
て
い
た
本
来
の
可

能
性
の
、
発
展
形
態
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
日
本
人

は
、
同
じ
仲
間
で
あ
る
人
と
人
と
の
あ
い
だ
に

こ
の
よ
う
な
絶
対
の
分
割
線
が
引
け
る
と
い
う
発

想
を
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
な
い
。
人
聞
は
同

質
、
て
、
「
腹
を
割
っ
て
話
せ
ば
ど
ん
な
紛
争
も
解
決

で
き
る
」
が
、
日
本
人
お
気
に
入
り
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
る
。

悪
魔
は
、
他
者
を
、
そ
し
て
自
己
の
内
部
の
邪

悪
な
部
分
を
、
徹
底
し
て
異
化
す
る
視
線
に
対
し

て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
こ
の
視
線
は
、
論

争
に
よ
っ
て
闘
う
べ
き
他
者
を
発
見
す
る
。
そ
も

そ
も
論
争
と
は
、
自
己
と
他
者
を
、
互
い
に
対
立

し
あ
う
両
極
と
み
と
め
、
そ
こ
で
勝
利
を
う
る
た

め
の
よ
く
組
織
さ
れ
た
言
論
活
動
だ
っ
た
。
論
争

は
、
自
分
が
訴
え
か
け
る
べ
き
他
者
に
つ
い
て
の
、

し
て
、
中
国
で
は
、
正
し
き
の
規
準
が
政
治
的
に

変
動
し
う
る
。
そ
こ
で
論
争
て
は
、
自
分
を
正
当

化
で
き
る
政
治
的
文
脈
(
実
力
者
の
応
援
が
あ
る
、

類
似
の
先
例
が
あ
る
、
・

-
)
を
い
か
に
援
用
す
る
か

が
、
ひ
と
つ
の
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

中
国
の
テ
キ
ス
ト
は
、
権
力
の
効
果
を
凝
集
し

た
も
の
で
あ
る
。
権
力
は
、
テ
キ
ス
ト
を
固
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
永
続
を
は
か
る
。
こ
れ

が
歴
史
(
正
史
)
で
あ
り
、
ま
た
古
典
で
あ
る
。
い

っ
ぽ
う
権
力
は
、
テ
キ
ス
ト
の
効
力
に
よ
っ
て
束

縛
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
法
の
支
配
(
法
治
)

が
な
か
な
か
成
立
し
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

中
国
て
ら
た
し
か
に
、
「
言
論
の
こ
と
は
、
言
論

で
決
算
す
る
」。
だ
が
そ
れ
は
、
人
び
と
が
そ
れ
を

支
持
す
る
政
治
的
文
脈
を
受
け
入
れ
た
た
め
で
あ

る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、
明
確
に
言
及
さ
れ
な

い
。
言
論
の
シ
ス
テ
ム
が
独
立
し
て
い
る

t
い
う

外
見
は
、
権
力
に
と
っ
て
も
、
言
論
を
展
開
す
る

当
人
に
と

っ
て
も
、
有
利
な
こ
と
な
の
だ
。

こ
う
し
て
、
中
国
の
論
争
術
は
、
政
治
力
学
に

対
す
る
(
過
度
に
)
鋭
敏
な
感
覚
を
要
求
す
る
。

こ
れ
は
、
異
質
な
他
者
た
ち
が
共
存
を
強
い
ら
れ
、

文
化
的
に
同
化
し
き
れ
な
い
ま
ま
主
導
権
を
争
い

あ
り
あ
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
き
に
始
ま

る
。
(
邪
悪
な
)
他
者
に
つ
い
て
の
想
像
力
を
欠

き
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
己
と
他
者
の
区
別
さ
え

は
っ
き
り
し
な
い
日
本
人
に
、
論
争
が
で
き
よ
う

道
理
は
な
い
。

懇
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斗
綴

幸
か
不
幸
か
、
論
争
は
学
び
う
る
。
少
な
く
と

も
、
科
学
を
日
本
人
が
ど
う
に
か
こ
な
し
た
程
度

に
は
学
び
う
る
。
気
が
つ
け
ば
、
日
本
は
国
際
社

会
の
な
か
で
、
ま
さ
に
他
文
明
に
取
り
巻
か
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
。
日
本
人
が
他
者
を
発
見
し
よ

う
と
し
ま
い
と
、
先
方
は
と
っ
く
に
日
本
を
、
他

者
と
し
て
見
て
い
る
の
だ
。
す
で
に
論
争
は
始
ま

っ
て
い
る
。
賢
明
な
日
本
人
な
ら
、
論
争
の
ル
ー

ル
を
い
ち
早
く
理
解
し
、
少
な
く
と
も
ル
ー
ル
違

反
で
退
場
に
な
ら
な
い
程
度
に
は
、
論
争
の
訓
練

に
と
り
か
か
る
、べ
き
で
は
な
い
か
。
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