
間
関
日
的
関
対に

対
す
る
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い
て
は
、
と
き
と
し
て
あ
ま
り
に
説
明
が
不
十
分

な
あ
ま
り
、
そ
の
説
明
の
短
さ
と
対
照
的
に
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に

長
い
時
間
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
『
表
示
に
つ
い
て
」

に
お
け
る
ラ
ッ
セ
ル
の
フ
レ

i
ゲ
批
判
と
し
て
有
名
な
岱

o
o
s可正

出
。
問
符
品
ロ
5
0誌
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
的
な
議
論
に
対

し
て
特
に
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
そ
れ
だ
け
研
究

者
の
注
自
を
集
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
こ
の
部
分
は
そ
の
理
解
に
対
す
る
議
論
や
過
程
自
体
の
実
り
豊

か
さ
、
ま
た
は
新
た
な
問
題
閣
の
設
定
と
い
っ
た
積
極
的
な
意
味
が
認

め
ら
れ
た
上
で
そ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
の
で
は
全
然
な
い
。
む
し
ろ
こ

の
部
分
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
の
拙
さ
、
ブ
レ

i
ゲ
に
対
す
る
理
解
の

な
さ
を
邦
検
す
る
意
味
合
い
で
名
付
け
ら
れ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い

で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
笹
0
0
3
Z
開
庁
間

ω円関口
5
0
E
が
主
題
的
に
扱
わ
れ

る
。
上
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
多
少
な
り
と
も
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、

つ
の
解
釈

西

村

敦

果
た
し
て
こ
の
部
分
を
解
釈
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
が
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
宝
仏
一
不
に
つ
い
て
』
と
い

う
論
文
の
全
体
の
解
釈
と
関
係
す
る
。
こ
の
論
文
は
、
分
析
哲
学
に
お

い
て
最
も
重
要
な
論
文
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
議
論

の
内
容
自
体
は
か
な
り
粗
雑
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、

上
の
岱
0
0
5志
一
目
。
句
号
関
口
5
0民
や
、
ラ
ッ
セ
ル
本
人
も
認
め
る
確

定
記
述
の
第
一
出
現
と
第
二
出
現
の
援
味
さ
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
表
示

匂
を
含
ん
だ
命
題
が
こ
の
論
文
で
主
張
さ
れ
て
い
る
形
に
置
き
換
え
ら

れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
が

不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
文
自
体
の

完
成
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
難
じ
る
に
十
分
な
要
素
が
あ
る
こ
と
は

事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
論
文
が
重
要
で
あ
る
の
は
、

確
定
記
述
の
分
析
や
、
見
知
り
の
知
識
と
記
述
の
知
識
、
ま
た
心
の
分

析
に
関
す
る
示
唆
な
ど
、
哲
学
的
に
興
味
深
い
議
論
が
散
見
さ
れ
て
い

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

論

文

の

タ

イ

ト

ル

は

つ

い

で

あ
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る
に
も
拘
ら
ず
、
後
世
の
哲
学
者
は
、
そ
し
て
ラ
ッ
セ
ル
自
身
さ
え
も
、

表
示
句
に
つ
い
て
注
目
す
る
の
は
確
定
記
述
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

そ
れ
が
窺
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
吋
表
示
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
不
明
瞭
な
部
分
、
特

に
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
え
る
H
V
O
C
S
U
¥
∞
巴
o
匂
再
開
口
5
0
2
は
、
こ

の
論
文
の
哲
学
的
成
果
を
な
す
部
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
全
体
の
中
で
も
そ
の
意
味
が
明
確
で
価
値
が
高

い
部
分
だ
け
に
注
目
す
る
と
い
う
、
研
究
者
の
こ
の
論
文
に
対
す
る
扱

い
方
を
規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の

部
分
に
関
す
る
解
釈
を
試
み
て
い
る
も
の
を
含
む
、
こ
の
論
文
の
先
行

研
究
は
、
こ
の
見
方
を
ま
す
ま
す
補
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
表
示
に
つ
い
て
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
も
の
な
ら
わ
か
る
と
お

り
、
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
は
、
恐
ら
く
悪
い
意
味
で
は
あ
る
が
読
者

に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
扱
っ
て
い

る
研
究
の
殆
ど
は
、
そ
れ
を
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
無
視
す
る
か
、
難

解
で
あ
る
こ
と
を
日
認
め
た
よ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
避
け

て
い
る
。
そ
れ
は
別
段
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
こ
の

議
論
が
読
者
泣
か
せ
の
不
親
切
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
こ
の
議
論
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
解
釈
者
は
こ
の
難
解

さ
を
ど
う
に
か
し
て
解
き
ほ
ぐ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
た
が
、
そ
の

た
め
に
今
ま
で
と
ら
れ
た
方
法
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
現
代
の
分
析
哲
学
、
あ
る
い
は
論
理
学
を
用

い
て
こ
の
部
分
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
議
論

に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
前
提
、
つ
ま
り
ラ
ッ
セ
ル
の
『
数
学

の
原
理
』
か
ら
の
命
題
観
や
、
彼
の
フ
レ

l
ゲ
の
理
論
に
関
す
る
理
解

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
つ
い
て
論
じ
て
い
る
先

行
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
解
決
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
上
の
ニ
つ
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
両
方
を

と
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
(
1
)
。
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
は

研
究
者
に
よ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
仕
方
で
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
っ
て

よ
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
難
解
さ
故
に
素
通
り
さ
れ
る
か
、
あ

る
い
は
問
じ
く
そ
の
難
解
さ
故
に
『
表
示
に
つ
い
て
い
と
い
う
論
文
に

書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
補
つ
て
は
じ
め
て
解
釈
可
能
な
も
の
と
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
態
度
は
、
こ
の
論
文
を
、
哲
学
的
に
重

要
な
論
点
を
な
す
と
こ
ろ
と
、
不
明
瞭
で
難
解
な
故
に
孤
立
さ
せ
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
と
に
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

、つノ
O

つ
い
て
』
に
対
す
る
上
の
よ
う
な
扱
い
が
必
ず
し

も
不
当
だ
と
は
考
え
な
い
。
事
実
、
笹

o
P
3
.∞
盟
。
哩
再
開
口
5
0
2

に

お
け
る
難
解
な
論
証
を
見
る
と
、
上
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
ご
く
自
然

で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
「
表
示
に
つ
い
て
』
が
分
析
哲
学

に
お
い
て
重
要
な
論
文
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
体
的
な
出
来
は
と
も

か
く
と
し
て
、
重
要
な
論
点
が
散
見
さ
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
批
判
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の

論
文
の
価
値
が
そ
れ
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
賛
同
し
な
い
。
こ
の

論
文
が
優
れ
て
分
析
哲
学
上
の
古
典
と
い
わ
れ
る
所
以
は
他
に
も
あ
る
、

そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
論
文
全
体
を
見

渡
す
あ
る
地
平
が
開
か
れ
た
と
き
、
そ
の
全
体
に
お
け
る

F
o
c
g
ユ

初
日
。
句
時
間
口
語
。
誌
の
役
割
と
と
も
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
以
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下
で
示
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
特
に
難
解
な

部
分
で
あ
り
、
解
釈
者
が
ほ
と
ん
ど
常
に
そ
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し

て
孤
立
的
に
捉
え
て
き
た
こ
の
議
論
を
、
そ
の
全
体
の
流
れ
の
中
で
解

釈
す
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
の
中
で
、
円
表

示
に
つ
い
て
』
が
ラ
ッ
セ
ル
の
思
想
的
脈
絡
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
に
つ
い
て
の
一
端
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
論
じ
る
た
め
、
本
稿
は
以
下
の
順
序
で
論
が
進
め
ら

れ
る
。
ま
ず
第
一
節
で
ラ
ッ
セ
ル
が
『
表
示
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
前

提
と
し
て
い
る
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
文
脈
と
と
も
に
簡
単
に
説
明
す
る
。
次
に
第
二
節

に
て
、
円
V
O
C
E
Z
初
日
。
建
時
間
口
語
。
誌
の
解
釈
を
行
う
。
尚
、
フ
レ

l
ゲ

に
お
け
る
日

S
と
回

a
g
Eお
は
通
例
そ
れ
ぞ
れ
「
意
義
」
と
「
意
味
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
ラ
ッ
セ
ル
に
お
け
る

概
念
と
同
様
、
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
と
訳
さ
れ
る
。
本
来
は
フ
レ
!

ゲ
の
∞

a
g富
山
間
の
訳
に
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
に
お
け
る
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー

ム
で
あ
る
「
表
示
」
と
い
う
一
百
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
誤
解
の
恐

れ
が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
フ
レ

l
ゲ
に
お
け
る
担

B
と

∞
a
g窓
口
問
は
そ
れ
ほ
ど
詳
細
に
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
表
記

に
お
け
る
簡
略
さ
を
優
先
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
訳
語
は
ラ
ッ
セ
ル

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
概
念
と
同
様
の
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
ま

た
、
本
稿
で
は
「
意
味
」
と
い
う
語
は
、
「
表
示
対
象
」
と
対
に
な
る

が
概
念
と
は
別
に
、
通
常
の
使
い
方
で
も
用
い
ら
れ
る
の
で
、
混
同
を

避
け
る
た
め
、
「
表
示
対
象
」
と
対
に
な
る
「
意
味
」
と
い
う
語
に
つ

い
て
は
以
後
全
て
括
弧
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
と
合

わ
せ
て
「
表
示
対
象
」
も
括
弧
を
用
い
て
表
す
。
本
稿
に
お
い
て
は
意
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味

と

い

つ

の

使

い

方

に

お

い

て

多

用

さ

れ

る

の

で

、

筆
者
は
暖
味
さ
を
避
け
る
こ
と
を
優
先
し
た
の
だ
が
、
以
後
、
特
に
第

一
節
で
は
表
記
が
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
ご
容
赦
願
い
た
い
。

一
吋
表
示
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」

以
下
で
は
と
「
表
示
対
象
」
と
い
う
概
念
が
『
表
示
に
つ

い
て
い
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
脈
絡
に
お
い
て
、
い
か
な
る
内
等
を
も
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
が
考
察
さ
れ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
最
終
的
に
は

F
0
0
5可
正
担
認
可
時
空
白
O
R
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
の
だ
が
、

こ
の
論
文
に
お
い
て
彼
が
そ
の
百
定
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
が
検
討
さ
れ
、
反
論
さ
れ
る
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
を
彼
が

認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
閣
で
彼

は
こ
れ
ら
の
概
念
の
意
義
を
認
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
ラ
ッ
セ
ル
は
『
表
示
に
つ
い
て
』
で
、
表
示
句
を
含
む
命
題
に

つ
い
て
の
置
き
換
え
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
マ
イ
ノ
ン
グ
と
フ
レ

i

ゲ
の
批
判
を
行
う
。
何
故
自
説
と
対
抗
す
る
思
想
家
と
し
て
こ
の
二
人

が
選
ば
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の

だ
が
、
そ
の
後
の
議
論
の
展
開
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
何
を
命
題
の

構
成
要
素
と
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
こ
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
思
想
を
持
ち
、
反
論
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
と
彼
が
判
断
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
ご
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と

し
て
は
十
分
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
以

上
検
討
し
な
い
。
さ
て
、
こ
の
う
ち
文
の
構
成
要
素
や
句
が
そ
の
ま
ま

命
題
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る
マ
イ
ノ
ン
グ
の
立
場
、
つ
ま
り
「
ア

ポ
ロ
ン
」
、
「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
」
、
「
丸
い
四
角
」
が
文
字
通
り
存
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在

す

る

と

す

る

立

場

は

、

「

現

在

の

フ

ラ

ン

ス

か

っ

存
在
し
な
い
」
、
「
丸
い
四
角
は
丸
く
、
か
つ
丸
く
な
い
」
と
い
う
命
題

を
導
い
て
し
ま
い
矛
盾
率
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
ご
く
手
短

な
議
論
で
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
マ
イ
ノ
ン
グ
の
立
場
が
実
際
に
こ
の

よ
う
に
単
純
に
退
け
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
マ

イ
ノ
ン
ギ
ア
ン
」
と
い
う
用
語
が
野
放
図
に
存
在
者
を
認
め
る
立
場
を

さ
す
語
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

ラ
ッ
セ
ル
は
以
上
の
よ
う
に
マ
イ
ノ
ン
グ
の
立
場
を
退
け
た
後
に
、

フ
レ

i
ゲ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
プ
レ

i
ゲ
の
立
場
は
上
の

よ
う
な
形
で
矛
崩
律
を
犯
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
マ
イ
ノ
ン
グ
の

立
場
よ
り
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
の
詳
細
に
つ

い
て
は
「
表
示
に
つ
い
て
』
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
以
下

で
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
と
も
に
そ
の
議
論

を
再
構
成
し
よ
う
。

ま
ず
、
フ
レ

i
ゲ
の
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
と
い
う
区
別
は
、

指
し
当
た
っ
て
は
、
任
意
の
有
意
味
な
語
あ
る
い
は
匂
が
持
つ
、
対
象

の
与
え
ら
れ
方
と
そ
の
対
象
そ
の
も
の
と
い
う
二
側
面
で
あ
る
と
い
う

よ
う
に
理
解
し
て
お
こ
う
(
2
)
O

例
え
ば
「
プ
ラ
ト
ン
の
師
匠
」
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
表
示
す
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
と
は
別
に
、
そ
の

与
え
ら
れ
方
も
我
々
は
こ
の
匂
で
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
て
、

こ
の
よ
う
に
有
意
味
な
諾
あ
る
い
は
勾
に
こ
れ
ら
二
側
面
を
認
め
た
場

合
、
我
々
は
「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
」
と
い
う
表
示
句
に
つ
い
て
、

そ
の
「
意
味
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
与
え
ら
れ
方
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
表

示
す
る
対
象
は
存
在
し
な
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

い
た
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
の
存
在
に
つ
い
て
必

ず
し
も
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
フ
ラ
ン

ス
国
王
は
存
在
す
る
」
は
偽
と
考
え
ら
れ
、
先
ほ
ど
の
マ
イ
ノ
ン
グ
の

場
合
の
よ
う
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
王
は
存
在
し
、
か
つ
存
在
し
な
い
」

と
い
う
結
論
は
導
か
れ
な
い
。
こ
れ
は
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
の
再
構
成
で

あ
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ラ
ッ
セ
ル
は
プ
レ

l
ゲ
の

立
場
を
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
問
題
を
解
決
で
き
る
程
度
に
は
言
語
哲

学
的
な
工
夫
が
あ
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
考
え
て
い
た
と

思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
と
い
う
の
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
の
説
明
で
不
十
分
で
あ
る
の
は
、
「
表
示
対
象
」

と
い
う
の
は
比
較
的
意
味
が
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
意
味
」
に
関

し
て
は
、
「
対
象
の
与
え
ら
れ
方
」
と
い
う
機
能
を
担
う
も
の
と
は
何

な
の
か
に
つ
い
て
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
用
い
た
「
意
味
」
と
、
ブ
レ

i
ゲ
の
そ
れ
と

が
慎
重
に
ほ
一
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
ラ
ッ
セ
ル
の
理
解
に
つ
い

て
確
認
す
る
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
非
常
に
は
っ
き
り
と
解
答

し
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

同
吋
お
の
め
ロ
刊
号
。
片
岡
凶
器
由
。
内
問
。
宮
門
司
∞
仲
O
B
2
m
w
日以。仲良・

4
r
g忠
良
。
同
日
山
田
問
。
向
田
。

U
2
3
R
E
3
仲間。円

H08は
口
問
。
。
自
立
O
M
h
2

m
℃。ルロ件・
(
3
)

そ
し
て
、
後
者
の
引
用
符
で
く
く
っ
た
も
の
を

(
仏
O
H
M

。
件
対
話

8
5
1
2
)
」
と
述
べ
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
こ
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れ
が
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
表
示
的
複
合
体
」
と
は
こ
れ
ら

の
語
が
指
す
存
在
者
が
何
ら
か
の
仕
方
で
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
強

い
て
記
号
で
説
明
す
る
な
ら
ば
「

U018黒
字
。
小
富
山
田
∞

1え
ass-1

4
2
0
5」
(4)
と
な
ろ
う
。
「
表
示
対
象
」
を
与
え
る
も
の
は
、
や
は
り

こ
の
表
示
的
複
合
体
で
あ
る
。
こ
の
理
解
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
後
ほ
ど
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
レ
!
ゲ
に
お
け
る
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
詳
細
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

富
山
義
と
意
味
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
司
算
術
の
基
礎
』
吋
算
術
の
基

本
法
則
』
な
ど
、
彼
が
論
理
学
に
よ
り
数
学
を
基
礎
付
け
る
と
き
に
こ

の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
導
入
さ
れ
た
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
紙
幅
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
ラ
ッ

セ
ル
の
理
解
に
対
し
、
単
に
フ
レ
!
ゲ
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
に
留

め
よ
う
。
ま
ず
、
フ
レ

i
ゲ
に
と
っ
て
は
こ
の
二
側
面
は
、
常
に
記
号

あ
る
い
は
記
号
結
合
に
関
し
て
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
プ
ラ
ト
ン
の
師
匠
」
と
い
う
記
号
結

合
が
、
「
意
味
」
を
示
し
「
表
示
対
象
」
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
三
項
関
係
が
フ
レ

l
ゲ
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の
概
念
の
説
明

の
上
で
本
質
的
な
役
割
を
演
じ
る
の
で
あ
る
(5)
。
一
方
、
ラ
ッ
セ
ル

に
と
っ
て
「
意
味
」
と
は
「
表
示
的
複
合
体
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
が
「
表
示
対
象
」
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
こ
項
関
係

で
あ
る
。
つ
ま
り
ラ
ッ
セ
ル
は
文
字
記
号
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚

が
薄
く
、
記
号
を
介
さ
な
い
ま
ま
に
、
議
論
が
存
在
者
の
方
に
移
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ブ
レ

i
ゲ
は
確
か
に
「
意
味
」
を
「
対
象
の
与
え
ら
れ
方
」
と

107 

し
て
い
る
が
、
数
学
的
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
被
は
、
彼
の
数
理
哲

学
上
重
要
で
も
あ
る
そ
の
概
念
が
、
各
個
人
ご
と
に
別
々
に
与
え
ら
れ

る
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
そ
れ
ら
と
は
関
係
な
し
に
客
観
的
に
存
在

す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
(
6
)
O

こ
れ
で
「
意
味
」
を
説
明
す
る
ハ
ー

ド
ル
は
む
し
ろ
上
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
「
客
観
的
に
存
在
す

る
と
さ
れ
る
対
象
の
与
え
ら
れ
方
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
彼
は
答

え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
が
自
ら
の
著
作

で
明
確
に
答
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、
彼
は
こ
の
概
念
の
他

の
思
想
家
の
理
解
に
対
し
て
は
書
簡
な
ど
で
批
判
し
て
い
る
。
ラ
ッ
セ

ル
も
そ
の
理
解
を
批
判
さ
れ
た
も
の
の
一
人
な
の
だ
が
、
フ
レ

i
ゲ
と

の
書
簡
に
お
い
て
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」
に
つ
い
て
の
ラ
ッ
セ
ル

と
の
違
い
が
際
だ
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
上
で
述
べ
ら
れ
た
「
表
示

的
複
合
体
」
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
フ
レ

1
ゲ
は
こ
れ
を
平
思
味
」

と
は
見
な
せ
な
い
と
考
え
る
一
方
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、
有
名
な
「
白
雪
を

戴
い
た
モ
ン
プ
ラ
ン
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
「
表
示
的
複
合
体
」

を
「
命
題
の
「
意
味
と
と
し
、
フ
レ
!
ゲ
の
平
忠
味
」
と
「
表
示
対
象
」

に
関
す
る
思
想
と
は
違
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
7
)
O

こ
の
よ
う
に
ラ
ッ
セ
ル
と
フ
レ
!
ゲ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
理

解
に
は
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
の
は
事
実
な
の
で
、
こ
の
違
い
を
指
摘

す
る
こ
と
で
ラ
ッ
セ
ル
の
フ
レ

i
ゲ
に
対
す
る
無
理
解
を
示
し
、
そ
の

上
で

F
O
G
S
Z
由
。
旬
、
時
関
口
2
0誌
の
有
効
性
を
批
判
す
る
こ
と
は
、

こ
の
議
論
に
対
す
る
一
つ
の
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
レ

i

ゲ
自
身
、
野
氏
節
(
母
国
節
)
の
文
章
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
意

味
」
と
い
う
も
の
が
、
何
ら
か
の
理
解
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
(
豆
、
そ
れ
が
何
な
の
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か
は
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
一
通
り
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
説
明
を

彼
が
与
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
ラ
ッ
セ
ル
は
上
で
述

べ
た
見
方
を
と
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
意
味
」
に
積
極
的
に
対
象

を
割
り
当
て
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
ブ
レ

i
ゲ
の
正
し
い
理
解
と
は
言
え

な
い
に
し
て
も
、
ラ
ッ
セ
ル
に
ば
か
り
賓
が
あ
る
と
は
一
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
よ
っ
て
以
後
で
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
理
解
が
独
自
で
あ
る
こ
と
は

認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
の
正
当
性
も
一
部
で
は
あ
る
が
認
め
た
上
で
議

論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

3
0
Q
s
r「
ω
同
市
型

ω『

mcヨ
の
え
の
解
釈

以
下
で
我
々
は

F
O
G
S
Z
巴

oq
時
哲
B
O誌
を
検
討
す
る
。
前
述

の
と
お
り
こ
の
議
論
は
非
常
に
読
者
に
対
し
て
不
親
切
の
も
の
な
の
で
、

我
々
は
そ
の
都
度
ラ
ッ
セ
ル
の
一
一
一
一
口
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
質
的

な
部
分
を
逸
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
具
体
的
に
再
構
成
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
の
と
っ
て
い
る
前
提
に
賛
悶
で
き
る
か
で

き
な
い
か
が
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

尚
、
本
来
な
ら
ラ
ッ
セ
ル
が
実
際
に
例
と
し
て
用
い
る
英
国
の
詩
を
用

い
る
べ
き
だ
が
、
わ
か
り
や
す
さ
を
考
え
、
以
下
の
説
明
に
お
い
て
は

例
と
し
て
我
々
に
な
じ
み
の
深
い
も
の
を
選
ん
で
い
る
。

一
一
刻
一
設
o
o
s
t
¥
ω
m一omv『

ω
a
cヨ
0
2
に
お
け
る

諸
前
提
に
つ
い
て

ま
ず
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
ブ
レ

i
ゲ
の
理
論
に
対
す

る
反
論
を
な
し
て
い
る
最
初
の
部
分
で
奇
妙
な
こ
と
を
断
一
一
一
目
す
る
。
「
A

の

と

い

う

と

き

、

A
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は

常
に
「
表
示
対
象
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
平

家
物
語
の
皆
頭
の
第
一
節
の
「
意
味
」
」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
「
祇

園
精
舎
a

の
z

鐘
'
の
E

声
」
、
つ
ま
り
、
「
平
家
物
語
の
田
冒
頭
の
第
二
百

の
「
表
示
対
象
」
に
つ
い
て
、
そ
の
複
合
体
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
著
作
の
読
者
が
最

初
に
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
理
由
は
一
見
す
る
と
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
A

の
「
意
味
ヒ
と
い
う
一
一
一
日
葉
を
用
い
る
場
合
、
我
々
は
文
脈
に
応
じ
て
、

A
が
複
合
表
現
の
と
き
で
も
、
こ
れ
自
体
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

こ
れ
が
表
示
す
る
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
判
断
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
は
必
ず
し
も
正

し
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
棲

合
体
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
き
の
「
A
の
「
意
味
」
」
に

お
け
る
「
意
味
」
と
、
そ
の
「
表
示
対
象
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と

き
の
「
A
の
「
意
味
」
」
に
お
け
る
「
意
味
」
と
は
厳
密
に
言
、
っ
と
異
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
1
1
の
「
意
味
ヒ
と
い
う
よ
う
に
、
「
土
田
川

味
」
を
対
象
を
与
え
る
関
数
だ
と
考
え
れ
ば
、
前
者
は
そ
の
入
力
さ
れ

た
複
合
体
そ
の
も
の
の
「
意
味
」
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者

の
「
意
味
」
は
そ
の
入
力
の
「
表
示
対
象
」
に
関
し
て
そ
の
「
意
味
」

を
問
題
に
す
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
「
意
味
」
を
用
い
る
と
、
「
平
家

物
語
の
冒
頭
の
第
一
節
の
平
思
味
」
」
は
「
平
家
物
語
s

の
t

冒
頭
ー
の

g

第
一
節
」
を
返
し
、
後
者
を
用
い
る
と
、
そ
れ
は
「
祇
園
精
舎
z

のー

鐘
e

の
ム
と
と
い
う
複
合
体
を
返
す
。
以
下
の
議
論
で
は
、
ラ
ッ
セ

ル
の
議
論
に
沿
っ
て
、
後
者
の
、
つ
ま
り
「
表
示
対
象
」
を
問
題
に
す
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る
「
A
の

を

用

い

る

。

何

故

前

者

の

て
よ
い
か
は
後
に
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
「
意
味
」
の
説
明
の
次
に
、
ラ
ッ
セ
ル
は
命
題
に
お
い
て
複
合

表
現
は
全
て
そ
の
「
表
示
対
象
」
が
問
題
に
な
る
と
い
う
前
提
を
我
々

に
押
し
付
け
る
。
例
え
ば
、
「
ス
タ
ゲ
イ
ラ
生
ま
れ
の
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
!

大
王
の
家
庭
教
師
を
し
て
い
た
哲
学
者
」
は
自
動
的
に
「
ア
ワ
ス
ト
テ

レ
ス
」
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
見
正
し
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
全
て
の
場
合
に
つ
い
て
そ
う
、
主
張
す

る
と
な
る
と
、
文
脈
に
応
じ
て
実
際
に
我
々
は
こ
の
ニ
つ
を
使
い
分
け

て
い
る
と
い
う
事
実
に
反
す
る
か
ら
、
「
意
味
」
に
つ
い
て
の
上
の
議

論
と
同
様
に
、
無
条
件
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
を
前
提
に
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
、
彼
の
方
針
に

沿
っ
て
議
論
を
進
め
よ
う
。
何
故
そ
う
し
て
よ
い
の
か
は
、
前
段
落
に

お
け
る
「
意
味
」
の
場
合
と
同
様
に
後
ほ
ど
触
れ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
は
平
閉
山
味
」
と
い
う
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
棲
合
表
現
に
関

す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
な
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
を
受

け
入
れ
な
け
れ
ば
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
は
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
こ
う
。

を
無
視
し

一-
1・

一一

，C
i
と
C
の
論
理
的
関
係
に
つ
い
て
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
を
私
な
り

の
実
例
を
用
い
て
再
構
成
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
我
々
は
、
例
え

ば
「
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
H

吾
輩
は
猫
で
あ
る
の
著
者
」
と
い
う
同
一
性

一
一
一
日
明
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
引
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
」

と
は
向
じ
認
識
価
値
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
何
故

で
あ
る
か
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
枠
組
み
で
説
明
す
る
な
ら
ば
、
「
「
坊
ち
ゃ
ん

輩
は
猫
で
あ
る
の
著
者
」
は
「
表
示
対
象
」
は
同
じ
だ
が
は

異
な
る
」
と
い
う
、
王
張
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
再

び
命
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
度
は
「
意
味
」
と
い
う
存
在
者
に
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
「
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
」
と
い

う
複
合
体
、
つ
ま
り
平
忠
味
」
と
、
「
五
口
輩
は
猫
で
あ
る
の
著
者
」
と

い
う
複
合
体
を
存
在
者
と
し
て
認
め
た
上
で
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
一
一
一
日
明

を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
接
合
表
現
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、

そ
の
「
意
味
」
を
対
象
化
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
る
と
ラ
ッ
セ
ル
は
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
の
前
提
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
実
は
表
現

と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
接
合
表
現
は
常
に
「
表
示
対

象
」
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
以
上
の
表
記
だ
と
「
夏
自
激
石
の
「
意
味
」

H
T

一
度
目
激
石
の
「
意
味
ヒ
と
同
じ
こ
と
を
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
「
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
」
の
「
意
味
」
を
語
る
た
め
に
、
「
坊
ち
ゃ

ん
の
著
者
の
平
恩
味
ヒ
と
は
異
な
る
、
何
ら
か
の
複
合
表
現
が
必
要

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
上
の
「
意
味
」
の
場
合
と
同
様
、
「
H

」
に
関
し
て
、

そ
の
複
合
性
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
も
の
と
、
そ
の
「
表
示
対
象
」

を
問
題
に
す
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
二
種
類
の
も
の
を
考
え
れ
ば
こ
の

議
論
は
解
決
さ
れ
る
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
「
H

」
に
関
し

て
も
後
者
の
一
種
類
し
か
な
い
も
の
と
し
て
議
論
を
進
め
よ
う
。
さ
て
、

以
上
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
一
般
化
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
複
合

表
現
C
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
の
「
意
味
」
を
「
表
示
対
象
」
と
す
る

表
現
，

C
‘
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
が
フ
レ

i
ゲ
の
理
論
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に
関
し
て
困
難
を
見
出
す
の
は
、
こ
の
，

C
‘
と
C
と
の
論
理
的
関
係

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
関
係
に
つ
い
て
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

そ
し
て

C
は

(
"
C
の

“

の

よ

う

に

は

)

こ

の

複

合

体

の

構
成
要
素
と
は
な
ら
な
い
(
こ
の
棲
合
体
と
は
，

C
‘
の
こ
と
)
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
の
C
が
こ
の
複
合
体
に
現
れ
た
ら
、
そ
こ
で

表
れ
る
の
は
そ
の
辺
恩
味
」
で
は
な
く
、
「
表
示
対
象
」
で
あ
り
、
「
表

示
対
象
」
か
ら
「
意
味
」
へ
と
逆
戻
り
す
る
道
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
対
象
は
無
数
の
仕
方
で
異
な
っ

現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
9
1

こ
の
こ
と
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
は
「
，

C
‘
と
C
の
論
理
的
関
係
が
不
明

で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
読
者
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
主

張
自
体
の
意
味
内
容
や
、
そ
の
妥
当
性
、
ま
た
は
上
の
一
苦
か
ら
ら
ど
の

よ
う
に
し
て
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
が
導
か
れ
る
か
の
方
が
余
担
任
不
明

で
あ
る
。
結
論
か
ら
一
一
一
一
口
う
と
、
ど
う
好
意
的
に
解
釈
し
て
も
数
々
の
解

釈
者
を
苦
し
め
て
き
た
こ
の
部
分
を
整
合
的
に
す
る
の
は
ほ
ぼ
無
理
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
で
示
し
た
い
の
は
、
こ
の
部
分
の
あ
る
好
意

的
な
解
釈
が
、
こ
の
部
分
を
解
明
す
る
の
に
は
役
立
た
な
く
て
も
、
ラ
ッ

セ
ル
の
全
体
の
主
張
の
フ
ォ
ロ
ー
に
は
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
何
故
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
、
私
な
り
に
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。
，

C
‘
が

C
を
含
む
場
合
、

C
が
「
表
示
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。
こ
の
場
合
、
，

C
6
の
三
思
ー
味
」
は
、

C
を
含
む
以
上
、

C
と
い

う
複
合
体
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
，

C
‘
が

対
象
」
を
与
え
る
と
き
、
通
常
は
そ
の
C
の
「
表
示
対
象
」
の
み
が
そ

の
与
え
る
対
象
に
関
係
し
、

C
と
い
う
複
合
体
は
関
係
し
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
1
十

2
」
を
考
え
よ
う
。
こ
れ
の
「
表
示
対
象
」

は
「
l
+
(
l
十

1
)
」
と
し
て
も
「
l
+
(
3
1
)
」
と
し
て
も
変

わ
ら
な
い
。

(
l
+
1
)
や

(
3
1
1
)
と
い
う
、

2
が
「
表
示
対
象
」

で
あ
る
複
合
体
そ
の
も
の
は
、
こ
の
全
体
が
与
え
る
3
と
い
う
「
表
示

対
象
」
を
与
え
る
た
め
に
な
ん
ら
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
、
，

C
‘
に
お
い
て

C
が
「
表
示
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
と
き
、

C
の
援
合

的
な
構
造
は
，

C
‘
の
「
表
示
対
象
」
に
対
し
て
何
も
貢
献
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
ラ
ッ
セ
ル
の
一
一
一
日
い
た
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
あ
ま
り
に
も
粗
雑
に
こ
の
議
論

を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
一
つ

の
好
意
的
な
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
。

し
か
し
、
上
の
推
測
が
も
し
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
，
C
‘
が

C
を
構
成
要
素
と
し
て
も
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
な
る
、
だ
ろ

う
か
。
上
の
、
正
張
を
ま
と
め
る
と
、
，

C
‘
は
C
の
「
意
味
」
を
「
表

示
対
象
」
と
し
て
も
つ
表
現
だ
が
、
こ
れ
が
C
を
含
ん
だ
場
合
、

C
の

部
分
は
「
表
示
対
象
」
と
し
て
現
れ
、

C
の
「
意
味
」
と
い
う
援
合
体

は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
し
て
，
C
‘
の
「
表
示
対
象
」
は
C
と
い
う

複
合
体
と
は
関
係
な
し
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
が
、
，

C
6
が
C
の
「
意
味
」
を
「
表
示
対
象
」
と
す
る
表

現
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
か
ど
う
か
は
、
非
常
に
疑
わ

し
い
。
こ
の
こ
と
は
直
観
的
に
自
明
で
あ
る
と
は
と
て
も
言
え
ず
、
も

し
そ
の
こ
と
を
、
王
張
し
た
い
の
な
ら
ば
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
が
必
要
と
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な

る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

た

め

に

は

、

と

が

ど

の
よ
う
な
性
質
を
持
ち
、
こ
れ
が
一
般
的
に
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
に

つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ラ
ッ
セ
ル

が
こ
の
議
論
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
と
は
一
宮
え
ず
、
こ
れ
は
、
こ
の
議

論
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
フ
レ

l
ゲ
の
議
論
の
決
定
的
な
反
論
と
な
り

え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
に
か
く
、
私
は
こ
の
前
提
は
疑
わ
し
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
実
は
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
し
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
、
王
張
を
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、
彼
は
件
の
，

C
‘
と

C

の
関
係
が
不
明
で
あ
る
、
一
苦
い
換
え
れ
ば

C
の
「
意
味
」
を
表
示
す

る
，

C
‘
と
い
う
も
の
は
一
体
何
な
の
か
を
具
体
的
に
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
フ
ォ

ロ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
で

C
‘
と

C
の
関
係
が
不
明
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

の
根
拠
が
、
，

C
‘
は

C
を
含
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
私
は
疑
わ
し
い
と
し
た
が
、
も
し
こ
の
こ
と
が
事
実

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
‘

C
'

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
定
め
る
基
準
を
求
め
て
い
た
の
だ
が
、
‘

c'

が
C
と
関
係
を
持
つ
た
め
の
唯
一
の
手
掛
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
、

C
と
い
う
複
合
体
は
、
，

C
‘
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
，

C
‘
と

C
は
全
く
違
う
複
合
体
で
あ
り
、
，

C
6
が
存
在
し

た
と
し
て
も
、

C
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
，

C
‘
が

C

を
含
む
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
，

C
‘
と

C
の
関
係
が
不
明
で

あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
，

C
‘
は

C
を
合
む
か
も
し
れ

な
い
し
、
含
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

C
を
含
ま
な
い
場
合
は
も
う
考
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え
た
の
で
、
含
む
場
合
に
，

C
‘
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
の
候

補
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
そ
れ
は

C
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
我
々
は
ラ
ッ
セ
ル
的
前
提
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

は
「
表
示
対
象
」
と
し
て
現
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
C

の
「
意
味
」
」
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、

C
が
「
表
示

対
象
」
と
し
て
現
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
に
，

C
‘
で
は
あ

り
え
な
い
。
"
£
と
い
う
、
ラ
ッ
セ
ル
が
「
意
味
」
を
一
諮
る
た
め
に
我
々

が
通
常
用
い
て
い
る
と
い
う
表
記
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
不
適
切

な
理
由
は
、
こ
の
批
判
の
最
初
の
ほ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ク
オ
テ
i

シ
ョ
ン
マ

i
ク
が
つ
く
と
、
そ
れ
は
文
字
列
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
あ
る
文
字
列
が
何
ら
か
の
複
合
体
を
表
示
す
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
「
(
言
語
)
表
現
に
よ
る
関
係
」
に
過
、
ぎ
ず
、
そ
れ
は

論
理
的
な
関
係
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
目
。
そ
れ
は
恐
意
的
な
約
定

で
あ
る
か
ら
、
他
の
文
字
列
で
も
用
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て

こ
れ
も
ラ
ッ
セ
ル
が
求
め
る
，

C
‘
で
は
な
い
。

結
局
、
，

C
‘
と

C
の
論
理
的
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ

の
よ
う
に
候
補
と
な
り
そ
う
な
も
の
を
一
つ
一
つ
検
討
し
、
そ
れ
ら
が

全
て
，

C
‘
と
し
て
は
不
適
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
、

C
と

論
理
的
関
係
を
有
す
る
，

C
‘
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
し
か
し
、

C
の
平
田
山
味
」
を
語
る
た
め
，

C
‘
と
い
う
表
現
を

持
ち
出
し
た
と
し
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
関
係
が
不
明
な
以
上
、

そ
れ
は
「
C
と
い
う
複
合
体
(
「
意
味
」
)
を
「
表
示
対
象
」
と
す
る
も

の
」
と
い
う
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
約
定
に
よ
っ
て
の
み
、

C
と
関
係
を
持
つ

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
約
定
を
持
ち
出
す
こ
と
を
厭

わ
な
い
の
な
ら
、
と
「
表
示
対
象
」
と
い
う
概
念
を
維
持
す
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る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

一. 

比
較
と
い
う
観
点
か
ら
の
解
釈

一

ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
を
舟
意
的
に
説
明
し
な
お
す
と
、
お
お
よ
そ
上
の

よ
う
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
、
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
強
調
し
た
い
の
は
、
上
の
「
意
味
」
と
「
表
示
対
象
」

に
つ
い
て
の
反
論
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
A
の
「
意
味
と
の
「
意
味
」
に
関
し
て
、
楼
合
体
を
取
り
扱
う
「
意

味
」
を
持
ち
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
る
複
合
体
を
合
む
命
題
が
、

常
に
そ
の
「
表
示
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
前
提
も
疑
う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
「
坊
ち
ゃ
ん
の
著
者
の
「
意
味
ヒ
と
「
吾
輩
は
猫
で

あ
る
の
著
者
の
「
意
味
」
」
が
違
う
と
い
う
た
め
に
、
「
表
示
対
象
」
で

は
な
く
被
合
体
の
向
一
性
を
判
定
す
る
，
H

‘
を
新
た
に
導
入
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
上
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
，

C
‘
と

い
う
複
合
表
現
を
持
ち
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
ラ
ッ

セ
ル
の
上
の
推
論
を
無
効
な
も
の
と
す
る
に
は
、
以
上
の
う
ち
い
ず
れ

か
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
上
の
議
論
に
対
す
る
反
論
を
白
的
に
「
1
1
の
「
意
味
」
」

に
関
し
て
、
上
で
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
認

め
る
と
し
よ
う
。
こ
う
す
る
と
上
の
反
論
は
成
り
立
た
ず
、
フ
レ

i
ゲ

の
理
論
は
維
持
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
さ
し
あ
た
っ
て
指
摘
し

た
い
の
は
、
こ
の
理
論
に
お
い
て
は
ラ
ッ
セ
ル
が
認
め
な
い
「
意
味
」

と
い
う
存
在
者
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
「
1
1
の
「
意

味
ヒ
と
い
う
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、

こ
の
理
論
の
ど
こ
に
開
題
、
が
あ
る
、
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

F
0
0円
3.

出
回
o
m
q
g・関口
B
O
E
の
中
で
こ
の
理
論
を
反
論
す
る
こ
と
は
も
う
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
我
々
は
フ
レ
!
ゲ
の
理
論
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
司
表
示

に
つ
い
て
」
に
お
け
る
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
の
理
論
と
の
比
較
に
お
い
て

考
察
を
進
め
る
必
要
が
出
て
く
る
。
プ
レ

i
ゲ
の
理
論
と
違
い
、
ラ
ッ

セ
ル
の
理
論
で
は
「
意
味
」
と
い
う
存
在
者
を
認
め
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
必
要
な
い
。
ま
た
、
こ
の
理
論
で
は
辺
思
味
」

と
い
う
存
在
者
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
の
み

を
見
る
と
、
そ
れ
ら
の
分
だ
け
、
つ
ま
り
使
わ
れ
る
道
具
が
シ
ン
プ
ル

な
こ
と
と
、
そ
の
理
論
に
お
け
る
存
在
者
が
少
な
い
分
だ
け
、
ラ
ッ
セ

ル
の
理
論
が
優
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
ラ
ッ

セ
ル
の
理
論
の
フ
レ
!
ゲ
の
そ
れ
に
対
す
る
積
撞
的
な
優
位
性
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
我
々
は
こ
の
論
文
全
体
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ッ
セ
ル
は
ブ
レ
!
ゲ
の
理
論
が
上
述
の
よ
う
な
矛
盾
律
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
く
ら
い
の
綿
密
さ
を
有
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、

ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
の
理
論
で
も
同
様
に
矛
盾
律
を
犯
す
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
理
論
で
は
、
上
で
述
べ
ら
れ
た
「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国

王
」
と
い
う
句
に
対
し
て
、
構
文
的
に
有
意
味
で
あ
る
と
し
な
が
ら
そ

れ
に
該
当
す
る
存
在
者
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
理
論
が
有
す
る
利
点
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は

他
に
も
『
表
示
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
た
様
々
な
パ
ズ
ル
を

解
く
こ
と
が
で
き
る
上
、
「
見
知
り
の
知
識
」
と
「
記
述
の
知
識
」
の

違
い
や
心
に
関
す
る
分
析
手
法
と
い
っ
た
、
新
た
な
哲
学
的
な
観
点
を

与
え
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
に
は
確
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か
な
哲
学
的
利
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
フ
レ

i
ゲ
の
理
論
と
比
べ
て
、

上
述
の
こ
と
と
並
ん
で
こ
の
よ
う
な
強
み
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

は
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
の
優
位
性
の
決
め
手
と
思
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
径
の
凸
E
志

巴
o
旬
開
官
話
。
廷
に
お
け
る
前
提
を
丁
寧

に
確
認
し
、
か
っ
『
表
示
に
つ
い
て
』
全
体
の
流
れ
の
中
で
こ
の
議
論

を
見
た
と
き
、
我
々
は
そ
れ
を
フ
レ

i
ゲ
に
対
す
る
決
定
的
な
反
論
と

い
う
よ
り
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
の
理
論
の
フ
レ

1
ゲ
の
理
論
に
対
す

る
優
位
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
最
初
の
前
提
と
し
て
「
1
1
の
「
意
味
ヒ
に
関
し
て
二
つ
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
た
が
、
そ
の
他
の
前
提
を
と
っ

て
も
、
基
本
的
に
は
同
様
の
こ
と
、
つ
ま
り
シ
ン
プ
ル
さ
と
哲
学
的
帰

結
の
豊
富
さ
と
で
記
述
の
理
論
に
軍
配
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
で
は
複
合
表
現
は
全
て
「
表

示
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
否
定
し
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
複
合
体
そ
の
も
の
が
そ
の
命
題
の
中
で
問
題
に
な

り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
表
示
対
象
」
が
問
題
に
な
る
か
が
明
確
に

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
説
明
が
不
要
な
分
、
だ
け
、

ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
の
方
が
シ
ン
プ
ル
だ
ろ
う
。
そ
し
て
哲
学
的
帰
結
に

関
し
て
は
上
と
同
様
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
議
論
は
フ
レ

i

ゲ
に
対
し
て
フ
ェ
ア
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
ラ
ッ

セ
ル
の
理
論
の
利
点
と
プ
レ

i
ゲ
の
欠
点
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
フ
レ

i
ゲ
の
理
論
的
強
み
が
、
上
で
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
に

矛
盾
律
を
避
け
る
こ
と
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
の
理
論
は
、
果
た
し
て
上
で
挙
げ
ら
れ
た

哲
学
的
成
果
を
額
面
通
り
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
関
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
も
し
我
々
が
双
方
の
哲
学
的
思
想
に
関

し
て
誠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
卦

o
c
s
Z
一巴

omq

向
m
C
5
0良
は
、
ブ
レ
!
ゲ
に
対
す
る
決
定
的
な
反
論
を
提
供
し
て
い
る

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
、
上
で
述
べ
ら
れ
た
論
点

を
含
む
双
方
の
理
論
の
明
確
化
、
洗
練
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ず
に
、

こ
の
部
分
を
全
体
か
ら
切
り
離
し
、
ブ
レ

i
ゲ
に
対
す
る
決
定
的
な
反

論
と
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
、
我
々
は
解
釈
の
泥
沼
に
陥
っ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。

f<士
III口

び

以
上
の
議
論
で
、
の

F
O
G
s
-
由
。
匂
山
口
.
関
口
5
0
2
の
解
釈
が

2
衣

一
不
に
つ
い
て
』
全
体
と
ど
う
関
係
す
る
か
は
、
あ
る
程
度
見
え
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
は
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の

論
文
で
論
じ
て
い
る
記
述
の
理
論
の
内
実
が
補
完
さ
れ
て
始
め
て
完
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
で
は
そ
の
内
実
に
関
し
て
は
既
に
与
え

ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ

う
に
、
我
々
は
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
の
理
論
が
本
当
に
哲
学
的
成
果
を
享

受
す
る
に
値
す
る
か
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
ラ
ッ
セ

ル
の
理
論
を
肯
定
的
に
受
け
取
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
疑

問
を
払
拭
す
べ
く
、
我
々
は
『
表
示
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
内
容
に
踏

み
込
ん
だ
よ
で
、
そ
の
理
論
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ

れ
を
改
良
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
論
文
に
お
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い
て
ラ
ッ
セ
ル
が
論
じ
て
い
る
個
々
具
体
的
な
こ
と
が
明
ら
か
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
根
源
的
な
こ
と
、

つ
ま
り
、
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の
論
文
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
で
は
な

い
形
で
分
析
の
際
に
道
具
と
し
て
い
た
「
論
理
学
」
と
は
何
で
、
そ
れ

は
何
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
分
析
の
対
象

と
な
る
「
命
題
」
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
そ
も
そ
も
前
者
に
よ
っ
て
後
者
を
分
析
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
ど
う

改
良
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
考
察
も
併
せ
て
必
要
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
の
は
後
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
、
も

し
上
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
文
は
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
と

い
う
枠
を
超
え
、
分
析
哲
学
に
従
事
す
る
も
の
に
共
通
の
問
題
菌
を
与

え
て
い
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
上
の
考
察
が
ラ
ッ
セ
ル
の
哲
学
に
対
す
る
見
方
に
も
あ
る

一
定
の
光
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
我
々

は
『
表
示
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
様
々
な
概
念
、
特
に
「
論
理
学
」
や

「
命
題
」
と
い
っ
た
重
要
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、

上
の
議
論
が
一
つ
の
完
成
を
見
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
う

る
だ
ろ
う
。
一
つ
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
基
本
的
な
路
線
は
受
け
継
ぎ
つ

つ
も
、
時
代
に
制
約
さ
れ
た
彼
の
荒
削
り
な
論
理
学
で
は
な
く
、
現
代

の
論
理
学
の
助
け
を
借
り
て
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
セ
ル
の
思
想
的
脈
絡
に
即
し
て
こ
れ
ら

の
概
念
を
解
明
す
る
の
も
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
も
し
後
者
を
選

ぶ
と
し
た
ら
、
我
々
は
ラ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
概
念
が
時
代
と

と
も
に
変
遷
し
て
い
く
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
の

論
理
学
に
お
い
て
は
「
命
題
関
数
」
、
「
論
理
的
問
有
名
」
、
あ
る
い
は

量
化
に
対
す
る
独
特
の
捉
え
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ラ
ッ
セ
ル
の
論

理
学
の
内
実
に
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
概
念
は
ラ
ッ
セ
ル
の
哲
学
、
あ
る
い
は
論
理
学
の
進
展
を
ま
っ
て
始

め
て
明
確
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
「
表
示
に
つ
い
て
』
で
は
こ

れ
ら
の
概
念
は
、
暗
黙
に
使
用
さ
れ
て
は
い
た
が
明
示
化
さ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上
に
述
べ
ら
れ
た
明
確
化
の
作

業
は
、
実
は
司
表
示
に
つ
い
て
』
だ
け
に
お
さ
ま
る
話
で
は
な
く
、
ラ
ッ

セ
ル
に
と
っ
て
論
理
学
と
は
、
命
題
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
、
そ
の
思

想
の
進
展
を
考
癒
に
入
れ
な
が
ら
正
し
く
評
価
し
た
上
で
、
始
め
て
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
上
述
の
解
釈
と
同
様

の
構
造
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
本
稿
を
終
え
る
。

{
注
}

(
1
)
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One Interpretation of The Gray's Elegy Argument 
Atsushi Nishimura 

In "On Denoting" Russell criticizes Frege's meaning (Sinn) and denotation (Bedeutung). 

His point is that if we accept these concepts in expressions such as definite descriptions we 

cannot find a logical relationship between them. But this argument, known as The Gray's 

Elegy Argument, is so awkward that it is difficult to fully grasp what Russell's meansing. 

This essay is an attempt to interpret this argument. Many viewpoints can be used to 

interpret it. One way is to judge whether this argument is correct as a criticism of Frege's 

meaning and denotation; another is to give a valid interpretation with the help of contemporary 

logic. But in this essay, attention is paid to how this argument functions as a component of" On 

denoting". We can find in his paper that Russell's theory about denoting phrases is justified in 

terms of its usefulness: it provides us with a way to solve an ontological problem, an 

interesting difference between knowledge through acquaintance and knowledge through 

description and a method to analyze the mind. We can apply this characteristic in "On 

denoting" to the interpretation of The Gray's Elegy Argument. Namely, we can see this 

argument as an attempt to show how complicated and pointless Frege's meaning and 

denotation are in comparison with Russell's theory, rather than to give a decisive argument 

against Frege. 

This interpretation has a particular strength. We are aware that Russell's philosophy often 

changes as he detects fault in previous thought or finds a sound theory that solves a problem 

and provides a sufficient basis for constmcting a worldview. As such, one of the important 

point when reading Russell is that, acknowledging that Russell's philosophy is on the process 

of development, we note the reason for his having the theory or thought instead of ascertaining 

whether or not they are right in themselves. The Above interpretation matches this feature of 

Russell's philosophy. 

(Doctoral Student of Kyoto University) 




