
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
i
情
報
構
造
と
し
て
の
意
識
1

品
　
川
　
嘉
　
也

序
　
因
果
の
必
然
と
自
由
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自
然
科
学
に
お
け
る
因
果
律
は
決
定
論
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
科
学
の
描
き
出
す
世
界
際
の
中
に
は
、

自
由
1
と
く
に
人
問
の
意
志
の
自
由
は
、
存
在
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
科
学
の
決
定
論
を
否
定
で
き
な
け
れ
ば
、
非
決
定
論
者
は
、

自
由
の
源
を
捌
の
次
元
に
求
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
自
然
科
学
と
哲
学
の
問
に
横
た
わ
る
難
問
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

種
々
の
解
決
が
企
て
ら
れ
て
来
た
。

　
最
近
の
自
然
科
学
は
、
決
定
論
的
な
機
械
論
的
自
然
観
に
代
っ
て
、
世
界
を
記
述
す
る
難
問
を
当
の
世
界
の
内
部
に
位
置
さ
せ
て
、
世

界
を
記
述
す
る
段
階
に
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ご
く
最
近
の
自
然
科
学
の
成
果
は
、
そ
の
因
果
律
が
一
義
的
で
は
な
く
て
、
数
種
の
選

択
が
可
能
な
分
岐
点
を
持
つ
こ
と
を
示
す
に
い
た
っ
た
。
即
ち
、
現
代
の
科
学
は
、
決
定
論
的
な
経
路
の
処
々
に
、
非
決
定
論
的
な
自
由

な
選
択
を
許
す
分
岐
点
が
存
在
す
る
、
と
い
う
世
界
像
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
科
学
が
、
完
全
な
決
定
論
的
世
界
像
を
放
棄
し
た
上
は
、
哲
学
も
自
由
の
源
泉
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
科
学
の
側
か
ら
提
起
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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（
一
）
（
二
）

　
　
　
こ
れ
が
私
の
科
学
哲
学
の
立
場
で
あ
る
が
、
非
決
定
論
的
科
学
に
つ
い
て
は
、
牢
団
σ
q
。
σ
q
ぎ
。
の
非
平
衡
非
線
型
の
熱
力
学
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箪
）

　
　
で
あ
り
、
因
果
律
の
選
択
性
に
つ
い
て
は
湯
川
秀
樹
博
士
の
教
え
に
負
っ
て
居
る
、
ま
た
、
非
線
型
現
象
の
数
学
的
表
現
は
山
口
昌
哉
博

　
　
（
六
）

　
　
士
の
御
指
導
に
よ
る
こ
と
を
初
め
に
記
し
て
お
き
た
い
。

即
　
古
典
力
学
に
お
け
る
決
定
論

　
古
典
力
学
一
こ
こ
で
は
冥
Φ
葺
薯
力
学
を
三
昧
す
る
一
の
描
く
世
界
像
は
、
決
定
論
的
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
来
た
。

　
古
典
力
学
は
ズ
・
逡
霧
の
運
動
方
程
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
を
い
ま
質
量
加
の
質
点
に
つ
い
て
書
く
と

　　

@　

@　

@
・
噛
岐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
）

と
な
る
。
こ
こ
に
謬
は
質
点
の
位
置
（
簡
単
の
た
め
に
一
次
元
で
表
示
す
る
。
以
後
も
同
様
）
、
‘
は
時
間
、
㌦
＼
ミ
・
。
は
時
間
に
つ
い
て
の
二
次

微
分
、
ノ
は
質
点
に
働
く
力
を
表
す
。
こ
の
方
程
式
は
微
分
方
程
式
で
あ
る
か
ら
、
初
期
条
件
（
あ
る
時
点
馬
1
1
g
に
お
け
る
位
置
娩
と

速
度
恥
）
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
質
点
の
運
動
は
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
を
宇
宙
に
適
用
す
る
と
配
員
一
。
。
9
の
魔
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
が
創
ら
れ
た
と
き
の
初
期
条
件
を
与
え
れ
ば
、
宇
宙

の
物
体
の
運
命
は
す
べ
て
運
動
方
程
式
に
よ
っ
て
一
義
的
に
定
ま
っ
て
居
り
、
宇
宙
は
決
定
論
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
は
、
こ
の
無

数
の
物
体
の
運
動
方
程
式
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
無
数
の
運
動
方
程
式
を
解
く
こ
と
の
で
き
る
魔
も
の
が
居
た
と
す
れ
ぽ
、
彼
の

眼
に
は
宇
宙
の
運
命
も
、
そ
の
中
の
一
人
一
人
の
入
間
の
運
命
も
す
べ
て
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
魔
も
の
が
甲
斐
8
の
魔
で
あ
り
、
十

九
世
紀
ま
で
の
自
然
科
学
の
与
え
る
宇
宙
観
を
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
決
定
論
的
宇
宙
観
を
蕊
に
し
て
、
哲
学
者
達
は
人
間
の
意
志
の
自
由
を
説
明
す
る
た
め
に
、
力
学
的
因
果
律
の
支
配
す
る
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宇
宙
と
は
別
の
次
元
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
現
代
の
科
学
の
眼
で
見
れ
ば
、
箕
①
葺
8
の
運
動
方
程
式
が
決
定
論
的
で
あ
っ
た
の
は
一
あ
る
い
は
決
定
論
的
に
見

え
た
の
は
ー
ー
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
扱
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
逆
に
云
う
と
、
決
定
論
的
な
問
題
だ
け
を
扱
い
、
華
々
し
い
成
功
を
収
め

て
来
た
た
め
に
、
宇
宙
全
体
が
決
定
論
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き
錯
覚
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
古
典
力
学
の
運
動
方
程
式
は
、
決

定
論
的
問
題
を
解
く
の
に
便
利
な
形
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
運
動
方
程
式
が
、
初
期
条
件
を
定
め
れ
ば
一
義
的
な
解
を
持
つ
の
は
、
方
程
式
が
線
型
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
非
線
型
方
程
式
で
は
こ

れ
は
保
証
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
線
型
と
い
う
の
は
、
方
程
式
に
含
ま
れ
る
変
数
が
す
べ
て
一
次
式
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
運
動
方
程
式

ω
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
力
～
が
位
置
¢
、
速
度
d
1
1
§
＼
ミ
の
一
次
関
数
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
非
線
型
方
程
式
で
は
、
初
期
条
件
を
定
め
て
も
解
は
一
義
的
に
決
ま
ら
な
い
。
例
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
辮
芝
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
・
）

を
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
質
量
1
の
質
点
に
速
度
の
平
方
根
で
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
力
が
働
く
と
き
の
運
動
方
程
式
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
方
程
式
の
初
期
条
件
妹
砧
。
で
建
1
1
0
に
対
応
す
る
解
は

　　

@　
@　

@
⊥
舘
讃
w
v
轟

で
あ
る
が
、
α
の
値
が
一
義
的
に
定
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
の
方
程
式
は
無
限
に
多
く
の
解
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
方
程

式
で
表
わ
さ
れ
る
運
動
は
決
定
論
的
で
な
い
。

　
そ
れ
で
は
運
動
方
程
式
ω
が
線
型
で
表
わ
さ
れ
る
（
力
が
一
次
関
数
で
表
わ
さ
れ
る
）
の
は
ど
の
よ
う
な
揚
合
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
を
一

言
で
云
え
ば
、
線
型
近
似
が
成
り
立
つ
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
誉
ず
祈
耕
虎
九
　
第
五
百
一
四
十
六
ロ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
山
ハ

　
現
実
の
世
界
で
は
無
数
の
物
体
が
相
互
作
用
を
し
て
お
り
、
相
互
に
及
ぼ
す
力
も
複
雑
で
あ
る
が
、
古
典
力
学
で
は
唯
一
の
質
点
を
抽

象
し
、
周
囲
の
物
体
の
及
ぼ
す
力
は
な
ら
し
て
｝
つ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
与
え
ら
れ
る
と
す
る
、
云
い
換
え
る
と
力
学
系
は
孤
立
系
で
あ

る
。
（
孤
立
系
等
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
熱
力
学
の
項
で
検
討
す
る
。
ま
た
、
も
う
少
し
拡
張
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
）
力
が
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
を
意
味
す
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
外
界
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

や
り
取
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
孤
立
系
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
古
典
力
学
が
成
功
し
た
の
は
こ
う
い
う
場
舎
で
あ

る
。　

次
に
運
動
方
程
式
ω
を
見
る
と
、
時
間
は
ミ
悼
、
す
な
わ
ち
自
乗
の
形
で
入
っ
て
お
り
、
時
間
軸
の
向
き
を
反
転
し
て
も
不
変
な
形
を

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
運
動
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
と
時
間
軸
を
逆
転
し
た
逆
運
動
も
必
ず
存
在
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
熱
力
学
の
言
葉
で
は
系
が
平
衡
に
近
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
孤
立
系
は
、
平
衡
か
そ
れ
に
近
い
状
態

に
落
ち
つ
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
平
衡
に
近
い
状
態
と
し
て
は
定
常
状
態
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
線
型
近
似
の
古
典
力
学
で
扱

わ
れ
て
来
た
系
は
、
平
衡
か
定
常
状
態
に
落
ち
つ
く
孤
立
系
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
平
衡
ま
た
は
定
常
状
態
に
い
た
る
過
程
は
決
定
論
的

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
古
典
力
学
が
決
定
論
的
宇
宙
観
を
生
み
出
し
た
理
由
で
あ
る
。

二
　
相
対
性
理
論
と
自
然
の
階
層
性

　
運
動
が
本
質
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
座
標
系
を
指
定
し
な
い
限
り
、
定
義
で
き
な
い
こ
と
は
、
Q
螢
田
虫
に
よ
っ
て
既
に
把
握
さ

れ
て
い
た
。
座
標
系
を
指
定
す
る
た
め
に
は
、
基
準
が
必
要
で
あ
る
が
、
O
聖
上
。
一
は
時
間
を
基
準
に
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の

座
標
系
に
対
し
て
同
一
の
時
間
が
一
様
に
経
過
す
る
、
と
い
う
原
理
を
選
ん
だ
。
こ
れ
が
絶
対
時
間
で
あ
る
。
絶
実
時
間
を
基
準
と
し
て
、

Z
①
≦
8
岸
の
運
動
方
程
式
を
不
変
に
保
つ
よ
う
な
空
間
座
標
系
が
指
定
さ
れ
る
。



　
こ
れ
が
O
本
曇
の
相
対
性
理
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
古
典
力
学
の
枠
組
と
な
る
絶
対
時
間
お
よ
び
空
間
を
規
定
す
る
。
カ
ン
ト
哲
学

の
時
聞
空
間
の
把
握
は
、
こ
の
絶
対
時
間
を
基
準
と
し
て
い
る
。

　
座
標
系
を
指
定
す
る
基
準
と
し
て
、
絶
対
時
間
に
代
っ
て
光
の
速
度
を
選
ん
だ
の
が
田
昌
。
・
浄
⑦
ぎ
の
相
対
性
理
論
で
あ
る
。
（
O
⇔
田
且
の

相
射
性
理
論
と
や
弓
ぎ
。
。
け
Φ
ぎ
の
相
対
性
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
な
じ
み
の
な
い
方
は
、
例
え
ば
文
献
7
を
参
照
さ
れ
た
い
。
尚
本
稿
で
は
簡
単
の
た
め
に
特

殊
相
対
性
理
論
の
範
囲
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
）

　
螢
蕊
け
①
ヨ
の
相
対
性
理
論
が
、
古
典
力
学
と
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
系
に
観
測
者
が
意
識
を
持
っ
て
存
在
す
る
こ

と
で
あ
る
。
相
対
的
に
運
動
し
て
い
る
観
測
老
が
、
互
に
光
に
よ
っ
て
信
号
を
交
わ
し
、
光
の
速
度
が
座
標
系
に
よ
っ
て
変
ら
な
い
と
し

た
と
き
、
い
。
お
艮
N
変
換
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
が
光
速
不
変
の
原
理
で
あ
っ
て
、
座
標
系
を
指
定
し
運
動
法
則
を
定
め
る
。
相
対
論
的
運

動
方
程
式
は

　　

@　

@　

@　

@
非
誌
響
H
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

　
　
と
な
る
。
こ
こ
に
6
は
光
の
速
さ
、
鞠
は
質
点
の
静
止
質
量
で
あ
る
。
こ
の
式
は
運
動
す
る
質
点
の
速
度
η
が
光
速
・
に
近
づ
く
と

　
　
質
量
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
ま
た
、
速
度
が
光
速
に
較
べ
て
充
分
に
小
さ
い
と
き
は
2
磐
8
・
μ
の
運
動
方
程
式
に
一

　
　
致
す
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
世
界
を
記
述
す
る
基
本
と
な
る
運
動
方
程
式
に
、
光
速
‘
の
よ
う
な
定
数
（
こ
の
種
の
定
数
を
普
遍
定
数
と
呼
ぶ
）
が

　
　
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
自
然
が
幾
つ
か
の
階
層
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
別
の
階
層
の
例
は
、
蚤
子
力
学
に
現
わ
れ
る
薄
墨
。
岸
定
数

　
　
h
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
自
然
の
階
層
は
、
実
は
観
測
老
に
と
っ
て
の
階
層
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
田
受
け
①
ぎ
の
相
対
性
理
論
の
世
界
は
、
光
に
よ
っ
て
信
号
が
と
ど
け
ら
れ
る
の
に
必
要
な
時
間
が
問
題
に
な
る
ほ
ど
大
き
な

　
　
距
離
、
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
だ
が
別
の
云
い
方
を
す
れ
ば
、
光
速
と
較
べ
ら
れ
る
ほ
ど
に
速
い
運
動
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
世
界

鵬　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

は
、
観
測
者
が
光
に
よ
る
通
信
で
清
報
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
云
い
換
え
る
と
、
記
述
さ

れ
る
世
界
の
中
に
観
測
者
が
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
観
測
者
は
光
通
信
の
到
着
を
意
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
光
速
。
で
表
現
さ
れ

る
階
層
性
は
、
観
測
者
の
意
識
を
媒
介
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
光
速
ご
を
無
限
大
と
し
た
極
限
に
お
い
て
、
田
諺
鼠
づ
の
相
対
性
理
論
は
古
典
力
学
に
一
致
す
る
の
で
、
前
者
は
後
者
を
包
含
す
る
・

よ
り
広
い
力
学
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
一
面
が
あ
る
が
、
す
べ
て
で
は
な
い
。
日
常
的
世
界
に
つ
い

て
は
、
古
典
力
学
は
決
し
て
そ
の
有
用
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
古
典
力
学
の
空
間
は
守
。
ま
空
間
で
あ
り
、
相
撃
性
理
論
の
空
間
は

≦
艮
。
蓄
ξ
空
間
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
関
係
に
対
応
す
る
。
ど
ち
ら
の
力

学
を
選
ぶ
か
は
、
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
が
“
世
界
を
ど
う
見
る
か
”
に
依
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
国
ぎ
ω
け
Φ
ヨ
の
相
対
性
理
論
で
も
、
全
宇
宙
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
ぎ
昇
定
数
の
大
き
さ
が
問
題
と
な
る
よ
う
な

微
小
領
域
で
は
、
別
の
力
学
、
量
子
力
学
が
必
要
と
な
る
。

三
　
量
子
力
学
と
観
測
者
の
意
識

　
量
子
力
学
は
、
原
子
、
分
子
の
世
界
を
主
な
対
象
と
す
る
力
学
で
あ
る
。
運
動
方
程
式
に
対
応
す
る
の
は
ω
。
ぼ
α
α
ぎ
σ
q
興
方
程
式
で
、

質
量
那
の
粒
子
に
対
し
て

　　

@　

@　

@
｛
－
．
．
詐
融
真
・
）
下
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
）

と
書
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
例
に
よ
っ
て
一
次
元
の
場
合
に
つ
い
て
表
示
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
ん
は
歪
§
鼻
定
数
、
q
（
聴
）
は
粒
子
に
働
く
力

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、
Ψ
は
状
態
関
数
、
石
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
式
は
、
2
睾
δ
郎
の
運
動
方
程
式
と
は
非
常
に
違
っ
て
見
え
る
が
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
申
卵
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
）

　
　
（
た
だ
し
ρ
は
運
動
量
〉
と
い
う
対
応
関
係
を
置
く
と
、
ω
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
累
＋
q
（
・
）
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
）

　
　
と
書
け
て
、
古
典
力
学
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
と
な
る
。
ω
。
聞
α
象
コ
α
q
卑
方
程
式
㈲
を
適
当
な
境
界
条
件
の
も
と
で
解
く
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　
固
有
値
E
と
状
態
関
数
砂
の
形
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
状
態
関
数
が
求
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
自
乗
値
雨
マ
は
、
粒
子
が
状
態
¢
に
お
い
て
存
在
す
る
確
率
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
量
子

　
　
力
学
の
因
果
律
は
、
完
全
に
は
決
定
論
的
で
な
く
、
や
エ
ゆ
る
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す
の
が
、
不
確
定

　
　
性
原
理
で
あ
る
。

　
　
　
い
ま
、
運
動
量
ρ
の
値
を
単
独
に
ω
。
聞
α
山
ぎ
ぴ
q
9
方
面
式
か
ら
求
め
る
な
ら
、
精
密
に
ぼ
ら
つ
き
な
し
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

　
　
か
し
、
そ
の
と
き
は
粒
子
の
位
置
に
関
す
る
情
報
は
ま
っ
た
く
得
ら
れ
な
い
。
全
空
間
の
ど
の
場
所
に
つ
い
て
も
粒
子
の
存
在
す
る
確
率

　
　
は
同
じ
に
な
っ
て
了
う
。

　
　
　
逆
に
、
粒
子
の
位
置
だ
け
を
精
密
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
ぱ
ら
つ
き
な
し
で
正
確
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

　
　
の
と
き
の
運
動
量
は
、
ぼ
ら
つ
き
無
限
大
と
な
っ
て
了
う
。

　
　
　
量
子
力
学
に
お
い
て
は
、
位
置
と
運
動
量
は
同
時
観
測
不
能
量
で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
時
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
両
者
共
に
一
定
の

　
　
ぼ
ら
つ
き
を
許
す
し
か
な
い
。
そ
の
程
度
は

　
　
　
　
　
　
　
　
〉
＆
・
〉
㌧
W
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刈
）

　
　
で
あ
り
、
こ
れ
を
不
確
定
性
原
理
と
い
う
。
云
い
換
え
る
と
位
相
空
間
（
諾
、
ρ
を
座
標
軸
に
と
っ
て
作
ら
れ
た
空
間
）
内
の
微
小
体
積

　
　
み
の
内
部
で
は
因
果
律
は
不
確
定
で
あ
る
。
量
子
力
学
の
世
界
で
は
、
細
部
ま
で
は
決
定
論
的
で
な
い
。

055　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

　
不
確
定
性
原
理
が
、
人
間
の
意
志
の
自
由
の
源
で
あ
る
と
い
う
説
は
触
o
a
貧
に
よ
っ
て
量
子
力
学
建
設
の
直
後
に
鳴
え
ら
れ
た
。
こ

の
説
は
今
日
で
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
み
の
値
が
極
あ
て
小
さ
い
た
め
日
常
的
な
尺
度
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
た
め

で
あ
る
。
ん
の
値
が
小
さ
い
（
①
■
①
b
。
①
×
δ
虫
罫
＼
▽
、
蝉
）
こ
と
は
、
逆
に
、
日
常
的
な
世
界
で
の
確
定
性
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
直
径
邸
緊
ヨ
の
細
菌
や
、
・
・
ト
コ
ン
ド
リ
ア
は
生
物
界
で
は
最
も
小
さ
な
構
造
体
に
属
す
る
が
、
光
学
顕
微
鏡
の
分
解
能
ぎ
り
ぎ
り

の
一
層
ヨ
で
観
察
し
た
と
き
の
速
度
の
不
確
定
性
は
H
O
よ
〉
＼
噂
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
程
度
の
ば
ら
つ
き
は
完
全
に
決
定
論
的
な
解
釈
を

許
す
で
あ
ろ
う
。

　
量
子
レ
ベ
ル
で
の
不
確
定
性
を
、
脳
の
レ
ベ
ル
で
の
ぼ
ら
つ
き
に
拡
大
す
る
よ
う
な
装
置
は
、
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
意
志
の
自
由
の
源
泉
を
不
確
定
性
原
理
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
力
学
の
描
く
世
界
像
が
細
部
ま
で
は
決
定
論
的
で

な
い
こ
と
を
示
し
た
点
に
こ
の
立
場
の
意
義
が
あ
る
。

　
次
に
。
。
。
町
α
α
貯
α
Q
葭
方
程
式
ω
は
、
左
辺
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
演
算
子
を
状
態
関
数
に
作
用
さ
せ
た
結
果
、
右
辺
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
有
値
E

が
得
ら
れ
る
と
い
う
形
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
観
測
し
て
、
そ
の
結
果
を
求
め
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
か
ら
観
測
者
が

現
わ
れ
る
。
し
か
も
観
測
を
行
な
わ
な
い
と
き
は
、
状
態
関
数
の
表
わ
す
物
質
波
の
波
束
は
ぼ
や
け
て
お
り
混
合
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
が

観
測
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
波
束
が
収
縮
し
て
純
粋
状
態
に
移
行
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
過
程
で
あ
り
、
減

少
し
た
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
に
見
合
っ
た
量
の
情
報
が
観
測
者
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
観
測
者
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
熱

力
学
の
第
二
法
則
に
違
反
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
は
情
報
量
の
増
加
に
等
し
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

次
節
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
相
店
性
理
論
と
同
様
に
、
量
子
力
学
に
お
い
て
も
観
測
老
が
理
論
体
系
の
中
に
境
わ
れ
る
が
、
こ
の
観
測
者
は
観
測
対
象
に
直
接
作
用

し
て
観
測
結
果
を
も
た
ら
す
。
相
対
性
理
論
に
お
け
る
観
測
者
が
、
座
標
系
を
指
定
す
る
と
き
に
の
み
現
わ
れ
て
、
物
体
の
運
動
に
は
直

接
干
与
し
な
い
の
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
量
子
力
学
の
観
測
者
は
、
艶
碧
昂
定
数
に
よ
っ
て
自
然
の
階
層
性
を
認
識
す
る
だ
け
で
な



5e7

く
、
観
測
対
象
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
減
少
さ
せ
る
力
を
発
揮
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
観
測
老
の
実
体
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
何
が
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
減
少
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
ず

　
　
　
　
　
　
（
八
）

2
窪
爵
§
の
理
論
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
量
子
力
学
で
は
、
観
測
者
と
観
測
対
象
の
間
の
相
互
作
用
は
制
御
不
能
で
あ
る
が
、

観
測
者
と
観
測
対
象
の
境
界
は
ど
こ
に
置
い
て
も
数
学
的
に
等
価
で
あ
る
と
Z
窪
ヨ
⇔
弓
は
説
く
。
こ
の
境
界
は
、
観
測
対
象
と
観
測
機

器
の
間
に
置
い
て
も
よ
く
、
機
器
と
観
測
者
の
間
に
置
い
て
も
よ
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
世
界
を
観
灘
者
と
観
測
さ
れ
る
系
に
二
分
す
る
と

き
、
そ
の
境
界
は
ど
こ
に
移
し
て
も
よ
い
。
し
か
ら
ば
、
観
測
者
の
網
膜
、
視
神
経
も
観
測
さ
れ
る
系
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
。
観
測
は

視
覚
的
に
の
み
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
聴
覚
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
聴
神
経
ま
で
、
い
や
脳
ま
で
も
観
測
さ
れ
る
系
に
移
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
最
後
に
残
る
の
が
抽
象
的
自
我
で
あ
る
。

　
2
魯
ヨ
霧
コ
の
抽
象
的
自
我
は
意
識
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
量
子
力
学
は
そ
の
体
系
の
内
に
人
間
の
意
識

を
相
対
性
理
論
よ
り
は
強
い
意
味
で
陽
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
Z
窪
§
毒
　
の
理
論
は
、
量
子
力
学
に
お
け
る
観
測
の
理
論
の
問
題
と
し
て
今
も
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
哲
学
的
に
も
極

め
て
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
主
題
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
以
下
は
必
要
に
応
じ
て
ふ
れ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
一
つ
だ
け

補
足
し
て
お
く
と
、
意
識
は
量
子
力
学
に
従
う
物
理
的
実
体
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
Z
窪
暴
言
の
意
見
に
従
う
限
り
、
意
識
が
物

理
的
実
体
で
な
い
と
す
る
の
は
、
理
論
体
系
に
超
越
者
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
、
物
理
学
老
の
採
り
得
な
い
立
場
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

ω
意
識
も
量
子
力
学
に
従
う
系
と
考
え
る
立
場
（
国
く
費
Φ
［
醗
）
i
た
だ
し
こ
の
立
場
を
認
め
る
物
理
学
老
は
ほ
と
ん
ど
居
な
い
一
、

㈹
意
識
を
記
述
で
き
る
よ
う
に
、
量
子
力
学
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
立
場
（
≦
圃
σ
q
器
『
）
、
　
㈹
意
識
を
陽
に
含
ま
な
い
形
に
量
子
力
学

を
修
正
し
よ
う
と
す
る
立
場
（
多
数
の
試
み
が
あ
る
）
、
　
㈲
意
識
は
最
子
力
学
の
み
で
は
記
述
で
き
ず
他
の
分
野
の
助
け
を
必
要
と
す
る

と
考
え
る
立
場
（
多
数
意
見
、
筆
老
も
こ
の
立
場
）
、
が
分
か
れ
て
く
る
。
詳
し
く
は
文
献
（
九
）
、
（
一
〇
）
を
見
ら
れ
た
い
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
立
場
㈲
～
㈹
は
何
れ
も
量
子
力
学
の
既
存
の
体
系
を
非
整
合
的
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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四
情
報
量
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

　
古
典
力
学
で
は
、
観
測
老
を
体
系
の
内
部
に
含
ま
ず
絶
対
時
間
の
概
念
に
よ
っ
て
宇
宙
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
そ

う
信
じ
ら
れ
て
い
た
十
九
世
紀
に
、
古
典
力
学
の
絶
対
性
を
ゆ
る
が
す
よ
う
な
立
場
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
熱
力
学
の

立
場
で
あ
る
。
一
八
六
五
年
Ω
碧
ω
一
塁
は
孤
立
系
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
決
し
て
減
少
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ゆ
。
ぎ
ヨ
。
。
導
は
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
の
不
可
逆
的
増
大
を
、
粒
子
の
無
秩
序
の
増
大
の
表
現
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
こ
に
粒
子
集
団
の
確
率
的
状
態
の
物
理
学
が
生

ま
れ
、
古
典
力
学
を
含
む
す
べ
て
の
力
学
と
は
異
な
っ
た
立
場
が
誕
生
し
た
。
物
理
学
者
は
、
力
学
の
可
逆
過
程
か
ら
い
か
に
し
て
熱
力

学
の
不
可
逆
過
程
が
曳
け
る
の
か
、
と
苦
心
し
た
が
、
逆
の
立
場
も
あ
っ
て
よ
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
熱
力
学
の
不
可
逆
性
か
ら
如
何
に
し

て
力
学
の
可
逆
性
を
導
け
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
い
ま
体
積
V
の
中
に
理
想
気
体
の
球
形
分
子
が
一
個
だ
け
存
在
す
る
孤
立
系
を
考
え
る
。
分
子
一
個
だ
け
で
も
統
計
的
集
団
で
あ
り
、

こ
れ
は
本
質
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
お
ち
熱
力
学
の
対
象
と
考
え
る
か
、
力
学
の
対
象
と
考
え
る
か
は
観
測
老
の
立
場
に
か
か

わ
っ
て
い
る
。

　
簡
単
の
た
め
に
こ
の
系
は
無
限
に
大
き
い
熱
だ
め
に
接
し
て
い
る
と
し
、
す
べ
て
の
過
程
は
等
温
的
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
う
す
る
と

系
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
変
化
は
容
積
に
つ
い
て
だ
け
考
え
れ
ば
よ
い
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
恥
註
恥
。
十
詮
昌
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
◎
。
）

と
書
け
る
。
S
は
系
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
、
跳
は
系
の
標
準
状
態
で
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
、
ゐ
は
b
d
o
ぎ
欝
§
定
数
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の

容
選
仕
切
を
入
れ
、
容
積
を
瑠
に
仕
切
・
た
と
す
る
。
分
子
の
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
体
積
は
囎
に
減
・
た
の
で
あ
る
か
ら
ゴ

ン
ト
ロ
ピ
ー
は
沁
ぎ
ト
。
だ
け
減
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
格
別
に
仕
事
を
し
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
の
で
、
こ
れ
は
熱
力



学
の
第
二
法
則
に
違
反
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
仕
切
を
入
れ
た
だ
け
で
は
、
分
子
は
仕
切
の
右
に
あ
る
か
左
に
あ
る
か
判
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
分

子
の
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
体
積
は
V
と
な
り
、
今
度
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
変
化
ゼ
ロ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
ど
こ

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
容
易
に
判
る
で
あ
ろ
う
。
観
測
者
が
、
粒
子
が
左
に
あ
る
か
右
に
あ
る
か
知
っ
た
時
に
（
ど
ち
ら
側
に
粒
子
が

あ
る
か
意
識
し
た
と
き
と
云
っ
て
も
よ
い
）
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
醒
コ
ト
・
だ
け
減
少
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
情
報
理
論
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
粒
子
が
左
に
あ
る
か
右
に
あ
る
か
に
関
す
る
情
報
の
量
は
子
津
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
H
ぴ
搾
の
情
報
を
獲
得
す
れ
ば
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
歪
島
だ
け
減
少
す
る
。
こ
れ
を
一
般
化
す
る
と
、
情
報
量
1
は

　
　
　
　
　
　
　
　
恥
ミ
ミ
徳
i
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
）

　
　
　
　
　
　
　
N
－
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳶
昌
め

　
　
と
書
け
る
Q
た
だ
し
9
§
聴
は
系
の
取
り
得
る
最
大
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
で
今
の
場
合
⑧
式
で
与
え
ら
れ
る
Q
3
は
変
化
後
の
ユ
ン
ト
ロ

　
　
ピ
ー
で
あ
る
。

　
　
　
今
で
も
情
報
量
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
と
は
別
の
量
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
、
物
理
学
者
に
も
居
る
ら
し
い
が
、
元
来
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
に
な

　
　
ぞ
ら
え
て
情
報
量
が
導
入
さ
れ
た
の
で
、
両
者
は
同
じ
も
の
で
符
号
と
単
位
だ
け
が
異
な
る
。
⑨
式
は
両
三
の
換
算
式
に
過
ぎ
な
い
Q
同

　
　
じ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
情
報
量
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
お
く
と
非
常
に
便
利
で
、
観
測
者
が
情
報
量
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
減
少
す
る
こ
と
を
説
明
し
易
く
す
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
例
に
な
ぞ
ら
え
て
、
量
子
力
学
に
お
い
て
観
測
者
が
（
あ
る
い
は
意
識
が
）
測
定
に
よ
る
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
に

　
　
よ
り
、
波
束
が
収
縮
し
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
減
少
す
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
確
か
に
成
立
す
る
。

　
　
し
か
し
本
質
的
に
違
っ
た
点
も
あ
る
。
量
子
力
学
で
は
観
測
者
と
観
測
対
象
の
相
互
作
用
は
制
御
不
能
で
あ
る
か
ら
、
相
互
作
用
の
過
程

　
　
は
明
瞭
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
今
考
え
て
い
る
系
で
は
古
典
的
な
分
子
を
扱
っ
て
い
る
の
で
、
観
測
過
程
を
描
き

㎜　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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四

105　
　
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
粒
子
が
左
に
あ
る
か
右
に
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
前
に
入
れ
た
仕
切
が
壁
に
沿
っ
て
滑
ら
か
に
動
く
よ
う
に
し
て
お
け
ぽ
よ
い
。
わ
れ

　
　
わ
れ
は
仕
切
が
右
に
動
い
た
か
、
左
に
動
い
た
か
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
分
子
が
左
に
あ
っ
た
か
右
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
結
果
は
、
分
子
は
外
界
に
対
し
て
浮
戸
『
邸
だ
け
の
仕
事
を
し
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
霧
島
だ
け
増
加
し
て
元
の
状
態
に
帰
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
こ
と
か
ら
、
観
測
者
が
、
分
子
が
容
積
の
W
の
左
の
小
室
に
あ
る
か
右
の
小
室
に
あ
る
か
を
観
測
す
る
の
に
必
要
な
、
最
小
の
仕
事

　
　
量
は
神
臼
亨
卜
⊃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
観
測
に
使
っ
た
仕
事
量
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
量
は
丁
度
み
あ
っ
て
い
る
。
観
測

　
　
過
程
に
不
可
逆
な
部
分
が
含
ま
れ
て
い
れ
ぽ
一
た
と
え
ぽ
仕
切
の
動
き
が
滑
ら
か
で
な
け
れ
ば
摩
擦
力
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
失
わ

　
　
れ
1
観
測
に
要
し
た
仕
事
蚤
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
り
高
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
全
体
と
し
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
増
大
す
る
。

　
　
　
本
節
の
モ
デ
ル
は
ω
N
凶
漁
文
献
（
＝
）
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
ω
N
ま
a
の
時
代
に
は
情
報
量
の
概
念
は
な
か
っ
た
の
で
、
情
報
理

　
　
論
に
よ
る
解
説
は
文
献
（
七
）
に
書
い
て
お
い
た
。
さ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
も
う
少
し
教
訓
を
引
き
出
せ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ω
N
ま
乙
の
モ
デ
ル
で
は
、
体
積
を
／
と
し
た
が
更
に
体
積
を
小
さ
く
し
て
行
く
と
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
さ
ら
に
減
少
し
、
得
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
情
報
量
は
大
き
く
な
っ
て
行
く
。
観
測
に
必
要
な
仕
事
量
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
伴
っ
て
増
大
す
る
。
そ
の
極
限
で
は
分
子
の
位
置
が
確

　
　
賀
す
る
、
す
な
わ
ち
古
典
力
学
的
観
測
に
一
致
す
る
。
ま
た
坤
神
↓
二
曲
ミ
㌔
で
あ
る
。
（
分
子
一
個
だ
け
で
あ
る
か
ら
平
均
操
作
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
　
と
し
な
い
。
）
位
置
と
運
動
の
速
さ
が
観
測
さ
れ
、
そ
の
と
き
こ
の
系
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
最
少
、
得
ら
れ
る
情
報
量
は
最
大
で
あ
る
。

　
　
　
註
　
気
体
の
体
積
を
小
さ
く
し
て
行
っ
た
極
限
で
、
気
体
分
子
の
位
置
を
確
定
す
る
方
法
の
代
り
に
、
分
子
に
光
を
当
て
て
観
測
す
る
方
法
を
と
っ
て

　
　
　
　
も
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孤
立
系
の
内
部
は
一
様
な
黒
体
輻
射
で
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
光
を
当
て
な
け
れ
ば
分
子
を
見
る
こ
と
は
‘

　
　
　
　
で
き
な
い
。
光
を
当
て
続
け
る
た
め
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
ζ
重
恩
①
躍
の
デ
モ
ン
に
対
す
る
b
d
壇
謹
。
¢
ぎ
の
解
と
同
じ

　
　
　
　
で
あ
る
。
（
詳
し
く
は
、
井
上
章
、
品
州
籍
也
編
〈
一
九
六
九
〉
『
能
動
強
送
臨
南
江
堂
）
Q
分
子
の
位
置
に
つ
い
て
は
不
確
定
性
原
理
が
あ
る
の
で
、
分
子
の

　
　
　
　
温
度
と
最
初
の
容
積
で
決
ま
る
位
根
空
間
の
体
積
を
歪
睾
。
犀
定
数
で
割
っ
た
値
で
エ
ン
ト
μ
ピ
ー
の
減
少
高
が
決
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
モ
デ

　
　
　
　
ル
に
は
熱
力
学
と
古
典
力
学
、
墨
子
力
学
と
い
う
立
場
を
異
に
す
る
三
つ
の
科
学
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。



　
観
測
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
観
測
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
量
一
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
起
こ
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
一
に
相

当
す
る
か
そ
れ
よ
り
大
き
い
。
こ
れ
は
も
っ
と
巨
視
的
な
系
に
つ
い
て
も
当
然
あ
て
は
ま
る
。
“
滑
か
な
”
床
の
上
を
運
動
す
る
質
点
を
観
測
す
る
に

は
、
現
実
の
床
の
摩
擦
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
…
を
補
う
こ
と
で
こ
れ
を
孤
立
系
と
し
て
い
る
。
惑
星
の
運
動
を
決
定
論
的
に
論
じ
る
た
め

に
は
、
孤
立
系
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
各
種
の
力
に
よ
っ
て
起
こ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
散
逸
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
で
古
典
力
学
に
お
い
て
も
観
測
に
よ
っ
て
対
象
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
…
が
減
少
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
量
子
力
学
の
場
合
と

同
様
で
あ
る
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
に
よ
り
観
測
者
は
情
報
を
獲
得
し
、
観
測
の
主
体
が
観
測
者
の
意
識
で
あ
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。

量
子
力
学
の
夢
合
と
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
観
測
者
と
観
測
対
象
の
棺
互
作
用
は
鰯
御
可
能
で
あ
っ
て
、
不
明
の
擾
乱
を
与
え
る
こ
と
は

な
い
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
古
典
力
学
に
お
い
て
も
、
理
論
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
世
界
の
中
に
観
測
者
が
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
古
典
力

学
の
運
動
方
程
式
が
、
観
測
者
の
存
在
を
陽
に
含
ま
な
い
だ
け
で
あ
る
。
観
測
老
と
そ
の
意
志
は
、
い
わ
ぽ
隠
さ
れ
た
パ
ラ
メ
；
タ
ー
と

し
て
、
古
典
力
学
に
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
内
部
に
人
間
を
位
置
さ
せ
る
理
論
は
決
定
論
的
で
は
あ
り
得
な
い
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世
界
を
記
述
す
る
人
間
を
そ
の
世
界
の
内
部
に
位
置
さ
せ
て
、
そ
の
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
理
論
は
、
す
べ
て
決
定
論
的
で
は
あ

り
得
な
い
。
い
ま
、
あ
る
理
論
が
世
界
像
を
描
き
出
し
、
そ
の
描
か
れ
た
世
界
の
中
に
人
間
が
居
る
と
す
る
。
そ
の
世
界
は
、
人
間
が
自

由
音
心
志
を
持
つ
限
り
、
決
定
論
的
で
は
な
い
。

　
こ
れ
は
自
明
の
原
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
を
外
か
ら
支

配
し
、
自
ら
は
記
述
す
る
自
然
に
属
さ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
“
普
遍
的
な
”
理
論
を
求
め
る
思
想
の
ど
こ
か
に
存
在
す
る
の
か
も
知
れ

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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な
い
。
人
間
の
恣
意
に
よ
っ
て
、
自
然
の
法
則
が
変
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
拡
張
解
釈
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ

に
せ
よ
、
自
然
科
学
と
い
え
ば
普
遍
的
決
定
論
的
な
理
論
体
系
で
あ
る
と
い
う
幻
想
が
い
ま
ま
で
通
用
し
て
来
た
、
と
云
っ
た
ら
云
い
過

ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
古
典
力
学
が
決
定
論
に
見
え
た
の
は
、
単
に
み
か
け
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
古
典
力
学
に
お
い
て
も
、
観
測
者
と
し
て
の
人
間
を

必
要
と
す
る
こ
と
は
、
実
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
観
測
者
は
古
典
力
学
の
中
に
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
り
げ
な
く
、
部
外
老

の
よ
う
な
顔
を
し
て
写
っ
て
い
る
の
で
、
世
界
像
の
中
に
人
間
が
写
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ズ
①
葺
言
の

運
動
方
程
式
に
は
普
遍
定
数
も
現
わ
れ
な
い
し
、
観
測
を
直
接
に
表
現
す
る
演
算
子
も
現
わ
れ
な
い
が
、
観
測
対
象
と
な
る
系
の
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
を
最
小
に
し
て
い
る
。
最
大
の
清
報
量
を
ひ
き
出
す
た
め
に
人
間
が
、
観
測
と
名
付
け
ら
れ
る
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
最
小
の
状
態
は
、
曖
昧
さ
の
最
も
少
な
い
状
態
で
あ
り
、
系
の
全
運
命
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
無
限
の

過
去
か
ら
、
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
の
運
命
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
系
を
決
定
論
的
と
呼
ぶ
。
古
典
力
学
が

決
定
論
的
に
見
え
た
の
は
、
決
定
論
的
な
対
象
を
選
ん
で
観
測
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
決
定
論
的
な
系
は
、
無
限
の
時

間
に
わ
た
っ
て
観
測
下
に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
系
は
、
必
然
的
に
“
孤
立
系
”
で
あ
る
。
（
厳
密
に
は
定
常

系
。
次
節
参
照
）
開
放
系
で
は
、
観
測
し
て
い
る
粒
子
は
、
何
時
か
は
系
外
に
逃
れ
て
そ
の
後
の
運
命
が
見
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

未
知
の
粒
子
が
流
入
し
て
来
て
、
系
の
状
態
を
予
測
不
能
に
変
え
て
t
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
非
決
定
論
的
な
系
は
こ
の
よ
う
な
系
で
あ

り
、
人
間
自
身
は
開
放
系
な
の
で
あ
る
。

六
　
平
衡
に
近
い
系
は
決
定
論
的
で
あ
る

平
衡
状
態
で
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
生
成
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
系
の
状
態
は
時
間
に
よ
ら
ず
一
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
系
が
一
た
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ん
平
衡
状
態
に
な
る
と
、
そ
の
系
は
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
平
衡
状
態
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
決
定
論
的
で
あ
る
。
平
衡
系
は
、
時
間

的
に
も
空
間
的
に
も
構
造
を
持
た
ず
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
最
大
値
を
と
り
、
情
報
量
は
最
小
値
を
と
る
。
⑨
式
で
は
、
こ
の
と
き
の
情
報

量
を
ゼ
ロ
と
置
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
衡
系
の
情
報
量
を
原
点
に
取
る
と
い
う
便
宜
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ω
N
ま
a
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
云
え
ば
、
平
衡
状
態
に
お
い
て
も
系
の
巨
視
的
熱
力
学
的
変
数
に
つ
い
て
は
、
系
の
温
度
、
容
積
お
よ
び

質
量
に
つ
い
て
の
情
報
は
得
ら
れ
る
筈
で
あ
り
、
そ
の
時
の
情
報
量
を
量
の
原
点
に
と
っ
て
あ
る
。
情
報
量
ゼ
ロ
と
い
う
の
は
、
系
の
内

部
に
つ
い
て
の
知
識
が
何
も
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
孤
立
系
は
、
充
分
に
時
間
が
経
て
ば
必
ず
平
衡
に
達
す
る
。
孤
立
系
で
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
常
に
増
大
し
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
最
大
の
状

態
、
す
な
わ
ち
平
衡
状
態
に
到
達
す
る
。
孤
立
系
の
運
命
も
決
定
論
的
で
あ
る
と
云
え
る
。

　
平
衡
系
に
お
け
る
変
化
は
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
変
化
が
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
、
可
逆
的
で
あ
る
。
可
逆
変
化
は
、
準
静
的
変
化
と
は
限
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
　
）

い
、
力
学
的
変
化
も
そ
う
で
あ
り
、
逆
行
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
性
質
は
、
力
学
の
決
定
論
的
可
逆
的
性
格
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
を
以
て
、
力
学
系
は
平
衡
系
で
あ
る
と
断
定
で
き
な
い
こ
と
は
、
平
衡
系
が
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
最
大
の
状
態
に
あ
る
の
に
力
学
系

は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
最
小
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
力
学
系
が
平
衡
に
近
い
状
態
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
“
平
衡
に
近
い
”
と
い
う
概
念
を
も
う
少
し
拡
張
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
定
常
状
態
で
あ
る
。

　
平
衡
系
の
も
う
一
つ
の
著
し
い
性
質
は
、
平
衡
か
ら
少
し
だ
け
離
れ
て
も
間
も
な
く
平
衡
状
態
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
衡
か

ら
僅
か
に
離
れ
た
系
も
決
定
論
的
で
あ
る
。
定
常
状
態
も
同
じ
性
質
を
受
け
継
い
で
い
る
。
定
常
状
態
か
ら
少
し
だ
け
離
れ
た
系
は
、
閥

も
な
く
定
常
状
態
に
帰
る
。
こ
れ
を
い
①
O
訂
邑
帥
。
㌘
犀
。
。
甫
p
の
法
則
と
云
う
。
定
常
状
態
も
時
間
に
よ
っ
て
系
の
状
態
が
変
化
し
な
い

か
ら
、
定
常
状
態
ま
た
は
そ
れ
か
ら
僅
か
に
離
れ
た
系
も
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
決
定
論
的
で
あ
る
。

　
定
常
状
態
は
、
常
に
一
定
の
外
力
が
働
い
て
い
る
条
件
で
の
“
平
衡
”
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
衡
が
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
変
化
ゼ
ロ
で

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

145　
　
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
定
常
状
態
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
生
成
速
度
極
小
で
規
定
さ
れ
る
。
極
小
値
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
極
限
が
平
衡
状
態

　
　
で
あ
る
。
系
内
で
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
生
成
さ
れ
る
の
で
、
常
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
意
外
に
運
び
出
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が

　
　
っ
て
忌
垣
に
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
流
ま
た
は
熱
流
が
存
在
す
る
。
平
衡
系
で
も
、
熱
の
出
入
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
エ
ソ
ト
μ
ピ
ー
の
生
成

　
　
が
な
い
の
で
、
現
実
の
潅
流
は
な
か
っ
た
。
定
常
状
態
で
は
、
外
力
が
働
い
て
い
る
の
で
そ
の
外
力
に
共
役
な
物
質
の
流
れ
（
出
入
り
）

　
　
が
存
在
し
得
る
。
た
だ
し
系
内
の
物
質
量
は
時
間
的
に
一
定
で
あ
る
か
ら
、
流
四
囲
と
流
入
量
は
つ
り
合
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
こ
れ
は
基
本
的
に
は
開
放
系
で
あ
る
が
、
カ
ッ
コ
つ
き
の
孤
立
系
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
孤
立
系
に
対
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
観
測

　
　
の
手
段
を
持
た
な
い
。
平
衡
系
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
量
が
最
小
で
あ
っ
た
の
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
完
全
な
孤
立
系

　
　
は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
、
内
部
状
態
に
擾
乱
を
与
え
な
い
範
囲
で
の
観
測
は
可
能
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
で
さ
え
、
そ
の
質
量
、
角

　
　
運
動
量
、
電
荷
と
い
っ
た
巨
視
的
変
数
は
観
測
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
孤
立
系
に
、
内
部
状
態
の
観
測
と
い
う
窓
口
を
開
け
た
の
が
定
常
状
態
系
で
あ
る
と
も
云
え
る
。

　
　
　
力
学
系
は
、
内
部
に
運
動
が
存
在
し
て
も
、
系
全
体
と
し
て
の
巨
視
的
状
態
は
不
変
で
あ
る
か
、
ま
た
は
一
定
の
定
常
状
態
に
向
か
う
。

　
　
す
な
わ
ち
、
力
学
系
は
、
観
測
と
い
う
外
力
の
も
と
で
の
定
常
系
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
N
ま
a
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て

　
　
云
え
ば
、
時
々
刻
々
の
分
子
の
位
置
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
状
態
は
力
学
系
で
あ
り
、
最
大
の
情
報
量
が
取
り
出
さ
れ
、
エ
ソ
ト
ロ

　
　
ピ
ー
は
最
小
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
観
測
に
よ
る
仕
事
星
が
常
に
与
え
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
分
子
の
位
置
が
常
に
確
認
さ
れ
て

　
　
い
る
。
定
常
状
態
に
お
い
て
も
、
運
動
は
可
逆
的
で
あ
り
逆
行
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
現
実
の
過
程
は
す
べ
て
不
可
逆
で
あ
る
。
床
の
上
に
置
か
れ
た
質
点
の
運
動
と
い
う
最
も
簡
単
な
系
で
も
、
摩
擦
に
よ
る
エ
ン
ト
ロ

　
　
ピ
ー
の
生
成
が
あ
る
。
そ
れ
を
“
滑
ら
か
な
床
”
と
い
う
仮
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
成
し
た
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
系
外
に
捨
て
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。
観
測
と
い
う
名
の
仕
事
を
人
聞
が
す
る
こ
と
で
、
系
内
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
最
小
に
保
っ
て
い
る
の
ボ
力
学
系
で
あ
る
。

　
　
観
測
の
仕
方
を
選
ぶ
の
は
人
間
の
意
志
で
あ
り
、
観
測
の
結
果
は
入
間
の
意
識
に
反
映
さ
れ
る
。



　
こ
の
限
り
に
お
い
て
力
学
は
決
定
論
的
で
あ
る
。
力
学
は
、
本
来
決
定
論
的
な
の
で
は
な
く
て
、
決
定
論
的
と
み
な
せ
る
系
を
選
び
、

常
に
観
測
者
が
系
に
立
会
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
決
定
論
な
の
で
あ
る
。
相
対
論
的
力
学
に
お
い
て
も
、
こ
の
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、

観
測
者
は
座
標
系
を
指
定
す
る
と
き
に
の
み
普
遍
定
数
。
を
伴
っ
て
陽
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
、
決
定
論
的
系
を
問
題
と
し
て
い
る

限
り
、
陰
に
系
に
立
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
量
子
力
学
で
は
、
こ
の
事
情
は
も
っ
と
明
瞭
で
あ
る
。
系
の
状
態
を
表
わ
す
波
束
は
、
観
測
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
時
間
と
共
に
拡
が
っ

て
行
き
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
常
に
増
大
す
る
。
観
測
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
波
束
は
収
縮
し
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
す
る
。
観
測
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
観
測
対
象
に
仕
事
量
が
与
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
観
測
の
理
論
の
立
場
が
分
か
れ
る
こ
と
は
前
に

述
べ
た
。
多
数
意
見
は
、
量
子
力
学
の
み
で
は
記
述
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
実
は
熱
力
学
（
詳
し
く
は
統
計
熱
力

学
）
の
援
け
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
と
観
測
紺
象
の
問
に
は
熱
力
学
的
相
互
作
用
が
介
在
す
る
と
い
う
立

場
で
あ
る
。
筆
墨
も
こ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
本
節
の
議
論
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
意
識
と
観
測
対
象
と
の
接
点
は
ど
こ
に
移
し
て

　
　
　
（
八
）

も
よ
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
観
灘
装
置
と
し
て
熱
力
学
的
系
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
実
は
、
古
典
力
学
に
お
い
て
も
、
量
子
力
学
と
同
じ
観
測
の
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
古
典
力
学
の
観
測
に
よ
っ
て
も
エ
ン
ト
ロ
ピ
…

は
減
少
し
、
そ
れ
は
観
測
者
の
意
識
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

七
　
非
線
型
現
象
は
非
決
定
論
的
で
あ
る

　
　
　
前
節
で
平
衡
に
近
い
系
と
し
て
、
平
衡
系
と
定
常
系
を
示
し
、
何
れ
も
決
定
論
的
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
決
定
論
的
で
あ
る
理
由
は
、

　
　
常
に
人
間
の
意
識
が
立
会
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
次
に
は
、
平
衡
に
“
近
い
”
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
述
べ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

　
　
よ
っ
て
“
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
”
系
の
意
味
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
系
が
非
決
定
論
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が

155　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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非
線
型
性
で
あ
る
。

　
系
の
状
態
を
表
わ
す
関
数
と
し
て
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
生
成
速
度
φ
を
と
る
。
こ
れ
は
系
に
働
く
力
の
関
数
で
あ
る
。
力
は
一
般
化
力
で

力
学
的
力
だ
け
で
な
く
温
度
差
の
よ
う
な
も
の
も
含
む
。
い
ま
簡
単
の
た
め
に
一
種
類
の
力
！
だ
け
を
考
え
る
。
ψ
を
～
の
羅
級
数
に

展
開
し
て

　　

@　

@　

@
・
（
、
）
－
§
・
磐
誌
聡
、
・
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
§

と
書
け
る
。
平
衡
状
態
は
マ
。
で
S
匪
。
で
あ
る
か
ら
S
（
o
）
1
－
o
を
意
味
す
る
。
定
常
状
態
は
、
右
辺
第
二
項
ま
で
と
っ
た
場
合
に
相
当

す
る
。
こ
の
と
き
、
①
ミ
喫
1
ー
ミ
の
線
型
関
係
が
成
立
し

　
　
　
　
　
　
　
S
－
ー
ト
、
ガ
。

す
な
わ
ち
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
生
成
速
度
は
非
負
で
、
こ
の
値
が
極
小
値
で
あ
る
（
詳
し
く
は
文
献
（
二
）
参
照
）
・
定
常
状
態
を
線
型
領
域
と
云
う
。

　
力
学
系
で
も
カ
ノ
が
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
q
（
8
）
を
持
つ
と
き
は
、
運
動
方
程
式
は
線
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
量
子
力
学
の
ω
。
訂
践
冒
σ
Q
臼

方
程
式
で
も
同
様
で
あ
り
、
線
型
方
程
式
で
表
わ
さ
れ
る
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
つ
こ
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
が
成
り
立
つ
こ
と
を

意
味
し
、
系
は
定
常
状
態
ま
た
は
平
衡
に
あ
る
。
力
学
系
に
お
い
て
も
、
線
型
方
程
式
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
は
定
常
状
態
で
あ
る
。

　
⑩
式
に
お
い
て
！
の
値
が
小
さ
い
と
き
は
、
〆
以
上
の
項
を
無
視
で
き
て
線
型
領
域
に
入
る
が
、
ノ
の
値
が
大
き
く
な
る
と
自
乗
以

上
の
項
が
無
視
で
き
ず
、
非
線
型
領
域
と
な
る
。
こ
れ
が
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
で
あ
り
、
非
線
型
非
平
衡
系
と
呼
ば
れ
る
。
非
線
型

非
平
衡
系
に
は
、
一
般
に
時
間
が
経
て
ば
平
衡
ま
た
は
定
常
状
態
に
落
ち
つ
く
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　
簡
単
な
例
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
直
方
体
の
容
器
に
理
想
気
体
が
入
っ
て
い
る
。
容
器
の
一
面
が
低
温
の
熱
源
に
、
そ
れ
と
向
い
合
っ

た
面
が
高
温
の
熱
源
に
接
し
て
い
る
と
す
る
。
温
度
差
が
小
さ
け
れ
ば
、
寮
内
に
は
一
様
な
温
度
勾
配
が
作
ら
れ
、
気
体
分
子
は
温
度
に

応
じ
た
密
度
分
布
を
し
、
充
分
時
間
が
経
て
ば
定
常
状
態
と
な
る
。
こ
の
系
に
は
温
度
差
と
い
う
力
が
働
き
、
そ
の
力
に
共
役
な
流
れ
で



あ
る
熱
流
だ
け
が
存
在
す
る
。
平
衡
の
と
き
と
違
っ
て
、
気
体
の
分
布
は
一
様
等
方
的
で
は
な
い
が
、
こ
の
気
体
分
布
は
ふ
つ
う
は
構
造

と
は
呼
ば
な
い
。

　
温
度
差
が
大
き
く
な
る
と
気
体
に
も
流
れ
を
生
じ
、
気
体
分
子
が
熱
を
運
搬
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
力
に
共
役
で
な
い
物
質
流

が
生
じ
る
。
今
の
場
合
は
対
流
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
渦
を
生
じ
空
間
的
構
造
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
対
流
の
流
れ
方
は
、
一
般
に
は

予
言
不
能
で
容
器
の
形
や
温
度
の
一
寸
し
た
不
均
一
さ
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
対
流
の
構
造
は
非
決
定
論
的
で
あ
る
。

　
こ
の
例
で
は
力
と
し
て
温
度
差
だ
け
を
考
え
た
が
、
他
言
の
力
が
大
き
く
働
く
と
き
は
物
質
流
が
系
の
境
界
を
越
え
て
起
り
、
物
質
の

出
入
が
起
り
物
質
量
も
保
存
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
非
定
常
な
開
放
系
で
あ
る
。

　
生
物
体
は
、
一
般
に
生
老
病
死
を
伴
う
非
定
常
開
放
系
で
あ
っ
て
、
そ
の
運
命
は
非
決
定
論
的
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
も
、
こ
の
よ
う

な
生
体
に
担
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
非
決
定
論
で
あ
り
自
由
度
を
持
っ
て
い
る
。

八
　
生
態
系
に
お
け
る
偶
然
と
必
然

517

　
あ
る
地
域
に
棲
む
生
物
種
の
個
体
数
N
が
、
雌
雄
の
出
会
い
の
数
に
比
例
し
た
増
加
速
度
を
持
ち
、
個
体
数
に
比
例
し
て
死
亡
す
る
と

仮
定
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
非
線
型
微
分
方
程
式
が
得
ら
れ
る
。
（
＜
。
奇
『
葬
文
献
㈲
に
よ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
喉
－
ミ
、
窪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε

　
こ
の
方
程
式
の
導
き
方
は
有
性
の
動
物
に
つ
い
て
は
極
め
て
合
理
的
に
見
え
る
が
、
そ
の
解
は
か
な
り
意
外
な
も
の
で
あ
る
。
初
期
条

件
を
妹
匪
O
で
之
1
1
≧
と
す
る
と

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
剃
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折
q
曄
†
研
礁
九
　
第
五
百
四
［
十
山
ハ
ロ
万

　
　
　
　
　
　
　
≧
碑
－
誌
ま
　
　
　
魑
言
鼠

と
な
る
が
、
3
〈
Φ
こ
の
と
き
は
、
N
は
逆
5
字
状
に
減
少
し
て
ゼ
ロ
に
近
づ
き
、

と
、
あ
る
時
刻

種
の

絶
滅
を

表
わ
す
式
と

な

る
。

茎
X
）

爲　ム
）　　　　　　　一

で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
・
㌔
穿
羅
q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邑

に
近
づ
く
に
従
っ
て
、
N
は
無
限
大
に
近
づ
き
、
個
体
数
は
爆
発
的
に
ふ
え
る
。
解
の
爆
発
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
は
無
意
味
だ
と
思

わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
世
界
の
人
口
の
増
加
曲
線
は
、
ほ
ぼ
こ
の
爆
発
解
に
一
致
し
て
お
り
、
函
暦
二
〇
四
〇
年
頃
に
無
限
大
に
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
一
三
）

す
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
物
理
的
に
無
限
大
が
実
現
す
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
極
端
な
人
口
増
加
の
後
に
質
的
に
異
な
る
局
面
に
転
換
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
一
種
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
て
、
人
口
激
減
と
な
る
か
単
な
る
増
加
の
停
止
と
な
る
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
来
る

か
、
こ
の
方
程
式
か
ら
予
灘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
予
測
不
能
と
い
う
こ
と
は
非
決
定
論
的
と
云
え
る
の
で
、
線
形
方
程
式
が
初
期
値

を
与
え
れ
ば
無
限
の
過
去
か
ら
無
限
の
未
来
ま
で
予
測
で
き
る
の
と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　
こ
の
方
程
式
⑯
の
解
は
、
初
期
値
莇
が
一
定
の
閾
値
け
ξ
①
珍
。
一
象
ミ
沁
）
よ
り
大
き
い
か
小
さ
い
か
で
、
質
的
に
も
全
く
異
な
る
径
路

を
た
ど
る
。

　
　
　
　
　
　
　
≧
1
1
0
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
蒔
）

も
こ
の
非
線
型
微
分
方
程
式
の
解
で
あ
り
、
不
安
定
平
衡
解
で
あ
る
。
初
期
値
が
醐
に
等
し
け
れ
ば
、
こ
の
解
は
数
学
的
に
は
無
限
の
時

間
に
わ
た
っ
て
同
じ
値
に
留
ま
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
偶
然
の
機
会
に
、
個
体
数
が
僅
か
に
殖
え
れ
ば
爆
発
解
を
た
ど
り
、
僅
か

に
減
少
す
れ
ぽ
ゼ
ロ
に
漸
近
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ミ
ー
ー
ミ
沁
と
な
っ
た
系
は
、
必
然
の
一
筋
の
径
路
を
進
む
の
で
は
な
く
て
、
質

的
に
異
な
る
二
つ
の
径
路
の
何
れ
か
に
分
岐
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
何
れ
の
分
肢
に
進
む
か
は
、
こ
の
方
程
式
の
中



で
は
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
偶
然
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
度
分
業
が
選
択
さ
れ
る
と
そ
の
通
し
ば
ら
く
は
必
然
の
径
路
に
従
っ

て
進
む
こ
と
に
な
る
。
爆
発
解
に
沿
っ
て
進
ん
だ
と
き
は
、
恐
ら
く
ら
に
達
す
る
以
前
に
、
別
の
方
程
式
で
記
述
さ
れ
る
甥
の
分
岐
点
に

出
会
う
で
あ
ろ
う
。

　
本
節
で
述
べ
た
モ
デ
ル
は
、
単
な
る
数
学
的
虚
像
で
は
な
く
て
生
態
系
の
性
質
を
あ
る
程
度
ま
で
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
来
て

い
る
。
世
界
を
、
因
果
の
糸
で
結
ぼ
れ
た
決
定
論
的
な
像
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
て
、
偶
然
と
必
然
の
織
り
な
す
あ
や
と
し
て
描
く
方

が
、
現
代
の
自
然
観
に
よ
く
合
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
人
間
の
意
志
の
自
由
が
、
こ
の
世
界
像
と
よ
く
合
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
運
命
の
必
然
の

糸
に
あ
や
つ
ら
れ
る
哀
れ
な
ピ
ユ
ロ
で
も
な
く
、
無
限
の
自
由
を
持
っ
た
自
然
界
の
支
配
老
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
分
岐
点
で

は
有
限
個
の
選
択
肢
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ぶ
自
由
が
あ
る
。
一
つ
の
分
肢
を
選
ん
だ
後
は
、
あ
る
有
限
の
時
間
、
次
の
分
岐
点
に
到
る
ま

で
の
あ
い
だ
、
世
界
の
法
則
性
に
従
っ
て
必
然
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
世
界
は
決
定
論
的
で
な
い
と
考
え
る
宇
宙
観
の
方
が
、
宇
宙
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
の
人
間
に
自
由
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

九
　
生
物
の
進
化
と
宇
宙

　
　
　
決
定
論
的
な
宇
宙
観
が
ま
だ
有
力
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
時
代
に
は
、
生
命
の
起
源
や
生
物
の
進
化
、
人
類
の
出
現
の
必
然
性
を

　
　
説
明
し
よ
う
と
し
て
生
物
学
者
は
四
苦
八
苦
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
分
子
生
物
学
者
は
、
自
ら
が
、
生
物
の
多
く
の
現
象
を
分
子
の
言
葉

　
　
で
説
明
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
、
分
子
の
科
学
で
あ
る
物
理
化
学
の
”
決
定
論
”
と
生
物
の
非
決
定
論
的
行
動
の
は
ざ
ま
で
苦
悩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
醐
）

　
　
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
分
子
生
物
学
者
の
ζ
9
6
伍
は
つ
い
に
、
生
命
の
起
源
も
人
類
の
出
現
も
完
全
な
偶
然
に
過
ぎ
な
い
と
叫
ぶ
に
到

　
　
つ
た
。
彼
は
生
命
の
発
生
す
る
確
率
を
”
計
算
”
し
て
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
近
い
こ
と
を
見
出
し
、
地
球
上
の
生
命
は
宇
宙
の
歴

晒　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

史
の
中
で
「
唯
一
無
一
ご
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
の
誤
り
は
、
生
命
の
発
生
が
力
学
的
決
定
論
に
従
う
と
考
え
て
計
算
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
の
後
の
僅
か
十
年
忌
科
学
史
は
、
彼
の
理
論
を
遠
い
過
去
の
も
の
と
し
て
葬
っ
て
了
つ
た
。
現
在
の
宇
宙
科
学
者
の
多
く
は
、
わ

れ
わ
れ
の
銀
河
系
に
は
百
億
の
“
地
球
”
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
か
な
り
の
割
合
に
生
物
が
発
生
し
、
全
宇
宙
で
は
H
O
ぎ
個
を
越
え
る
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

に
生
命
が
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
。
ζ
霧
＆
の
著
書
が
無
意
味
な
こ
と
は
、
「
進
化
の
不
可
逆
性
を
、
生
物
圏
に
お
け
る
熱
力
学
第
二

法
則
の
ひ
と
つ
の
表
現
と
み
な
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
正
当
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
に
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
（
一
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
六
）

　
反
対
に
筆
老
は
以
前
か
ら
「
進
化
と
は
情
報
量
を
増
す
こ
と
だ
」
と
考
え
て
来
た
。
同
じ
考
え
を
杉
本
が
書
い
て
い
る
の
で
、
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

一
般
的
な
考
え
方
か
も
知
れ
な
い
。
杉
本
は
、
進
化
を
遺
伝
善
報
の
量
の
増
大
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
遣
伝
情
報
量
は
背
椎
動
物
ま

で
増
え
続
け
て
い
る
も
の
の
、
両
生
類
で
ピ
ー
ク
に
達
し
、
カ
エ
ル
は
人
間
よ
り
も
遣
伝
子
の
U
Z
諺
量
が
多
い
。
一
方
、
神
経
組
織
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

両
生
類
以
後
急
速
に
大
き
く
な
る
の
で
、
遺
伝
情
報
と
神
経
情
報
を
合
わ
せ
た
個
体
の
情
報
総
量
は
、
進
化
と
共
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
生
物
情
報
量
の
増
大
は
、
常
に
情
報
の
容
れ
物
の
増
大
で
起
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
⑨
式
を
も
う
一
度
書
い
て

お
く
と

、
1
1
』
藏
慮

　
　
』
島

に
お
け
る
晦
ミ
§
の
増
大
で
あ
る
。
細
胞
の
U
累
》
量
の
増
加
、
次
い
で
神
経
細
胞
数
の
増
加
が
、
生
体
の
と
り
得
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

の
最
大
の
値
を
大
き
く
し
て
来
た
。
生
体
分
子
の
秩
序
度
を
大
き
く
し
て
5
の
値
を
小
さ
く
す
る
過
程
は
、
生
命
の
起
源
の
当
初
に
は
起

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
化
石
生
物
以
降
の
進
化
史
の
中
で
は
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。

　
平
衡
系
で
は
常
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
最
大
値
を
と
る
か
ら
恥
艮
恥
§
§
と
な
り
、
砺
ミ
§
の
増
大
に
よ
る
情
報
量
の
増
大
は
あ
り
得
な

い
。
恥
ミ
§
〉
恥
は
非
平
衡
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
定
常
系
で
も
よ
く
、
か
つ
て
は
生
体
を
定
常
状
態
で
近
似
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

し
か
し
生
体
に
働
く
力
は
一
定
で
は
な
く
て
多
種
の
力
が
複
雑
に
変
化
し
て
い
る
。
生
体
は
第
七
節
で
見
た
よ
う
に
非
定
常
開
放
系
で
あ
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る
、
す
な
わ
ち
、
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
で
あ
る
。
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
分
肢
上
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
散
逸
を
常
に
伴
う
秩
序
構
造
と

し
て
、
生
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
は
生
物
の
個
体
当
り
の
情
報
量
の
増
大
で
あ
っ
た
が
、
生
物
圏
全
体
と
し
て
も
情
報
量
は
増
大
し
て
い
る
。
こ
れ
も
第
一
に
、
個

体
数
の
増
加
に
よ
る
情
報
量
の
増
大
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
個
体
数
の
増
加
は
、
生
物
と
そ
の
環
境
全
部
を
含
め
た
生
物
圏
の
拡
大
に

依
る
も
の
で
あ
る
。
拡
大
さ
れ
た
生
物
圏
に
進
出
す
る
た
め
に
、
新
し
い
種
が
創
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
生
物
圏
全
体
と
し
て

も
、
領
域
の
拡
大
に
よ
る
恥
ミ
§
の
増
大
と
内
部
の
情
報
量
増
大
が
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
情
報
量
の
急
激
な
増
大

は
、
複
雑
な
構
造
を
作
り
出
し
、
構
造
の
多
様
性
は
系
の
安
定
に
寄
与
す
る
の
で
あ
る
。

　
生
物
圏
の
拡
大
は
、
新
し
い
領
域
へ
の
生
物
σ
進
出
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
よ
り
大
規
模
に
は
生
物
自
身
が
環
境
を
作
り
か

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
緑
色
植
物
が
光
合
成
に
よ
り
O
O
鱒
か
ら
分
子
状
酸
素
と
有
機
化
合
物
を
作
り
出
し
、
0
9
と

い
う
熱
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
○
鱒
を
含
む
大
気
を
作
り
出
し
、
地
球
上
の
生
物
圏
の
情
報
量
を
著
し
く
増
大
さ
せ
た
。

　
さ
ら
に
地
球
を
含
む
太
陽
系
そ
の
も
の
が
、
宇
宙
の
中
の
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
で
あ
る
。
宇
宙
の
熱
平
衡
－
熱
的
死
一
は
ブ
ラ
ッ

ク
ホ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
太
陽
の
よ
う
な
恒
星
系
は
非
定
常
開
放
系
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
智
の
一
生
に
較
べ
れ
ば
、
太
陽
系
は
定
常
系

で
、
生
物
学
的
ス
ケ
ー
ル
で
な
ら
太
陽
系
は
定
常
状
態
で
あ
る
と
い
う
近
似
が
使
え
る
。
生
命
の
起
源
と
入
類
文
化
の
将
来
を
考
え
る
と

き
に
初
め
て
、
太
陽
系
の
歴
史
が
問
題
に
な
る
。

　
太
陽
系
や
そ
の
内
部
の
生
物
圏
の
よ
う
な
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
を
、
部
分
品
（
開
放
系
）
と
し
て
含
ん
で
い
る
宇
宙
全
体
も
ま
た

平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
で
あ
る
。
熱
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
が
、
銀
河
系
や
太
陽
系
の
よ
う
な
・
情
報
を
持
っ
た
内
部
構
造

の
秩
序
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
宇
宙
全
体
が
、
断
熱
壁
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
完
全
な
孤
立
系
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
宇
宙
は
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
来
、
光
速

あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
速
度
で
膨
張
を
続
け
て
い
る
。
宇
宙
は
膨
張
す
る
こ
と
に
よ
り
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
増
大
さ
せ
る
が
、
そ
れ
以
上
に

　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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恥
、
・
ミ
聴
を
大
き
く
し
、
内
部
に
情
報
を
持
っ
た
構
造
を
作
り
出
し
て
来
た
。

　
宇
宙
の
膨
張
が
、
生
命
の
起
源
と
進
化
、
人
類
の
出
現
を
も
た
ら
し
た
第
一
の
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
体
を
内
包
す
る
宇
宙
像

は
、
非
線
型
非
平
衡
系
の
科
学
に
よ
っ
て
、
非
決
定
論
的
な
歴
史
像
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
宇
宙
の
膨
張
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
構
造
は

譲
σ
q
。
σ
Q
ぎ
。
が
散
逸
構
造
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
名
称
は
適
嶺
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
散
逸
構
造
は
、
エ
ネ
ル
ギ
～
の

散
逸
に
伴
っ
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
減
少
し
、
内
部
構
造
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
宇
宙
金
毛
を
と
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

保
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
少
く
と
も
宇
宙
外
に
散
逸
が
起
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
）
の
で
、
散
逸
構
造
と
呼
べ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
意
識
構
造
の
よ
う
な
高
次
の
構
造
に
な
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
散
逸
と
の
関
係
は
直
接
的
で
は
な
い
。
一
般
に
散
逸
が
構
造
形
成
の
直

接
の
原
因
で
は
な
く
て
、
情
報
の
蓄
積
が
直
接
の
原
因
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
仮
に
情
報
携
造
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
力
学
的
決
定
論
的
宇
宙
観
は
、
宇
雷
を
孤
立
系
な
い
し
定
常
系
で
近
似
し
た
と
き
の
も
の
で
、
人
間
を
内
部
に
位
置
さ
せ
た
現
代
の
宇

宙
観
と
し
て
は
、
完
全
に
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ
て
了
つ
た
。

十
　
情
報
構
造
と
し
て
の
意
識
の
進
化

　
物
質
進
化
の
過
程
に
お
い
て
原
子
が
作
ら
れ
た
。
原
子
そ
の
も
の
が
重
力
崩
壊
と
い
う
平
衡
状
態
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
で
あ
り
、
情
報

を
持
っ
た
構
造
で
あ
る
。
宇
宙
の
歴
史
は
、
原
子
か
ら
分
子
を
作
っ
た
。
分
子
は
さ
ら
に
情
報
量
の
多
い
構
造
で
あ
る
が
、
分
子
進
化
は
、

よ
り
情
報
量
を
増
加
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
だ
。
そ
の
極
限
が
生
体
高
分
子
で
あ
り
生
命
の
起
源
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
量
の
情
報
を
保

存
す
る
自
己
増
殖
系
の
出
現
で
あ
る
。

　
遺
伝
情
報
と
し
て
書
き
切
れ
な
い
ほ
ど
情
報
量
が
増
加
す
る
と
、
記
憶
装
置
と
し
て
神
経
系
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
脳
の
進
化

が
始
ま
る
。
情
報
保
存
の
方
法
と
し
て
、
心
墨
に
学
習
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
学
習
に
よ
っ
て
外
界
に
適
応
す
る
た
め
に
は
、



　
　
外
界
の
認
識
が
必
要
と
な
る
。
外
界
の
認
識
は
よ
り
多
く
の
情
報
を
も
た
ら
す
の
で
、
ま
す
ま
す
多
く
の
情
報
が
獲
得
さ
れ
る
。
外
界
の

　
　
認
識
が
、
意
識
の
進
化
の
第
一
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
進
化
の
段
階
を
経
て
、
自
己
の
認
識
、
外
界
の
中
に
お
け
る
自
己
の
認
識
、

　
　
自
己
を
そ
の
中
に
含
む
宇
宙
の
認
識
へ
と
進
ん
だ
。

　
　
　
大
量
の
情
報
を
持
っ
た
構
造
と
し
て
の
脳
と
、
そ
の
機
能
と
し
て
の
意
識
が
組
織
さ
れ
る
。
脳
は
情
報
に
よ
っ
て
1
平
衡
か
ら
遠
く

　
　
離
れ
た
系
と
し
て
i
作
ら
れ
た
構
造
と
し
て
出
発
し
、
若
君
の
器
官
と
し
て
進
化
し
た
。
意
識
が
外
界
か
ら
清
士
を
獲
得
す
る
過
程
は

　
　
能
動
的
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
っ
て
観
測
対
象
に
仕
事
量
を
与
え
る
。
観
測
対
象
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
相
互
作
用
を
行
な
う
過
程
は
、

　
　
必
然
的
に
物
質
的
で
あ
り
、
物
質
系
と
し
て
の
生
体
と
そ
の
機
能
と
し
て
の
意
識
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
観
測
対
象
に

　
　
仕
事
を
加
え
て
、
孤
立
系
に
近
い
状
態
に
置
い
て
決
定
論
的
観
測
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
力
学
に
お
け
る
観
測
で
あ
る
。

　
　
「
獲
物
を
孤
立
系
に
追
い
込
み
決
定
論
的
に
追
い
つ
め
る
能
力
は
、
生
存
競
争
の
上
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
か
ら
法
則

　
　
性
を
発
見
し
、
論
理
的
体
系
を
築
い
た
も
の
が
力
学
的
世
界
観
で
あ
る
。
し
か
し
決
定
論
的
観
測
を
永
久
に
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
観
測
を
逃
れ
た
系
に
は
、
多
種
の
力
が
複
雑
に
変
化
し
な
が
ら
働
き
、
決
定
論
乱
悪
像
は
失
わ
れ
る
。
ど
の
対
象
を
ど
れ
だ
け
の
期
間
観

　
　
測
す
る
か
は
、
脳
の
選
択
に
か
か
っ
て
い
る
。
意
識
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
自
由
度
が
あ
る
。

　
　
　
脳
そ
の
も
の
は
、
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
非
定
常
開
放
系
で
あ
り
、
脳
の
機
能
と
し
て
の
意
識
は
非
決
定
論
的
で
あ
る
。
開
放
系
で
あ

　
　
る
脳
の
意
識
を
、
そ
れ
だ
け
を
と
り
出
し
て
生
体
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
平
衡
か
ら
遠
く
離
れ
た
系
は
分
岐
点

　
　
を
持
ち
、
分
岐
点
で
は
有
限
個
の
選
択
肢
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ん
で
、
次
の
分
岐
点
ま
で
必
然
の
法
則
に
従
っ
て
進
む
。
ど
の
選
択
肢
が

　
　
選
ば
れ
る
か
は
外
部
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
偶
然
で
あ
る
と
見
え
る
。
脳
の
行
動
の
場
合
は
、
意
志
の
自
由
を
こ
の
形
で
表
現
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
非
線
型
非
平
衡
の
科
学
で
人
間
の
行
為
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
脳
の
行
動
を
、
孤
立
系
に
近
い
状
態
に
置
い
て
決
定
論
的
に
観
測
す
る
方
法
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
脳
の
素
子
、
シ
ナ
プ
ス
は

　
　
少
く
見
て
も
一
千
億
個
は
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
の
状
態
を
知
る
方
法
は
な
い
。
ま
た
人
間
の
脳
に
対
し
て
、
入
力
を
制
御
す
る
よ
い
方
法

謝　
　
　
　
　
　
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の
自
由
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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が
な
い
。
入
力
を
最
小
に
し
た
脳
は
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
脳
の
す
べ
て
の
状
態
を
知
っ
て
、
そ
の
人
が
何
を
考
え
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

を
云
い
当
て
る
悪
魔
を
筆
老
は
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク
と
名
付
け
た
。
わ
れ
わ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク
を
持
た
な
い
し
、
将
来
、
脳
の

決
定
論
的
観
測
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
脳
の
選
択
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
決
定
論
的
世
界
像
は
、
意
志
の
自
由
と
な
じ
ま
な
い
が
、
現
代
の
科
学
は
、
宇
宙
を
非
決
定
論
的
な
偶
然
と
法
則
性
の
織
り
な
す
あ
や

と
見
て
い
る
。
自
然
科
学
は
、
総
体
と
し
て
、
人
間
の
科
学
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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Therefore　we　must　conc！ude　that　the　choice　between　the　weak　left

thinning　rule　and　the　strong　one，　together　with　the　notion　of　com－

mutability，　is　crucial　for　the　construction　of　quantum　logic．　Why　can－

not　we　say　that　the　choice　of　the　kind　is　a　iogical　principle？

（4）　The　law　of　contradiction　of　the　form：　gAlg一　is　accepted　by　all

classical，　intuitionistic　and　quantum　logics．　ln　this　sense　we　can　take

it　for　a　logical　principle　and　we　can　say　that　its　status　is　fairly　stable．

On　the　other　hand　we　have　the　1ogical　systems　such　as　intuitionistic

and　pseudo－orthomodular　logies　which　do　not　admit　the　law　of　exclu－

ded　middle．　lt　is　difflcult　to　refute　the　systems　of　this　sort　as　il－

logical，　thus　the　law　is　not　so　stable　as　the　law　of　contradiction．

（5）　The　fundamental　question　which　quantum　logic　raises　is　the　lega1一

ity　of　the　notion　of　commutability．　Must　we　refuse　to　introduce　such

a　strange　notion　as　‘mutually　commutable　sentences’，　but　by　what

reason？　The　author　cannot　find　any　definite　rea］on　for　the　refusal．

If　we　accept　the　notion，　then　we　wiil　be　able　to　produce　a　new　sort

of　logic　and　the　notion　of　logic　will　change．　Therefore　we　may　just

as　well　say　that　the　logical　principle，　which　forms　the　basis　of　con－

struction　of　logical　system，　has　changed．　The　logical　principle　is　no

more　so　stable　nor　so　certain　as　Aristotle　claimed．

Determinism　of　Mechanics　vs．　Freedom　of　Consclousness

　　　　　　　　　　Consciousness　as　lnformational　Structure

by　Yoshlya　Shinagaw　a

Associate　Professor　of　Physiology，

Medical　School，　Kyoto　University

Mechanics，　the　classical　mechanics，　the
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the　quantum　mechanics，　have　provided　a　deterministic　picture　of　the

cosmos．　The　freedom　of　human　will　conflicts　with　the　determinism．

It　has　been　a　diMcult　problem　in　philosophy　that　men　with　free　wi！l

exist　in　the　deterministic　cosmos．

　　In　this　paper，　it　is　shown　that　the　deterministic　character　of　the

mechanics　comes　from　observations　on　the　ensemble　close　to　isolated

system，　in　the　stationary　state．　Most　of　the　Newton　equations　of

motion　and　the　Schrddinger　equations　are　the　linear　differential　equa－

tions　which　have　the　unique　solutions　of　determinism．　The　uncertain－

ty　principle　of　quantum　mechanics　cannot　be　a　basis　of　the　freedom

of　will　because　the　uncertainty　is　limited　inside　the　range　of　h，　the

Plancl〈　constant．　The　linear　equations　are　originated　from　the　potential

of　force，　which　means　the　energy　conservation．　The　energy　conserving

system　is　isolated．

　　The　theory　of　observation　in　quantum　mechanics　（Neumann）　showed

that　the　consciousness　oi　observer　makes　the　pure　state　and　decreases

the　entropy　of　the　observed　systern．　The　author　showed　the　sarne

matter　in　the　classicai　mechanics；　the　observation　in　the　classical

皿echanics　makes　the　observed　system　isolated　one　or　minimum　entropy

producing　system，　and　decreases　the　entropy．　This血anner　of　observa・

tion　gives　the　maximum　information　of　the　system，　1　（in　bits），　as

　　I＝：　（Smax’S）　／kln2

where　Smax　is　the　possible　maximum　entropy　of　the　system，　S　the

reduced　entropy　and　！〈　the　Boltzmann　constant．　The　consciousness　of

observer　selects　the　manner　of　the　observation．　which　is　the　work

done　on　the　observed　system．

　　The　dissipative　structure　by　Prigogine　means　that　ali　ordered　struc－

tures　are　originated　from　the　reduced　entropy，　S，　by　energy　dissipa－
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tion．　The　system　with　the　maximum　entropy，　S．．．，　is　in　the　equilibr－

ium．　The　system　far　from　the　equilibrium　which　has　the　large　value

of　Smax　一　S　has　the　structure．　Such　a　system　far　from　the　equilibrium

is　described　by　a　non－linear　equation　and　is　non－determ｝nistic．

　　However，　the　whole　universe　cannot　have　the　energy　dissipation．

Instead　of　the　dissipation，　the　expansion　of　the　universe　with　light

velocity　increases　the　maximum　entropy，　increases　the　information

contents　and　rnakes　the　structure．　Thence，　the　ordered　structures　ln

the　universe　are　tentatively　named　informational　structure．

　　The　living　organisms　and　the　human　consciousness　are　the　informa－

tional　structures　in　the　universe．　The　universe　is　non－deterministic．

The　consciousness　has　freedom　i且the　non－deter皿inistic　universe．

Sur　la　th60rie　de　la　creation　des　v6rit6s　6ternelles　chez　Descartes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿Kiik・H：量rama七SU

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etudiante　de　recherche

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ti　1’Universite　de　Kyoto

　　Descartes，　philosophe　du　＜＜Cogito＞＞，　fait　aussi　partie　des　physiciens

qui　ont　fai貝a　R6vo｝ution　Scienti丘que　du　XVIIe　siecle：c’est　lui　qui

a　formu16　avant　Newton　la　loi　de　1’inertie　sur　la　ligne　droite　et　d6cou－

vert　la　loi　de　la　r6fraction　independamment　de　Snell．　Ces　deux　aspects

de　la　personalit6　de　Descartes，　ie　savant　et　le　m6taphysicien，　sont　tout

a　fait　li6s．　Cependant　Descartes　jeune　a　et．udie　les　ph6ncmenes　physi－

ques　sans　faire　de　rapport　avec　leur　fondements　m6taphysiques．　On

pourrait　faire　remonter　le　lien　entre　ia　physique　et　la　metaphysique

dans　le　systeme　philosophique　de　Descartes　att　plus　t6t，　a　1’hiver　1629－

1630．　En　’effet　c’est　le　moment　oU　il　a　d6cide　d’expliquer　〈（toute　la
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