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小
木
曽　

こ
れ
か
ら
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
始
し

ま
す
。
時
間
が
限
ら
れ
て
お
り
、
短
い
時
間
で
の
パ

ネ
ル
と
な
り
ま
す
が
、
最
初
に
会
場
か
ら
た
く
さ
ん

の
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
講
師
の
方
か
ら
ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
す
。

順
に
、
お
一
人
五
分
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

清
水　

ま
ず
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
の
標
準
語
化
の

歴
史
を
簡
単
で
い
い
か
ら
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う

ご
質
問
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇

世
紀
に
か
け
て
日
本
で「
国
語
」「
標
準
語
」
が
問
題

に
な
る
と
申
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
ド
イ

ツ
人
の
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
と
か
、
イ
タ
リ
ア
人

の
国
家
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
が
で
き
る
の
は
、
明

治
維
新
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
時
期
で
す
。
イ
タ

リ
ア
が
イ
タ
リ
ア
王
国
と
し
て
統
一
さ
れ
た
の
は

一
八
六
一
年
、
ド
イ
ツ
も
プ
ロ
イ
セ
ン
が
力
を
伸
ば

し
て
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
の
が
一
八
七
一
年
で

す
。
フ
ラ
ン
ス
が
普
仏
戦
争
で
負
け
て
新
し
い
時
代

に
は
い
る
の
も
そ
の
時
期
で
す
。
一
九
世
紀
半
ば
以

降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
語
と
か
イ

タ
リ
ア
語
と
か
の「
○
○
語
」
が「
国
民
」「
国
家
」
と

結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
、
そ
こ
で「
正
書

法
」
や
そ
の
言
語
に
お
け
る
言
語
教
育
、
つ
ま
り
国

語
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

国
の
議
会
で
ど
ん
な
言
葉
を
使
う
べ
き
か
、
使
っ
て

は
い
け
な
い
か
と
い
っ
た
議
論
も
さ
れ
ま
す
。
日
本

が
国
語
・
標
準
語
議
論
を
展
開
す
る
ほ
ん
の
少
し
前

の
時
代
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
い
わ
ゆ
る
国
語
の
時

代
に
は
い
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
国
語
改
革
運
動
の
流
れ
は
、

そ
う
し
た
欧
州
で
の
国
民
国
家
形
成
の
流
れ
を
か
な

り
意
識
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
話
の
補
足
に
も
な
る
あ
り
が
た
い
質
問
で
し

た
。

　

ま
た
、
複
数
の
方
か
ら
、
学
制
と
並
べ
て
指
摘
し

た
徴
兵
令
に
関
し
て
、「
徴
兵
令
に
よ
っ
て
日
本
中
の

若
い
男
性
が
軍
隊
に
集
め
ら
れ
、
そ
こ
で
あ
る
種
の

軍
隊
言
葉
、
軍
隊
教
育
に
よ
る
共
通
言
語
と
い
っ
た

も
の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
言
語
の
共
通
語
化
、
標

準
語
化
に
ど
ん
な
役
割
を
負
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
評
価
を
も
っ
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
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う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
私
も
前
か

ら
考
え
て
は
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
整

理
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
今
後
の

宿
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
軍
隊
に
徴
兵
で
は
い
っ
て
く
る
よ
う
な

人
た
ち
は
、
わ
り
に
地
方
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て「
○

○
連
隊
」
を
構
成
し
ま
す
の
で
、
兵
卒
レ
ベ
ル
で
は

案
外
、
方
言
的
な
色
彩
が
強
く
生
き
残
っ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
軍
隊
を
考
え
て
い
く
と
き
、
陸

軍
と
海
軍
と
で
性
格
が
随
分
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ち
ょ
っ
と
ず
れ
た
答
え
に
な
り
ま
す
が
、
国
語
問

題
・
国
語
教
育
を
論
ず
る
と
き
、
国
民
の
ど
の
層
を

想
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
明
治
末

年
に
漢
字
や
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
が
あ

り
ま
し
た
。
小
学
校
教
育
し
か
受
け
ら
れ
な
い
人
々

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
よ
り
や
さ
し
い
表
音
式
仮
名
遣

い
に
す
る
か
、
当
時
で
言
う
と
国
民
の
何
パ
ー
セ
ン

ト
に
も
な
ら
な
い
中
学
以
上
に
進
学
で
き
る
人
た
ち

に
期
待
し
て
、
歴
史
的
な
仮
名
遣
い
を
採
用
す
る

べ
き
か
、
と
い
う
深
刻
な
論
争
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ

の
と
き
、
陸
軍
の
代
表
で
出
て
く
る
の
が
軍
医
総
監

の
森
鴎
外（
一
八
六
二
〜
一
九
二
二
）
で
す
。
彼
は
、

「
陸
軍
の
意
見
も
聞
い
て
私
は
言
う
の
だ
」
と
脅
し

を
か
け
て
、
激
烈
な
表
音
式
仮
名
遣
い
批
判
を
し
て

歴
史
的
仮
名
遣
い
を
使
う
べ
し
と
主
張
し
ま
す
。
一

方
、
海
軍
の
代
表
は
伊
地
知
彦
次
郎（
一
八
六
〇
〜

一
九
一
二
）と
い
う
日
露
戦
争
時
の
戦
艦
三
笠
の
艦
長

で
、
当
時
の
海
軍
教
育
本
部
の
部
長
で
す
。
伊
地
知

は「
海
軍
と
し
て
は
将
兵
の
教
育
の
た
め
に
は
仮
名

遣
い
は
簡
単
な
ほ
う
が
い
い
」
と
主
張
し
、
表
音
式

仮
名
遣
い
を
進
め
る
よ
う
議
論
し
て
い
き
ま
す
。
軍

隊
の
問
題
を
考
え
て
い
く
と
き
、
陸
軍
が
ど
う
だ
っ

た
か
、
海
軍
が
ど
う
だ
っ
た
か
も
き
ち
ん
と
見
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
生
き
証
人
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
、
い
よ
い
よ
最
高
齢
者
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
今
の
う
ち
に
や
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
題
と
し
て
受
け
止
め
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

他
に
も
い
く
つ
か
質
問
を
受
け
て
お
り
ま
す
が
、

時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
で
お
答
え
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

小
林　

ま
ず
、「
文
末
の「
わ
」
は
江
戸
時
代
で
は
男

女
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
女

性
語
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
機
能
す
る
ま
で
に
、
男
性

の
会
話
文
へ
の
現
れ
方
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

で
し
ょ
う
」
と
い
う
ご
質
問
が
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
気
づ
き
と
か
言
い
捨
て
の
文
末
辞
と
し
て
、
男

性
は
そ
の
ま
ま
「
〜
だ
ワ
」「
あ
っ
た
ワ
」（
ワ
は
下
降

調
）
で
、
現
在
の
関
西
弁
の「
ワ
」
と
同
じ
で
す
ね
。

そ
ん
な
感
じ
で
江
戸
期
で
も
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
「
わ
い
」
は
、
男
性
も
女
性
も
け
っ
こ
う
使
っ
て
い

ま
す
。
今
も
方
言
に
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
〜
だ
わ
い
」「
〜
で
す
わ
い
」
と

か
。
江
戸
時
代
の
講
義
や
説
教
の
場
で
、「
〜
わ
い
」

な
ど
は
、
最
後
を
し
め
く
く
る
文
体
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
女
性
の
場
合
、
私
が
言
い
た
い

の
は
、「
わ
い
な
」「
わ
い
の
」
と
か
、
あ
る
と
き
に
は

「
わ
い
な
あ
」「
わ
い
の
う
」
と
か
、
す
ご
く
艶
め
か
し

清水 康行
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い
音
調
を
か
け
る
と
、
遊
里
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

ば
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
再
生
産
さ
せ
て

明
治
の〝
新
し
い
女
〞
の
自
己
主
張
を
表
す
「
〜
わ
」

が
で
き
た
プ
ロ
セ
ス
を
見
つ
め
直
す
こ
と
の
重
要
性

で
す
。
男
性
は
言
い
捨
て
と
い
う
表
現
法
で「
〜
ワ
」

を
使
っ
て
い
き
ま
す
が
、
女
性
た
ち
は
そ
う
で
は
な

い
か
た
ち
で
、「
で
す
」「
ま
す
」
に
も
あ
う
か
た
ち
の

も
の（
音
調
・
抑
揚
）
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
。
幕
末

か
ら
明
治
二
、三
十
年
、
も
う
少
し
ス
パ
ン
を
長
く
言

う
と
三
〇
年
、
六
〇
年
か
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
選
び
取
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、「
江
戸
語
的
な
「
わ
」
と
、
明
治
の

お
嬢
様
こ
と
ば
的
な
「
わ
」に
は
、
接
続
す
る
語
の
違

い
な
ど
、
形
式
的
な
差
異
は
見
ら
れ
ま
す
か
」
と
い

う
ご
質
問
で
す
。
や
は
り
、
江
戸
時
代
後
期
〜
幕
末

の
女
性
た
ち
が
自
己
主
張
の
手
段（
表
現
法
）と
し
て

「
わ
」
を
使
お
う
と
し
た
と
き
、
投
げ
出
す
の
で
は
な

く
、「
で
す
」「
ま
す
」に
つ
け
て
冷
静
で
丁
寧
な
説
得

力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
使

い
こ
ま
れ
、
広
く
真
似
さ
れ
て
、
後
に
は
、
も
う
女

学
生
の
会
話
の
月
並
み
な
文
末
辞
と
な
っ
て
い
く
。

女
学
生
の
会
話
で「
〜
だ
わ
」「
困
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
」

の
よ
う
な
言
い
方
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
と
、
も
う

形
式
的
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
漱
石
作

品
の
女
学
生
の
会
話（
た
と
え
ば
、『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』の
雪
江
さ
ん
）に
は
、
そ
の
可
能
性
が
強
い
。
同

じ
作
品
で
も
女
学
生
な
の
か
、
女
学
校
を
出
て
ま
だ

間
も
な
い
の
か
、
随
分
年
数
が
た
っ
て
い
る
の
か
な

ど
、
年
代
差
と
文
脈
の
な
か
で
読
み
解
い
て
い
く
ほ

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
お
姉
言
葉
に
つ
い
て
、
最
近
外
国
人
研
究

者
の
本
が
出
ま
し
た
が
」
と
い
う
前
置
き
が
あ
り
ま

し
た
が
、
私
ち
ょ
っ
と
不
勉
強
で
、
ど
う
い
う
本
な

の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
と
で
検
索
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
コ
メ
ン
ト
の
続
き
は
、「
従
来
研
究
を
さ
れ
て

き
た
女
こ
と
ば
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
先
生

は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
お
姉
こ
と
ば
と
女
こ
と
ば
は
、
も
ち
ろ
ん

歌
舞
伎
が
最
盛
期
の
こ
ろ
、
女
形
と
言
わ
れ
る
人
の

声こ
わ
ね音

や
セ
リ
フ
は
、
わ
り
と
遊
里
の
こ
と
ば
と
重
な

る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
真
似
る
の
は
江
戸

時
代
に
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
っ
て

お
ら
れ
る
の
は
、
明
治
後
半
以
降
完
成
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る「
で
す
わ
」「
だ
わ
」「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」「
嘘

で
す
も
の
」「
よ
く
っ
て
」
の
よ
う
な
女
こ
と
ば
を
指

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、

私
が
さ
き
ほ
ど
ご
説
明
し
た
自
己
主
張
に
ふ
さ
わ
し

い
言
い
方
を
求
め
て
選
び
取
っ
た
、
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
で
き
あ
が
る
、
苦
心
の「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
素
敵
な
女
学
生
や
女
学

生
あ
が
り
の
若
い
女
性
た
ち
が
使
う
女
こ
と
ば
で
す
。

ち
ょ
っ
と
素
敵
な
お
嬢
様
や
そ
の
お
姉
さ
ま
た
ち
が

使
っ
て
い
る
の
を
、
男
性
で
そ
う
い
う
姿
勢
・
口
調

を
真
似
す
る
こ
と
を
職
業
上
選
ん
だ
人
が
使
う
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

　

現
代
、
そ
の
こ
と
ば
さ
え
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
は「
〜
よ
ね
ー
」「
な
ん
ぼ
ー
」

の
よ
う
な
言
い
方
が
多
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

ち
ょ
っ
と
年
代
が
上
の
お
す
ぎ
と
ピ
ー
子
さ
ん
は
、

「
〜
だ
わ
」「
す
ご
い
の
」「
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ

小林 千草
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た
わ
」
と
い
う
ふ
う
に
年
代
差
が
出
て
い
ま
す
。
お

す
ぎ
と
ピ
ー
子
さ
ん
の
よ
う
な
方
が
減
っ
て
い
く

と
、「
わ
」
そ
の
も
の
も
〝
お
姉
こ
と
ば
〞
と
し
て
か

な
り
使
わ
れ
る
数
が
落
ち
て
い
く
。
一
方
、「
〜
だ
よ

ね
ー
」
と
か
い
う
こ
と
ば
は
ま
だ
ま
だ
生
き
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

コ
メ
ン
ト
の
最
後
に
、「
お
姉
こ
と
ば
が
現
実
の
女

性
の
話
し
こ
と
ば
に
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
し
ょ

う
か
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
新
し
い
、
今
の
女
の
子
た
ち
が
、

男
こ
と
ば
を
少
し
使
い
つ
つ
、
女
性
と
し
て
、
自
分

は
こ
れ
が
い
い
な
っ
て
思
っ
た
か
た
ち
を
つ
く
っ
て

い
き
、
そ
れ
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

一
つ
の
流
れ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
真
似
る
次
世
代
の

新
た
な
〝
若
い
お
姉
た
ち
〞
が
生
ま
れ
て
く
る
か
な
と

思
い
ま
す
。

　
「
わ
」
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
私
が
と
て
も
気
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
た
記

事
で
す
が
、
大
島
優
子
さ
ん
の
言
動
に
対
し
て
、
大

島
さ
ん
を
と
て
も
信
奉
し
て
い
る
宮
澤
さ
ん
と
い
う

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
一
人
が
言
っ
た
こ
と
ば
の
表
記
形
態
に

あ
り
ま
す
。「
大
島
優
子
す
ご
く
な
い
？　

こ
ん
な
ふ

う
に
生
き
た
か
っ
た
わ
。
誇
り
だ
わ
」
と
、「
わ
」
を

使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ｗ
ｅ
ｂ
記
事
に
反

映
さ
れ
た
会
話
文
と
し
て
の「
わ
」で
す
が
、
正
確
に

は
、
従
来
の
女
こ
と
ば
の「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

同
時
に
「
舌
を
ま
い
て
い
た
」
と
い
う
文
脈
が
あ
る

の
で
、「
こ
ん
な
ふ
う
に
生
き
た
か
っ
た
ワ
。
誇
り
だ

ワ
」
の
よ
う
に
強
め
て
下
降
調
に
発
音
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
が
、
文
字
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
ま

ま
「
わ
」で
、
し
か
も
平
仮
名
な
ん
で
す
ね
。
よ
く
注

意
し
て
見
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
〇
〇
年
後
二
〇
〇
年
後
の
国
語
史
を
研
究
す
る
人

は
、
女
性
語
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
用
法
な
の
か
、

下
降
調
の
強
調
表
現
と
し
て
の
も
の
な
の
か
、
音
声

が
伴
わ
な
け
れ
ば
判
定
が
大
変
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま

す
。
こ
の
事
例
を
も
っ
て
、「
わ
」
の
研
究
の
し
に
く

さ
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上

で
す
。

田
中　

ま
ず
、
コ
ー
パ
ス
の
使
い
方
に
関
し
て
、

「「
努
力
」
と「
つ
と
め
る
」
の
よ
う
な
類
義
語
の
存

在
は
検
索
で
き
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。
今
の

コ
ー
パ
ス
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
国
語
研
究
所

が
出
し
て
い
る『
分
類
語
彙
表
』（
大
日
本
図
書
）
を

使
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
日
、「
優
秀
」
と「
す

ぐ
れ
る
」
な
ど
七
〜
八
語
の
類
義
語
の
関
係
を
グ
ラ

フ
で
お
示
し
し
ま
し
た
。
意
味
に
よ
っ
て
語
彙
を
分
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類
し
て
あ
る『
分
類
語
彙
表
』と
い
う
語
彙
リ
ス
ト
に

は
、「
優
秀
」
あ
る
い
は「
す
ぐ
れ
る
」
を
引
く
と
そ

の
類
義
語
が
数
十
語
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
す

べ
て『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
検
索
し
て
使
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
○
○
と
い
う
語
彙
の
類
義

語
を
調
べ
た
い
と
決
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
よ

う
な
や
り
方
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
今
日
お
話
し
し

た
、
解
析
を
し
て
単
語
に
分
け
て
見
出
し
語
を
つ
け

る「U
niD

ic

」
を
使
う
と
、
コ
ー
パ
ス
に
使
わ
れ
て

い
る
単
語
の
五
十
音
順
の
頻
度
表
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
五
十
音
順
の
単
語
表
が
で
き
た
ら
、『
分

類
語
彙
表
』
の
リ
ス
ト
も
電
子
化
さ
れ
た
も
の
が
申

請
す
れ
ば
手
に
は
い
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
み
と

見
出
し
語
と
で
関
連
づ
け
て
一
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
入
れ
る
こ
と
で
、
類
義
語
の
頻
度
表
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、『
分
類
語
彙
表
』の
単
語

の
単
位
と「U

niD
ic

」
の
単
語
の
単
位
が
か
な
り
違

い
ま
す
の
で
、
今
言
っ
た
機
械
的
な
や
り
方
だ
け
だ

と
、
か
な
り
採
り
落
と
し
が
あ
り
ま
す
。
一
応
目
安

と
し
て『
分
類
語
彙
表
』
を
機
械
的
に
使
え
ま
す
が
、

ま
だ
そ
の
ま
ま
使
え
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

見
直
し
を
し
て
、
手
で
直
し
て
い
く
段
階
を
経
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
国
語
研
究
所
の
事
業
の
目
標
と
し

て
、
将
来
的
に
は
、『
分
類
語
彙
表
』の
よ
う
な
意
味

分
類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
コ
ー
パ
ス
と
を
関
連
づ
け

て
、
言
語
資
源
が
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
お
り
ま
す
が
、
現
段
階
で
は
今
申
し
上
げ
た
よ

う
な
通
り
で
す
。

　

次
は
、「
当
て
字
の
よ
う
な
も
の
が
和
語
の
ふ
り
が

な
に
つ
い
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
」
と
い
う

質
問
で
す
。

　
『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
は
、
ふ
り
が
な
も
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
に
は「
ひ
ま

わ
り
」
と
い
う
検
索
ソ
フ
ト
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
で「
ふ
り
が
な
を
検
索
す
る
」
と
い
う
欄
に
「
つ

と
め
る
」
と
入
力
す
る
と
、「
つ
と
め
る
」
と
い
う
ふ

り
が
な
が
つ
い
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
表
記
の
語
彙
が

検
索
で
き
ま
す
。
以
上
が
「
コ
ー
パ
ス
」の
使
い
方
に

つ
い
て
の
ご
質
問
で
す
。

　

次
は
、「
類
義
語
の
関
係
の
う
ち
、「
つ
と
め
る
」

「
努
力
す
る
」
と
い
う
ペ
ア
と
、「
す
ぐ
れ
る
」「
優
秀
」

と
い
う
ペ
ア
は
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
質
問
で
す
。
今
日
お
話
し
し
た
こ
と
は
、

日
本
語
に
漢
語
が
溶
け
込
む
と
い
う
話
で
す
。
漢
語

が
日
本
語
に
溶
け
込
ん
だ
主
な
理
由
は
、
意
味
の
変

化
に
よ
っ
て
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
意
味
変
化
は
、

漢
語
だ
け
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
対
義
語
、

類
義
語
の
全
体
に
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。「
つ
と
め

る
」
と「
努
力
す
る
」、「
す
ぐ
れ
る
」
と「
優
秀
」
も
、

そ
れ
か
ら
「
あ
ら
わ
す
」「
あ
ら
わ
れ
る
」
と「
実
現
す

る
」「
表
現
す
る
」
も
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
流
れ
を

と
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
和
語
と
漢
語
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
な
の
か
、

違
う
使
い
分
け
を
す
る
の
か
は
、
個
々
の
類
義
語

群
、
あ
る
い
は
同
じ
類
義
語
群
の
な
か
で
、
ど
の
語

と
ど
の
語
を
比
べ
る
か
で
違
い
ま
す
。
し
か
し
、
基

本
的
に
、
和
語
を
含
む
一
連
の
類
義
語
群
の
変
化
の

な
か
で
、
漢
語
の
日
本
語
化
、
日
本
語
へ
の
溶
け
込

み
が
進
ん
だ
と
い
う
点
で
は
、
同
様
に
考
え
て
よ
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
コ
ー
パ
ス

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝

わ
っ
た
と
し
た
ら
、
私
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
思

田中 牧郎
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い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
た
と
え
ば
、「
実
現
」「
表
現
」「
優
秀
」

と
表
に
例
示
さ
れ
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
和
製
漢
語

な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
と
、
そ
れ
か
ら

関
連
し
て
、「
グ
ラ
フ
で
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に

減
っ
て
い
く
漢
語
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
漢
語
の

中
身
に
つ
い
て
和
製
漢
語
・
新
漢
語
と
、
も
と
も
と

使
わ
れ
て
い
た
漢
語
と
、
意
味
変
化
を
起
こ
し
た
漢

語
の
比
率
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

　

ま
ず
、
個
々
の
漢
語
が
和
製
漢
語
か
ど
う
か
を
調

べ
る
の
は
大
変
で
す
。
中
国
に
な
い
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
事
実
上

不
可
能
で
す
。『
大
漢
和
辞
典
』や
、
中
国
の
主
要
な

作
品
の
索
引
類
、
あ
る
い
は
中
国
で
構
築
さ
れ
て
い

る
中
国
語
コ
ー
パ
ス
を
見
た
う
え
で
、
一
つ
ひ
と
つ

見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
今

日
扱
っ
た
中
で「
努
力
」
は
、
中
国
に
存
在
が
確
認
で

き
ま
す
が
、
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

中
国
で
使
わ
れ
た
実
績
が
あ
っ
て
も
、
今
日
お
話
し

し
た
よ
う
な
和
語
と
の
意
味
関
係
に
お
い
て
日
本

語
で
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
意
味
用
法
ま
で
含
め
れ

ば
、
今
日
扱
っ
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
日
本

で
使
わ
れ
始
め
た
漢
語
、
日
本
的
な
使
わ
れ
方
を
し

た
漢
語
で
す
。
そ
の
使
わ
れ
方
の
は
じ
ま
り
は
、
特

に
中
国
語
と
は
関
係
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
齋
藤
先
生
が
扱
わ
れ
た
よ
う

に
、
最
初
に
英
華
辞
典
な
ど
を
見
る
、
あ
る
い
は
洋

学
者
、
漢
学
者
な
ど
が
自
分
が
学
ん
で
き
た
漢
籍
の

知
識
を
も
と
に
、
使
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
国
語
で
使
わ
れ
て
い
た

単
語
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
広
い
意
味
で

和
製
漢
語
と
言
っ
て
よ
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
比
率
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一

語
一
語
コ
ー
パ
ス
の
用
例
の
分
析
を
し
て
、
こ
れ
は

こ
の
タ
イ
プ
、
こ
れ
は
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
業
は

ま
だ
ま
だ
大
変
で
す
。
タ
イ
プ
別
の
比
率
を
知
る
こ

と
は
、
意
味
・
用
法
を
分
析
す
る
作
業
を
経
た
う
え

で
な
い
と
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

齋
藤　

い
た
だ
い
た
質
問
に
順
番
に
お
答
え
し
ま
す
。

ま
ず
、「
学
術
用
語
か
ら
現
代
で
も
普
通
に
使
わ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
他
に
な
に
か
あ
る
か
」
と
い

う
質
問
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
面
か
ら
お

話
し
し
ま
す
。
一
つ
は
、
今
日
お
話
し
し
た「
雰
囲

気
」
と
似
た
よ
う
な
経
緯
を
持
つ
語
彙
に
「
風
化
」
が

あ
り
ま
す
。「
経
験
が
風
化
す
る
」「
体
験
が
風
化
す

る
」
と
最
近
は
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と「
風

化
」
の「
風
」
も
「
化
」
も
よ
い
意
味
で
し
た
。
文
化

が
そ
こ
に
行
き
渡
る
と
か
、
徳
が
行
き
渡
る
と
い
う

よ
う
な
儒
学
的
な
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
と
は

別
に
、
中
国
の
本
草
学
、
さ
ら
に
は
日
本
の
蘭
学
で

も
、
石
灰
の
分
解
な
ど
と
関
係
し
て「
風
化
」
と
い

う
語
が
現
れ
て
、
こ
れ
が
近
代
の
地
質
学
の
用
語
の

「
風
化
」
と
い
う
翻
訳
語
と
結
び
つ
き
ま
す
。
さ
ら
に

そ
れ
が
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
一
般
に
も
広
ま
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
科
学
技
術
用
語
が
普
通
の
用
語

と
し
て
も
広
が
っ
た
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、

自
然
観
察
や
地
質
学
系
、
気
象
学
系
の
言
葉
に
そ
の

よ
う
な
も
の
が
多
い
の
か
な
と
、
な
ん
と
な
く
感
じ

て
お
り
ま
す
。

齋藤 希史
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も
う
一
つ
は
、
今
日
の
話
だ
と
、
ま
る
で
明
治
の

は
じ
め
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
っ
た
印
象
を

お
持
ち
に
な
ら
れ
た
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

じ
つ
は
、
も
う
一
つ
波
が
あ
る
よ
う
で
す
。
た
と
え

ば
、
前
に
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、「
観
光
」「
福
祉
」
は
今
で
も
普
段
よ
く
使
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
治
期
の
末
ご
ろ
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
、
特
に
政
府
や
役
所
側
が
使
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
土
屋
先
生
が
言
わ
れ
た
帝

国
文
語
の
世
界
、
大
日
本
帝
国
語
と
い
う
か
た
ち
で
、

こ
う
い
っ
た
漢
語
が
多
用
さ
れ
て
定
着
し
て
い
く
過

程
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
波
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
外
国
語
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
が
氾
濫
し
て

い
る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ん
か
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
か
」

と
い
う
質
問
で
す
。

　

こ
う
い
う
翻
訳
語
の
位
相
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

柳や
な

父ぶ

章あ
き
らさ
ん
な
ど
は「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
と
表
現
さ

れ
た
り
、
鈴
木
孝
夫
さ
ん
は「
ニ
ー
ズ
」
と
い
う
言

葉
は
、
英
語
の「
ニ
ー
ズ
」
の
翻
訳
じ
ゃ
な
く
、「
需

要
」「
必
要
」
と
い
っ
た
漢
語
を
「
ニ
ー
ズ
」
に
言
い

換
え
て
い
る
だ
け
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
翻
訳
語
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
う
え
で
な

お
、
何
か
私
が
言
う
と
す
れ
ば
、
近
代
の
日
本
語
は
、

こ
の
語
彙
は
表
面
的
に
こ
う
だ
け
ど
、
そ
の
裏
側
に

何
か
つ
い
て
い
ま
す
よ
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
向

こ
う
側
が
見
え
な
い
翻
訳
の
シ
ス
テ
ム
を
内
包
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
わ
れ

わ
れ
は
、
な
ん
と
い
う
か
、
非
常
に
注
意
深
く
、
敏

感
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

一
方
で
、
日
本
語
の
語
彙
の
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
が
、
向
こ
う
側
が
見
え
な
い
、
意
味
が
わ
か

ら
な
い
、
な
ん
と
な
く
わ
か
ら
な
い
言
葉
で
も
使
え

て
し
ま
う
文
体
を
、
私
た
ち
の
言
葉
が
獲
得
し
て
し

ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
功
罪
両
方
含
め
て
常
に
意
識

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
ま
す
。

土
屋　
「
ど
の
講
師
へ
の
質
問
で
す
か
」
と
い
う
欄
で

「
特
に
な
し
」
と
お
答
え
い
た
だ
い
た
質
問
の
な
か
か

ら
、
私
で
答
え
ら
れ
る
範
囲
で
答
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。「
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
大
勢
向
け
の

メ
デ
ィ
ア
が
方
言
衰
退
を
加
速
さ
せ
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
い
か
が
で
す
か
」

　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
ラ
ジ
オ
は
、
標
準
語

を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
し
、
方
言
な
ど
を
放

送
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
崩
れ
た
の
が
、
こ
こ
一
四
、五
年
ほ
ど
と
思
い
ま

す
。「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
と
か
い
ろ
い
ろ
な
番
組
で
、
今

や
方
言
が
流
行
り
で
す
が
、
あ
れ
は「
も
ど
き
方
言
」

と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
方
言
な
ん
だ
け

ど
、
い
く
ら
か
わ
か
る
よ
う
に
つ
く
っ
た
方
言
で
す
。

な
の
で
、
あ
る
種
つ
く
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
が
今
流
行

り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
し
い
現
象
で
、
別

の
話
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
漢
文
や
古
典
は
明
治
以
前
ま
で
は
特

定
階
層
の
も
の
で
し
た
が
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
も

内
容
や
教
え
方
は
同
じ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
国

語
教
育
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
質
問
で
す
。

土屋 礼子
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基
本
的
に
、
漢
文
や
古
典
は
中
等
以
上
の
教
育
で

行
わ
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
初
等
教
育
の
範
囲
で
は

な
く
、
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
人
た
ち
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
漢
文
や
古
典
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
四
書
五

経
か
ら「
源
氏
物
語
」
ま
で
い
ろ
い
ろ
幅
が
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
の
ど
れ
を
選
ぶ
か
は
そ
の
時
代
に
よ
っ
て

か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
基
本
的
に
男

性
と
女
性
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
学
校
で
し
た
の
で
、
女

性
向
け
に
選
ば
れ
た
古
典
は
、
た
と
え
ば『
源
氏
物

語
』
と
い
っ
た
和
歌
、
和
文
を
中
心
と
し
た
も
の
が

中
心
だ
っ
た
し
、
男
性
向
け
に
は
四
書
五
経
的
な
も

の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
、
た

と
え
ば『
源
氏
物
語
』は
、
戦
時
中
は
不
謹
慎
で
あ
る

と
い
う
か
、
あ
ま
り
適
正
で
な
い
と
い
う
の
で
抑
圧

さ
れ
た
り
し
ま
す
。
一
通
り
の
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
漢
文
の
教
育
に
つ
い
て
、
素
読
か
ら
講
読

に
は
い
る
と
い
う
手
順
は
ど
ん
ど
ん
崩
れ
て
ゆ
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
学
校
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
と

き
、
無
理
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
日
露
戦
争

（
一
九
〇
四
〜
〇
五
）
頃
ま
で
は
漢
学
塾
が
さ
か
ん
に

あ
っ
て
、
そ
こ
で
基
本
的
に
江
戸
時
代
と
同
じ
よ
う

な
か
た
ち
の
教
育
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
後
、
学
校
教
育
に
統
一
さ
れ
て
い
く
段
階

に
お
い
て
、
か
な
り
変
わ
っ
た
と
、
非
常
に
大
雑
把

で
す
け
れ
ど
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
標
準
語
の
確
立
過
程
で
も
各
地
の
方

言
や
、
植
民
地
地
域
の
言
葉
を
維
持
し
て
い
こ
う
、

守
ろ
う
と
い
う
研
究
や
政
策
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
質
問
。
こ
れ
に
は
答
え
づ
ら
い
の
で

す
が
…
…
。
た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
で
す
と

か
、
い
ろ
ん
な
方
言
や
植
民
地
の
言
葉
の
研
究
を
言

語
学
者
が
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
国
語
政
策
と
裏
表
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ

れ
を
守
ろ
う
と
い
う
政
策
的
な
も
の
が
あ
っ
た
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
方
言
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
守
ろ
う
と

い
う
よ
う
な
運
動
と
し
て
私
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る

の
は
、
識
字
の
関
係
か
ら
言
う
と
、
綴
り
方
教
育
、

綴
り
方
の
運
動
で
す
ね
。
あ
れ
は
言
文
一
致
運
動
が

始
ま
っ
て
、
し
ば
ら
く
た
っ
た
時
期
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
生
活
の
な
か
で
の
方
言
も
含
め
て
、
そ
の

生
活
の
言
葉
で
書
こ
う
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち

に
教
育
す
る
と
い
う
や
り
方
で
し
た
。
こ
れ
は
標
準

語
か
ら
は
ず
れ
た
表
現
で
も
書
い
て
い
こ
う
と
い
う

部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
で
す
。

小
木
曽　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
残
り
が

一
〇
分
足
ら
ず
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
に
は
明
ら
か
に
時
間
が
不
足

し
て
い
ま
す
が
、
質
問
の
補
足
、
あ
る
い
は
他
の
方

へ
の
質
問
で
補
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
水

先
生
お
願
い
し
ま
す
。

清
水　

国
語
研
究
所
の
方
に
お
答
え
い
た
だ
い
た

ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
質
問
が
私
の
と
こ
ろ
に
き
て

い
ま
す
。「
国
語
改
良
志
向
の
流
れ
が
昭
和
二
三

（
一
九
四
八
）
年
の
国
語
研
究
所
設
立
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
、
現
代
に
お
け
る
、
特

に
ロ
ー
マ
字
入
力
に
お
け
る
正
書
法
の
不
在
、
不
確

立
を
嘆
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
質
問
が
あ
り
ま
す
。
国

語
改
革
、
あ
る
い
は
そ
の
正
書
法
と
か
仮
名
遣
い
と

国
語
研
究
所
と
の
か
か
わ
り
を
、
田
中
さ
ん
な
り
、

小
木
曽
さ
ん
な
り
か
ら
簡
単
に
ご
説
明
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

田
中　

そ
れ
で
は
、
私
が
国
語
研
究
所
の
職
員
、
研

究
員
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
申
し
上
げ

ま
す
。
今
日
の
先
生
方
の
ご
講
演
に
あ
っ
た
通
り
、

確
か
に
文
部
省
、
文
化
庁
と
続
い
て
き
た
国
語
政
策

の
流
れ
は
戦
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
に
清
水

先
生
の
ご
講
演
に
あ
っ
た
通
り
、
そ
の
直
接
的
な
流
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れ
は
上
田
萬
年（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
）
や
、「
国

語
調
査
委
員
会
」（
一
九
〇
二
）
か
ら
始
ま
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、
上
田
以
前
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
者

た
ち
が
、
近
代
の
日
本
語
を
ど
う
す
べ
き
か
を
論
じ

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
日
紹
介
し
た『
明
六

雑
誌
』
な
ど
に
も
洋
学
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
言

語
論
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
体
制
が
整
っ
て
、
国

立
国
語
学
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
三
年

で
し
た
が
、
国
の
言
語
研
究
機
関
を
つ
く
る
、
つ
く

り
た
い
と
い
う
願
い
は
戦
前
か
ら
続
い
て
き
て
、
そ

れ
が
昭
和
二
三
年
に
実
現
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
現
在
も
国
立
の
国
語
研
究
所
は
日
本
語

を
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
る
使
命
は
引
き
続
き
持
っ

て
い
ま
す
。
ご
質
問
の
よ
う
に
、
正
書
法
が
確
立
し

て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
国
語
政
策
で
は
、
文
字
表
記
に
関
す
る
施

策
は
、
仮
名
遣
い
、
当
用
漢
字
、
常
用
漢
字
と
か
な

り
や
ら
れ
て
き
て
お
り
、
一
定
の
成
果
は
あ
が
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
小
林
先

生
が
扱
っ
て
く
だ
さ
っ
た
話
し
こ
と
ば
で
の
こ
と
ば

遣
い
や
、
私
が
扱
っ
た
よ
う
な
語
彙
、
そ
し
て
齋
藤

先
生
が
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
新
し
い
外
来
語

の
問
題
は
、
従
来
の
国
語
政
策
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
あ
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
文

字
表
記
以
外
の
問
題
も
、
現
代
の
言
語
問
題
と
し
て

よ
り
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
引
き
続
き
、
文

字
表
記
の
問
題
だ
け
で
な
く
国
語
研
究
所
で
基
礎
的

な
研
究
を
し
て
、
何
ら
か
の
提
案
を
世
の
中
に
し
て

い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

小
木
曽　

他
に
、
補
足
す
べ
き
点
な
ど
あ
り
ま
し
た

ら
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
時
間
が
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
は「
近
代
の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き

た
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て

ま
っ
た
く
異
な
る
五
つ
の
側
面
か
ら
光
が
当
て
ら
れ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
こ
う
や
っ
て
で
き

た
」
と
い
う
ご
回
答
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
す

べ
て
の
ご
発
表
が
今
の
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
ば
に
、
か

な
り
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
て
、
大
変

興
味
深
く
思
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
は
、

こ
の
現
代
語
と
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
い
ろ
い

ろ
な
議
論
が
で
き
る
と
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

時
間
が
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
こ
こ
ま

で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
講
師
の

先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

以
上
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
了
い
た

し
ま
す
。


