
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

ー
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
共
同
研
究
l

上

林

良



目

次

ー

は

し

が

き

二
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

―
―
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デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
共
同
研
究

四
『
哲
学
的
文
通
』

五
共
同
研
究
の
背
景



広
い
意
味
で
の
行
動
科
学
者
で
あ
っ
た
A
.
F
・
ベ
ン
ト
リ
ー
の
著
書
『
数
学
の
言
語
学
的
分
析
』
(Linguistic
A
n
a
l
y
s
i
s
 of M
a
t
h
,
 

ematics, 1
9
3
2
)

と
そ
れ
に
つ
づ
く
著
書
『
行
動
・
知
識
・
事
実
』

(Behavior,
K
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 Fact, 1
9
3
5
)

の
両
者
は
、
知
識
に
関

す
る
言
語
学
的
分
析
学
の
上
で
大
き
い
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
冊
の
著
書
は
、
研
究
史
上
に
大
き
い
価
値
を
も
っ
て
い
た
ば
か
り
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
の
著
書
の
刊
行
が
機
縁
と
な
っ
て
、
も
は
や
そ
の
頃
老
年
に
達
し
て
い
た
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
二
人
が
、
新
し
く

共
同
研
究
の
道
程
に
は
い
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
細
か
い
経
過
に
つ
い
て
云
え
ば
、
最
初
『
数
学
の
言
語
学
的
分
析
』
を
贈

年
五
月
二
二
日
付
の
返
書
が
あ
り
、
す
ぐ
に
こ
れ
に
応
じ
て
ペ
ン
ト
リ
ー
か
ら
の
、

五
年
五
月
二
八
日
付
の
手
紙
を
読
め
ば
、
ベ
ン
ト
リ
ー
が
、
こ
れ
ら
二
冊
の
著
書
を
デ
ュ
ー
イ
に
贈
っ
て
批
判
を
も
と
め
、
本
質
的
な
討

論
を
内
容
と
し
た
書
信
の
住
来
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、

交
換
が
し
め
す
よ
う
に
、
な
が
い
二
人
の
共
同
研
究
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
の
努
力
は
、
論
理
学
の
な
か
で
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
言
葉
、
術
語
の
研
究
と
、
こ
れ
ら
の

分
野
で
み
ら
れ
る
言
語
学
的
な
混
乱
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
知
識
の
理
論
化
を
め
ざ
す
作
業
で
あ
っ
た
。
デ

k
n
o
w
n
)
 ト

ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

は
、
こ
れ
ら
共
同
研
究
の
集
大
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

五
一
九

（
九
六
一
）

掲
載
さ
れ
て
、
大
き
い
衝
激
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
が
、

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』

(
K
n
o
w
i
n
g
a
n
d
 t
h
e
 

ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
の
多
く
の
論
文
は
、

『
行
動
・
知
識
・
事
実
』
に
つ
い
て
述
べ
た
一
九

っ
た
と
き
の
ベ
ン
ト
リ
ー
か
ら
デ
ュ
ー
イ
ヘ
の
、

ま

し

,
9
.
 

が

き

に

一
九
三
二
年
十
一
月
十
五
日
付
の
手
紙
、
こ
れ
に
対
し
て
デ
ュ
ー
イ
か
ら
の
一
九
三
五

一
九
四
九
年
の

一
九
五

0
年
ま
で
の
手
紙
の

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
八
年
の
間
の
哲
学
雑
誌

(
T
h
e
J
o
u
r
n
a
l
 of 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
)
 

一
九
四
四
年
、
デ
ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
に
よ
り
「
確



実
な
名
称
の
探
求
」

(
A
S
e
a
r
c
h
 for F
i
r
m
 N
a
m
e
s
)
と
の
共
同
宣
言
が
な
さ
れ
、
こ
れ
を
序
論
と
し
て
そ
の
後
公
表
さ
れ
た
十
一
篇
の

る
。
冒
頭
に
「
永
ら
く
の
懸
案
で
あ
っ
た
仕
事
を
企
て
る
べ
き
時
が
到
来
し
た
と
、

と
は
、
知
識
論
と
よ
ば
れ
る
専
門
研
究
分
野
で
の
知
る
こ
と
」

(
k
n
o
w
i
n
g
s
)

と
「
存
在
す
る
こ
と
」

(
e
x
i
s
t
i
n
g
)

(
1
)
 

確
実
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
一
組
の
主
要
な
術
語
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
こ
と
で
あ
る
。

の
交
渉
の
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
、
頼
み
と
す
る
に
足
る
明
確
な
名
称
を
確
保
し
、

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展
開
を
め
ざ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
共
同
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
『
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
内
容
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
、
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
甚
本
的
な
態
度
や
考
え
方
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ト
ラ
ン
ス
ア

(
2
)
 

ク
シ
ョ
ン
の
概
念
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1)J•Dewey 

a
n
d
 
A•F. 

Bentley, 
K
n
o
w
i
n
g
 a
n
d
 the 
K
n
o
w
n
,
 1
9
4
9
,
 
Introduction, 
P. 
vi. 

(

2

)

「transaction
」
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
交
互
作
用
、
あ
る
い
は
、
と
り
引
き
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
interaction
」
（
相
互

作
用
）
と
対
比
し
て
、
そ
の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
の
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

「
わ
れ
わ
れ
の
信
念
、
知
る
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
の
将
来
の
進
歩
は
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
と
枠
組
に
統
合
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
見
地
を
強
調
す
る
考
え
方

は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
成
長
し
て
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
見
地
、

論
文
と
最
後
の
十
二
章
に
「
研
究
行
程
の
概
要
」

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
・
五
号

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
信
頼
を
要
求
す
る
と
い
う
ー
は
、

一
年
程
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
決
心
し
た
。
そ
の
仕
事

(
S
u
m
m
a
r
y
 o
f
 
P
r
o
g
r
e
s
s
 
M
a
i
d
)
 
を
く
わ
え
て
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

の
研
究
に
お
い
て
、

「
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
」
と

そ
れ
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ

セ
ル
フ
ァ
ク
シ
ョ

五
二

0

（
九
六
二
）



必
然
的
に
、

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
を
区
別
す
る
こ
と
が
体
系
的
に
な
さ
れ
る
と
き
、

は
、
も
っ
と
も
容
易
に
把
握
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
る
。
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
見
地
と
い
う
の
は
、
事
実
に
お
い
て
、
知
る
と
い
う

こ
と
は
、
共
働
的
な
、
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
統
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
し
た
が
っ
て
、
体
系
的
に
す
す

(
1
)
 

め
ら
れ
る
べ
き
立
場
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
序
文
で
示
さ
れ
て
い
る
基
本
的
態
度
で

「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
や
り
方
と
い
う
の
は
、

ば
ら
ば
ら
で
断
片
的
な
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
多
く
の
こ
と
を
、
空
間
的
に
も

(extentionally)
時
間
的

―
つ
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、

と
く
に
現
実
的
で
一
般
的
で
あ
る
と
思
っ
て
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

い
る
分
野
で
は
、
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
―
つ
の
方
法
で
あ
る
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
物
理
学
者
達
が
、
粒
子
と
波
動
の
表
象
の
両
方

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
観
察
と
を
こ
こ
で
は
使
用
す
る
。
重
要
で
特
殊
な
研
究
は
、
有
機
体
が
中
心
課
題
で
あ
る
こ
の
分
野
に
ふ
さ
わ
し
い
。
混

乱
し
た
、
あ
る
い
は
セ
ル
フ
ア
ク
シ
ョ
ン
的
（
自
己
運
動
的
）
意
味
を
も
た
な
い
で
、
精
細
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
環
境
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
探
究
の
形
式
に
、

の
領
域
に
お
け
る
資
格
保
持
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
動
者

(
b
e
h
a
v
i
o
r
-
a
g
e
n
t
)

と
行
動
対
象

(behavior-ob,

ject)

を
設
定
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
広
い
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
表
象
の
内
部
に
お
い
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

取
り
あ
つ
か
い
方
法
を
あ
ら
わ
す
。

使
用
し
て
い
る
の
と
お
な
じ
よ
う
な
考
え
方
で
、

五

（九六一―-）

わ
れ
わ
れ
の
発
展
の
主
旨

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
方
法
で
あ
っ
て
、
従
来
は
、
普
通
に
考
え
れ
ば
相
い
れ
な
い

イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
観
察
と
ト
ラ
ン
ス
ア

ト
ラ
ソ
ス
ア

つ
ね
に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
命
名
法

一
方
で
は
不
確
定
的
に
名
づ
け
ら
れ
た
有
機
体
、
人
間
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
ソ
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な

ア
ク
ク
ー
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
さ
ま
ざ

を、

わ
れ
わ
れ
は
、

方
法
が
他
の
方
法
よ
り
も
、

わ
れ
わ
れ
が
か
か
わ
っ
て

に
も

(durat
ionally) 

あ
る
。

ナ
ル
な
見
地
か
ら
、

こ
の



o
f
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 3
9
,
 
1
9
4
2
)

、

第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

(
2
)
 

ま
な
形
で
名
づ
け
ら
れ
た
環
境
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ

と
「
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
」

search, 
D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
4
3
)

、

五一三

第
二
章
「
術
語
の
問

題
」

(the
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
P
r
o
b
l
e
m
)

が
、
も
と
も
と
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
二
人
の
署
名
の
も
と
に
作
製
さ
れ
た
論
文
で
あ

(

3

)

 

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
基
本
的
態
度
は
、
二
人
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
な
か
で
、
ま
づ
論
理
学
と
知
識
論
の
現
状
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

分
野
に
お
け
る
著
書
と
論
文
を
捗
猟
し
て
調
査
し
た
。

カ
ル
ナ
ッ
プ

(R. 
C
a
r
n
a
p
,
 

コ
ー
エ
ン
と
ネ
ー
ゲ
ル

(
M
.
R
.
 C
o
h
e
n
 a
n
d
 E. 
N
e
g
e
l
,
 
A
n
 Introduction to 
L
o
g
i
c
 

a
n
d
 Scientific 
M
e
t
h
o
d
,
 1
9
3
4
)
、
デ
ュ
ー
カ
ス

(C.
J
•
D
u
c
a
s
s
e
,

「I
s
a
 F
a
c
t
 a
 true 
proposition
●

-

A

 R
e
p
l
y
」,
J
o
u
r
n
a
l
 

ル
イ
ス

(C.
I. 
L
e
w
i
s
,
 
T
h
e
 M
o
d
e
s
 of 
M
e
a
n
i
n
g
,
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 a
n
d
 p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 R
e
,
 

モ
リ
ス

(C.

W. Morris, 
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
 o
f
 t
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of Signs, 1
9
3
8
)
、
そ
し
て
ク
ル
ス
キ
ー

(A. Tarski,
「

T
h
e
S
e
m
a
n
t
i
c
 C
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 of 
T
r
u
t
h
 a
n
d
 t
h
e
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
 o
f
 S
e
m
a
n
t
i
c
s」
,

p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 a
n
d
 p
h
e
n
o
m
e
,
 

(
4
)
 

nological 
R
e
s
e
a
r
c
h
,
 M
a
r
c
h
,
 1
9
4
4
)
竿
す
で

4
}
る。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、
こ
の
領
域
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
著
書
、
論
文
の
内
容
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
、

術
語
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
あ
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
言
葉
、
術
語
の
あ
い
だ
の
微
妙
な
意
味
や
立
場
の
相
違
が
あ
ら
わ
れ
て
、
実

際
的
に
は
言
葉
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
は
、
観
察
に
も
と
づ
く
確
定
的
な
名

I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
S
e
m
a
n
t
i
c
s
,
 1
9
4
2
)

、

こ
れ
に
つ
い
て
、
参
考
に
し
た
主
要
な
著
者
は
、

「
表
象
」

(presentation)
、
「
実
在
」

(reality)
、

「
提
案
」

(preposition) 
等
の
重
要
な
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た

「
言
語
学
上
の
混
乱
状
態
」

(linguistic 
caos)
を
指
摘
し
、

「
術
語
」

(
t
e
r
m
)
、

「
定
義
」

(definition)
、
「
信
号
」

(signal)
、

デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、

に
つ
い
て
の
基
本
的
立
場
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

関
法

い
う
ま
で
も
な
く
、 （

九
六
四
）



称
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、
論
理
学
や
知
識
論
の
学
者
た
ち
に
理
解
さ
れ
、

ら
の
名
称
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
デ
ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
確
定
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
名
称
に
確
実
な
根
拠
を
あ
た
え
る
も
の
と

章
で
彼
等
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
く
り
か
え
し
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

お
こ
う
。

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
「
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、

関
係
ふ
か
い
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
と
も
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
古
い
文
字
ど
お
り
の
考
え
方
に
し
た
が
っ
て
否
定
さ

れ
、
圧
迫
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
よ
り
一
層
共
同
し
て
は
た
ら
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
同
時
に
ゆ
た
か
な
空
間

(
5
)
 

的
、
時
間
的
な
位
置
づ
け
を
可
能
に
し
て
お
り
、
具
体
的
で
特
殊
な
事
例
へ
の
関
係
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
甚
礎
的
観
点
に
し
た
が
っ
て
、

ョ
ン
、
自
己
運
動

(self-action)

や
イ
ソ
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン

(interaction)

し
あ
う
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
有
機
体
と
環
境
の
関
係
の
よ
う
に
、
両
者
の
作
用
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
有
機
体
で
も

環
境
で
も
あ
り
え
な
い
よ
う
な
相
互
作
用
的
な
関
連
を
成
立
た
し
め
て
い
る
作
用
で
あ
る
。
イ
ソ
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
は
、
相
互
作
用

の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

い
て
、

A
か
ら
B
に
、
あ
る
い
は

B
か
ら
A
に
、
あ
ら
か
じ
め
互
に
独
立
し
た
物
の
あ
い
だ
に
、
互
に
相
手
に

対
し
て
影
響
を
あ
た
え
あ
う
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

上
の
問
題
」

(
T
h
e
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
P
r
o
b
l
e
m
)
 

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

の
な
か
で
、
事
実

(Fact)
、
結
果

(
E
v
e
n
t
)
名
称
づ
け

(designation)
、

〈
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
〉
と
〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
〉
と
は
、

五
二
三

（
九
六
五
）

「
詳

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
第
二
章
「
用
語

と
は
異
な
り
、
有
機
体
と
環
境
の
両
者
が
互
い
に
規
定

一
方
は
知
る
こ
と
に
関
し
、
他
方
は
知
ら
れ
る
も
の
の
側
に

「
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
を
通
観
し
て
い
ま
一
度
強
調
し
て

し
て
、

「
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
」

(specification)

• 

と
「
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」

(transaction)

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
第
十
二

と
く
に
、
両
者
が
互
に
関
係
し
協
力
し
あ
う
こ
と
に
つ

．
 

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

(transaction)

の
概
念
は
セ
ル
フ
ア
ク
シ

一
般
的
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ



ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

語
と
と
も
に
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
を
、

個
々
の
部
分
の
活
動
を
重
視
す
る
考
え
方
が
働
ら
い
て
い
る
。

細
に
述
べ
る
こ
と
」

(specfication)

等
二
二
項
目
に
わ
た
っ
て
実
験
的
定
義
を
あ
げ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

「
あ
る
段
階
で
は
、
探
求
の
た
め
に
積
極
的
に
必
要
と
さ
れ
、
他
の
段
階
で
は
、
維
持
さ
れ
、
し
ば
し
ば
古
い
言
語
に
よ
る
名
称
の
注
入

(
6
)
 

を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
全
体
系
の
機
能
的
観
察
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
「
互
に
働
ら
く

(
7
)
 

も
の
と
し
て
、
組
織
さ
れ
た
部
分
や
他
の
物
を
観
念
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
相
互
作
用
つ
ま
り
イ
ン
ク
ー
ア
ク

シ
ョ
ン
か
ら
明
確
に
峻
別
さ
れ
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
観
念
が
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
に
は
大
き
い
意
味
を
持
た
な
い
と

「
活
動
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
段
定
的
に
独
立
し
た
行

(
8
)
 

動
者

(actor)
、
魂

(soul)
、
心

(
m
i
n
d
)
、
自
己

(selves)
、
力

(
p
o
w
e
r
)
、
勢
力

(forces)
の
語
の
よ
う
な
前
科
学
的
な
観
念
」

し
た
が
っ
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
の
体
系
の
機
能
的
観
察
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
、
人
間
の
個
々
の
行

為
の
そ
れ
ぞ
れ
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
も
し
く
は
経
験
的
全
体
を
、
相
関
的
に
、
機
能
主
義
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
、
相
互
作
用
と
は
、

重
視
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
部
分
的
で
、
か
つ
独
立
し
た
物
の
間
の
平
面
的
な
相
互
依
存
の
行
為
を
主
張
す
る
の
で
あ
り
、
相
関
よ
り
も

最
後
に
、
デ
ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
が
、
第
十
一
章
「
試
験
的
名
称
群
」
（
A
trial g
r
o
u
p
 of n
a
m
e
s
)

の
な
か
で
、
約
百
項
目
の
術

つ
ぎ
の
よ
う
に
確
定
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

「
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
は
、
古
い
議
論
に
よ
れ
ば
、

さ
れ
る
よ
う
に
、
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
で
は
、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
て
も
、

一
応
は
、

セ
ル
フ
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
定
義
を
あ
げ
て
み
る
と
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

「
組
織
さ
れ
た
部
分
や
他
の
事
物
の
相
互
の
影
響
」
を

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
、
相
互
作
用
に
お
い
て
観
察

―
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
知
ら

五
二
四

（
九
六
六
）



的
な
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た
の
で
、

五
二
五

（
九
六
七
）

い
わ
ば
こ
の
場
合
考
察
の
範
囲
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

第
十
一
章

み
な
さ
れ
、
独
立
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
程
度
に
応
じ
て
、

れ
る
も
の
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
共
通
し
た
過
程
の
局
面
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
分
離
さ
れ
た
構
成
体
と

(
9
)
 

イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
で
考
察
さ
れ
る
」
。

以
上
の
よ
う
に
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
を
中
心
に
、
知
識
論
、
論
理
学
、
認
識
論
の
領
域
に
お
い
て
、

ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
が
重
視
、
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
考
え
方
で

は
、
従
来
の
、

す
な
わ
ち
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ

イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ソ
、
相
互
作
用
の
機
能
や
役
割
の
減
少
、
も
し
く
は
消
失
に
つ
な
が
る
価
値
評
価
の
方
向
を
推
察
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
こ
う
し
た
連
関
の
う
え
で
、
参
考
上
、
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
項
目
に
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
こ
の
言
葉
は
、

イ
ン
タ
ー
と
い
う
接
頭
語
の
た
め
に
、
現
在
で
は
、
疑
い
も
な
く
、
非
常
に
議
論
す
る
こ
と
に
困
難
が
つ

き
ま
と
う
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
探
求
の
細
目
に
わ
た
っ
て
、
適
正
な
そ
し
て
不
正
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
と
第
五
章
で
論
じ
て

き
た
。
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
論
じ
方
と
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
明
快
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
方
法
の
も
と
で
は
、

一
そ
う
容
易
に
進
歩
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
と
し
て
の
イ
ン

(10) 

ま
っ
た
＜
峻
拒
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
よ
っ
て
、

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
す
っ
か
り
ト
ラ
ン

と
っ
て
代
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
以
上
に
述
べ
た
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
、

self-action
(
自
己
運
動
）
は
前
科
学

「
試
験
的
名
称
群
」
の
―
つ
の
項
目
と
し
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

ど
の
よ
う
な
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
イ
ソ
ク
ー
ア
ク
シ
ョ

ナ
ル
な
、
そ
し
て
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
論
じ
方
へ
の
歴
史
的
発
展
に
さ
き
ん
じ
て
、
知
ら
れ
る
も
の
の
原
初
的
な
取
扱
い
方
を
述



ま、
,＇,＇ 

〈
相
互
に
〉

(
m
a
t
u
a
l
l
y
)

や

〈
交
互
に
〉

(reciprocally)

〈
—
の
中
間
に
〉(
i
nbe
t
w
e
e
n
)
 
の
意
味
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
限
定
し
て
使
用
し
、

〈

t
r
a
n
s〉

と
い
う
接
頭
語

〈

inter〉

と
い
う
接
頭
語
を
、

〈
ー
の
間
に
〉

ヽ

り
も

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
の
も
つ
役
割
と
、

こ
と
こ
そ
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
み
て
来
た
よ
う
に
、

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
と
概
念
を
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
そ
れ
と
比
較
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

義
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で
は
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
概
念
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
を
語
源
的
な
意
義
づ
け
か
ら
あ
き

ら
か
に
す
る
一
助
と
し
て
、
イ
ン
ク
ー

(inter'
）
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス

(trans'
）

ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
術
語
の
場
合
、
「
inter
＇
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
る
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
辞
典
を
見
よ
）
。
そ
の
―
つ
は
〈
ー
の
間
に
〉

(
b
e
t
w
e
e
n
)
、

〈
ー
の
部
分
の
間
に
〉

(
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
 
p
a
r
t
 of)
と
い
う
意
味
を
し
め
す
。
他
の
使
用
法
は
、

に〉

(
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
l
y
)

(
b
e
t
w
e
e
n
)
、

の
意
味
を
し
め
す
。

〈
相
互
に
〉

(
m
u
t
u
a
l
i
t
y
)
と
か
〈
交
互

〈
ー
の
中
間
に
〉

(in
b
e
t
w
e
e
n
)

あ
る
い
は

「
こ
の
接
頭
語
に
は
二
組
の
使
用
法
が

セ
ル
フ
ア
ク
シ
ョ
ン
や
イ
ソ
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
価
値
よ

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
強
調
し
、
重
視
し
て
い
る

百
項
目
に
お
よ
ぶ
術
語
の
グ
ル
ー
プ
を
語
源
学
的
な
観
点
か
ら
の
定

の
定
義
づ
け
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

イ

い
か
に
不
注
意
か
ら
と
い
え
ど
も
、
哲
学
、
論
理
学
、
心
理
学
の
分
野
で
は
、
こ
う
い
う
よ

う
な
変
化
し
や
す
い
使
用
法
と
い
う
も
の
は
、
あ
い
ま
い
さ
を
の
こ
し
、
信
頼
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
習
慣
は
、
二
つ
の

意
味
づ
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
で
混
合
し
て
確
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

の
意
味
が
意
図
さ
れ
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曖
昧
さ

き
た
。

さ
て
、

第
十
一
章
「
名
称
の
試
論
的
グ
ル
ー
プ
」

で
は
、

く
問
題
外
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

こ
の
よ
う
に
、

以
上
の
説
明
か
ら
、

selfaction

は
知
識
論
、

知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
の
関
連
で
は
、

べ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
ご
く
稀
に
は
、
今
日
、
探
求
に
つ
い
て
の
哲
学
的
、
論
理
的
、
認
識
論
的
、
限
定
さ
れ
た
心
理

(
1
1
)
 

学
的
領
域
以
外
で
見
出
さ
れ
る
」
。

ま
っ
た

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

五
二
六

（
九
六
八
）



tion) 

少
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

〈
横
切
っ
て
〉

(across)
、

〈
一
方
の
側
か
ら
他
の
側
へ
〉

(
f
r
o
m
s
i
d
e
 to 
side)

等
を
あ
ら
わ
す
。
現
在
で
は
、

(13) 

〈inter
〉
の
語
の
間
に
、
明
瞭
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
う
し
た
定
義
か
ら
、
デ
ュ
ー
イ
と
ペ
ン
ト
リ
ー
は
、

(trans'）

ly)

の
意
味
と
、

(trans) 

「
横
切
っ
て
」

(across)
、

と
名
称
づ
け

(
n
a
m
i
n
g
)

こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

五
二
七

（
九
六
九
） 「

叙
述

(descrip'

と
い
う
意
味
づ
け
は
、
完
全
に
消
失
、

も
し
く
は
減

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

〈
ー
を
超
え
て
〉

(
b
e
y
o
n
d
)

と
い
う
意
味
を
も
持
っ
て
い
た
が
、
ご
く
最
近
の
発
展
で
は
、

〈

trans〉

す
な
わ

の
語
に
つ
い
て
「
相
互
に
」

(
m
u
t
u
a
l
l
y
)
、
「
交
互
に
」

(reciprocal,

「
一
方
の
側
か
ら
他
方
の
側
へ
」

(
f
r
o
m
side 
to side)
と
い
う
意
味
と
の
両
方
を
総
合

し
て
意
義
づ
け
を
し
、
解
釈
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

と
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
は
、
ー
つ
の
共
通
し
た
過
程
の
二
つ
の
局
面
と
し
て
観
察
さ
れ
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
が
互
い
に
、

主
体
と
客
体
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
、
相
互
に
横
切
っ
て
相
関
す
る
―
つ
の
過
程
で
あ
る
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
さ
き
に
、

の
意
味
と
し
て
あ
げ
た
古
い
使
用
法
と
し
て
の
「
超
え
て
」

(
b
e
y
o
n
d
)

つ
ぎ
に
、
第
四
章
「
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
で
、

デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
が
し
め
し
た
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
定
義
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

の
シ
ス
テ
ム
は
、
行
為
の
局
面
や
相
を
論
じ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
し
、

や
他
の
仮
定
的
に
分
離
し
た
、
あ
る
い
は
独
立
の
〈
実
質
〉
や
〈
本
質
〉
や
〈
実
体
〉
に
最
終
的
に
帰
属
す
る
こ
と
も
な
く
、
こ
う
し
た

(14) 

分
離
し
た
〈
要
素
〉
か
ら
仮
定
的
に
分
離
し
た
〈
関
係
〉

(relations)
を
切
り
離
し
て
考
え
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ

い
わ
ゆ
る
主
体
、
客
体
、
実
質
、
あ
る
い
は
関
係
等
に
と
ら
わ
れ
ず
、

ち
「
こ
の
接
頭
語
は
、
古
い
使
い
方
で
は
、

つ
ぎ
に
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
接
頭
語
で
あ
る
「
trans'
」

(
1
2
)
 

を
排
除
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
」
。

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
み
る

す
な
わ
ち
、

〈
要
素
〉

(
e
l
e
m
e
n
t
s
)

―
つ
の
共
通
し
た
過
程
の
側
面
と
し
て
、

の
語
と



近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
を
考
察
す
る
と
い
う
、
機
能
的
立
場
を
強
調
す
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
状
況
に
関
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
、
積
極
的
な
参
加
者
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
語
源
的
な
意
味
で
、

(
t
r
a
n
s
)

ち
な
み
に
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ソ
の
特
徴
は
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
を

―
つ
の
過
程
と
し
て
と
り
あ
げ
、

「
相
関
関
係
」
つ
ま
り
「
関
係
」
を
強
調
す
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
わ
れ
わ
れ
は
、

ペ
ソ
ト
リ
ー
の
基
本
的
考
え
方
で
あ
る
「
相
対
主
義
」
的
思
考
が
延
長
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
考
え
及
ぶ
必
要
が
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

と
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
論
争
と
両
者
の
基
本
的
相
違
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
も
と
も
と
、

社
会
学
と
し
て
は
珍
ら
し
く
自
然
科
学
的
な
性
質
が
つ
よ
く
、

リ
カ
の

E
.
A
・
ロ
ス
の
方
法
と
似
て
い
る
と
い
わ
れ
、

カ
社
会
学
と
共
通
し
た
特
色
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
心
理
主
義
的
社
会
観
、
社
会
的
事
実
に
由

す
る
心
理
的
基
礎
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
心
理
的
方
法
も
誤
り
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
、
包
括
的
に
、
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
社
会
観
に

課
題
で
あ
る
と
み
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
相
対
理
論
(
S
o
z
i
a
l
e
R
e
l
a
t
i
v
i
t
a
t
s
l
e
h
r
e
)

を
多
く
の
点
で
正
し
い
と
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
単
純
な
因
果
性
は
単
な
る
目
的
論
と
お
な
じ
よ
う
に
、
社
会
学
の
分
析
に
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
ペ
ソ
ト
リ
ー
の
見
解

(15) 

に
一
致
す
る
」
と
述
べ
て
、
相
互
作
用
を
起
点
と
し
な
が
ら
結
合
よ
り
も
関
係
を
社
会
本
質
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
自
然
相
対
主
義

W
i
e
s
e
)
 

い
な
い
の
で
あ
る
。

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

（
九
七

0
)

の
も
っ
て
い
る
「
ー
を
超
え
て
」

(
b
e
y
o
n
d
)

ド
イ
ツ
社
会
学
の
な
か
で
、
関
係
学
的
主
張
を
強
く
打
ち
出
し
た
ウ
イ
ー
ゼ

ド
イ
ツ
社
会
学
の
な
か
で
は
、

ウ
ィ
ー
ゼ
社
会
学
の
方
法
論
は
、

(L•v. 
ド
イ
ツ

ジ
ン
メ
ル
と
は
こ
と
な
り
、
む
し
ろ
ア
メ

ウ
ィ
ー
ゼ
自
身
も
ロ
ス
の
方
法
と
の
類
縁
を
発
表
し
、
こ
の
意
味
で
、

五
二
八

ア
メ
リ

「
緊
密
に
編
ま
れ
た
―
つ
の
関
係
網
を
組
み
た
て
る
こ
と
を
、
社
会
学
の
本
来
の

の
意
味
は
取
り
あ
げ
て



五
二
九

を
と
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
、
ペ
ソ
ト
リ
ー
と
お
な
じ
く
相
対
論
の
立
場
を
と
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ウ
ィ
ー
ゼ
が
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
ン
ト
リ
ー
の
絶
対
的
な
相
対
性
原
理
に
は
し
た
が
う
わ

か
よ
う
な
自
我
と
は
、
上
述
し
た

(16) 

よ
う
に
、
現
象
形
態
の
相
対
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
人
間
の
生
活
の
認
識
の
中
心
点
な
の
で
あ
る
」
の
べ
て
い
る

(17) 

「
個
人
も
社
会
も
、
集
団
も
本
質
的
な
も
の
と
考
え
な
い
」
ベ
ン
ト
リ
ー
と
は
大
い
に
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ

ソ
ト
リ
ー
の
場
合
は
完
全
な
相
対
論
者
と
し
て
、

の
と
し
て
把
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
立
場
は
、
あ
き
ら
か
に
、
直
接
観
察
の
方
法
を
用
い
る
と
い
う
特
徴
だ
け
で
は
な
く
、

(18) 

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
性
格
も
し
め
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
さ
き
に
述
べ
た
ベ
ン
ト
リ
ー
の
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
方
法
は
、

相
対
主
義
、

―
つ
の
「
実
在
」
や
「
精
神
」
の
存
在
を
強
調
し
、
人
間
、
社
会
、
環
境
を
一
体
の
も

ウ
ィ
ー
ゼ

つ
ま
り
主
体
の
人
間
を
強
調
す
る
相
互
作
用
や
関
係
論
と
こ
と
な
る

ゼ
が
強
調
し
た
相
互
作
用
や
関
係
論
と
も
、
実
質
的
に
大
い
に
こ
と
な
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
認
識

論
と
し
て
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ベ
ン
ト
リ
ー
に
お
い
て
、

lativity 
in 
M
a
n
 a
n
d
 S
o
c
i
e
t
y
)

の
基
調
が
、
延
長
、
拡
大
し
た
形
を
と
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
D
e
w
e
y
 a
n
d
 Bentley, 
O
P
.
 cit, 
Preface, 
P. 
v-vi. 

(
2
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
6
9
.
 

(

3

)

も
と
も
と
、
ペ
ン
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
た
第
一
章
「
論
理
学
に
お
け
る
曖
昧
性

(
V
a
g
u
e
in 
L
o
g
i
c
)

に
つ
づ
く
第
二
章
「
術
語
の

問
題
」
は
、
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
方
法
論
的
基
礎
を
な
し
て
い
る
「
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

「
人
間
と
社
会
に
お
け
る
相
対
性
」
の
延
長
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、

（
九
七
一
）

一
九
二
六
年
『
人
と
社
会
に
お
け
る
相
対
性
』

(
R
e
,

セ
ル
フ
ア
ク
シ
ョ
ソ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

の
関
係
学
と
の
比
較
に
お
い
て
明
瞭
に
さ
れ
た
社
会
観
察
の
方
法
、

の
は
、

け
に
ゆ
か
な
い
。
そ
の
根
拠
と
は
、
人
間
的
自
我

(
l
c
h
)

に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
あ
る
。

ウ
ィ
ー



関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

五一―

10
（
九
七
二
）

マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル

(J.
C. 
M
a
x
w
e
l
l
)
の
『
物
質
と
運
動
』

(
M
a
t
t
e
r
a
n
d
 M
o
t
i
o
n
,
 1
8
7
7
)

に
お
い
て
、
物
質
体
系
の
系
統
的
解
釈
が
ト
ラ
ン

ス
ア
ク
シ

m
ン
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
物
理
学
の
「
場
の
理
論
」
の
方
向
へ
ふ
み
出
し
た
と
す
る
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ

ー
の
考
察
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
作
用
を
知
識
論
の
領
域
に
適
用
し
た
の
で
、
こ
こ
に
大
き
い
特
徴
が

あ
る
。
事
象
の
持
続
過
程

(
d
u
r
a
t
i
o
n
a
l
P
r
o
c
e
s
s
)

を
あ
ら
わ
す
最
も
一
般
的
特
徴
が
作
用

(action)
と
名
づ
け
ら
れ
、
前
科
学
的
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
事
象
は
そ
れ
ら
自
身
の
力
を
持
ち
、
自
身
の
力
で
作
用
す
る
自
己
作
用

(self-action)

と
な
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
以
後
の
古
典
力

学
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
運
動
の
第
三
法
則
で
あ
る
相
互
作
用

(interaction)

と
な
る
。
そ
し
て
現
代
物
理
学
の
「
場
の
理
論
」
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

(
p
p
.
6
8
-
9
)
。
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
「
知
識
の
全
体
系
を

通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
機
能
的
観
察
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
第
三
章
「
公
準
」

(
P
o
s
t
u
l
a
t
i
o
n
)

に
お
い
て
、
「
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
は
一
っ

の
共
通
し
た
事
象
の
局
面
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
公
準
を
導
く
こ
と
と
な
る
。

(
4
)
ダ
イ
キ
ュ
ー
ゼ
ン
著
、
三
浦
•
石
田
訳
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
生
涯
と
思
想
』
、C
h
a
p
.
1
5
,
 
N
o
t
e
 5
0
,
 
p. 
7
5
.
 

(
5
)
D
e
w
e
y
 a
n
d
 B
e
n
t
l
e
y
,
 
op. 
cit., 
p. 
3
1
1
.
 

(6)ibid••p. 

7
3
.
 

(
7
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
7
3
.
 

(
8
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
7
2
.
 

(
9
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
3
0
4
.
 

(
1
0
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
2
9
6
.
 

(
n
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
3
0
1
.
 

(
1
2
)
i
b
i
d
.
,
 p
p
.
 2
9
5
-
9
6
.
 

(
1
3
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
3
0
4
.
 

(
1
4
)
i
b
i
d
.
,
 p. 
108. 

(15)L•v. 

W
i
e
s
e
,
 A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Soziologie, 
T
e
i
!
 
II, 
G
e
b
i
l
d
e
l
e
h
r
e
,
 1
9
2
9
.
 
S. 
7
1
.
 

(
1
6
)
W
i
e
s
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
7
1
.
 

(
1
7
)
W
i
e
s
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
7
1
.
 



じ
ま
り
、

で
は
、

「
確
実
な
名
称
の
探
求
」

(
A
S
e
a
r
c
h
 for 
F
i
r
m
 N
a
m
e
s
)

と
題
さ
れ
た
「
序
論
」
か
ら
は

ヽ

S
・
ラ
ト
ナ
ー

両
者
の
、

い
わ
ゆ
る

(
1
8
)

上
林
良
一
「
ベ
ン
ト
リ
ー
社
会
学
の
立
場
ー
と
く
に
ウ
ィ
ー
ゼ
の
関
係
学
に
対
し
て
ー
」
、
法
学
論
集
、

三
七
ー
三
八
頁
参
照
、
一
九
八
一

1

年
十
二
月
。

デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
共
同
研
究

以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
作
用

(selfaction)
、
相
互
作
用

(interaction)
、
そ
し
て
と
く
に
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と

の
区
別
、
比
較
に
重
点
を
お
い
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
と
概
念
を
、

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
、
共
著
『
知
る
こ
と
と

知
ら
れ
る
も
の
』
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
と
方
法
論
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

主
と
し
て
、

イ
と
ア
ー
サ
ー

•
F

・
ベ
ン
ト
リ
ー
ー
ー
命
口
学
的
文
通
、

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
は
、

第
三
十
二
巻
第
三
•
四
•
五
号
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
が
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

ど
の
よ
う
な
研
究
の
経
過
を
経
て
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

J
・
ア
ル
ト
マ
ン
、

一
九
三
ニ
ー
一
九
五
一
』

ク
シ
ョ
ン
の
概
念
形
成
へ
の
努
力
の
跡
づ
け
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

J
・
ホ
イ
ー
ラ
1
編
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
形
成
さ
れ
た
過
程
は
、

『
哲
学
的
文
通
』
の
な
か
で
、
手
紙
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
両
者
の
理
論
的
応
答
の
連
続
の
過
程
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

(

1

)

 

う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、

(
J
o
h
n
 
D
e
w
e
y
 a
n
d
 
A
r
t
h
e
r
 
F. Ben,tley, 
A
 

P
h
i
l
o
s
e
p
h
i
c
a
l
 
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
,
 1
9
3
2
-
1
9
5
1
`
1
9
6
4
)
 
~
~
サ
g
と
し
て
、
両
H
有
の
北
盆
回
証
忠
冗
の
主
車
｛
テ
ー
マ
と
な
っ
た
ト
ラ
ン
ス
ア

五――――

の
問
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

「
一
年
ほ
ど
前
、
知
る
こ
と

(
k
n
o
w
i
n
g
)
と
存
在
す
る
こ
と

(
b
e
i
n
g
)

の
研
究
に
お
い
て
、
確
実
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る

（
九
七
―
―
―
)

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
を
主
要
な
手
が
か
り 四



ち
な
み
に
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、

文
は
、
二
人
が
目
的
と
し
た
知
識
論
、
認
識
論
の
分
野
で
、

「
わ
れ
わ
れ
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
社

つ
ぎ
の
よ

な
っ
て
、

一
九
四
九
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
九
十
歳
と
七
十
八
歳
に

信
を
ふ
く
ん
で
、

一
組
の
主
要
語
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
い
う
、
な
が
く
懸
案
に
な
っ
て
い
た
作
業
に
と
り
か
か
る
時
期
が
到
来
し
た
と
、
わ
れ
わ

(
2
)
 

れ
は
決
心
し
た
」
と
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
共
同
宣
言
」
が
書
か
れ
た
の
は
、

に
一
九
四
八
年
ま
で
、
約
五
年
間
の
両
者
の
論
文
が
集
大
成
さ
れ
た
結
果
が
、

年
の
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
公
刊
と
な
っ
て
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
共
著
の
内
容
と
な
っ
た
十
二
の
論

と
く
に
哲
学
的
考
察
、
術
語
の
確
定
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
の
間
の

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
機
能
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
強
調
す
る
ま
で
も
な
く
よ
く
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
共
同
研
究
の
結
果
と
し
て
こ
こ
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
み
で
は
な
く
、
こ
の
共
同
研
究
の
結
実
の

背
景
と
な
っ
た
研
究
上
の
努
力
の
長
い
道
程
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
両
者
は
、
直
接
、

一
九
四
九
年
の
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
の
発
表
に
か
か
わ
っ
た
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五

0
年
ま
で
、

ほ
ぼ
五
十
通
の
手
紙
を
交
換
し
、

い
わ
ゆ
る
哲
学
的
交
信
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
交

一
九
＝
三
年
以
後
交
換
し
た
文
書
は
、
約
二
千
点
に
も
達
し
、
ラ
ト
ナ
ー
、

ア
ル
ト
マ
ン
、

っ
て
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
「
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ア
ー
サ
ー
•
F
·

ベ
ン
ト
リ
］
I

哲
学
的
文
通
』
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め

て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
が
、

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
を
発
表
し
た
、
そ
の
こ
と
自
身
も
大
き
な
貢
献
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
、

以
来
、
約
一
＿
一
十
年
に
お
よ
ぶ
長
い
共
同
研
究
の
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

う
に
、
明
瞭
な
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
崩
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

学
雑
誌
」

(
t
h
e
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
)
 

ホ
イ
ー
ラ
ー
の
三
人
に
よ

一
九
＝
三
年

一
九

0
八
年
の
ベ
ン
ト
リ
ー
の
『
政
治
過
程
論
』
の
な
か
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

一
九
四
九

一
九
四
四
年
で
あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
「
哲

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

五
三
二

（
九
七
四
）



会
に
お
け
る
政
治
的
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
決
し
て
、
全
体
と
し
て
の
社
会
の
集
団
利
益
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
、
あ
る
一
定
の
集
団
の
政
治
的
利
益
や
活
動
は
、
そ
し
て
集
団
現
案
を
除
い
て
い
か
な
る
政
治
現
象
も
存
在
し
な
い
、

政
治
的
ま
た
は
そ
の
他
の
集
団
に
あ
ら
わ
れ
る
人
々
の
他
の
活
動
と
対
立
し
て
い
る
の
を
見
出
す
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
研
究
す
る
政
治

い
る
。
社
会
そ
の
も
の
は
、

つ
ね
に
、
明
確
さ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
、
そ
れ
ら
が
生
起
し
て
い
る
社
会
を
分
裂
さ
せ
て

(
3
)
 

そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
諸
集
団
の
複
合
体

(
c
o
m
p
l
e
x
of 
the 
g
r
o
u
p
s
)
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」

ま
た
「
物
理
的
環
境
、
た
と
え
ば
合
衆
国
人
口
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
政
治
的
、
社
会
的
活
動
の
研
究
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
活

動
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
重
要
性
ま
た
は
意
味
を
も
つ
よ
う
な
人
口
の
要
素
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

all)
と
し
て
の
み
記
述
さ
れ
る
特
殊
な
人
間
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
生
の
素
材

(
r
a
w
material) 

た
ん
な
る
環
境
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
環
境
と
す
べ
て
の
も
の

(
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
 

(
4
)
 

で
あ
る
」

一
九
二
六
年
『
人
間
と
社
会
に
お
け
る
相
対
性
』

(Relativity
in 
M
a
n
 a
n
d
 Society)
、

「
ク
ロ
ス
・
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」

(Cross
Sectional 
Activity) 

い
い
か
え
れ
ば
、

と
く
に
第
十
四
章

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
を
で
き
る
限
り
慎
重
に
分
析
し
、
明
確
に
し
、
相
互
の
連
関
を
重
視
し
て
叙
述
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
真
に
現

(
5
)
 

実
の
状
況
を
包
括
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ク
ロ
ス
・
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

ィ
の
用
語
自
身
に
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
が
大
き
い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

ィ
を
社
会
、
集
団
、
集
団
活
動
を
説
明
す
る
要
素
と
し
て
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ベ
ン
ト
リ
ー
の
方
法
論
の
特
質
が
見
出
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
ベ
ン
ト
リ
ー
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
完
全
な
定
義
に
し
た
が
っ
た
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ソ
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

な
お
ベ
ソ
ト
リ
ー
が
、

生
活
の
現
象
は
、

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で、

五
三
三

（
九
七
五
）

「
こ
れ
ら
ク
ロ
ス
・
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア



こ
こ
で
は
、

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
、
の
ち
に
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
発
展
し
た
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
が
状
況
を
説
明
す
る
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て
い
る
ば
か

(
6
)
 

り
で
な
く
、
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
そ
の
も
の
に
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
を
ふ
く
ま
せ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

五
三
四

一
九
三
八
年
の
『
論
理
学
ー
探
求
の
理
論
』

(
L
o
g
i
c
-
t
h
e
T
h
e
o
r
y
 o
f
 I
n
q
u
i
r
e
s
)

の
な
か

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
共
同
研
究
の
背
景
、
相
互
の
協
力
の
道
程

は
、
非
常
に
長
く
か
つ
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
上
林
良
一
「
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
連
関
ー
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
」
法
学
論
集
、
第
三
十
五
巻
第
三
・
四
•
五
号
、

年
十
二
月
、
二
七
七
ー
八
頁
。

(
2
)
D
e
w
e
y
 a
n
d
 Bentley, 
op. 
cit., 
Introduction, 
xi :
 

(
3
)
B
e
n
t
l
e
y
,
 T
h
e
 P
r
o
c
e
s
s
 o
f
 c
t
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 1
9
0
8
,
 
p. 
2
2
2
.
 

(
4
)
i
b
i
d
.
,
 pp. 
1
9
3
-
4
.
 

(
5
)
B
e
n
t
l
e
y
,
 Relativity 
in 
M
a
n
 a
n
d
 Society. 
1
9
2
6
,
 
p. 
1
0
7
.
 

(
6
)
上
林
良
一
『
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
連
関
ー
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
ー
」
法
学
論
集
、
第
三
十
五
巻
第
三
・
四
•
五
合
併
号
、

九
八
五
年
十
二
月
、
二
七
四
ー
七
六
頁
参
照
。

J.

D
e
w
e
y
,
 L
o
g
i
c
-
t
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of Inquiries, 
1
9
3
8
,
 
p. 
106. 
p. 
1
5
0

参
照
。

『
哲
学
的
文
通
』

『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ア
ー
サ
ー
・
ペ
ン
ト
リ
ー
ー
~
哲
学
的
文
通
』
を
中
心
と
し
て
、
両
者
の
応
酬
を
探
る
た
め
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
、

一
九
四
三
年
四
月
二
日
、
ペ
ソ
ト
リ
ー
か
ら
デ
ュ
ー
イ
に
送
っ
た
手
紙
の
内
容
と
、
そ
れ
に
対
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
返

書
（
一
九
四
一
一
一
年
六
月
二
十
五
日
）
の
討
論
に
重
点
を
お
い
て
、

四

つ
ぎ
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
側
に
お
い
て
も
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
提
案
と
発
想
、
共
同
研
究
の
位
置
づ
け
を
調

（
九
七
六
）

一
九
八
五



「
私
が
考
え
ま
す
の
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
と
す
る
主
要
な
こ
と
は
、
正
確
な
術
語
を
確
定
す
る
こ
と
に
着
手
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

(
K
n
o
w
l
e
d
g
e
)
 

誰
で
も
が
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
の
ボ
イ
ン
ト
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
を
例
に
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、

が
っ
て
そ
れ
を
K
|
1
と
か
k
|
2
と
い
う
よ
う
に
名
づ
け
る
。
そ
し
て
―
つ
の
用
法
、
あ
る
い
は
他
の
用
法
に
論
争
者
を
落
ち
つ
か
せ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
―
つ
の
進
歩
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
混
沌
そ
の
も
の
で
あ
る
。
貴
方
の
今
度
の
論
文
の
な

『
論
理
学
』
で
使
用
し
た
の
と
お
な
じ
意
味
で
、
状
況

(situation)

つ
い
て
も
、
お
な
じ
よ
う
な
困
難
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
人
々
は
、
そ
れ
を
有
機
体
の
環
境
と
し
て
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
〈
situation

な
か
に
〉
、
有
機
体
に
含
め
る
よ
う
に
あ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
背
後
で
、
彼
等
は
、
〈
situation
〉
外
に
〈
心
的
な
も
の
〉

(a
m
e
n
,
 

tal)

を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
有
機
体
に
直
接
関
係
し
て
い
る
と
し
て
も
、

〈
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
〉
相
互
作
用
と
い
う
語
は
、
行
為
に
さ
き
が
け
て
設
定
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
ア
ク
ク
ー
（
行

の
用
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ー
貴
方
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
使
用
し
た
唯
一
人
の
人
で
あ
り
ま
す
が
。

周
知
の
よ
う
に
、
パ
ー
ス

(Peirce)

は
、
明
確
に
、
自
然
的
宇
宙

(Naturalistic
U
n
i
v
e
r
s
e
)

を
認
識
し
、
現
象
は
す
べ
て
、
継

続
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
時
代
の
言
葉
で
事
柄
を
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ

(
J
a
m
e
s
)

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

い
れ
る
以
前
に
、
聞
き
手

(hearer)

の
再
現
を
必
要
と
し
て
い
る
。

―
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
貴
方
と
私
、
そ
し
て
他
の
多

―
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
三
つ
あ
る
い
は
四
つ
の
異
な
っ
た
用
法
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
た

と
い
う
語
を
数
多
く
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

〈
状
況
〉

(situation)
は
、
貴
方
や
私
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
の
存
在
を
う
け

〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
〉

五
三
五

（
九
七
七
）

の
語
は
、
私
に
は
、

一
応
は
ベ
ス
ト

為
者
）
を
想
い
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。

間
違
い
で
あ
る
。

〈
経
験
〉

(
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
)

と
い
う
言
葉
は
、
完
全
に の

か
で
、

く
の
人
々
の
間
に
同
意
が
で
き
た
な
ら
ば
、

つ
ま
り
、

「
知
識
」

べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。



に
つ
い
て
、

も
の
』

は
、
事
実
に
つ
い
て
、
中
心
的
核
の
認
識
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
も
、
彼
が
事
実
と
認
め
た
こ
と
を
誰
に

も
認
め
さ
せ
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
。
貴
方
は
、
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
解
明
さ
れ
た
（
私
は
、
こ
れ
ま
で
、

ン
を
貴
方
の
著
書
の
な
か
で
偶
然
に
発
見
で
き
な
い
と
言
っ
た
こ
と
も
な
く
、

貴
方
は
、
言
葉
ど
お
り
に
い
え
ば
、
気
分
的
に
そ
れ
を
な
し
遂
げ
ら
れ
た
ー
と
い
う
の
は
、
私
は
、
正
確
で
定
着
し
た
言
葉
・
事
実
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
直
接
的
社
会
的
密
接
性
（
個
人
的
断
片
か
ら
広
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
な
く
、
人
々
の
な
か
に
全

般
的
に
見
ら
れ
る
事
柄
の
原
始
的
叙
述
）
を
つ
け
加
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
私
は
、
正
確
で
確
実
な
言
葉
を
使
用
し

よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
し
こ
の
方
法
が
進
歩
を
も
た
ら
す
と
す
る
な
ら
ば
、
言
語
的
に
、
あ
る
一
定
不
変
の
段
階
に
ま
で
到
達
す
る

(
1
)
 

で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
些
少
で
も
確
実
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」

一
九
四
三
年
四
月
二
日
の
ベ
ン
ト
リ
ー
か
ら
デ
ュ
ー
イ
に
送
ら
れ
た
手
紙
の
全
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、

論
」
の
領
域
で
、
重
要
な
示
唆
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
手
紙
は
、
お
そ
ら
く
、
哲
学
と
社
会
科
学
に

お
け
る
術
語
の
混
乱
を
ず
ば
り
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
知
識
論
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の

Situation
に
つ
い
て
も
、

E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
に
つ
い

て
も
、
そ
の
不
完
全
性
、
不
適
切
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
重
要
な
論
文
で
あ
る
。
な
お
そ
れ
以
上
に
、

シ
ョ
ン
の
明
瞭
な
提
案
を
認
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
、
相
互
作

「
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
点
で
は
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
は
、

の
ち
に
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
共
著
と
な
っ
た
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る

（
一
九
四
九
年
）
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
の
原
型
的
発
想
や
出
発
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、

「
行
為
に
さ
き
が
け
て
設
定
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
ア
ク
タ
ー
（
行
為
者
）
を
思
い
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

こ
と
こ
そ
、
両
人
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
体
と
客
体
の
存
在
を
認
め
ず
、
環
境
を
一
体
の
も
の
と
し
、

用
と
い
う
も
の
を
批
判
し
、

以
上
が
、 関

法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ

ト
ラ
ン
ス
ア
ク

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン

―
つ
の
プ
ロ
七
ス
と
し
て

「
知
識
」
「
認
識

ま
た
言
う
こ
と
も
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
）
。

五
三
六

（
九
七
八
）

し
か
し
、



れ
な
い
の
で
、

全
体
を
見
よ
う
と
す
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
こ
の
文
章
の
終
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

デ
ュ
ー
イ
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ョ
ナ
ル
な
立
場
に
賛
意
を
表
し
て
、
ベ
ン
ト
リ
ー
が
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
用
語
と
方
法
を
主
張
し

そ
れ
を
宣
言
し
な
が
ら
も
、
デ
ュ
ー
イ
の
態
度
を
「
気
分
的
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
確
実
な
地
位
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
非
常
な
積
極
性
と
熱
意
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
応
じ
て
、

つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
六
月
二
十
五
日
、
デ
ュ
ー
イ
が
返
書
を
送
り
、
そ
の
な
か
で
、
ベ
ン
ト
リ
ー
が
言
及
し
た

哲
学
上
の
正
確
な
用
語
の
確
定
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
の
提
察
を
宣
言
し
て
い
る
。

再
度
読
み
返
し
て
お
り
ま
し
た
。
貴
方
は
、
竪
実
で
正
確
な
言
葉
を
使
わ
ず
に
、
雰
囲
気
的
に
私
が
書
い
て
い
る
以
上
に
正
確
な
言
葉
を

述
べ
な
か
っ
た
。
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
当
時
、
こ
れ
以
外
の
方
法
が
な
か
っ
た
と
思
う
。
人
々
は
、
そ
の
雰
囲
気
を
呼
吸
し
て
何

も
の
か
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

ん
が
、
も
し
貴
方
の
方
で
、

い
つ
ま
で
も
物
事
は
上
首
尾
に
運
ぶ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
正
に
、
多
分
重
要
な
一
組
の
術
語
を

確
定
し
よ
う
と
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
到
来
し
た
よ
う
で
あ
る
。
今
後
私
の
方
か
ら
つ
づ
け
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ

は
じ
め
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
私
が
御
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
貴
方

は
、
と
く
に
〈
知
識
〉
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
多
分
、
最
初
に
着
手
す
る
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
著
作
の
な
か
で

見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
づ
け
を
リ
ス
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
何
ら
か
の
方
法
で
分
類
す
る
こ
と
…
…

(
2
)
 

と
い
う
よ
う
に
進
め
ま
し
ょ
う
」

以
上
は
デ
ュ
ー
イ
の
手
紙
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
り
、
あ
と
に
な
お
デ
ュ
ー
イ
か
ら
の
重
要
な
知
識
論
、
認
識
方
法
論
の
立
場
と
主
張
が

つ
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
四
月
二
日
の
返
書
に
よ
っ
て
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

ヽ
こ＇ 

と
く

い
つ
ま
で
も
、
雰
囲
気
的
な
術
語
の
使
用
に
満
足
し
て
お

「
重
要
な
術
語
の
セ
ッ
ト
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
時
機
が
熟
し
て
来
た
。
私
か
ら
積
極
的
に
つ
づ
け
て
書
い
て
行
く
こ
と

五―-＿七

（
九
七
九
）

「
私
は
、
今
年
四
月
二
日
の
貴
方
か
ら
の
お
手
紙
を



学
、
知
識
論
、
認
識
論
の
問
題
、
こ
と
に
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
の
過
程
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

れ
に
関
す
る
両
者
の
思
考
を
明
瞭
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
交
換
さ
れ
た
手
紙
の
全
般
に
あ
た
っ
て
な
お
詳
細
な
考
察
が
必

要
で
あ
り
、
な
お
、

い
う
の
は
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
が
一
九
四
三
年
の
時
点
で
、

を
は
じ
め
た
こ
と
は
、
決
し
て
唐
突
な
で
き
ご
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
背
後
に
あ
る
思
想
や
立
場
に
、
ふ
か
い
親
近
性
や
類

縁
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
デ
ュ
ー
イ
か
ら
は
見
知
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、

年
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
デ
ュ
ー
イ
の
演
習
に
出
席
し
、

前
章
で
は
、

一
八
五
五

は
で
き
な
い
が
、
貴
方
か
ら
問
題
提
出
を
し
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
受
け
て
立
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
が
、
知
識
論
上
の
術
語
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
の
出
発
を
、
こ
の
点
か
ら
は
じ
め
た
こ
と
を
認

(
1
)
S
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 R
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t
n
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,
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A
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h
e
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.
 

D
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w
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(
2
)
i
b
i
d
,
 p. 
1
3
7
.
 共

同
研
究
の
背
景

一
九
四
一
＿
一
年
以
降
の
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
、
論
理

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
の
提
案
に
つ
い
て
い
え
ば
、
必
ら
ず
し
も
、
個
々
の
時
点
の
手
紙
の
内
容
だ
け
で
、
こ

五
こ
れ
ま
で
の
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
著
作
の
内
容
に
も
、
遡
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
法
第
一
二
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
共
同
研
究

の
ち
に
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
結
実
す
る
よ
う
な
科
学
的
認
識
論
の
崩
芽

五
三
八
（
九
八

0
)



的
貢
献
を
果
し
た
こ
と
、
第
三
に
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、

局
さ
れ
な
い
で
、

知
識
論
、
認
識
論
の
分
野
、

と
く
に
共
著
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
な
か
で
、

（
九
八
一
）

（
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
、
彼
は
、
状

と
な
っ
た
ほ
ど
の
大
き
い
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、
共
通
し
た
正
義
感
と
思
想
的
立
場
に
も

と
づ
き
、
ラ
・
フ
ォ
レ
ッ
ト
を
推
し
た
選
挙
運
動
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
第
三
党
的
主
張
と
社
会
的
政
治
的
実
践
活
動
を
通
じ
て
、
現
実

そ
れ
ぞ
れ
哲
学
と
政
治
学
と
い
う
形
式
的
で
せ
ま
い
研
究
領
域
に
限

い
づ
れ
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
を
基
調
と
し
て
、
政
治
学
、
哲
学
、
論
理
学
、
認
識
論
、
教
育
学
等
の
研
究
分
野

(
1
)
 

に
そ
の
対
象
を
拡
大
し
、
広
汎
な
学
問
的
視
野
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
哲
学
者
デ
ュ
ー
イ
と
政
治
学
者
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
研
究
史
に
お
け
る
長
い
思
想
的
交
流
や
関
連
と
い
う
よ
り
も
、
科
学
論
、

ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
な
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発

「
時
間
的
経
過
を
も
っ
て
事
柄
を
観
察
す
る
よ
う
な
方
法
は
、
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
来
た
。
彼
は
こ
の
方
法
を
発

展
さ
せ
る
よ
う
な
好
機
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
彼
の
初
期
の
論
文
の
―
つ
で
、
す
べ
て
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、

で
あ
ら
わ
さ
れ
、
時
間
を
必
要
と
す
る
と
強
調
し
て
以
来
、
彼
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア

の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
的
」
ま
た
は
「
中
立
的
」
経
験
と
は
、
明
瞭
に
、
知
識
論
の
分
野
に
お
け

る
か
よ
う
な
形
の
直
接
観
察
の
努
力
で
あ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
の
使
用
に
つ
い
て
の
、
そ
し

て
主
観
的
で
も
客
観
的
で
も
な
い
組
織
体
の
―
つ
の
方
法
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
経
験
を
提
示
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
発
展
は
、
こ
う
し

た
考
え
方
を
強
く
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
彼
の
心
理
学
的
研
究
は
、
こ
の
方
法
に
し
た
が
っ
た
際
立
っ
た
貢
献
を
果
し
た
。

九

01―
一
年
と
一
九
一
六
年
の
論
理
学
の
論
文
に
つ
づ
い
て
、
著
書
『
論
理
学
ー
探
求
の
理
論
』

況
的
背
景

(situational
setting)

の
も
と
に
探
求
の
過
程
を
発
展
さ
せ
た
。
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
一
九
〇
八
年
の
『
政
治
過
程
論
』
は
、
わ

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ

(
W
i
l
l
i
a
m
J
a
m
e
s
)
 

時
間
の
記
号

(sign)

想
と
発
展
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
連
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

五
三
九



語
を
使
用
し
た
の
は
、

れ
わ
れ
が
、
今
日
〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
〉

し
て
の
数
学
の
分
析
、
行
動
の
状
況
的
取
扱
い
、
行
動
的
な
空
間
と
時
間
の
事
実
的
発
展
は
、
す
べ
て
、
こ
の
研
究
方
法
に
属
す
る
も
の

(
2
)
 

で
あ
る
」
。
以
上
は
、

rational)
な
幅
を
も
つ
」
こ
と
と
、
「
物
事
に
対
処
し
て
行
動
す
る
人
間
自
身
」

(
m
a
nー

himself-in
action-dealing-with things) 

と
い
う
人
間
観
を
強
調
し
た
の
ち
、

イ
が
、
お
な
じ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
者
と
し
て
、

と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
、
も
と
も
と
は
哲
学
・
論
理
学
・
認
識
論
の
領
域
で
の
専
攻
学
者
で
は
な
い
ベ
ン
ト
リ
ー
の
、

『
政
治
過
程
論
』

ー
チ
の
原
型
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
に
、
第
四
章
「
イ
ン
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト

ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
、
両
者
の
区
別
に
関
す
る
「
注
記
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

シ
ョ
ン
〉

と
よ
ぶ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
で
政
治
的
叙
述
を
発
展
さ
せ
た
。
彼
が
後
年
果
し
た
言
葉
と

『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
、
第
二
節
「
用
語
の
問
題
』
の
な
か
で
、

「
事
柄

(event)

は
、
持
続
的

(du,

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
言
及
し
た
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
デ
ュ
ー

パ
ー
ス
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
思
想
に
持
続

(duration)

（
一
九

0
八
年
）
に
用
い
ら
れ
た
方
法
論
が
、
持
続
の
要
素
に
か
ぎ
ら
ず
正
統
な
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ

す
な
わ
ち
「
〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク

と
は
、
ふ
つ
う
の
説
明
で
は
、
二
つ
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
ア
ク
タ
ー
（
行
為
者
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
交
渉
か
ら
独
立

し
た
も
の
と
い
う
思
考
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
う
え
の
短
絡
は
、
実
際
上
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
支
障
も
な
く
、
そ
れ

は
そ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
。
研
究
の
う
え
で
は
、
事
柄
に
つ
い
て
適
切
な
リ
ポ
ー
ト
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
な

お
さ
ら
適
切
な
行
動
的
な
説
明
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
、

〈
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
〉

こ
の
態
度
の
初
め
は
、
彼
の
論
文
「
心
理
学
に
お
け
る
反
射
弧
の
概
念
」

(
T
h
e
Reflex 
A
r
c
 C
o
n
c
e
p
t
 in 
P
s
y
c
h
o
l
o
g
y
,
 1
8
9
6
)
 

見
出
さ
れ
る
。
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
政
治
的
事
象
の
取
扱
い
方
は
、
彼
の
著
書
『
政
治
過
程
論
』
に
お
い
て
、

関
法
第
一
一
一
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

は
じ
め
て
〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ソ
〉

五
四
〇

の

の
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
り
も
、
明
確
に
シ
ス
テ
ム
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。に

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ク

の
要
素
を
認
め
て
い
る
こ

（
九
八
二
）



(
3
)
 

イ
プ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
」
。

ソ
ク
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
区
別
し
て
定
義
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
第
四
章
「
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ン

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
も
と
も
と
デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
ト
リ
ー
の
両
者
の
署
名
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ペ
ン
ト
リ
ー
自
身
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
デ
ュ
ー
イ
が
、

は
や
く
か
ら
ペ
ン
ト
リ
ー
の
著
書
『
政
治
過
程
論
』
の
方
法
論
に
、

展
の
芽
生
え
を
認
め
、
敬
意
を
も
っ
て
注
目
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ア
ー
サ
ー

•
F

・
ベ
ン
ト
リ
ー
1

哲
学
的
文
通
、

な
お
、

一
九
三
ニ
ー
五
一
』
の
序
文
で
、

と
も
、
ベ
ソ
ト
リ
ー
の
『
政
治
過
程
論
』
の
ト
ラ
ソ
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
具
体
的
に
説
明
し
た
言
葉
と
し
て
、
傾
聴
に
値

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
個
人
と
集
団
へ
の
〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
〉
、
ペ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
は
、
四

『
政
治
過
程
論
』
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
例
は
、
人
間
活
動
の
局
面
と

し
て
の
物
理
的
社
会
的
環
境
を
考
慮
に
入
れ
る
ベ
ン
ト
リ
ー
の
説
明
の
仕
方
で
あ
る
(
-
九
一
―
―
ー
九
六
頁
）
。
他
の
―
つ
の
例
は
、

と
客
観
的
、
心
と
物
、
欲
求
と
欲
求
す
る
人
間
、
人
間
の
外
部
的
行
為
と
制
度
あ
る
い
は
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
と
の
区
別
は
、

過
程
の
さ
ま
ざ
ま
の
局
面
と
し
て
、
最
上
の
も
の
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
非
常
に
あ
ら
っ
ぽ
い
説
明
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
彼
の
証
明
で
あ
る
。

お
な
じ
よ
う
に
、
彼
は
、
政
策
形
成
•
発
明
と
発
見
へ
の
意
識
的
と
無
意
識
的
、
個
人
的
と
社
会
的
貢
献
と
い
う
区
別
を
最
少
限
に
評
価

(
4
)
 

し
た
(
-
九
六
ー
九
七
頁
）
」
。

P
・
オ
デ
ガ
ー
ト
が
『
政
治
過
程
論
』
の
序
文
で
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

し
か
し
、
彼
等
の
立
場
の
基
本
的
要
素
は
、

十
年
後
、
彼
等
の
共
著
『
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
も
の
』
の
な
か
で
、

〈
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
〉

五
四

（
九
八
三
）

主
観

の
語
を
使
用
し
、
か
つ
発
展
さ
せ
た
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ

な
お
、

こ
こ
に
述
べ
た
点
に
つ
い
て
は
、

S
・
ラ
ト
ナ
ー
が
、

J
・
ア
ル
ト
マ
ソ
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
発

J
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
と
と
も
に
共
編
し
た

一
九
五
三
年
九
月
の
講
演
会
で
、
ペ
ソ
ト
リ
ー
自

『
ジ
ョ イ



と
が
で
き
よ
う
。

「
私
の
初
期
の
研
究
と
そ
の
後
の
研
究
の
間
に
は
何
の
分
裂
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
人
間
行
動
の
研
究
の
大
切
な
こ
と
を
知
り
ま

(
5
)
 

し
た
。
…
…
政
治
と
い
う
研
究
対
象
は
、
さ
し
当
っ
て
の
私
の
叙
述
と
解
釈
の
所
在
地
で
あ
っ
た
。
」

超
え
て
研
究
の
全
生
涯
を
回
顧
し
た
意
義
ふ
か
い
言
葉
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
人
間
行
動
の
研
究
と
い
う
対

象
の
一
貫
性
を
あ
げ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
上
述
の
よ
う
な
基
本
的
方
法
論
の
継
続
性
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
し
て
読
み
と
る
こ

(
1
)
上
林
良
一
「
ペ
ン
ト
リ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
の
連
関
ー
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
形
成
ー
」
法
学
論
集
、
第
三
十
五
巻
第
三
•
四
•
五
号
、

年
十
二
月
。
二
五
六
ー
六
二
頁
。

(
2
)
B
e
n
t
l
e
y
,
 op. cit••pp. 

5
2
1
3
.
 

(
3
)
i
b
i
d
.
,
 pp. 1
1
6
-
7
.
 

な
お
、
J
.
R

・
コ
モ
ン
ズ
（
C
o
m
m
o
n
s
)

と

J
•
H

・
ミ
ー
ド

(
M
e
a
d
)
の
方
法
に
ふ
れ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「J
.

R
・
コ
モ
ン
ズ
は
、
彼
の
著
書
『
資
本
主
義
の
法
的
基
礎
』
(
-
九
二
四
年
）
の
な
か
で
、
物
的
な
財
物
や
人
間
感
情
よ
り
も
、
結
社
に

つ
い
て
機
能
す
る
法
則
に
注
意
が
む
け
ら
れ
た
、
そ
う
し
た
ク
イ
プ
の
経
済
的
探
求
を
説
明
す
る
の
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
使
用
し
た
。

H
.

G

・
ミ
ー
ド
の
い
わ
ゆ
る
〈
状
況
〉

(situation)
と
い
う
の
は
、
彼
の
展
開
が
、
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
イ
ン
ク
ー
ア
ク

シ
ョ
ナ
ル
で
は
あ
る
が
、
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
形
式
で
示
さ
れ
て
い
る
」
。

p.
1
1
7
.
 

(
4
)
S
.
 Ratner, 
op. cit••p. 

31. 

上
林
良
一
「
ペ
ン
ト
リ
ー
の
集
団
理
論
の
方
法
論
ー
ト
ラ
ン
ス
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
展
ー
」
、

三
•
四
•
五
号
、
一
九
八
四
年
十1
一
月
。
第
三
節
参
照
。

(
5
)
B
e
n
t
l
e
y
,
 T
h
e
 P
r
o
c
e
s
s
 of G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 1
9
6
7
,
 
Introduction, 
p. 
xiii; 

身
が
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
・
五
号

法
学
論
集
、

第
三
十
四
巻
第

と
述
べ
て
い
る
の
は
、

一
九
八
五

八
十
歳
を

五
四

（
九
八
四
）




