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「
交
換
方
程
式
」

行
主
義
理
論

-二
1
2
ム
の
「
交
換
方
程
式
」
|
|

高

橋

泰

臓

は
し
が
き

こ
れ
ま
で
の
「
交
換
方
程
式
」
の
解
棒
、
特
に
そ
の
援
用
の
仕
方
に
つ

い
て
、
自
分
に
は
一
つ
の
疑
問
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
交
換
方
程
式
」

と
い
え
ば
フ
ィ
ッ
シ
ア
の
名
と
結
び
つ
け
て
思
い
お
こ
さ
れ
、
さ
ら
に
貨

幣
数
量
説
あ
る
い
は
物
債
水
準
の
決
定
、
受
動
理
論
の
近
代
的
、
理
論
的

基
礎
と
し
て
援
用
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
に
少
し

も
疑
が
も
た
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
も
あ
る
し
、
検
討
ず
み
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
ケ

イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
論
』
に
お
け
る
批
判
以
来
、
既
に
過
去
の
も
の
と
な
っ

た
か
の
観
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
あ
ら
た
め
て
「
交
換
方

，~ 

程
式
」
を
と
り
あ
げ
る
理
由
の
一
つ
は
、
砂
く
と
も
筆
者
自
身
と
し
て

は
、
「
交
換
方
程
式
」
が
、
最
近
に
い
わ
ゆ
る

E
観
的
な
い
し
集
計
的
に

経
済
を
捉
え
る
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
し
か
も
そ
れ
を
財
貨
側

と
貨
幣
側
と
の
封
置
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
経
済
枇
舎
を
「
貨
幣
経

済
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
経
済
の
貨
幣
的
「
揚
」
と
し
て
捉
え
た
も
の
で

あ
る
鮎
で
、
大
き
く
い
え
ば
劃
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
大
き
な
債

値
色
認
め
、
そ
の
天
才
的
な
着
想
に
一
種
の
驚
き
と
敬
意
を
今
以
て
感
じ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
既
に
過
去
の
も
の
と
見
ら
れ
て

い
る
も
の
を
特
に
と
り
あ
げ
る
他
の
理
由
は
、
そ
れ
を
最
初
に
作
っ
た
す

イ
モ
ン
・
ニ
ュ

1
コ
ム
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
通
常
行
わ
れ
て
い
る
貨
幣

数
量
説
、
あ
る
い
は
物
債
水
準
の
決
定
、
同
銀
動
の
理
論
と
は
異
な
っ
て
、

む
し
ろ
こ
れ
ま
で
全
く
封
立
的
な
主
張
と
考
え
ら
れ
て
来
た
銀
行
主
義
理

論
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
告
白
す
れ
ば
、
筆
者
自
身
、
サ
イ
モ
ン
・
ニ
ュ

1
コ
ム
の

「
方
程
式
」
が
、
フ
ィ
ァ
シ
ァ
ゃ
、
減
っ
て
ケ
メ
ラ
1
の
そ
れ
の
先
駆
者

と
し
て
知
今
な
が
ら
、
た
だ
着
想
上
の
先
駆
者
と
し
て
考
え
て
い
た
に
と

ど
ま
っ
て
、
そ
の
「
交
換
方
程
式
」
観
、
な
い
し
そ
の
臆
用
、
そ
れ
を
基

礎
と
す
る
貨
幣
現
象
観
に
お
い
て
全
く
呉
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ

の
頃
別
の
必
要
か
ら
讃
み
直
し
て
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
「
交
換
方
程
式
」
を
数
量
読
や
物
債
水
準
獲
動
理
理
論
に
結

び
つ
け
な
い
で
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
見
方
と
全
く
封
眼
的
な
銀
行
主
義
理

論
と
結
び
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
筆
者
が
か
ね
て
数
量
設
と
の
結

び
つ
け
に
つ
い
て
何
等
の
疑
問
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
従
来
の
解
蒋
の
仕
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方
に
疑
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、
ま
た
筆
者
自
身
が
強
く
影
響
を
受
け
て

い
た
「
銀
行
主
義
」
の
考
方
に
、
そ
れ
が
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る

と
い
お
っ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
鮎
で
筆
者
に
と
っ
て
極
め
て
奥

味
の
あ
る
竣
見
(
?
)
で
あ
る
と
と
も
に
、
何
等
か
筆
者
の
疑
問
に
慮
え

て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
迂
鈍
と

い
え
ば
迂
鈍
の
そ
し
り
を
売
れ
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
「
研

究
ノ
ー
ト
」
の
形
で
一
文
を
草
す
る
考
え
を
お
こ
し
た
理
由
に
外
な
ら
な

、u

「
交
換
方
程
式
の
背
景
」
と
意
味

65 

「
交
換
方
程
式
」
の
着
想
は
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
も
新
し
く

は
ブ
ィ
ッ
シ
ァ
吋

i
目
的
匂
広
]
同
町
吋
の
肘
】
O
B
2
M
g叶
可
句
江
口
口
H
H
V
-
2
0同

句
CHW件
伊
口
色
切
口
。
出
。
B
M
J
H唱
HO
寸
何
回
叩
匂
ロ
叶
口
ぽ
伊
国
山
口
』
州
市
04司
2
0同
区

o
p

唱
-
巴
ロ
・
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
着
想
は
、
そ
れ
よ
り
一
年

前
に
刊
行
さ
れ
た
ケ
メ
ラ
1

出・
4
司
・
同
町
H
H
H
5
2
2
の
足
。
ロ

qmwロ仏

。
吋
叩
己
注

Hロ
印
可
ロ
自
叩
H
H
Z
E
5
2吋
何
色
己
目
。
ロ
仲
COOHHRHHH
匂口口
2
・

H
申

3
・
に
既
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
湖
っ
て
見
る
と
き

は
、
ニ
ュ

l
コ
ム

g
B
Oロ
Zodq口
。
日
げ
の

HMユ
ロ
ロ
目
立
2
0同

]VOHESH

阿口
Oロ
O
B
Uコ
H∞∞
M

・
の
中
に
、
そ
の
最
初
の
着
想
が
示
さ
れ
℃
お
り
、
ケ

メ
ラ
ー
や
フ
ィ
ッ
シ
ヤ
の
そ
れ
は
、
こ
の
ニ
ュ

l
コ
ム
の
そ
れ
に
淵
源

を
、
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
(
ア
イ
ア
シ
ア
の
『
貨
幣
の
購
買
力
』
に
は
、

ユュ

1
コ
ム
へ
の
朕
僻
が
書
か
れ
て
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
も
そ
の
『
貨
僻

論
』
の
中
で
、
そ
の
解
穆
の
仕
方
は
別
と
し
て
、
ニ
ュ

1
2
ム
に
よ
る

研

究

ノ

J

b

「
方
程
式
」
の
着
想
を
高
く
評
俣
し
て
い
る
。
問
書
、
第
十
四
章
第
三
節

‘
脚
註
)

嘗
時
の
ア
メ
リ
カ
経
済
事
界
は
、
最
近
の
そ
れ
が
世
界
の
経
済
撃
の
檎

舞
蓋
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
先
進
諸

園
の
経
済
撃
の
稔
入
時
代
で
あ
り
、
各
事
汲
の
併
行
、
封
立
時
代
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
明
治
、
大
正
期
、
あ
る
い
は
最
近
に
お
け
る
わ
が

園
の
経
済
事
界
を
初
仰
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
英
士
口
利
古

典
準
汲
、
濁
乙
歴
史
事
汲
、
捜
太
利
直
干
減
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
経
済
事
等
、

グ
ェ
プ
レ
ン
に
よ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
メ
リ
カ
制
度
汲
経
済
事
の
撞
頭
を
別

に
し
て
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
西
欧
経
済
事
の
品
輸
入
、
組
述
時
代
で
あ
っ

た
。
右
に
奉
げ
た
ニ
ュ

l
コ
ム
、
ケ
メ
ラ

l
、
フ
ィ
ッ
シ
ァ
は
、
何
れ

も
、
い
わ
ゆ
る
理
論
経
済
撃
を
母
種
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
形
の
上
で

は
英
吉
利
古
典
拳
汲
の
交
換
債
値
論
の
系
統
を
延
き
な
が
ら
、
内
面
的
に

は
捜
太
利
拳
汲
な
い
し
限
界
放
用
挙
滋
の
債
値
論
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
た
だ
異
な
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
打
出
さ
れ
た
新
た
な

局
面
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
理
論
経
済
皐
が
個
別
的
な
交
換
闘
係
の
集

積
と
し
て
経
済
枇
曾
!
|
債
値
燈
系
が
描
か
れ
た
の
に
封
し
て
、
「
交
換

方
程
式
」
が
、
一
定
の
枇
舎
、
一
定
の
期
間
に
お
け
る
線
取
引
を
、
財
貨

側
と
貨
幣
側
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
を
等
債
閥
係
に
お
い
た
と

い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
(
ニ
ュ

1
コ
ム
は
嘗
時

合
衆
国
海
軍
の
数
率
教
授
、
並
に
ジ
ョ
ン
ス
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
事
の
数
康
司

教
授
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
方
程
式
」
は
後
述
の
よ
う
に
、
ケ
メ
ラ
ー
や

フ
ィ
ッ
シ
ァ
の
そ
れ
と
、
そ
の
導
出
の
方
法
、
型
に
お
い
て
本
質
的
に
異
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一

橋

論

議

第
一
二
十
六
巻

第
一
ニ
銑

“ 
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
)
そ
れ
が
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
特
に
前
述
の

よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
以
来
、
諸
々
の
批
判
が
行
わ
れ
、
難
鮎
の
あ
る
こ
と
も

周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
嘗
時
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
債
値
|
|
交
換
債

値
|
|
概
念
に
よ
っ
て
関
係
的
世
界
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
た
経
済
を
、

「
集
計
」
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
経
済
を
一
ワ
の
規
模
と
し
て
-
捉
え
た
も

の
と
し
て
劃
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
経
済
の
規
模
を
集
計
的
に
捉
え
た
と

い
う
こ
と
は
、
最
近
に
お
け
る
「
集
計
」
概
念
に
よ
る
「

E
規
的
」
方
法

の
先
駆
を
な
す
も
の
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
の

集
計
的
規
模
は
、
汁
園
民
所
得
」
の
如
き
賓
償
的
規
模
を
示
す
も
の
と
は

異
な
っ
て
、
線
取
引
の
集
計
で
あ
る
鮎
で
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
湖
つ
て
は
、
そ
の
内
容
と
導
出
過
程
に
お
い
て
個
々
の
取

引
、
し
た
が
っ
て
個
々
の
商
品
債
格
が
主
健
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
鮎
で

い
わ
ゆ
る
「

E
観
的
」
理
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な

お
、
「
交
換
方
程
式
」
と
い
う
形
で
、
財
貨
側
と
貨
幣
側
と
が
等
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
捉
え
方
と
表
現
方
法
と
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
、
む
し

ろ
割
目
し
て
見
る
に
値
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

財
貨
側
と
貨
幣
側
と
の
封
膝
閥
係
を
直
接
に
「
債
格
水
準
」
の
方
程
式
と

し
て
表
現
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「

E
親
的
」
把
握
方
法
の
中
心
た

る
経
済
の
賓
鐙
的
規
模
と
し
て
「
園
民
所
得
」
|
|
「
祉
舎
の
所
得
」
|

ー
に
集
約
し
た
も
の
が
ケ
イ
ン
ズ
の
「
基
本
方
程
式
」
で
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
の
問
題
は
、
官
頭
に
提
出
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
交
換
方
程
式
」
の

意
味
づ
け
、
兵
鐙
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
数
量
説
な
い
し
物
債
論
の
基
礎

と
し
て
で
は
な
し
に
、
経
済
の
規
模
、
取
引
量
に
底
乙
て
貨
幣
量
が
如
何

に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
銀
行
主
義
理
論
に
結
び
つ
け
て
い
る

こ
と
に
あ
る
こ
と
は
、
，
次
い
で
述
べ
る
如
く
で
あ
る
。

-二
l

コ
ム
「
方
程
式
」
の
導
出
方
法

サ
イ
モ
ン
・
ニ
ュ

1

コ
ム
の
「
方
程
式
」
(
そ
こ
で
は
、
間
早
に
同
A
目
白
'

t
oロ
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
は
、
前
掲
の
『
経
済
拳
原
理
』
第
二
篇
「
一
位
曾

組
識
の
描
馬
」
第
三
部
「
交
換
の
機
構
」
第
二
章
「
紹
封
的
標
準
に
よ
る

償
値
の
測
定
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
導
出
方
法
は
後
の
フ
ィ
ツ

シ
ア
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
要

約
し
て
述
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

彼
も
ま
た
最
初
は
個
々
の
取
引
に
お
け
る
財
貨
側
(
財
貨
の
取
引
償

額
、
」
即
ち
車
位
債
格
と
取
引
数
量
と
の
積
)
と
貨
幣
側
(
右
の
取
引
に
お

い
て
封
骨
と
し
て
支
携
わ
れ
る
貨
幣
量
〉
と
が
恒
等
閑
係
に
あ
る
こ
と
か

ら
出
後
し
、
こ
れ
を
次
の
如
き
式
で
示
す
。

』

h
H
匂×。.・・・・・
(

F

)

民
:
:
:
同
溝
す
が
九
州
一
潟
議
δ
剛

H
M
i
-
-
-
到
B
H
凡
す
。
て
て
畔
守

δ
副
議

。::・・

l
尚
δ
湾
同

(
右
の
「
方
程
式
」
で
、
「
一
定
の
数
量
」
と
は
、
債
格
P
の
獲
化
に

よ
っ
て
拙
変
化
し
な
い
も
の
と
前
提
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
一

箱
に
含
ま
れ
る
茶
の
ポ
ン
ド
数
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
)

・
次
い
で
別
の
観
貼
か
ら
一
ヶ
年
間
に
貨
幣
一
個
片
に
よ
っ
て
交
換
せ
ら
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料
る
数
量
の
蹄
係
を
一
経
済
枇
曾
一
ヶ
年
間
に
お
け
る
交
換
関
係
と
し
て

表
わ
す
「
方
程
式
」
を
導
出
し
て
、
こ
れ
を

凶
H
b
×
同
:
:
:
:
(
げ
)

同
・
:
・
殴
畑
作

ω
斗
戸
川
別
減
溶
δ
謙
抑

b
:
:
鞍
ぬ
δ
連
行
弘
叫
之
が
「
選
」
見
)
崎
沖
剛

』『;:・・

l
マ
骨
亜
F
H
職
路
弘
亙
菰
叫
a
h
叩
河
崎
沖

な
る
式
で
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
方
程
式
」
に
よ
っ
て
、
一
慮
個
々
の
取

引
に
お
け
る
償
額
(
債
格
と
取
引
量
の
積
〉
と
、
支
挽
わ
る
べ
き
貨
幣
量

と
の
等
式
ω円
か
ら
、
一
一
経
済
祉
舎
、
一
定
期
間
の
線
取
引
に
お
け
る
財
貨

側
と
貨
幣
側
と
の
綜
合
的
、
集
計
的
等
債
聞
係
の
表
現
が
え
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
一
再
び
最
初
の
個
別
的
(
賓
は
個
人
的
)
取
引
の
場
合
に
戻
っ

て
見
る
と
き
、
も
し
あ
る
他
人
が
一
定
額
の
貨
幣
量
の
み
を
有
し
、
債
格

が
奥
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
個
人
の
購
い
う
る
財
貨
の
量

m
Q
)
は、の

11 

匂|。

で
一
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
揚
A
口、

(

σ

)

を
そ
の
個
人
が
、
そ
れ
を

以
て
購
い
う
る
貨
幣
の
量
、
従
っ
て
最
初
の
式
(

a

)

に
お
け
る
M

(
一

定
の
取
引
に
お
い
て
支
梯
わ
る
べ
き
貨
幣
の
量
)
と
同
じ
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
式
(

b

)

、
即
ち
同
町
H
b
x
H『
か
ら
、

T 
bl同

6'1 

の
式
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
方
程
式
」
は
、

一
定
の
取
引

研

究

ノ

1
ト

量
が
、
一
貨
幣
偲
片
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
貨
幣
価
片
に
含

ま
れ
た
「
弗
」
の
敷
が
少
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
そ
の
貨
幣
個
片
の
同
縛

敷
が
大
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
一
示
す
。
(
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
必
要
取
引
量
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
揚
合
、
貨
幣
の
同
稗
敷
|
|
こ
れ

を
彼
は
島

gm叩
E
ロ
仏
国
と
い
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
後
に
「
貨
幣
の
流

通
速
度
」
〈
巴
O

口
wqo同
居
。
ロ
叩
可
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
嘗
す
る
ー
ー

が
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
・
次
い
で
述
べ
る

「
方
程
式
」
に
封
す
る
説
明
と
と
も
に
、
後
の
「
交
換
方
程
式
」
が
貨
幣

数
量
説
な
い
し
物
債
獲
動
論
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
全
く
封
蹄

的
な
貼
で
あ
る
。
)

以
上
に
，
次
い
で
、
彼
は
「
物
債
の
尺
度
」
回
S
H
O
O
同
HV
江
口
町
田
な
る
概

念
を
導
入
し
て
、
も
し
「
物
債
の
尺
度
」
(
そ
れ
は
賀
買
さ
れ
る
全
財
貨

の
「
物
債
の
一
般
的
卒
均
」

M
3
5
g
H
S
P
B唱
え

H
E
8凹
の
意
味

と
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
)
が
奥
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
鑓
動
し
た
揚

合
、
他
の
事
情
に
し
て
等
し
け
れ
ば
、
個
々
の
取
引
に
必
要
と
さ
れ
る
貨

幣
の
量
は
、
そ
れ
に
臨
応
じ
て
同
鈍
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
こ
の
こ
と
は
全
交
換
を
賞
現
す
る
た
め
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
貨
幣
量

を
規
定
す
る
こ
と
と
な
る
と
し
て
、

同
H
h叫
×
。
:
:
・
(
口
)

ぬ
:
:
・
替
施
δ
河
淘

』

hi--ゆ
凶
吋
世
府
内
一
周
凶
J
『

hm
対
局
V
E
H

長
期
什

ω
昔
、
か
ぬ
恭
δ
陣

門

V

・i
・-
l尚
作
斗
向
い

な
る
「
方
程
式
」
を
導
出
し
て
い
る
。

コ".<4'f)時
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ニ
ュ
1
コ
ム
に
よ
る
「
方
程
式
」

の
解
蒋
|
|
銀
行
主
義
理
論
へ
の
結
合

-、. 

以
上
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
導
出
の
方
、
法
、
導
出
さ
れ
た
型
に
お

い
て
、
後
の
「
交
換
方
程
式
」
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
い
う
る
。

し
か
し
こ
こ
で
特
に
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
官
頭
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
い
わ
ば
客
観
的
な
、
交
換
の
集
計
的
措
潟
、
表
現
と
し
て
の

「
交
換
方
程
式
」
の
意
味
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
如
何
に
臨
応
用

す
る
か
の
黙
で
全
く
異
な
る
立
場
の
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
彼
の
次
の
如
き
演
縛
の
仕
方
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
方
程
式
」
(

C

)

に
お
け
る
C
は
一
恵
一
定
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
諸
々
の
要
素
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

総
括
的
に
見
れ
ば
取
引
の
総
量
に
は
依
存
し
、
鑓
化
す
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
今
、
取
引
総
量
を
B
を
以
て
表
わ
す
と
す
れ

sha
、

。H切
×
』
門

な
る
関
係
が
成
立
し
、
こ
の
式
に
お
け
る
K
は
他
の
一
定
の
量
を
示
す
こ

と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
前
掲
の
「
方
程
式
」
納
は

』h
H
h
叫
×
凶
×
』
門

と
書
き
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
関
係
は
、
「
必
要
と
さ
れ
る
貨

幣
の
量
は
、
物
債
の
尺
度
と
取
引
量
と
に
よ
っ
て
質
化
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
(
前
掲
書
ニ

O
七
!
八
頁
)

、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
ブ
ィ
ァ
シ
ァ
の
「
交
換

占・

方
程
式
」
国
同
吋
H
M
4
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
同
じ
く
交
換
閥
係
の
集

計
的
把
握
の
客
観
的
表
現
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
交
換
方

程
式
」
を
基
礎
と
し
て
、
取
引
量
(

T

)

及
び
貨
幣
の
流
通
速
度

(
V
)

に
量
化
な
き
も
の
と
す
れ
ば
、
貨
幣
量
(

M

)

の
拙
変
化
は
、
そ
れ
に
正
比

例
す
る
物
債
(

P

)

の
鑓
化
を
惹
き
お
こ
す
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
主
張
せ

ら
れ
て
来
た
貨
幣
数
量
設
の
説
明
に
出
応
用
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
通
貨
主
義
の
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
上

に
述
べ
た
ニ
ュ

1
コ
ム
の
理
解
の
仕
方
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
と
は
全
く
反
封

に
「
物
債
の
尺
度
」
と
「
取
引
量
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
定
の
経
済
枇

舎
、
一
定
の
期
間
の
取
引
に
「
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
量
」
が
規
定
さ
れ
、

鑓
化
す
べ
き
理
由
を
説
明
す
る
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

上
に
見
た
如
く
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
通
貨
主
義
思
想
と
は
全
く
封
立
す

る
考
方
と
し
て
見
ら
れ
て
来
た
銀
行
主
義
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
同
じ
く
「
交
換
方
程
式
」
を
基
礎
と
し
な
が
ら

全
く
相
反
す
る
解
蒋
が
見
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
ニ
つ
の
異
な
る
解
蒋
、
由
服
用
の
仕
方
は
、
何
れ
も
重
要
な
前
提

の
上
に
立
づ
も
の
で
あ
る
。
印
ち
貨
幣
数
量
設
に
お
い
て
は
、
取
引
量
と

貨
幣
の
流
通
速
度
と
の
一
定
が
前
零
d

れ
て
お
り
、
ニ
ュ

1
2
ム
の
揚
合

に
は
「
物
債
の
尺
度
」
と
「
取
引
量
」
と
が
興
え
ら
れ
る
量
と
し
て
、
い

い
か
え
れ
ば
獲
化
す
る
量
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
前
者
の
前
提
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
後
に
ケ
イ
ン
ズ
が
、
そ
の

『
貨
幣
論
』
の
中
で
、
「
交
換
方
程
式
」
に
謝
す
る
批
判
か
ら
債
格
水
準

の
決
定
、
鑓
動
を
説
明
す
る
基
礎
と
し
て
「
基
本
方
程
式
」
を
展
開
し
な
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が
ら
、
そ
の
自
ら
の
「
基
本
方
程
式
」
を
媛
形
し
て
「
交
換
方
程
式
」
と

同相、

同
一
の
形
式
の

h
H
|引
!
(
N
M
N

は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
基
本
方
程
式
」
に

お
け
る
P
が
消
費
財
債
格
水
準
を
一
不
す
た
め
に
、
線
取
引
の
物
債
水
準
を

表
わ
す
た
め
の
符
競
に
す
ぎ
な
い
〉
を
導
出
し
、
し
か
も
後
の
『
一
般
理

論
』
に
お
い
て
、
こ
の
理
由
か
ら
「
基
本
方
程
式
」
も
ま
た
「
瞬
間
描

潟
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
自
ら
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
産
出
高
(

O

)

、
し
た
が
っ
て

(
T
)

が
貨
幣
数
量
の
路
変
化
に
も
か
」
わ
ら
ず
、
不
受
と
仮
定
し
て
い
る

こ
と
に
鈎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
貨
幣
数
量
の
鑓
化
し
た
場
合
に
産
出
高

の
鐙
化
せ
ざ
る
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
は
、
動
態
過
程
の
分
析
と
し
て
は

無
理
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
交
換
方
程
式
」
そ
の
も
の

と
し
て
は
J

本
来
物
債
獲
動
環
論
の
基
礎
と
い
う
よ
り
は
、
物
債
決
定
論

の
基
礎
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
物
債
欣
態

と
貨
幣
数
量
と
の
関
係
を
示
す
こ
と
に
そ
の
趣
旨
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
期
、
欣
態
に
つ
い
て
一
般
的

に
、
ま
た
交
替
的
に
安
嘗
す
る
よ
う
な
方
程
式
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
.

あ
る
。
(
そ
こ
に
ま
た
動
態
過
程
の
説
明
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
領
域
の
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
)

四

銀
行
主
義
理
論
に
残
さ
れ
た
問
題

69 

以
上
の
よ
う
な
前
者
の
結
び
つ
き
方
、
郎
ち
「
交
換
方
程
式
」
と
物
債

第
動
論
な
い
し
貨
幣
数
量
設
と
の
結
び
つ
き
方
の
問
題
を
別
と
し
て
、
ニ

研

究

ノ

1
ト

ー日
L~ι

ュ
1
2
ム
の
提
示
し
た
後
者
の
結
び
つ
き
方
、
即
ち
そ
の
銀
行
主
義
と
の

結
び
つ
き
ガ
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一

は
、
銀
行
主
義
理
論
、
し
た
が
っ
て
ニ
ュ

1
2
ム
の
解
懇
の
仕
方
で
は
、

「
取
引
量
」
と
と
も
に
「
物
債
の
尺
度
」
却
ち
物
債
水
準
が
興
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
奥
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

必
ず
し
も
不
鑓
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
措
鈍
化
す
る
こ
と
を
も
含
む

も
の
と
い
い
う
る
が
、
こ
の
場
合
「
取
引
量
」
の
不
費
か
費
化
か
と
い
う

こ
と
の
聞
に
問
題
の
あ
る
こ
と
は
物
償
措
変
動
論
な
い
し
貨
幣
数
量
設
に
つ

い
て
も
共
通
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
如
く
で
あ
り
、
こ

こ
で
特
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
「
物
債
の
尺
度
」
が
興
え
ら
れ
て
い
る

l

l
不
拙
変
で
あ
る
に
せ
よ
、
獲
化
す
る
に
せ
よ
ー
ー
と
い
お
っ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
貨
幣
需
要
は
物
債
水
準
(
取
引
量
と
と
も
に
)
に
よ
っ
で
規

定
せ
ら
れ
る
と
い
う
銀
行
主
義
理
論
に
お
け
る
貨
幣
現
象
、
通
貨
供
給
原

則
に
闘
す
る
基
本
的
思
想
を
構
成
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
同
様
な
こ

と
は
銀
行
主
義
の
「
濁
乙
版
」
と
い
わ
れ
る
濁
乙
名
目
主
義
貨
幣
論
の
主

唱
者
ベ
ン
デ
ィ
ク
セ
ン
、
エ
ル
ス
タ
ァ
に
お
け
る
「
典
型
的
貨
幣
浩
出
論
」

に
つ
い
て
も
共
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
「
典
型
的
貨
幣
浩
出

論
」
で
は
、
こ
の
物
償
水
準
が
輿
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
自
然
的

債
格
形
成
」
と
い
う
こ
と
で
い
い
表
わ
し
、
こ
の
「
自
然
的
債
格
形
成
」

を
貨
幣
の
側
か
ら
撹
蹴
せ
ざ
る
よ
う
な
通
貨
の
供
給
を
「
典
型
的
貨
幣
進

出
」
と
見
、
そ
の
た
め
に
遵
守
さ
る
べ
き
原
則
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
(
こ
れ
ら
の
駄
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
『
経
済
世
曾
叡
と
貨
幣
制

度
』
二
「
共
同
僚
」
経
済
額
と
「
典
型
的
貨
幣
遺
向
」
論
、
参
照
)

〈、
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「
交
換
方
程
式
」
と
銀
行
主
義
理
論
と
の
結
び
つ
き
方
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
一
一
態
以
上
で
終
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
前
方
に
あ
'

る
問
題
と
し
て
第
二
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る

「
物
僚
の
尺
度
」
が
興
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
い
し
「
自
然
的

債
格
形
成
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
に

物
債
が
興
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
物
債
の

不
慶
あ
る
い
は
安
定
と
い
う
こ
と
と
同
義
と
解
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
.

「
自
然
的
居
間
格
形
成
」
と
い
う
意
味
か
ら
は
、
必
ら
ず
し
も
物
債
の
「
不

、
第
」
な
い
し
「
安
定
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
く
て
は
な

ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
(
こ
の
場
合
に
お
け
る
物
債
の
「
不
受
」
な
い
し

「
安
定
」
を
意
味
し
な
い
J

と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
鐙
化
を
含
む
と

い
う
こ
と
は
、
上
述
し
た
貨
幣
数
量
読
に
お
け
る
と
は
全
く
異
な
る
意
味

に
お
け
る
志
の
で
あ
る
。
)
こ
の
問
題
に
恐
ら
く
最
初
に
逢
著
し
た
の
は

ウ
ィ
ク
セ
ル
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ク
セ
ル
は
、
そ
の
『
金
利
と
物
償
』
に
お

い
て
は
、
最
初
「
貨
幣
的
均
衡
」

l
iそ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
後
に
ミ
ル

ダ
1
ル
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
が
|
|
の
一
保
件
と
し
て

物
債
の
「
不
愛
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
ぜ
あ
っ
た
が
、
後
に
ダ
グ
ィ

ッ
ド
ソ
ン
の
批
判
に
逢
っ
て
、
そ
れ
が
必
ら
ず
し
も
物
債
水
準
の
「
不

愛
」
を
意
味
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
自
ら
疑
問
を
抱
く
に
至
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
(
こ
の
駄
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
貨
幣
的
経
済
理
論
の
新
展
開
』

第
一
章
第
四
節
参
照
)
。
こ
の
問
題
を
一
歩
す
す
め
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は

資
本
の
生
産
性
の
増
大
、
し
た
が
っ
て
生
産
費
の
低
下
の
起
る
場
合
に

は
、
「
自
然
的
債
格
形
成
」
の
下
に
お
い
て
物
償
水
準
の
低
下
を
想
定
し

~ 

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の

「
基
本
方
程
式
」
に
お
け
る
「
貨
幣
的
均
衡
」
を
讃
み
と
る
場
合
に
、
他

の
一
一
つ
の
傑
件
、
却
ち
貯
蓄
と
投
資
と
の
一
致
、
お
よ
び
資
本
利
潤
卒
と

貨
幣
利
子
卒
と
の
一
致
す
る
揚
合
に
、
必
然
的
に
成
立
す
べ
き
関
係
と
し

て
の

1
叩
即
ち
債
格
水
準
〈

π
〉
の
(
貨
融
市
的
)
卒
均
生
産
費

(
E
一O
〉

と
の
一
致
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る

(
た
だ
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
前
述
の
よ
う
に
産
出
高
(

O

)

の
不
鑓
な
場
合
に
お
け
る
「
瞬
間
描
寝
」
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た

と
こ
ろ
に
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に

お
け
る
問
題
は
、
物
債
決
定
論
な
い
し
、
貨
幣
数
量
設
に
お
け
る
よ
う
に

短
期
の
嬰
動
を
内
容
と
す
る
・
も
の
で
は
な
く
し
て
、
よ
り
長
期
の
措
変
動
に

闘
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
)
。

な
お
、
つ
い
で
に
銀
行
主
義
の
考
方
並
に
銀
行
主
義
と
通
貨
主
義
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
の
補
足
的
見
解
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
銀
行
の
「
信
用
創
造
」
に
闘
す
る
理
論
が
、
銀
行

の
も
つ
支
梯
準
備
を
基
礎
と
す
る
信
用
創
治
の
可
能
性
と
限
度
と
を
説
明

す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
は
経
済
枇
舎
の

側
か
ら
通
貨
需
要
|
|
上
述
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
取
引
量
と
物
僚
に

よ
る
通
貨
需
要
の
観
鮎
が
看
過
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
か
ら
は
銀
行
主

義
理
論
の
見
方
が
、
こ
の
鮎
に
閲
し
て
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ど
い
う
こ

と
で
あ
り
、
銀
行
主
義
理
論
と
通
貨
主
義
理
論
と
の
聞
係
に
つ
い
て
は
、

従
来
解
蒋
せ
ら
れ
て
来
た
よ
う
に
全
く
相
封
立
す
る
理
論
、
主
義
と
見
ら

♂/  
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る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
銀
行
主
義
理
論
は
、
適
正
な
通
貨
量
の

規
定
せ
ら
れ
る
べ
き
論
理
的
関
係
な
い
し
規
範
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
通
貨
主
義
理
論
は
、
こ
の
論
理
的
閥
係
の
上

に
立
っ
て
、
現
貧
に
通
貨
量
が
物
園
田
を
規
定
す
る
因
果
聞
係
を
一
示
す
も
の

と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
息
わ
れ
る
。
通
貨
量
の
操
作
に
関
す
る
手
段
が

物
質
の
安
定
な
い
し
調
節
を
な
し
う
る
政
策
手
段
と
な
り
う
る
の
は
、
こ

の
故
に
外
な
ら
ぬ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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