
互
補
完
的
関
係
に
位
置
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
教
育
指
導
行
政
と
対
立
す
る
管
理
行
政
と
く
に
教
員
人
事

行
政
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
人
事
行
政
と
の

対
比
か
ら
教
育
指
導
行
政
の
特
質
が
析
出
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

「教
育
指
導
行
政
に
対
す
る
総
合
的
評
価
」
の
前
に

（
い
や
そ
の
た

め
に
こ
そ
）、
し
ば
ら
く
長
い
回
り
道
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（横
浜
市
立
大
学
　
〒
２３６

横
浜
市
金
沢
区
六
浦
一
一―
七
―
二
九
―
四

一
〇
）

「日
本
教
育
史
研
究
』
第

一
四
号
目
次

（
一
九
九
五

・
八
）

研
　
究

黙珈
　
文

戦瞳
載
簿
弊
輛
証
鶏
酬
卜
譲
性と‥Ｌ
て‥晰
田　
一署
ｉ

（論
評
　
木
村
　
一九
、
森
　
　
透
）

研
究
ノ
ー
ト

近
世
識
字
研
究
に
お
け
る
宗
旨
人
別
帳
の
史
料
的
可
能
性

論
評
を
め
ぐ
っ
て

木
村
　
政
伸
…
４３

第

一
二
号
拙
論
へ
の
藤
田
昌
士
氏
の
論
評
に
応
え
て

「
反
論
」
に
こ
た
え
る

・…
…
‥

サ
マ
ー

・
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
か
ら

藤
井
　
真
理
…
６５

藤
田
　
昌
士
…
７３

教障
靖
鱒
嘲
導
嚇
却
辞
評
苺打
が．̈
一〕ど
な
条
諦
」％
曜
…
７６

課
麟
雛
賊
聾
と
生
活
綴
方
実
践
の
可
能
性
…
…
…
…
船
橋
　
一
男
…
８９

欄
舗
封
給
麟
構
数
郷
就
妙
聯
雉
暖
議
躍
ど
財
当
●
跡
崎
　
洋

浩一
●

‐‐３‐０‐

書
籠
徳

次
郎
著

「近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
と
国
家
の
思
想
』

佐
藤
　
秀
夫
…
１２４

書
評
に
感
謝
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
籠
谷
　
次
郎
…
切

土
方
苑
子
著

『近
代
日
本
の
学
校
と
地
域
社
会
―
‐
村
の

子
ど
も
は
ど
う
生
き
た
か
―
と

を
読
む

‥
…
…
・清
川
　
郁
子
…
１３‐

清
川
さ
ん
の
書
評
を
読
ん
で
…
…
…
…
…
…
…
土
方
　
苑
子
…
鵬

昭
和
教
育
史
の
分
析
視
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
ム
ゲ
ン
…
硼

―

久
保
義
三

『昭
和
教
育
史
』
（上

・
下
）
書
評
―

紹
介東

京
大
学
史
史
料
室
・

自
由
往
来

想
画
教
育
か
ら
生
活
画
ヘ

―

山
形
県
長
瀞
小
の
場
合
―
‐

明
治
初
期
教
科
書
の
版
木
に
つ
い
て

編
集
部
だ
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…

千
葉
　
昌
弘
…
畑

中
野
　
　
実
…
鵬

渡
辺
　
　
信
…
畑
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園
田
英
弘
／
濱
名
　
篤
／
廣
田
照
幸

『士
族
の
歴
史
社
会
学
的
研
究
―
武
士
の
近
代
―
」
を
読
ん
で

二
〇
年
ほ
ど
前
の
日
本
教
育
社
会
学
会
で
歴
史
的
な
素
材
を
対
象

と
し
た
研
究
発
表
に
出
会

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
私
は
初
学
者
で

議
論
に
加
わ
れ
る
よ
う
な
知
見
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
が
、

今
で
言
え
ば
学
校
の
歴
史
社
会
学
の
よ
う
な
も
の
を
志
し
て
い
た
の

で
、
大
き
な
関
心
を
も

っ
て
拝
聴
し
た
。
質
疑
の
中
で
さ
る
著
名
な

会
員
か
ら

「
こ
の
研
究
を
こ
の
学
会
で
発
表
さ
れ
た
理
由
は
何
で
す

か
？
」
と
い
う
質
問
が
あ

っ
た
。
そ
の
発
表
者
が
何
と
答
え
た
の
か

は
全
く
覚
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
間
に
自
分
も
ま
た
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
私
は
フ
ロ
ア
の
片
隅
で
必
死
で
格
闘
し
て
い
た
。
答
は

出
し
き
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
質
問
者
の
発
言
の
端
々
に

「歴

史
研
究
は
こ
の
学
会
の
守
備
範
囲
で
は
な
い
」
と
い
う
臭
い
を
感
じ

た
し
、
そ
う
思
っ
て
い
る
会
員
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
感
触
を

そ
の
部
会
の
雰
囲
気
の
中
で
感
じ
と

っ
た
こ
と
は
確
か
な
記
憶
と
し

て
残

っ
て
い
る
。

そ
の
後
教
育
社
会
学
の
研
究
者
に
よ
る
歴
史
研
究
の
業
績
が
さ
か

新

谷

恭

明

ん
に
発
表
さ
れ
、
『教
育
社
会
学
研
究
　
第
五
七
集
』
で
は

「
教
育

の
歴
史
社
会
学
」
が
特
集
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
領
域
は
教
育
社
会
学

研
究
の
重
要
な

一
領
域
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
し
、
二
〇

年
前
の
学
会
の
空
気
を
思
え
ば
隔
世
の
感
が
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は

「大
学
院
で
は
教
育
社
会
学
を
専
攻
し
て
い
た
」

（あ
と
が
き
）
と
い
う
共
通
点
で
結
ば
れ
た
三
名
の
著
者
に
よ
る
士

族
研
究
の
蓄
積
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
三
氏
は
早
く
か
ら
教
育

社
会
学
者
と
し
て
歴
史
研
究
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
天
野
郁
夫
氏
を

中
心
と
し
た

「丹
波
篠
山
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
歴
史
研
究
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
（あ
と
が
き
）
に
か
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
本
書
の
構

想
は
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
本
書
は
教
育
社

会
学
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
世

に
問
わ
れ
た
著
作
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。

本
書
の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

（　
）内
は
執
筆
者
。

|

||



序
　
章
　
武
士
の
近
代
―

歴
史
社
会
学
の
視
点
か
ら
―
―

（園
田
）

第
Ｉ
部
　
経
済
と
社
会

第

一
章
　
社
会
学
に
お
け
る

「士
族
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（濱
名
）

第
二
章
　
武
士
か
ら
士
族
へ

‐―

社
会
層
と
し
て
の
変
化

（濱
名
）

第
三
章
　
士
族
層
の
分
解

―

岐
阜
県
の
事
例
　
　
　
　
（濱
名
）

第
Ⅱ
部
　
家
族

第
四
章
　
武
士
の
通
婚
、
士
族
の
通
婚
　
　
　
　
　
　
　
　
（廣
田
）

第
五
章
　
養
子

・
相
続

・
隠
居

―

幕
末
と
明
治
　
　
　
（濱
名
）

第
Ⅲ
部
　
教
育

第
六
章
　
士
族
と
平
民
の
学
校
教
育
機
会
　
　
　
　
　
　
　
（濱
名
）

第
七
章
　
士
族
層
内
部
の
学
校
教
育
機
会
の
分
化
　
　
　
　
（廣
田
）

第
八
章
　
城
下
町
に
お
け
る
小
学
校
就
学
　
　
　
　
（濱
名
／
廣
田
）

第
九
章
　
明
治
初
期
初
等
教
育
就
学
と
教
員
へ
の
道
　
　
　
（濱
名
）

終
　
土早
　
明
治
維
新
、
身
分
秩
序
と
社
会
変
動
　
　
　
　
　
（廣
田
）

あ
と
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（廣
田
）

「序
章
」
は
園
田
英
弘
氏
が
書
き
下
ろ
し
で
執
筆
し
て
い
る
が
、

後
は
濱
名
篤
氏
と
廣
田
照
幸
氏
の
こ
の
約
十
年
間
の
論
稿

（終
章
の

み
書
き
下
ろ
し
）
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
序
章
と
終
章

を
除
け
ば

「第
Ｉ
部
　
経
済
と
社
会
」
「第
Ⅱ
部
　
家
族
」
「第
Ⅲ
部

教
育
」
の
三
部
編
成
に
な
っ
て
い
る
。

序
章
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
武
士
身
分
の
解
体
過
程

を

「
武
職

へ
の
回
帰
」
「武
士
の
単
身
化
」
「機
能
主
義
的
武
士
観
」

「職
を
め
ぐ
っ
て
の
武
士
の
再
編
成
」
「
四
民
平
等
の
成
立
」
と
い
っ

た
問
題
提
起
を
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
書
の
問
題
の
所

在
を

「身
分
」
と

「
階
級
」
を
鍵
概
念
と
し
て

「士
族
の
没
落
と
上

昇
転
化
」
「喪
失
感
と
そ
れ
へ
の
対
処
」
「職
業
の
問
題
」
な
ど
に
本

書
の
問
題
意
識
を
設
定
し
て
い
る
。
非
常
に
刺
激
的
な
文
章
で
は
あ

る
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
園
田
氏
が
す
で
に
自
著

「
西
洋
化
の
構
造
』

（
一
九
九
三
年
　
思
文
閣
出
版
）
の

「
Ⅱ
　
西
洋
化
の
深
層
」

の

「第
二
章
　
郡
県
の
武
士
―

武
士
身
分
解
体
に
関
す
る

一
考
察
―
と

で
論
じ
て
い
る
内
容
の
焼
き
直
し
で
あ
る
こ
と
が
気
に
か
か
っ
た
。

そ
う
し
た
部
分
を
序
章
と
し
て
い
る
こ
と
は
本
書
が
園
田
氏
の

『西

洋
化
の
構
造
』
の
サ
ブ
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
と
い
う
位
置
づ
け
だ
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
本
書
は

「方
法
論
的
に
い
え
ば
、
歴
史
社
会
学
の
実
証

分
析
と
し
て
の

一
つ
の
試
み
」
Ｔ
一七
頁
）
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と

い
う
。
し
か
し
、
著
者
は
そ
こ
で

一
般
的
な

「歴
史
社
会
学
と
は
何

か
」
な
ど
と
い
う
議
論
は
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て

「社
会
学
の

理
論
や
概
念
を
用
い
て
歴
史
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
可
能
性
が
開
示
で
き
る
の
か
を
示
す
こ
と
」

含
二
人
頁
）
が
よ

り
重
要
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
歴
史
研
究
に
新
し
い
視
角
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
歴
史
学
に
と

っ
て
も
社
会
学
に
と

っ
て

も
有
益
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
本
書
は

「社
会
学
の
中
の
歴

―-148-―-149-

史
分
析
で
は
な
く
、
歴
史
研
究
の
中
の
社
会
学
的
な
も
の
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
」
Ｔ
一九
頁
）
と
い
う
姿
勢
で
書
か
れ
た
と

い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
益
は
歴
史
学
の
側
に
大
き
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で

「
こ
う
し
た
方
法
論
的
立
場
は
、
歴
史
家
に

よ
る
歴
史
学
に
対
す
る

一
つ
の
挑
戦
で
あ
る
」
と
い
う
挑
発
的
な
言

辞
も
好
意
的
に
受
け
と
め
た
い
と
思
う
。
社
会
学
と
歴
史
学
の
縄
張

り
争
い
と
い
う
意
味
で
の

「挑
戦
」
で
は
な
く
社
会
学
研
究
が
そ
の

枠
組
み
か
ら
抜
け
出
せ
な
か

っ
た
部
分
と
、
歴
史
学
研
究
が
陥

っ
て

い
た
限
界
を
つ
な
い
で
補
完
し
、
よ
リ
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
歴
史
像
を

描
き
出
す
試
み
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
た
い
。
但
し
、
こ
の

点
に
関
し
て
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
こ

と
に
す
る
。

第
Ｉ
部
は
士
族
の
社
会

・
経
済
状
況
を
そ
の
生
計
状
況
、
生
活
様

式
、
特
権
剥
奪
の
問
題
、
職
業
生
活
等
の
諸
相
か
ら
分
析
し

（第
二

章
）、
さ
ら
に
明
治

一
六
～
七
年
の
岐
阜
県
の
事
例
を
素
材
に
士
族

層
の
分
解
過
程
を
分
析
し
て
い
る

（第
三
章
）。
こ
こ
で
は

「
輩
出

率
」
と
い
う
尺
度
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ま
で
士
族
の
優
位

性
が
低
下
し
て
い
っ
た
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
む
し
ろ
優
位
性

は
高
ま

っ
た
の
だ
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、
明
治
と
い
う
時
代
が

士
族
優
位
の
社
会
で
あ

っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
て
興
味
深
か
っ
た
。

輩
出
率
は
本
書
の
中
で
は
そ
の
後
も
重
要
な
尺
度
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
使
用
を
提
唱
し
て
い
る
第

一
章
は

「士
族
と
は
何
か
」

と
い
う
定
義
づ
け
も
合
め
て
序
章
と
同
様
に
全
体
の
概
念
規
定
を
し

て
い
る
章
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
序
章
と
ま
と
め
て

一
つ

の
章
に
納
め
た
方
が
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
第

一
章
が
初
出
の
段
階
で
第
二
章
の
部
分
と
セ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
論
文

で
あ
ろ
う
か
ら
無
理
な
注
文
か
も
し
れ
な
い
が
、
敢
え
て
園
田
、
濱

名
両
氏
の
総
論
的
な
論
稿
を
合
わ
せ
て

（
で
き
れ
ば
廣
田
氏
も
加
え

て
）
共
同
研
究
ら
し
い
序
章
を
ま
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
の

は
第
三
者
の
勝
手
な
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い

る
。
御
容
赦
願
い
た
い
。

第
Ⅱ
部
は

「家
族
」
と
題
し
て
い
る
が
、
婚
姻
と
相
続
の
問
題
が

中
心
で
あ
る
。
通
婚
に
つ
い
て
は
上

。
中
士
層
と
卒
と
の
間
で
は
も

と
よ
り
異
な

っ
た
婚
姻
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
そ

の
ネ

ツ
ト
ワ
ー
ク
が
廃
藩
後
の
社
会
変
動
の
中
で
変
化
し
始
め
る
こ

と
な
ど
が
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
立
証
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
と
い
う
最

も
生
活
の
根
元
的
な
部
分
で
身
分
に
よ
る
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
数
字
的
に
示
さ
れ
た
の
は
非
常
に
説
得
的
で
あ

っ
た
。
ま

た
、
第
五
章
の
相
続
に
つ
い
て
は
養
子
に
よ
る
相
続
が
多
い
こ
と
が

や
は
り
数
字
で
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が

「廃
藩
以
前
と
の
比
較
が
十

分
に
は
で
き
な
か

っ
た
」
含
一〇
七
頁
）
の
は
確
か
に
残
念
で
は
あ
っ

た
。
し
か
し
、
「家
継
承
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
少
か
ら
ぬ
連
続
性
が

あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
」
含
一〇
九
頁
）
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
数
字
は

示
さ
れ
た
と
思
う
。
た
だ
第
五
章
に
つ
い
て
は
延
々
と
先
行
研
究
の



成
果
に
基
づ
く
家
継
承
制
度
の
説
明
が
続
き

（
「
課
題
」
を
含
め
て

一
人
頁
）、
実
際
の
デ
ー
タ
分
析
が

一
二
頁
に
と
ど
ま

っ
た
こ
と
が

多
少
説
得
の
迫
力
を
減
少
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

第
Ⅲ
部
の

「教
育
」
に
つ
い
て
の
検
証
は
本
書
の
も

っ
と
も
メ
イ

ン
と
な
る
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。
士
族
の
学
校
教
育
機
会
に
つ
い
て

学
校
利
用
層
の
分
析
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
士
族
が
当

初
は
高
い
割
合
で
学
校
教
育
を
利
用
し
な
が
ら
も
平
民
層
に
よ
り
そ

の
優
位
性
が
漸
減
す
る
と
い
っ
た

「常
識
化
」
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を

「輩
出
率
」
の
観
点
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
否
定
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
第
六
章
で
は
千
葉
中
学
校
に
つ
い
て
、
第
七
章
で
は
篠
山
鳳

鳴
義
塾
に
つ
い
て
分
析
が
な
さ
れ
、
第
八
章

・
第
九
章
で
は
岩
村
藩

の
小
学
校
を
素
材
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
に
つ

い
て
は
高
く
評
価
し
た
い
が
、
気
に
な
る
点
を
い
く
つ
か
指
摘
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
先
行
研
究
の
問
題
で
あ
る
。
第
六
章
で
は
士
族
イ
メ
ー
ジ

の

「常
識
化
」
を
促
し
た
教
育
社
会
学
及
び

エ
リ
ー
ト
研
究
の
批
判

を
行

っ
て
い
る
が
、
天
野
郁
夫
氏
の

一
九
八
三
年
の
著
作
を
除
け
ば

後
は

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
研
究
で
あ
る
。
天
野
氏
が
本

書
の
執
筆
者
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
除
外
す
れ
ば
、

残
り
の
批
判
の
対
象
は
お
お
む
ね
二
〇
年
前
の
教
育
社
会
学
研
究
に

な
る
。
と
い
う
こ
と
は

一
九
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
に
は
士
族
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
た
研
究
や
エ
リ
ー
ト
研
究
は
全
く
な
か

っ
た
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。
「常
識
化
」
さ
れ
た
士
族
イ
メ
ー
ジ
を
鵜
呑
み
に
し

た
研
究
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
研
究
す
ら
な
い
の
で

あ
る
な
ら
ば
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
な

ど
と
い
う
愚
間
も
出
て
き
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
に
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
九
〇
年
代
に
な

っ
て
な
お

「常
識

化
」
し
て
い
る
事
実
を
示
し
て
初
め
て
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
打
破
が
意

味
を
持

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
様
の
こ
と
は
第
七
章
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
こ
で
も
再
び
旧

来
の
士
族
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
同
様
の
整
理
が
な
さ
れ
、
そ
こ
で
例

え
ば
中
等
教
育
と
士
族
の
関
係
を
検
討
し
た
研
究
と
し
て
菊
池
城
司

氏
の

一
九
六
七
年
の
論
文
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、
菊
池
氏
の
研
究
は
先
駆
的
な
研
究
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ

つ
て
、
そ
の
先
駆
性
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
私
は
思
う
。
ま
た
パ
ッ
シ
ン
や
ド
ー
ア
の
近
代
化
論
的
な
教
育
史

研
究
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
呆
た
し
て
パ
ッ
シ
ン
や
ド
ー
ア
ら

が
示
し
た
近
代
化
の
枠
組
み
は
教
育
史
研
究
に
お
い
て
現
在
で
も
有

効
な
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
東
西
の
緊

張
関
係
が
崩
壊
し
た
九
〇
年
代
に
お
い
て
近
代
化
論
が
存
在
意
義
を

持
つ
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
。

序
章
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
本
書
の

「
こ
う
し
た
方
法
論
的
立

場
は
、
歴
史
家
に
よ
る
歴
史
学
に
対
す
る

一
つ
の
挑
戦
で
あ
る
」
と

い
う
。
先
に
私
は

「挑
戦
」
と
い
う
言
葉
を
相
互
補
完
し
う
る
可
能
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性
に
置
き
換
え
て
理
解
し
た
い
と
書
い
た
が
、
文
字
通
り

「挑
戦
」

で
あ
っ
て
も

「相
互
補
完
」
で
あ
っ
て
も
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代

の
教
育
史
研
究
の
批
判
や
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
。
相
手
が
い
な
け
れ
ば

「挑
戦
」
に
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
少

な
く
と
も
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
現
在
の
教
育
史
研
究
や
教
育
社

会
学
研
究
の
中
で
の
本
書
の
存
在
理
由
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
本
書
の
価
値
は
よ
り
高
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
本
書
の
分
析
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
デ
ー

タ
は
こ
れ
ま
で
の
教
育
史
研
究
で
予
見
さ
れ
た
事
柄
を
裏
づ
け
る
に

充
分
な
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（名
古
屋
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
五
年
二
月
、
三
五
三
頁
、

五
六
六
五
円
）

（九
州
大
学
　
〒
‐１．
福
岡
県
宗
像
市
城
西
ケ
丘
四
―
二
三
―
五
）

著
者
か
ら
書
評
者
ヘ

書

評

を

読

ん

で
広

田

幸

こ
の
書
評
と
リ
プ

ラ
イ

の
欄
は
、
入
会
以
来
毎
号
楽
し
み
に
拝
読

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
自
分
が
書
い
た
本
が
書

評
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
み
る
と
、
限
ら
れ
た
枚
数
で
リ
プ
ラ
イ
す
る

こ
と
の
難
し
さ
を
味
わ
う
は
め
に
な

っ
た
。
と
り
あ
え
ず
、
本
書
を

取
り
あ
げ
て
下
さ
っ
た
編
集
部
と
、
書
評
を
し
て
下
さ
っ
た
評
者
と

に
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

書
評
の
前
半
、
序
論
と
第
Ｉ
部

・
第
Ⅱ
部
に
つ
い
て
の
評
者
の
指

摘
は
ほ
ぼ
そ
の
通
り
で
あ
る
。
執
筆
分
担
の
関
係
で
序
論
と
第

一
章

と
は
別
々
の
も
の
に
な

っ
た
の
だ
が
、
構
成
上
か
ら
い
え
ば
、　
一
緒

に
し
た
方
が
よ
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
第
五
章
が
先
行
研

究
の
検
討
に
や
や
深
入
り
し
す
ぎ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
点
も
、

確
か
に
そ
う
い
う
き
ら
い
が
な
い
で
は
な
い
。

ま
た
、
実
証
研
究

へ
の
出
発
点
と
し
て
示
し
た
序
論
の
分
析
枠
組

に
お
い
て
、
園
田
の
前
著

『
西
洋
化
の
構
造
』
の

一
つ
の
章
と
論
点

が
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
評
者
の

「
サ
ブ

デ
イ
レ
ク
ト
リ
」
と
い
う
語
は
気
に
な
る
が
、
本
書
の
実
証
研
究
は

園
田
の

「郡
県
の
武
士
」
論
に
触
発
さ
れ
て
展
開
し
て
い
っ
た
も
の

な
の
で
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
も
、
論
点
が
重
複
し
た
部

分
を
あ
え
て
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
園
田
の
前
著
を
既
に
読
ま
れ
た
方
に
は
、
確
か
に
こ
の
部
分
は

も
の
た
ら
な
さ
を
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
少
し
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
の
は
、
第
Ⅲ
部

へ
の
論
評
以

降
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。　
一
つ
は
、



先
行
研
究

へ
の
言
及
の
問
題
で
あ
る
。
評
者
は
特
に
第
六
章

。
第
七

章
を
指
し
て
、
教
育
史
の
先
行
研
究

へ
の
言
及
が
不
備
、
ま
た
は
不

要

（近
代
化
論
に
つ
い
て
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八

〇
年
代

・
九
〇
年
代
の
研
究
を

「
先
行
研
究
」
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
な
い
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の
点
は
、
そ

れ
と
関
連
し
て
、
「本
書
の
分
析
に
よ

っ
て
導
き
出
さ
れ
た
デ
ー
タ

は
こ
れ
ま
で
の
教
育
史
研
究
で
予
見
さ
れ
た
事
柄
を
裏
づ
け
」
た
も

の
だ
と
、
本
書
の
評
価
を
下
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
確
か
に
、
評
者
ご
自
身
に
よ
る

一

連
の
ご
労
作
を
は
じ
め
、
明
治
前
期
の
中
等
教
育
機
関
の
設
立

・
維

持
と
士
族
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
た
、
教
育
史
の
研
究
は
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
第

一
に
、
士
族
に
論
及
し
た
研
究
の
す
べ
て

が

「先
行
研
究
」
だ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
な
い
。
わ
れ
わ

れ
が
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
士
族
の
社
会
移
動
と
い
う
、
き
わ
め
て

限
局
さ
れ
た
側
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
六
章
は
、
士
族
と

平
民
と
の
機
会
構
造
の
時
系
列
的
変
容
が
、
第
七
章
は
、
士
族
内
部

翁
身
分
内
序
列
」
各
層
の
間
）
の
機
会
構
造
の
格
差
が
、
具
体
的
な

分
析
課
題
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が

「先
行
研
究
」
と

し
て
扱

っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
限
定
し
た
課
題
に
直
接
関
わ
る
も
の
の

み
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に

「先
行
研
究
」
を
個
別
の
具
体
的
な
課
題
に
応
じ
た

限
定
的
な
範
囲
で
整
理
し
て
い
っ
た
た
め
に
、
本
書
は
も

っ
と

一
般

的
な

「教
育
史
研
究
や
教
育
社
会
学
の
中
で
の
本
書
の
存
在
理
由
」

（評
者
）
の
レ
ベ
ル
の
議
論
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
書
の
成

果
が
ど
う

い
う
研
究
上
の
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
は
、
む
し
ろ
読
者

の
判
断
の
方
に
委
ね
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
し
、

実
際
、
教
育
社
会
学
の
中
で
の
本
書
の
位
置
に
関
し
て
は
、

『教
育

社
会
学
研
究
』
第
五
七
集
の
中
の
い
く
つ
か
の
論
稿
が
そ
れ
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
評
者
は
、
八
〇
年
代

・
九
〇
年
代
の
研
究
を

「先
行
研

究
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
六

・
七
章
が
最
初
に
活
字
に
な

っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
九
八
四
、
八
七
年
で
あ
る
。
八
〇
年
代
半
ば
に
わ
れ
わ
れ
が
ま
が

り
な
り
に
も

「実
証
」
し
た
命
題
を
、
わ
れ
わ
れ
の
既
発
表
論
文

ヘ

の
言
及
も
な
し
に
、
し
か
も
ま
さ
か
九
〇
年
代
に
な

っ
て

「
予
見
」

（評
者
）
を
し
て
い
る
よ
う
な
研
究
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を

「先
行
研
究
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
と
い
う
の
は
、
少
し
理
不
尽

な
要
求
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
教
育
社
会
学
の
領
域
で
、
八
〇
年
代
半
ば
以

降
、
明
治
中
期
ま
で
の
士
族
を
ま
と
も
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
本
書

で
も
引
用
し
た
、
天
野
郁
夫
の
近
著

（
『学
歴
の
社
会
史
』

一
九
九

二
年
）
以
外
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
な
お
、
東
西
の
緊
張
関
係
の
終

焉
で
九
〇
年
代
に
は
近
代
化
論
が
存
在
意
義
を
失

っ
た
と
い
う
評
者

の
議
論
は
、
私
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
ド
ー
ア
や
パ
ッ
シ
ン
ら
の

Ｗ
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見
方
は

「先
行
研
究
」
に
値
し
な
い
、
無
視
す
べ
き
見
解
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
も
う

一
つ
の
論
点
―
‐
「
本
書
の
分
析
に
よ

っ
て
導
き
出

さ
れ
た
デ
ー
タ
は
こ
れ
ま
で
の
教
育
史
研
究
で
予
見
さ
れ
た
事
柄
を

裏
づ
け
」
た
も
の
だ
と
い
う
評
者
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。

第

一
に
、
「
予
見
」
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
誰
が
、

い
つ
、
ど
こ
で
予
見
し
た
の
か
、
ま
た
、
本
書
の
多
岐
に
わ
た
る
論

点
の
中
の
ど
の
部
分
を

「
予
見
」
し
て
い
た
の
か
を
示
し
て
い
た
だ

き
た
か

っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
、
第
Ⅲ
部
の
中
心
的
な
第
六
章

・

第
七
章
の
知
見
を

「
予
見
」
し
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
か

っ
た
。
教

育
史
家
の
方
々
の
ご
研
究
は
、
し
ば
し
ば
史
料
の
引
用
や
個
別
具
体

的
な
事
件
の
再
構
成
そ
の
も
の
の
中
に
埋
め
込
ん
だ
形
で
新
た
な
知

見
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
評
者
は
、
ど
こ
で
誰
が
何
を

「
予
見
」
し
て
い
た
の
か
を
は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
そ

れ
ゆ
え
、
今
回
、　
一
通
り
調
べ
直
し
て
み
た
も
の
の
、
「
予
見
」
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
落
と
し
た
コ
ン
タ
ク

ト
レ
ン
ズ
を
藪
の
中
で
探
す
よ
う
な
作
業
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
予
見
」
し
た
研
究
が
仮
に
す
で
に
あ

っ
た
と
し
よ
う
。

し
か
し
、
「
予
見
」
と

「実
証
」
は
別
物
で
あ
る
。
予
見
は

い
く
ら

で
も
可
能
な
選
択
肢
が
あ
り
、
対
立

・
矛
盾
す
る
予
見
が
併
存
し
続

け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
実
証
は
、
い
ず
れ
は
ど
こ
か

へ
収
敏

し
て
い
く
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

も
し
、
教
育
史
プ
ロ
パ
ー
の
方
法
論
で

「予
見
」
し
か
で
き
な
か
っ

た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
研
究
で
採
用
し
た
方
法

・

視
点
が

「実
証
」
に
成
功
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
歴

史
研
究
の
新
た
な
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る

（社
会
学
と

歴
史
学
双
方
に
と

っ
て
）。
園
田
が
序
章
で
述
べ
た

〈挑
戦
〉
と
は
、

歴
史
家

（教
育
史
家
）
へ
の
挑
戦
で
は
な
く
、
歴
史
家

（教
育
史
家
）

の
方
法
論

へ
の

〈挑
戦
〉
な
の
で
あ
る
。

評
者
は
、
本
書
の
デ
ー
タ
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら

「
予

見
で
き
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
存
の
方
法
で

は

「
予
見
」
や
推
測
し
か
で
き
な
い
も
の
が
、
実
証
レ
ベ
ル
で
分
析

で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
や
そ
の
方
法
に
よ
る
成
果
の
妥

当
性
こ
そ
を
、
教
育
史
家
の
立
場
か
ら
論
評
し
て
い
た
だ
き
た
か

つ

た
気
が
す
る
。

教
育
史
家
の
方
の
目
か
ら
見
て
、
本
書
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
、
ま
た
本
書
で
展
開
し
た
方
法
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
か
、
そ

う
し
た
点
を
う
か
が
い
た
か

つ
た
の
に
、
そ
こ
に
踏
み
込
ん
だ
対
話

に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
い
さ
さ
か
残
念
で
あ
る
。
安

易
な
融
合
は
あ
り
え
な
い
し
望
ま
し
い
と
も
思
わ
な
い
が
、
歴
史
学

と
社
会
学
と
が
、
そ
し
て
教
育
史
学
と
教
育
社
会
学
と
が
、
対
話
と

交
流
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
う

い
う

機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
た
い
。

（南
山
大
学
　
一Ｔ
４６６
名
古
屋
市
昭
和
区
山
里
町
九
八
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
二
二
）


