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日
本
の
辞
書
の
で
き
て
く
る
道
筋
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
そ
う
い
う
と
き
、
す
ぐ
に
わ
れ
わ
れ
は
『
倭
名
類
聚
鈔
』
を
頭
に
浮
か
べ

る
。
そ
れ
よ
り
前
に
は
辞
書
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
以
前
の
も
の
が
残

っ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
源
順
が
突
如
と
し
て
辞
書
を
こ
し
ら

え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
倭
名
鈔
』
が
あ
れ
だ
け
正
確
な
分
類
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
が
忽
然
と
出
て
く
る
わ
け
は
な
い
。
そ
れ
ま

で
に
、
辞
書
を
作
る
修
練
を
日
本
の
学
界
は
積
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
漢
字

を
集
め
た
辞
書
の
ほ
か
に
、
日
本
語
を
集
め
た
も
の
が
で
き
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
日
本
語
を
記
録
す
る
こ
と
が
も
っ
と
早
く
か
ら
あ
っ
た
の
だ
。
『
倭

名
鈔
』
を
み
て
も
、
漢
字
の
名
詞
、
熟
字
を
示
し
て
、
そ
れ
に
和
訓
を
付
け
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て
い
る
。
と
き
に
よ
る
と
、
訓
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
訓
を
付
け

て
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は
、
無
理
に
付
け
た
り
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
倭

名
類
聚
鈔
』
に
は
、
「
髭
」
「
鬚
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
上かみ
つ
髭ひげ
」
「
下しも
つ
鬚ひげ
」

な
ど
と
訓
ん
で
い
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
は
い
わ
な
い
。
日
本
語
と
し
て
は
嘘

の
話
だ
が
、
漢
字
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
語
を
新
た
に
作
ら
な

く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

　
と
も
か
く
、
漢
字
を
出
し
て
、
そ
れ
に
あ
た
る
訓
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ

を
も
う
少
し
歴
史
的
に
、
一
つ
の
過
程
と
し
て
考
え
る
と
、
言
語
を
覚
え
る

と
い
う
、
日
本
人
が
昔
か
ら
も
っ
て
い
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
は

い
え
る
。
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歌
こ
と
ば

　
倭
名
鈔
は
、
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
女
勤
子
き
ん
し
内
親
王
の
仰
せ
に
よ
っ
て
、
源

順
が
奉
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
安
朝
盛
期
に
源
為
憲
の
『
口
遊
く
ゆ
う
』
と
い

う
書
物
　
　
純
然
た
る
辞
書
で
は
な
い
が
、
性
質
は
似
て
い
る
　
　
が
出
た
。

つ
ま
り
、
文
字
を
覚
え
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
。
こ
れ
は
近
代
ま
で
続
い
て

い
る
。
い
ま
の
若
い
方
々
が
習
っ
た
書
き
方
の
手
本
や
読
本
に
は
、
も
う
そ

う
い
う
色
合
い
は
な
く
な
っ
て
い
た
ろ
う
が
、
私
の
習
っ
た
頃
は
文
字
ば
か

り
で
あ
る
。
文
字
を
覚
え
る
こ
と
は
、
同
時
に
こ﹅
と﹅
ば﹅
を
覚
え
る
こ
と
と
考

え
て
い
た
。
書
き
方
の
手
本
に
は
名
詞
ば
か
り
集
め
て
あ
る
か
、
ま
た
は
、

名
詞
を
多
く
含
ん
で
い
る
往
来
物
を
書
い
て
い
る
。
辞
書
で
は
『
節
用
集
』

5



で
あ
る
。
言
語
を
覚
え
さ
せ
る
た
め
に
、
言
語
を
あ
ら
わ
す
文
字
を
集
め
て

い
る
。
こ
れ
は
平
安
朝
ま
で
溯
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
倭
名
類
聚
鈔
』
『
新

撰
字
鏡
』
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
、
皆
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
前
は
、
こ
と
ば
　

　
大
事
な
語
　
　
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
で
は
、
歌
の

う
え
の
こ
と
ば
を
早
く
か
ら
覚
え
さ
せ
て
い
る
。
枕
ご
と
、
あ
る
い
は
歌
枕

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
覚
え
さ
せ
て
い
る
。
平
安
朝
の
文
学
を
み
る
と
、
随

所
に
そ
の
俤
が
み
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
覚
え
る
こ
と
は
、
古
く
は
信

仰
の
た
め
で
あ
っ
て
、
後
に
は
、
文
学
の
た
め
に
覚
え
る
こ
と
に
な
る
。
言

い
換
え
る
と
、
信
仰
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
の
文
章
を
習

っ
て
こ
と
ば
を
覚
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
高
い
階
級
の
人
と
し
て
の
資
格

を
作
る
。
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だ
か
ら
早
く
か
ら
歌
こ
と
ば
に
た
い
す
る
知
識
は
あ
り
、
そ
れ
が
だ
ん
だ

ん
書
物
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
歌
こ
と
ば
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
歌

論
、
歌
学
と
一
つ
に
な
っ
て
き
て
、
歌
学
の
一
つ
の
内
容
に
な
っ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
の
口
の
文
学
は
、
追
い
つ
め
れ
ば
、
こ
と
ば
に
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
文
学
の
病
弊
を
い
ち
ば
ん
あ
ら
わ
し
て
い
る
俳
諧
は
、
単
一
な
語
の
勢

力
に
帰
し
て
し
ま
う
。
約
束
的
な
語
を
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
も
か
く
、
辞

書
が
で
き
る
以
前
に
す
で
に
、
古
代
の
語
を
集
め
よ
う
と
す
る
欲
望
が
日
本

人
に
あ
っ
た
。
生
き
て
い
る
こ
と
ば
で
は
な
く
、
文
学
語
で
あ
る
。
そ
の
あ

ら
わ
れ
が
倭
名
鈔
に
結
び
つ
い
て
で
き
あ
が
っ
た
。
倭
名
鈔
は
中
国
の
辞
書

の
延
長
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
も
っ
と
根
本
に
は
右
の
欲
求
が
あ
っ
た
。

　
倭
名
鈔
の
で
き
た
の
が
、
日
本
の
辞
書
の
で
き
は
じ
め
で
は
な
い
。
日
本
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紀
に
そ
の
名
の
み
え
て
い
る
『
新
字
』
も
辞
書
だ
と
す
れ
ば
、
天
武
天
皇
の

時
代
で
、
と
び
抜
け
て
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
信
じ
ら
れ
な
い
。
辞
書
は
、
倭
名
鈔
の
出
る
も
っ
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
と

同
時
に
、
そ
の
時
代
に
通
用
し
て
い
る
語
と
関
係
の
な
い
、
古
く
か
ら
わ
れ

わ
れ
が
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
語
が
、
辞
書
に
作
ら
れ
る
と
い
う

傾
向
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。

　
日
本
人
は
、
記
録
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
神
聖
を
保
つ
手
段
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
。
だ
か
ら
、
長
い
間
記
録
し
な
い
ま
ま
に
き
た
。
そ
の
た
め
、
平
安

朝
に
な
っ
て
、
歌
学
書
の
な
か
に
語
彙
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
て
く
る
と
い

う
形
を
と
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

日
本
の
辞
書
に
二
つ
の
系
統
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
純
然

8辞書



た
る
日
本
の
古
語
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
努
力
。
も
う
一
つ
は
、
漢
字
を
日

本
語
に
移
そ
う
と
す
る
努
力
。
こ
の
二
つ
が
日
本
に
辞
書
の
で
き
る
理
由
で

あ
り
、
事
実
こ
の
二
つ
の
方
面
の
結
果
が
出
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
漢
字
典

　
と
こ
ろ
が
、
い
ち
ば
ん
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
漢
字
の
辞
書
の
で
き
た
理

由
で
あ
る
。
考
え
れ
ば
や
さ
し
い
こ
と
で
、
康
熙
字
典
を
翻
訳
す
れ
ば
よ
い
。

用
例
も
す
て
て
し
ま
っ
て
、
日
本
語
の
翻
訳
を
加
え
る
。
康
熙
字
典
の
は
い

っ
て
く
る
前
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
『
玉
篇
』
が
あ
る
。
『
玉
篇
』

は
日
本
で
だ
ん
だ
ん
形
が
変
わ
っ
て
、
名
も
変
わ
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
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学
生
時
代
に
は
、
何
と
か
玉
篇
と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
に
あ
っ
た
。
中
国

の
玉
篇
を
翻
訳
し
た
漢
和
字
典
だ
。
こ
れ
は
辞
書
の
編
纂
の
い
ち
ば
ん
素
朴

な
も
の
だ
。

　
倭
名
鈔
を
み
る
と
、
非
常
に
組
織
は
よ
く
で
き
て
い
る
が
、
中
国
の
ど
の

書
物
に
よ
っ
た
の
か
わ
か
ら
ぬ
。
新
撰
字
鏡
を
み
て
も
、
分
類
は
よ
く
で
き

て
い
る
が
、
や
は
り
何
に
よ
っ
て
で
き
た
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
ま
だ
新

撰
字
鏡
の
ほ
う
は
当
り
が
つ
く
。
偏
や
旁
で
引
く
、
中
国
の
辞
書
の
体
裁
を

と
っ
て
い
る
。
倭
名
鈔
の
ほ
う
に
な
る
と
、
当
り
が
つ
か
な
い
。
倭
名
鈔
に

は
い
ろ
い
ろ
な
書
物
が
引
い
て
あ
る
。
原
書
か
ら
か
孫
引
き
か
わ
か
ら
ぬ
が
、

中
国
の
本
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
。
兼
名
苑
云
…
…
、
昔
は
こ
う
で
和
訓
は

こ
う
だ
、
な
ど
と
書
い
て
あ
る
。
「
此
字
、
文
選
云
…
…
、
和
訓
云
々
」
、
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と
出
て
い
る
。
何
か
拠
り
所
は
あ
ろ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
。

　
い
っ
た
い
、
辞
書
と
い
う
も
の
は
何
の
た
め
に
作
る
か
。
そ
ん
な
こ
と
は

わ
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ほ
ん
と
う
は
わ
れ
わ
れ
に

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
皆
、
漢

字
の
も
の
だ
が
、
ご
く
わ
ず
か
に
国
語
の
辞
書
が
古
く
か
ら
あ
っ
て
、
な
か

な
か
手
に
は
い
ら
な
か
っ
た
。
で
、
辞
書
と
い
え
ば
漢
字
の
辞
書
と
思
っ
て

い
た
。
漢
字
の
辞
書
は
、
書
物
を
読
む
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
字
の
一

個
一
個
の
日
本
的
意
義
を
知
る
も
の
、
あ
る
い
は
字
の
音
を
探
る
だ
け
の
も

の
で
、
死
ん
だ
利
用
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
考
え
て
み
る
と
、
辞
書

は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
本
を
読
む
た
め
の
も
の
で

な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
事
柄
が
出
て
い
る
こ
と
が
大
事
に
な
る
。
中
学
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生
の
辞
書
は
、
完
全
な
目
的
を
遂
げ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
『
辞
林
』

『
辞
苑
』
は
百
科
全
書
の
小
さ
い
も
の
で
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
語
彙
で

は
な
い
。
啓
蒙
的
な
字
引
き
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
常
に
わ
れ
わ
れ
の

使
う
辞
書
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
い
っ
て
く
る
も
の
は
、
字
引

き
と
語
彙
だ
。
字
引
き
の
ほ
う
は
栄
え
て
、
語
彙
は
利
用
の
範
囲
が
少
な
い
。

む
し
ろ
利
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら
な
い
。
厳
格
に
い
う
と
、

日
本
に
は
ま
だ
ほ
ん
と
う
の
語
彙
は
な
い
。
完
全
に
一
冊
も
な
い
と
い
っ
て

も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
辞
書
の
二
つ
の
態
度
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辞
書
の
な
か
に
二
つ
の
態
度
が
あ
る
。
と
い
う
と
お
か
し
い
が
、
引
き
方

に
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
擬
古
文
を
書
く
初
歩
の
人
が
使
う
字
引
き
と
し
て
、

「
雅
言
俗
解
」
「
俗
言
雅
訳
」
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
い
ま
の
語

か
ら
古
い
語
、
あ
る
い
は
古
い
語
を
出
し
て
、
そ
れ
に
当
る
い
ま
の
も
の
を

つ
け
て
あ
る
。
書
物
を
読
む
場
合
に
は
「
雅
言
俗
解
」
を
使
い
、
擬
古
文
を

作
る
と
き
に
は
、
い
ま
の
語
か
ら
古
い
語
を
引
い
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
「
俗
言
雅
訳
」
を
引
く
。
そ
う
い
う
仕
事
は
明
治
以
後
の
人
は
横
着
で
し

な
く
な
っ
た
が
、
徳
川
時
代
に
は
盛
ん
に
や
っ
て
い
る
。
佐
佐
木
弘
綱
氏
は
、

明
治
に
は
い
っ
て
も
「
雅
言
俗
解
」
の
ほ
う
を
や
っ
て
い
た
。
昔
の
人
の
仕

事
の
増
補
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
読
ん
で
面
白
い
し
、
昔
の
人
の
語
の
味

わ
い
方
が
わ
か
る
。
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こ
う
し
た
態
度
は
、
平
安
朝
に
い
っ
て
も
あ
る
。
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
、

い﹅
ろ﹅
は﹅
に﹅
ほ﹅
へ﹅
と﹅
と
並
べ
て
、
不
正
確
な
が
ら
分
類
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

同
音
の
語
を
陳
列
し
、
分
類
し
て
あ
る
。
固
有
名
詞
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
古

い
辞
書
で
正
式
に
固
有
名
詞
を
排
除
し
た
の
は
新
撰
字
鏡
だ
け
で
、
倭
名
鈔

も
、
二
十
巻
本
に
は
固
有
名
詞
が
た
く
さ
ん
は
い
っ
て
い
る
。
『
伊
呂
波
字

類
抄
』
は
、
日
本
の
語
か
ら
そ
れ
に
当
る
漢
字
を
探
し
出
す
。
「
俗
言
雅
訳
」

と
似
て
い
る
が
、
こ
の
語
に
当
る
字
は
何
か
と
探
す
の
だ
か
ら
、
違
う
。
伊

呂
波
字
類
抄
も
形
が
進
ん
で
い
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
歴
史
も
か
な
り
古
い

と
思
わ
れ
る
。
山
田
孝
雄
氏
が
そ
の
系
統
を
調
べ
て
お
ら
れ
、
古
典
全
集
の

解
題
の
な
か
に
、
そ
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
平

安
朝
時
代
か
ら
す
で
に
、
漢
字
を
ば
主
と
し
て
い
く
も
の
と
、
両
方
あ
る
。
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名
前
か
ら
み
れ
ば
和
訓
を
示
そ
う
と
し
た
目
的
が
み
え
る
が
、
実
際
の
仕

事
か
ら
み
る
と
倭
名
鈔
は
和
訓
を
そ
ん
な
に
問
題
に
し
て
い
な
い
。
倭
名
鈔

の
編
纂
の
態
度
は
学
問
的
で
あ
る
。
当
る
和
訓
が
な
い
と
無
理
を
し
な
い
で

通
っ
て
い
る
。
伊
呂
波
字
類
抄
の
ほ
う
は
、
国
語
を
発
音
に
よ
っ
て
並
べ
分

類
し
て
い
る
。
国
語
の
辞
書
の
歴
史
の
う
え
で
は
大
事
の
も
の
だ
。
新
撰
字

鏡
に
な
る
と
、
中
国
の
辞
書
の
翻
訳
で
あ
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
に
残
っ
て
い

る
平
安
朝
の
辞
書
に
は
、
こ
の
三
つ
の
態
度
が
み
ら
れ
る
。

　
日
本
の
辞
書
の
歴
史
は
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、
そ
れ
が
合
流
し
て
節
用
集

と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
い
ろ
い
ろ
な
形
に
変
わ
っ
て
き
て
、
種
々
な
節
用
集

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ず
っ
と
明
治
の
前
ま
で
つ
づ
い
て
き
た
。
た
だ
、
お

か
し
い
の
は
、
和
訓
に
歴
史
が
あ
っ
て
、
容
易
に
新
し
い
訓
を
加
え
な
か
っ
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た
。
誰
で
も
歴
史
を
大
事
に
す
る
か
ら
、
昔
の
本
に
あ
っ
た
訓
を
捨
て
な
い
。

明
治
に
な
っ
て
、
や
っ
と
そ
れ
を
捨
て
た
。
服
部
宇
之
吉
、
小
柳
司
気
太
両

先
生
の
辞
書
あ
た
り
か
ら
だ
。
「
菊
」
の
訓
に
「
か
は
ら
を
は
ぎ
」
な
ど
と

あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
変
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
訓
す
ら
残
し
て
い
た
。
だ

か
ら
、
国
語
を
研
究
す
る
者
の
一
つ
の
探
り
は
、
固
定
し
て
残
っ
て
い
る
和

訓
か
ら
、
古
い
語
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
字
と
結
び
つ
い
て
古
い
語
が
遺
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
な
く
な
っ
て
い
る
語
を
知
る
と
い
う
便
利

が
あ
る
。

　
　
　
　
語
源
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こ
れ
く
ら
い
で
辞
書
に
つ
い
て
の
根
本
の
考
え
は
決
ま
っ
て
い
く
と
思
う
。

た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
辞
書
が
な
い
。
で
き
れ
ば
歴
史

的
排
列
を
し
た
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
で
な
い
と
、
い
ち
い
ち
の
言
語
の
位

置
が
決
ま
ら
な
い
。
い
つ
で
も
、
江
戸
時
代
の
語
も
室
町
時
代
の
も
、
奈
良

朝
の
語
も
、
同
じ
に
扱
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
語
の
説
明
に
奈
良
朝
の
語

を
も
っ
て
き
て
釈
い
て
い
る
。
言
語
の
時
代
錯
倒
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
は
歴
史
的
に
記
述
し
た
態
度
が
必
要
だ
。
が
、
そ
う
い
う
も
の
が

一
つ
も
な
い
。

　
こ
れ
を
す
る
の
に
は
、
エ
チ
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
形
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ

こ
と
に
な
る
。
語
源
は
面
白
い
の
で
、
存
外
昔
か
ら
語
源
的
辞
書
は
あ
る
。

明
治
に
な
っ
て
出
た
の
は
、
大
槻
さ
ん
の
『
言
海
』
。
言
海
の
語
源
の
説
明
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に
は
、
落
し
咄
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
昔
の
言
海
に
は
文
典
が
附
録
に
つ
い
て

い
た
。
こ
の
文
典
は
非
常
に
よ
い
も
の
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
の
ほ

う
の
語
源
は
い
い
加
減
の
も
の
が
あ
る
。
語
源
は
誰
で
も
ち
ょ
っ
と
面
白
く

考
え
ら
れ
る
が
、
非
常
に
広
い
知
識
と
機
会
と
が
必
要
だ
。
い
つ
考
え
て
も

語
源
の
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
語
源
を
考
え
る

に
は
、
科
学
的
に
行
な
わ
れ
ぬ
点
が
あ
る
。
こ
と
ば
が
で
き
た
と
き
か
ら
、

意
義
が
飛
躍
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
飛
躍
し
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
意
義
の

語
を
も
っ
て
、
そ
の
語
の
も
と
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
証
拠
に
な
る
も

と
の
形
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
う
え
に
、
い
ま

の
形
と
ぴ
っ
た
り
い
く
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
、
機
会
に
行
き
あ
っ

た
人
が
幸
運
に
語
源
を
つ
か
ま
え
る
だ
け
だ
。
科
学
的
な
態
度
で
押
し
て
い
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っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
な
ら
ず
し
も
成
績
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。

ほ
ん
と
う
は
む
つ
か
し
い
こ
と
だ
。
そ
の
か
わ
り
享
楽
的
に
な
る
。
侮
辱
さ

れ
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な
研
究
を
出
し
て
い
る
。
外
国
語
を
十
分
に
知
り
、

科
学
的
態
度
を
は
ず
さ
な
い
人
が
や
っ
て
も
、
や
は
り
駄
目
で
あ
る
。
新
村

出
氏
の
よ
う
な
方
で
も
、
や
は
り
、
い
つ
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

信
頼
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
、
皆
が
皆
ま
で
正
し
い
と
い
え
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

　
と
も
か
く
、
こ
と
ば
の
起
源
を
辞
書
で
は
書
く
必
要
が
あ
る
。
歴
史
的
経

路
の
発
展
を
書
こ
う
と
す
る
と
、
そ
の
最
初
を
書
く
必
要
が
生
じ
る
。
す
る

と
語
源
が
要
る
。
語
源
は
い
ち
ば
ん
最
初
の
も
の
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
最
初
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
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う
の
は
、
そ
れ
は
空
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
国
語
学
の
一
つ

の
仕
事
と
し
て
、
辞
書
の
完
成
は
重
大
な
こ
と
だ
が
、
そ
う
い
う
意
味
に
お

い
て
、
ほ
ん
と
う
に
は
で
き
て
い
な
い
。

　
　
　
　
方
言

　
辞
書
に
は
、
も
う
一
つ
あ
る
。
記
録
さ
れ
な
い
言
語
、
偶
然
の
原
因
に
よ

っ
て
記
録
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
、
多
く
は
記
録
さ
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ

ち
、
方
言
で
あ
る
。
方
言
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
長
い
歴
史
を
も
ち
、
い

ま
も
生
き
て
い
る
。
た
だ
、
行
な
わ
れ
て
い
る
範
囲
が
狭
い
と
い
う
こ
と
が
、

方
言
の
最
初
に
お
か
る
べ
き
性
質
で
あ
る
。
地
方
的
、
階
級
的
、
職
業
的
で
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あ
っ
て
、
範
囲
が
狭
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
言
と
い
う
こ
と
は
簡
単

に
解
決
が
つ
か
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
便
宜
上
、
標
準
語
を
考
え
て
い
る
に
す
ぎ

ぬ
。
江
戸
っ
子
の
こ
と
ば
が
標
準
語
で
は
な
く
、
そ
れ
を
選
り
分
け
て
い
る
。

平
明
で
あ
っ
て
、
地
方
的
な
む
つ
か
し
い
発
音
を
含
ま
な
い
で
、
近
代
的
な

一
種
の
感
じ
を
も
っ
た
も
の
、
こ
れ
が
標
準
語
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
っ
子

の
こ
と
ば
を
基
礎
と
し
て
、
地
方
人
が
使
い
直
し
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
標

準
語
と
方
言
と
の
差
は
、
方
言
の
重
要
な
性
質
た
る
、
使
用
さ
れ
る
範
囲
の

広
さ
に
よ
っ
て
は
決
ま
ら
な
い
。
標
準
語
は
存
外
使
わ
れ
て
い
る
範
囲
は
狭

く
、
ま
た
、
死
語
が
多
い
。
ま
た
、
東
京
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
東

京
の
周
囲
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
九
州
、
東
北
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
語

で
あ
る
と
、
単
な
る
方
言
で
は
な
い
。
方
言
、
標
準
語
の
区
別
は
常
識
的
な
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も
の
で
、
学
問
的
な
整
理
は
で
き
な
い
。
勢
力
の
問
題
だ
。
押
し
の
強
い
人

が
行
な
っ
て
い
れ
ば
、
行
な
わ
れ
て
く
る
。
勢
力
の
あ
る
人
の
使
う
語
、
あ

る
い
は
、
あ
る
地
方
の
言
語
が
標
準
語
と
し
て
出
て
く
る
。
ま
た
、
あ
る
職

業
に
限
っ
て
は
こ
の
語
と
い
う
ふ
う
に
、
勢
力
の
問
題
で
あ
る
。
標
準
語
と

い
う
固
定
し
た
も
の
は
な
い
。

　
す
る
と
、
方
言
に
た
い
す
る
考
え
は
、
も
っ
と
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

方
言
の
研
究
の
流
行
は
、
そ
ろ
そ
ろ
峠
に
達
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
春
陽
堂

か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
方
言
』
が
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
方
言
研

究
の
流
行
は
行
き
止
ま
り
だ
が
、
方
言
に
た
い
す
る
注
意
は
深
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
辞
書
に
は
、
方
言
の
記
載
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
辞
書
で

は
方
言
を
、
歴
史
的
、
空
間
的
に
、
特
殊
な
待
遇
な
し
に
並
べ
て
い
か
ね
ば
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な
ら
な
い
。
何
の
た
め
に
記
述
し
た
の
か
と
、
い
ち
い
ち
論
証
す
る
こ
と
が

で
き
ぬ
か
ら
、
結
論
だ
け
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
辞
書
の
編
纂
は

む
つ
か
し
い
。
日
本
の
辞
書
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
糊
と
鋏
と
の
仕
事

ば
か
り
だ
。
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