
量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

北
島
雄
一
郎

は
じ
め
に

　
我
々
が
直
接
観
測
で
き
な
い
も
の
が
、
我
々
と
は
独
立
に
存
在
し
て
い
て
、
か
つ
、
そ
れ
を
科
学
理
論
は
記
述
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を

科
学
的
実
在
主
義
と
い
う
。
科
学
的
実
在
主
義
に
関
す
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
科
学
的
実
在
主
義
の
も
と
で
科
学
理
論
が
記
述
す
る
実
在

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
的
実
在
主
義
が
妥
当
な
立
場
で
な
い
と
し
た
ら
、
科
学
理
論
が

記
述
す
る
実
在
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
意
味
が
な
く
な
る
。
し
か
し
、
科
学
的
実
在
主
義
の
主
張
、
特
に
科
学
理
論

は
ど
の
よ
う
な
実
在
を
記
述
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
主
張
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
科
学
的
実
在
主
義
が
妥
当
な
主
張
で
あ
る
か
ど
う

か
を
検
討
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
実
在
主
義
が
妥
当
な
立
場
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
科
学
理
論
が
記
述
す

る
実
在
と
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
考
察
を
行
い
た
い
。

　
こ
こ
で
は
、
科
学
的
実
在
主
義
を
次
の
三
つ
の
主
張
か
ら
な
る
立
場
と
考
え
る
。

　
　
・
我
々
が
直
接
観
測
で
き
な
い
も
の
が
、
我
々
の
観
測
と
は
独
立
に
存
在
す
る
。

　
　
・
そ
の
よ
う
な
実
在
を
、
科
学
理
論
を
通
し
て
、
我
々
は
認
識
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
・
科
学
の
目
的
は
、
科
学
理
論
を
通
し
て
認
識
で
き
る
実
在
を
よ
り
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

八
三
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科
学
理
論
と
し
て
は
、
量
子
力
学
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
科
学
的
実
在
主
義
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
量
子
力
学
が
記

述
す
る
実
在
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
要
素
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
を
含
む
と
考
え
る
。

　
　
・
物
理
的
実
体

　
　
・
物
理
的
実
体
の
性
質

　
　
・
物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造

例
え
ぽ
、
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
に
よ
れ
ぽ
、
現
代
物
理
学
は
陽
子
や
中
性
子
と
い
っ
た
物
理
的
実
体
を
扱
い
、
陽
子
や
中
性
子
の
ス
ピ

ン
な
ど
の
性
質
を
述
べ
、
そ
し
て
陽
子
や
中
性
子
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
原
子
核
を
構
成
し
て
い
る
か
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
通
常
の
科
学
的
実
在
主
義
は
、
科
学
理
論
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
に
は
、
実
体
、
実
体
の
性
質
、
実
体
問
の
関
係
か
ら
な
る
構
造

す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
実
在
の
要
素
と
し
て
、
す
べ
て
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
す
べ
て
の
要
素
を
実
在
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
な
ら

ぽ
、
ど
の
要
素
が
実
在
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
を
通
し
て
、
検
討
す
る
。
量
子
力
学
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

記
述
す
る
実
在
を
考
え
る
の
で
、
物
理
的
実
体
の
性
質
と
は
蟄
子
力
学
に
お
け
る
観
測
欝
能
量
に
関
わ
る
性
質
を
指
す
こ
と
に
し
、
例
え
ば

位
置
や
運
動
盤
も
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
彙
子
力
学
の
解
釈
問
題
と
は
、
妻
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え

る
と
き
、
特
に
貴
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
物
理
的
実
体
の
性
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま

り
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
に
、
物
理
的
実
体
の
性
質
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
問
題
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で

は
孝
子
力
学
の
解
釈
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
子
力
学
は
物
理
的
実
体
の
性
質
を
記
述
し
て
い
る
と
考
え
る
考
え
方
は
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
物
理
的
実
体
の
性
質
を
実
在
の
要
素
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な

い
と
結
論
す
る
。



　
本
稿
の
構
成
を
述
べ
る
。
二
節
で
は
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
、
三
節
で
は
特
殊
相
対
論
と
量
子
力
学
を
統
合
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
け
る
解
釈
問
題
を
と
り
あ
げ
、
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
物
理
的
実
体
の
性
質
を
量
子
力
学
が

記
述
す
る
実
在
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
結
論
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
四
節
で
は
、
量
子
力
学
が
記
述
す

る
実
在
の
要
素
に
、
物
理
的
実
体
の
み
が
含
ま
れ
る
場
合
、
物
理
的
実
体
聞
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
の
み
が
含
ま
れ
る
場
合
、
物
理
的
実
体

と
物
理
的
実
体
聞
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
共
に
含
ま
れ
る
場
合
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
実
在
の
要
素

に
、
物
理
的
実
体
と
物
理
的
実
体
聞
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
共
に
含
ま
れ
る
場
合
が
妥
当
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

二
　
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題

　
二
・
一
　
非
相
対
論
的
量
子
力
学

　
量
子
力
学
は
、
状
態
と
、
払
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
観
測
命
題
か
ら
構
成
さ
れ
、
あ
る

状
態
の
も
と
で
観
測
を
行
っ
た
と
き
物
理
量
A
の
値
が
a
で
あ
る
確
率
が
計
算
さ
れ
る
。
物
理
量
と
は
、
運
動
量
や
位
置
の
こ
と
で
あ
り
、

運
動
量
に
関
す
る
観
測
命
題
と
は
「
運
動
量
を
観
測
し
た
ら
、
運
動
量
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
観
測
命
題
、
位
置
に
関
す
る
観
測

命
題
と
は
「
位
置
を
観
測
し
た
ら
、
a
と
い
う
位
置
で
観
測
さ
れ
る
」
と
い
う
形
の
観
測
命
題
で
あ
る
。
状
態
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
上
の

密
度
作
用
素
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
「
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
観
測
命
題
は
、
物
理
量
A
を
あ

ら
わ
す
自
己
共
役
作
用
素
の
、
ボ
レ
ル
集
合
a
に
対
応
し
た
ス
ペ
ク
ト
ル
射
影
作
用
素
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

　
観
測
命
題
と
い
う
呼
び
方
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
通
常
の
量
子
力
学
の
定
式
化
に
お
い
て
は
、
観
測
者
の
存
在
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。

科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
か
ら
量
子
力
学
を
解
釈
す
る
な
ら
ぽ
、
量
子
力
学
に
お
け
る
観
測
命
題
は
、
観
測
者
の
存
在
と
は
独
立
な
命
題
、

つ
ま
り
「
物
理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
運
動
量
を
観
測

し
た
ら
、
運
動
量
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
は
「
運
動
量
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
、
「
位
置

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

八
五
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を
観
測
し
た
ら
、
a
と
い
う
位
置
で
観
測
さ
れ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
は
、
「
位
置
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
観
測
命
題
の
真
偽
が
鰻
掴
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
「
机
の
上
を
見
る
と
、
鉛
筆
が
見
え
る
」
と
い
う
観
測
命
題
の
真
偽
が
定
ま
ら
な
い
な
ら
ぽ
、
「
机
の
上
に
、
観
測
と
は
独
立
に
、

鉛
筆
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
「
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題

が
真
で
あ
れ
ぽ
「
物
理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
、
「
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値
は

a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
が
偽
で
あ
れ
ぽ
「
物
理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
は
な
い
」
と
解
釈
で
き
る
。

　
次
に
「
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
と
「
物
理
量
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
量
A
の
値

は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
を
考
え
る
。
た
だ
し
、
a
と
b
は
互
い
に
排
反
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
「
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」

と
い
う
観
測
命
題
が
真
で
あ
れ
ぽ
、
「
物
理
董
A
の
値
は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
は
偽
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
物
理
量
A

の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
ま
た
は
「
物
理
量
A
の
値
は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
の
い
ず
れ
か
が
真
で
あ
れ
ぽ
「
物
理
董

A
の
値
は
a
ま
た
は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
は
真
で
あ
り
、
「
物
理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
と
「
物
理
量
A
の

値
は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
の
両
方
が
偽
で
あ
れ
ば
「
物
理
量
A
の
値
は
a
ま
た
は
b
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
も
偽
で
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
鐙
子
力
学
に
お
け
る
観
測
命
題
す
べ
て
に
真
偽
を
割
り
振
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
定
理
が
存
在
す
る
（
例
え
ば
、
し
ご
亀
（
お
O
①
）
を
参
照
）
。
つ
ま
り
、
量
子
力
学
に
お
け
る
観
測
命
題
す
べ
て
を
、
「
物
理
董

A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
、
も
し
く
は
「
物
理
童
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
な
い
扁
と
い
う

命
題
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
観
測
命
題
す
べ
て
に
真
偽
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
観
測
命
題
す
べ
て
の
集
合
の
部
分
集
合
に
は
、
真
偽
を
割

り
当
て
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
か
ら
貴
子
力
学
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
観
測
命
題
に
真
偽
を
割
り
当
て
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
つ
ま
り
、
ど
の
観
測
命
題
が
観
測
と
は
独
立
な
命
題
と
解
釈
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
量
子
力
学
に



お
け
る
解
釈
問
題
と
よ
ぼ
れ
る
。

　
二
・
二
　
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
け
る
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
と
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈

　
ど
の
観
測
命
題
を
観
測
と
は
独
立
な
命
題
と
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
立
場
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
を
と
り
あ
げ
る
。
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
は
、
状
態
の
み
か
ら
真
偽
の
確
定
し
た
観
測
命

題
の
集
合
が
決
ま
る
と
考
え
る
。
一
方
、
パ
ッ
プ
様
相
解
釈
は
、
あ
る
一
つ
の
物
理
量
を
固
定
し
、
そ
の
物
理
量
を
指
定
物
理
量
と
よ
ぶ
。

そ
し
て
、
指
定
物
理
量
に
関
す
る
観
測
命
題
は
真
偽
が
確
定
し
て
い
る
と
考
え
る
。
指
定
物
理
量
は
数
学
的
に
は
ど
の
物
理
量
を
と
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
と
き
、
「
位
置
を
観
測
し
た
ら
、
a
と
い

う
位
置
で
観
測
さ
れ
る
」
と
い
う
位
置
に
関
す
る
観
測
命
題
が
常
に
確
定
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
常
に
物
理
的
実
体
の
位
置
は
確
定
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
指
定
物
理
量
と
し
て
位
置
以
外
の
他
の
物
理
量
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
理

由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
が
古
典
力
学
が
記
述
す
る
実
在
と
全
く
違
う
な
ら
ぽ
、
量
子
力
学
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
力
学
が

記
述
し
て
い
た
実
在
が
捨
て
去
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
量
子
力
学
に
代
わ
る
新
理
論
が
誕
生
し
た
と
き
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
も
捨
て
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
は
古
典
力
学
が
記
述
す
る
実
在
と
整
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
古
典
力
学
は
、
物
理
的
実
体
は
常
に
位
置
と
運
動
量
は
確
定
し
て
い
る
実
在
像
を
与
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
古
典
力
学
と
な
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

整
合
的
な
実
在
像
を
得
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら
、
本
稿
で
は
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
で
は
、
な
ぜ
運
動
量
で
は

な
く
位
置
を
指
定
物
理
量
と
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
運
動
量
を
指
定
物
理
量
と
し
た
と
き
は
、
物
理
的
実
体
の
位
置
は
確
定
し
て

い
な
い
も
の
の
、
運
動
量
は
確
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
も
運
動
量
に
関
し
て
は
古
曲
ハ
力
学
と
整
合
的
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
疑

問
に
答
え
る
た
め
に
、
量
子
力
学
に
お
い
て
観
測
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
よ
う
。
例
え
ば
、
z
方
向
の
ス
ピ
ン
が
上
向

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

八
七
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き
で
あ
る
よ
う
な
電
子
を
検
出
す
る
た
め
に
は
、
z
方
向
の
磁
場
を
か
け
ス
ピ
ン
が
上
書
き
の
電
子
と
下
向
き
の
電
子
を
空
間
的
に
分
離
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
出
を
行
う
（
シ
ュ
テ
ル
ン
・
ゲ
ル
ラ
ッ
ハ
の
実
験
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ン
と
い
う
、
位
置
と
は
関
係
が
な
い
性
質

も
、
最
終
的
に
は
位
置
の
測
定
を
通
し
て
、
測
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
物
理
的
実
体
の
位
置
は
常
に
確
定
し

て
い
る
と
考
え
る
方
が
、
こ
の
よ
う
な
測
定
を
説
明
す
る
際
に
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。
物
理
的
実
体
の
位
置
が
確
定
し
て
い
な
く
て
運
動

量
が
確
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
物
理
的
実
体
を
検
出
器
で
検
出
し
た
と
き
、
検
出
器
が
あ
る
位
置
に
、
位
置
の
確
定
し
て
い
な
い
物
理
的
実

体
が
現
れ
る
理
・
田
を
説
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
物
理
的
実
体
の
位
置
が
確
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
由
は
い
ら
な
い
。
従

っ
て
、
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
の
が
最
も
自
然
な
解
釈
だ
と
い
え
る
。

　
二
二
ニ
　
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
と
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
栢
解
釈
に
お
け
る
過
小
決
定
の
問
題

　
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
網
解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
は
共
に
、
攣
子
力
学
が
予
測
す
る
結
果
と
は
整
合
的
に
な
る
よ
う
に
定
式
化
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
験
や
観
測
に
基
づ
い
て
、
ど
の
解
釈
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
、
以
下
に
述
べ
る

二
つ
の
過
小
決
定
の
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
バ
ッ
プ
様
梱
解
釈
に
お
い
て
、
ど
の
物
理
盤
を
指
定
物
理
量
と
し
て
考
え
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
指
定
物
理
鐙
が
違
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
が
与
え
る
実
在
像
も
全
く
異
な
る
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

位
置
を
指
定
物
理
蟄
と
す
る
と
、
物
理
的
実
体
は
常
に
確
定
し
た
位
置
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
運
動
蚤
は
常
に
確
定
し
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
。
一
方
、
運
動
董
を
指
定
物
理
量
と
す
る
と
、
物
理
的
実
体
は
常
に
確
定
し
た
運
動
量
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
位
置
は
常
に
確
定
し

て
い
る
と
は
隈
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
二
・
二
節
で
位
置
を
指
定
物
理
量
と
し
て
と
る
理
由
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ

の
理
由
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
話
を
進
め
る
。

　
第
一
の
問
題
が
解
決
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
！
ク
ス
様
相
解
釈
と
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
過
小
決
定
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
が
、
全
く
異
な
る
実
在
像
を
提
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ



イ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
は
、
時
間
と
共
に
確
定
し
た
命
題
が
変
化
す
る
。
例
え
ば
、
物
理
的
実
体
が
あ
る
位
置
で
観
測
さ
れ
る
と
い
う
観
測
命

題
の
真
偽
は
常
に
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
る
時
刻
に
お
い
て
物
理
的
実
体
が
ど
こ
か
の
位
置
に
存
在
し
て
い
る
と
考
、
兄
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
別
の
時
々
で
は
物
理
的
実
体
は
ど
こ
か
の
位
置
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

一
方
、
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
位
置
に
関
す
る
観
測
命
題
は
常
に
確
定
し
て
い
る
の
で
、
物
理
的
実
体

は
常
に
ど
こ
か
の
位
置
に
存
在
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
に
よ
る
量
子
力
学

が
記
述
す
る
実
在
と
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
に
よ
る
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
は
、
全
く
異
な
る
。

　
反
実
在
主
義
者
が
科
学
的
実
在
主
義
に
反
対
す
る
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
過
小
決
定
の
問
題
が
あ
る
。
科
学
的
実
在
主
義
者
の
こ
の

批
判
へ
の
応
答
の
一
つ
は
、
ど
ち
ら
の
解
釈
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
の
基
準
と
し
て
、
経
験
的
な
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
を
超
え
た

要
素
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
U
p
華
華
雪
（
卜
。
0
8
）
の
署
．
H
。
。
H
山
。
。
ω
を
参
照
）
。
科
学
的
実
在
主
義
者
に
よ
る
こ
の
よ
う
な

応
答
に
対
し
て
、
経
験
を
越
え
た
要
素
は
、
よ
り
実
用
的
な
理
論
を
選
択
す
る
基
準
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
在
を
記
述
し
て
い
る
理
論

を
選
択
す
る
基
準
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
反
実
在
主
義
者
か
ら
の
再
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
経

験
を
越
え
た
要
素
が
実
在
を
記
述
し
て
い
る
解
釈
を
選
択
す
る
基
準
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ッ

プ
様
相
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
経
験
を
越
え
た
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
単
純
性
、
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
、
現
代
物
理
学
に
お
け
る
他
の

理
論
と
の
整
合
性
な
ど
で
あ
ろ
う
。
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
を
考
え
る
理
由
は
、
二
二
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
量

子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
が
古
典
力
学
が
記
述
す
る
実
在
と
届
く
違
う
な
ら
ば
、
量
子
力
学
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
力
学
が
記
述

し
て
い
た
実
在
が
捨
て
去
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
量
子
力
学
に
代
わ
る
新
理
論
が
誕
生
し
た
と
き
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
も
捨
て
去
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
単
純
性
と
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
を
考
え
る
。
現
代
物
理
学
に
お
け

る
他
の
理
論
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
三
節
に
お
い
て
、
特
殊
相
対
性
理
論
も
考
慮
に
入
れ
た
代
数
的
場
の
量
子
論
の
も
と
で
コ
ッ
へ

彙
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義
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〇

ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
や
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
単
純
性
と
い
う
基
準
を
考
え
よ
う
。
位
置
を
指
定
物
理
量
と
し
た
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
場
合
、
そ
の
解
釈
を
定
式
化
し
た
と
き
、

密
度
作
用
素
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
通
常
の
量
子
力
学
で
は
用
い
ら
れ
な
い
状
態
が
あ
ら
わ
れ
（
漆
鼠
一
露
ρ
　
卜
。
8
ρ

牢
8
0
ω
三
〇
雛
心
・
H
）
、
こ
の
状
態
に
基
づ
い
て
解
釈
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
の
場
合
は
、
通
常
の
鼠
子

力
学
で
は
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
は
存
在
す
る
も
の
の
（
室
邑
冒
P
N
O
O
伊
即
8
0
ω
三
8
ω
．
一
）
、
通
常
の
量
子
力
学
で
用
い
ら
れ
る
密

度
作
用
素
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
ぎ
る
状
態
の
み
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
餐
営
営
P
b
。
O
O
μ
8
プ
の
。
『
Φ
彦
ω
・
じ
。
通
常
の

量
子
力
学
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
状
態
を
用
い
る
解
釈
を
単
純
で
な
い
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
パ
ッ
プ
様
相
解
釈

の
方
が
単
純
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
在
の
要
素
が
よ
り
少
な
い
方
が
単
純
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
位
置
を
指
定
物
理
量

と
す
る
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
方
が
単
純
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
位
置
を
指
定
物
理
量
と
す
る
パ
ッ
プ
様
槽
解
釈
で
は
物

理
的
実
体
の
位
置
の
み
が
実
在
の
要
素
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
で
は
あ
る
時
劾
で
は
物
理

的
実
体
の
位
置
が
確
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
違
う
時
刻
で
は
物
理
的
実
体
の
位
置
は
確
定
し
て
お
ら
ず
他
の
物
理
蟄
に
関
す
る
観
測
命
題
の

真
偽
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
非
可
算
無
限
欄
の
性
質
が
実
在
の
要
素
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
単

純
性
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
方
が
単
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
り
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ

ー
ク
ス
様
相
解
釈
の
方
が
単
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
と

コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
の
は
難
し
い
。

　
次
に
、
古
典
力
学
が
提
冠
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
は
、
常
に
物
理
的
実
体
は
あ
る

　
点
に
存
在
し
、
か
つ
あ
る
確
定
し
た
運
動
彙
の
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
古
典
力
学
で
は
當
に
物
理
的
実
体
は
あ
る
一

点
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
の
整
合
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
指
定
物
理
論
を
位
置
と
し
た
バ
ッ
プ
様
椙
解
釈
の
方
が
古
典
力
学
が

提
示
す
る
実
在
像
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
で
は
、
物
理
的
実
体
が
あ
る
位
置



で
観
測
さ
れ
る
と
い
う
観
測
命
題
の
真
偽
は
常
に
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
る
時
刻
に
お
い
て
物
理
的
実
体
が
ど
こ
か
の
位

置
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
別
の
時
刻
で
は
物
理
的
実
体
は
ど
こ
か
の
位
置
に
存
在
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
の
に
対

し
て
、
指
定
物
理
量
を
位
置
と
し
た
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
も
と
で
は
、
図
凶
8
糠
9
凶
（
さ
。
0
8
）
の
日
げ
Φ
o
『
Φ
ヨ
蔭
．
一
と
そ
の
後
の
部
分
で
述
べ

た
よ
う
に
、
常
に
物
理
的
実
体
は
あ
る
一
点
に
存
在
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
古
典
力
学
で
は
物
理
的

実
体
の
位
置
と
運
動
量
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
特
権
的
に
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
の
整
合
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・

デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
の
方
が
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
で
は
位

置
の
み
を
特
権
的
に
扱
っ
て
い
て
運
動
量
は
無
視
し
て
い
る
が
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
で
は
位
置
と
運
動
量
の
ど
ち
ら
か
一

方
を
特
権
的
に
扱
っ
て
お
ら
ず
、
観
測
と
は
独
立
な
性
質
は
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
典
力

学
が
提
示
す
る
実
在
縁
と
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
パ
ッ
プ
様
相
解
釈
と
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
な

解
釈
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
の
は
難
し
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
単
純
性
や
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
と
い
う
経
験
を
越
え
た
要
素
に
よ
っ
て
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ

ー
ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
を
決
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
三
節
で
は
、
現
代
物
理
学
に
お
け

る
他
の
理
論
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
本
稿
で
は
特
に
、
現
代
物
理
学
に
お
け
る
他
の
理
論
と
し
て
特
殊
相
対
論
を
考
え
、
特
殊
相

対
論
と
量
子
力
学
を
数
学
的
に
厳
密
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相

解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
が
定
式
化
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

三
　
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
け
る
解
釈
問
題

ミ
・
触
　
代
数
的
場
の
量
子
論

こ
の
節
で
は
、
代
数
的
場
の
量
子
論
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

代
数
的
場
の
量
子
論
は
、
特
殊
相
対
論
と
量
子
力
学
を
数
学
的
に
厳
密

九
｝
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に
統
合
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
戸
轟
き
α
q
や
荒
木
不
二
洋
ら
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
理
論
は
、
、
ミ
ン
コ

フ
ス
キ
ー
爆
殺
上
の
有
界
な
開
集
合
に
フ
ォ
ン
ノ
イ
マ
ン
代
数
と
よ
ぼ
れ
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
上
の
有
界
作
用
素
の
集
合
を
対
応
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ン
ノ
イ
マ
ン
代
数
は
、
局
所
代
数
と
よ
ぼ
れ
る
。
非
相
対
論
的
量
子
力
学
と
隅
様
に
、
「
物
理
里
A
を
観
測
し
た
ら
、
物

理
量
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
は
、
局
所
代
数
に
含
ま
れ
る
物
理
量
A
を
あ
ら
わ
す
自
己
共
役
作
用
素
の
、
ボ
レ
ル
集
合
a

に
対
応
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
射
影
作
用
素
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
非
相
対
論
的
量
子
力
学
と
違
う
の
は
、
こ
の
観
測
命
題
が
ミ
ン
コ
フ
ス

キ
i
空
間
の
有
界
な
開
集
合
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
局
所
代
数
に
含
ま
れ
る
物
理
量
A
を
あ
ら
わ
す
自
己
共
役
作
用
素

の
、
ボ
レ
ル
集
合
a
に
対
応
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
射
影
作
用
素
は
、
「
あ
る
有
限
の
広
さ
を
持
つ
場
所
で
、
あ
る
有
限
の
時
間
幡
を
も
っ
た
時

間
に
お
い
て
、
物
理
騒
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
蚤
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い
う
観
測
命
題
と
解
釈
さ
れ
る
。
代
数
的
場
の
馬
子
論
は
、

こ
の
よ
う
な
局
所
代
数
全
体
の
集
合
に
、
相
対
論
的
な
条
件
も
含
む
物
理
的
に
妥
当
な
条
件
を
課
す
る
（
例
え
ば
、
麟
舞
か
q
（
目
8
①
）
を
参

照
）
。

　
代
数
的
場
の
鐙
子
論
を
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
非
相
対
論
的
量
子
力
学
と
同
様
に
、
「
あ
る
有
限
の

広
さ
を
持
つ
場
所
で
、
あ
る
有
限
の
時
間
幅
を
も
っ
た
蒋
聞
に
お
い
て
、
物
理
騒
A
を
観
測
し
た
ら
、
物
理
盤
A
の
値
は
a
で
あ
る
」
と
い

う
観
測
命
題
が
、
「
あ
る
有
限
の
広
さ
を
持
つ
場
所
で
、
あ
る
蒼
限
の
時
間
櫓
を
も
っ
た
時
間
に
お
い
て
、
物
理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は

独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
二
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
観
測
命
題
が

観
測
と
は
独
立
な
命
題
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
観
測
命
題
の
真
偽
が
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
葬
根
対
論
的
蚤
子

力
学
の
場
合
と
岡
様
に
、
局
所
代
数
に
含
ま
れ
る
観
測
命
題
す
べ
て
の
真
偽
が
確
定
し
て
い
る
と
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
例
え
ば
、

円
酵
甘
き
（
・
。
0
8
）
の
譲
お
。
話
露
頭
b
を
参
照
）
。
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
に
た
つ
な
ら
ぽ
、
非
相
対
論
的
蚤
子
力
学
の
場
合
と
鼠
算
に
、

局
所
代
数
の
ど
の
観
測
命
題
の
真
偽
が
確
定
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
…
ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ッ

プ
様
梢
解
釈
の
ア
イ
デ
ア
に
従
っ
て
、
局
所
代
数
の
ど
の
観
測
命
題
の
真
偽
が
確
定
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
。



　
三
・
二
　
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
け
る
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈

　
状
態
の
み
か
ら
真
偽
の
確
定
し
た
観
測
命
題
は
定
ま
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
を
代
数
的
場
の
量
子

論
に
拡
張
す
る
試
み
は
、
U
芭
（
ω
（
卜
。
O
O
O
）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
（
∪
欝
貯
ω
b
O
O
ρ
ω
Φ
o
ぼ
。
⇒
α
）
。
「
あ
る
有
限
の
広
さ
を
持
つ
場
所
で
、
あ

る
有
限
の
時
間
幅
を
も
っ
た
時
間
に
お
い
て
、
物
理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
命
題
の
集
合
は
、
ミ
ン

コ
フ
ス
キ
ー
空
間
の
有
界
な
開
集
合
に
対
し
て
、
一
意
に
定
ま
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
Ω
澤
。
コ
（
卜
。
O
O
O
）
は
、
U
冨
厨

（b。

n
O
O
）
の
定
式
化
で
は
、
局
所
代
数
に
お
い
て
真
偽
が
確
定
し
た
観
測
命
題
の
集
合
に
任
意
性
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し

（
Ω
聾
o
P
・
。
O
O
ρ
ω
Φ
o
口
。
鵠
ω
）
、
U
一
Φ
冨
（
N
O
O
O
）
の
定
式
化
を
批
判
し
た
。

　
Ω
一
襲
。
ゆ
（
b
。
O
O
O
）
は
、
U
凶
①
貯
ω
（
さ
。
8
0
）
と
は
別
の
ア
イ
デ
ア
で
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
を
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て

定
式
化
し
よ
う
と
し
て
、
あ
る
特
別
な
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
真
偽
の
確
定
し
た
観
測
命
題
の
集
合
を
定
式
化
し
た

（
Ω
漆
o
P
b
。
O
O
ρ
勺
8
0
0
ω
一
賦
。
雛
一
）
。
Ω
一
指
。
⇔
（
b
。
O
O
O
）
の
定
式
化
を
、
任
意
の
状
態
に
拡
張
し
た
も
の
が
、
閑
津
⇔
隷
農
p
（
b
。
O
O
心
）
の
日
げ
φ

o
お
ヨ
＝
で
あ
る
。
こ
の
定
式
化
の
も
と
で
、
「
あ
る
有
限
の
広
さ
を
持
つ
場
所
で
、
あ
る
有
限
の
時
間
帯
を
も
っ
た
時
間
に
お
い
て
、
物

理
量
A
の
値
は
、
観
測
と
は
独
立
に
、
a
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
命
題
の
集
合
は
、
U
δ
犀
ω
（
N
O
O
O
）
の
場
合
と
違
っ
て
、

任
意
の
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
空
間
の
有
界
な
開
集
合
に
対
し
て
「
意
に
定
ま
る
。
内
沸
鋤
㍊
欝
鋤
（
b
。
O
O
O
）
の
O
o
δ
＝
鋤
q
冨
と
そ
の
後
の
記
述

よ
り
、
こ
の
定
式
化
が
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
を
代
数
的
場
の
量
子
論
に
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し

か
し
、
こ
の
定
式
化
は
、
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
真
偽
の
確
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
観
測
命
題
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
Ω
鄭
o
P
・
。
O
O
ρ
℃
『
8
0
ω
三
§
ω
）
。
つ
ま
り
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
は
、

代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
は
う
ま
く
い
か
な
い
。

　
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
は
う
ま
く
定
式
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
P
　
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
は
、
あ
る
一
つ
の
物

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

九
三
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理
量
を
指
定
物
理
量
と
し
て
固
定
し
、
真
偽
の
確
定
し
た
観
測
命
題
は
指
定
物
理
量
と
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
と
考
え
て
い
た
。
あ
る
物
理

量
を
指
定
物
理
量
と
し
て
選
ぶ
と
き
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
付
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
非
相
対
論
的
量
子
力
学
の
場
合
は
、
二
・
二
節
で
述

べ
た
理
由
の
も
と
で
、
位
置
作
用
素
を
指
定
物
理
量
と
し
た
。
し
か
し
、
代
数
的
場
の
量
子
論
で
は
、
非
相
対
論
的
量
子
力
学
よ
り
抽
象
度

が
高
く
、
局
所
代
数
の
な
か
の
自
己
共
役
作
用
素
は
、
位
置
や
運
動
量
の
よ
う
に
具
体
的
な
物
理
量
と
し
て
解
釈
で
き
な
い
。
局
所
代
数
に

含
ま
れ
る
自
己
共
役
作
用
素
は
、
そ
の
局
所
代
数
が
対
応
し
て
い
る
時
空
領
域
に
お
け
る
観
測
可
能
量
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
の
だ
。
つ
ま

り
、
局
所
代
数
の
中
の
一
つ
の
物
理
量
を
選
ぶ
理
由
付
け
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
9
国
碧
ヨ
磐
卿
即
題
錺
。
肖
る
O
O
㎝
も
■
α
誤
）
。
従
っ
て
、

バ
ッ
プ
様
相
解
釈
を
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
定
式
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
も
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
も
定
式
化
す
る
の
は
難

し
い
。
非
相
対
論
的
蚤
子
力
学
に
お
い
て
は
、
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
、
パ
ッ
プ
様
梢
解
釈
が
共
に
定
式
化
で
き
、
そ
の
結
果
、

過
小
決
定
の
問
題
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
解
釈
が
定
式
化
で
き
な
い
の
で
、
過
小
決
定
の
問
題

す
ら
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
物
理
的
実
体
の
性
質
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
は
、

満
足
な
解
決
が
得
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
否
定
的
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
量
子
力
学
は
物
理
的
実
体
の
性
質
を
記
述
し
て
い
る
と

い
う
立
場
の
も
と
で
、
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
物
理
的
実
体
の
性
質
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
つ
ま
り
、

蚤
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
と
し
て
、
物
理
的
実
体
の
性
質
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
物
理
的
実
体
の
性
質
は

実
在
の
要
素
で
は
な
い
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素

　
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
と
し
て
、
物
理
的
実
体
、
物
理
的
実
体
の
性
質
、
物
理
的
実
体
問
の
関
係

が
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
実
在
の
要
素
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
三
節
と
四
節
の
議
論
よ
り
、
箪
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の



要
素
に
、
物
理
的
実
体
の
性
質
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
科
学
的

実
在
主
義
の
立
場
に
た
っ
て
、
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
に
、
何
が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
今
、
三
つ
の
可

　
　
　
　
　
　
（
8
）

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
1
型
”
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
に
は
、
物
理
的
対
象
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
の
み
が
含
ま
れ
る
。

　
　
1
1
型
一
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
に
は
、
物
理
的
対
象
の
み
が
含
ま
れ
る
。

　
　
皿
型
”
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
に
は
、
物
理
的
対
象
と
物
理
的
対
象
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
節
で
は
、
1
型
、
1
1
型
、
皿
型
の
中
で
、
ど
の
立
場
が
妥
当
か
を
考
え
る
。

　
四
・
一
　
－
型

　
ま
ず
、
1
型
の
科
学
的
実
在
主
義
か
ら
考
え
る
。
1
型
の
科
学
的
実
在
主
義
は
、
可
能
で
な
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
述

べ
る
。

　
轡
曽
身
ヨ
き
（
お
⑩
Q
Q
）
は
、
量
子
力
学
に
お
い
て
物
理
的
実
体
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
。
い
鋤
身
8
国
喪
（
お
Φ
。
。
）
の
主
張
の
根
拠
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
牢
①
⇔
o
げ
（
δ
o
。
㊤
）
が
示
し
た
よ
う
に
、
量
子
力
学
的
粒
子
は
個
体
性
を
も
つ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
し

個
体
性
を
も
た
な
い
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
、
量
子
力
学
的
粒
子
に
は
過
小
決
定
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
物
理
的
実
体
が
な

い
と
し
た
ら
、
過
小
決
定
の
問
題
は
避
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
量
子
力
学
が
記
述
し
て
い
る
実
在
の
要
素
は
、
物
理
的
実
体
問
の
関
係

　
　
　
　
（
9
）

か
ら
な
る
構
造
の
み
で
あ
り
、
物
理
的
実
体
は
存
在
し
な
い
（
U
餌
身
旨
四
P
お
り
。
。
℃
署
■
麟
⑩
－
畠
O
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ピ
鋤
身
目
撃
　
（
一
㊤
㊤
。
。
）

は
主
張
す
る
（
閃
門
①
コ
O
び
卸
］
「
効
α
《
ヨ
鋤
昌
　
（
卜
Q
O
O
ω
）
の
署
’
ω
①
－
鶏
も
参
照
）
。

　
私
は
、
量
子
力
学
的
粒
子
の
個
体
性
に
関
す
る
過
小
決
定
の
議
論
は
特
殊
相
対
諭
も
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
量
子
力
学
的
粒
子
が
個
体
性
を
も
つ
な
ら
ば
、
粒
子
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
粒
子
の
個
数

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

九
五
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を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
相
対
論
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
個
数
を
数
え
ら
れ
る
よ
う
な
粒
子
は
存
在
し
な
い
と
い

う
定
理
（
踏
鋤
岡
く
O
村
ω
◎
執
筆
O
一
圃
｛
け
O
欝
℃
b
の
O
O
b
Q
”
］
り
ぴ
Φ
O
同
①
ヨ
ω
）
が
存
在
す
る
。
こ
の
定
理
に
よ
れ
ぽ
相
対
論
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
粒
子
の
個

数
を
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
粒
子
は
個
体
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
量
子
力
学
的
粒
子
の
個
体
性
に
関
す
る

過
小
決
定
の
問
題
は
、
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
い
て
は
成
立
し
て
い
た
が
、
特
殊
相
対
論
も
考
慮
に
入
れ
た
枠
組
み
に
お
い
て
は
成
立

せ
ず
、
董
子
力
学
的
粒
子
は
個
体
性
を
も
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ピ
簿
身
導
磐
（
窃
り
c
Q
）
が
物
理
的
実
体
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
根

拠
と
な
っ
て
い
た
過
小
決
定
の
問
題
は
、
相
対
論
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
成
立
し
な
い
か
ら
、
こ
の
立
場
は
説
得
力
の
あ
る
理
痴
を
持
た

な
い
。
従
っ
て
、
い
巴
く
ヨ
き
（
お
㊤
Q
Q
）
の
主
張
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
物
理
的
対
象
が
存
在
し
な
い
な
ら
ぽ
、
物
理
的
対
象
問
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
が

通
常
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
述
べ
た
よ
う
に

U
餌
錨
鎖
き
（
一
8
G
O
）
が
提
示
し
た
根
拠
は
適
切
で
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
考
え
方
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
理
的
実
体

間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
存
在
す
る
な
ら
ぽ
物
理
的
実
体
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な

る
構
造
が
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
物
理
的
実
体
も
芸
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
、
物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
の
み
が
実
在
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
四
・
ニ
　
一
1
型

　
次
に
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
を
考
え
る
。
私
は
、
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
も
可
能
で
な
い
と
考
え
る
。
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
光
に
関
す
る
科
学
理
論
を
考
え
よ
う
。
こ
の
科
学
理
論
が
扱
う
物
理
的
実
体
は
、
エ
ー
テ
ル
と
よ
ぼ
れ
る
物
理
的
実
体
か
ら
、
電
磁
場
と

よ
ぼ
れ
る
物
理
的
実
体
に
な
り
、
現
在
は
ボ
ソ
ソ
と
よ
ば
れ
る
物
理
的
実
体
に
な
っ
て
い
る
。
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
科
学
的
実
在
主
義

の
立
場
に
た
っ
た
と
き
、
科
学
の
目
的
と
は
我
々
が
直
接
観
測
で
き
な
い
実
在
を
、
よ
り
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ー



テ
ル
と
い
う
物
理
的
実
体
か
ら
ボ
ソ
ン
と
よ
ば
れ
る
物
理
的
実
体
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
実
在
の
記
述
を
与
え
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
二
つ
の
実
体
に
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
性
質
も
し
く
は
他
の
実
体
と
の
関
係
に
お
い
て
違
い
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
と
、
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
の
も
と
で
は
、
エ
ー
テ
ル
と
よ
ば
れ
る
物
理
的
実
体
、
電
磁
場
と
よ
ぼ
れ
る
物

理
的
実
体
、
ボ
ソ
ン
と
よ
ぼ
れ
る
物
理
的
実
体
に
違
い
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
1
1
型
の
科
学
的
実
在
主
義
は
、
物
理
的
実
体
の
性
質

も
物
理
的
実
体
間
の
関
係
も
実
在
の
要
索
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
の
も
と
で
は
、
エ

ー
テ
ル
と
い
う
物
理
的
実
体
か
ら
ボ
ソ
ン
と
よ
ぼ
れ
る
物
理
的
実
体
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
実
在
の
記
述
を
与
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
、
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
が
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
四
・
三
　
恥
型

　
－
型
と
H
型
は
妥
当
で
な
い
と
結
論
し
た
の
で
、
皿
型
が
残
っ
た
。
m
型
の
科
学
的
実
在
主
義
に
対
し
て
は
、
勺
ω
鰹
○
ω
（
卜
。
O
O
一
）
に
よ

る
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
（
℃
。
。
筥
o
ρ
N
O
O
ジ
ω
①
＆
8
G
。
）
。
そ
れ
は
、
科
学
理
論
を
通
し
て
我
々
が
認
識
し
う
る
実
在
の
要
素
と
し
て
、

物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
は
含
ま
れ
る
が
、
物
理
的
実
体
の
性
質
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
主
張
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
間
の
関
係
に
関
す
る
記
述
か
ら
対
象
の
性
質
が
あ
る
程
度
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
勺
ω
旨
○
ω
（
b
。
O
O
一
）
が
挙

げ
て
い
る
例
は
、
「
三
十
郎
は
振
一
郎
の
父
で
あ
る
」
と
い
う
例
で
あ
る
（
勺
ω
厳
。
ω
”
8
0
一
も
．
ω
・
。
O
）
。
こ
の
三
十
郎
と
振
一
郎
の
関
係
に
関

す
る
言
明
か
ら
、
「
三
十
郎
は
男
で
あ
る
」
と
い
う
三
十
郎
の
性
質
が
分
か
る
。
確
か
に
、
こ
の
例
で
あ
れ
ば
、
対
象
問
の
関
係
か
ら
対
象

の
性
質
が
分
か
る
。
し
か
し
、
対
象
問
の
関
係
に
関
す
る
記
述
か
ら
対
象
の
性
質
が
分
か
ら
な
い
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
で

あ
る
。
無
限
の
長
さ
を
持
つ
数
直
線
と
、
そ
の
数
直
線
上
の
二
つ
の
物
体
を
考
え
る
。
「
あ
る
物
体
の
ニ
メ
ー
ト
ル
右
側
に
別
の
物
体
が
存

在
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
物
体
の
関
係
に
関
す
る
言
明
か
ら
、
二
つ
の
物
体
の
位
置
を
含
め
た
性
質
は
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
物
理
的
実

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

九
七
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体
閲
の
関
係
に
関
す
る
言
明
か
ら
、
物
理
的
実
体
の
性
質
が
分
か
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
任
意
の
物
理
的
実
体
問
の
関
係
に
関
す
る
雷
明
か

ら
、
物
理
的
実
体
の
性
質
が
分
か
る
の
な
ら
ぽ
、
勺
ω
鰹
○
ω
（
N
O
O
一
）
の
・
王
張
は
妥
当
だ
が
、
今
挙
げ
た
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
う
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
勺
ω
≡
o
ω
（
b
。
0
8
）
の
・
王
張
は
妥
当
で
な
い
の
で
、
狙
型
の
科
学
的
実
在
主
義
は
可
能
で
あ
る
。

　
四
・
一
節
と
四
・
二
節
で
、
1
型
と
H
型
の
科
学
的
実
在
主
義
は
妥
当
で
な
い
と
結
論
し
た
。
以
上
の
議
論
か
ら
、
同
型
の
科
学
的
実
在

主
義
が
最
も
妥
当
な
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
　
ま
　
と
　
め

　
本
稿
で
は
、
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
に
は
、
物
理
的
実
体
、
物
理
的
実
体
の
性
質
、

物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
う
ち
ど
れ
が
含
ま
れ
る
の
か
を
、
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
を
軸
に
、
検
討
し

て
き
た
。

　
二
節
で
は
、
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
け
る
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
椙
解
釈
と
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
と
い
う
二
つ
の
解
釈
を
述
べ
、

こ
れ
ら
の
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
は
経
験
的
な
要
素
の
み
か
ら
で
は
決
定
で
き
な
い
と
い
う
過
小
決
定
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
し
て
、
単
純
性
と
古
典
力
学
が
提
示
す
る
実
在
像
と
の
整
合
性
と
い
う
経
験
を
越
え
た
要
素
の
観
点
か
ら
、
二
つ
の
解
釈
の
う

ち
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
を
決
定
で
き
る
か
検
討
し
た
が
、
い
ず
れ
か
の
解
釈
に
決
定
で
き
る
積
極
的
な
理
由
付
け
は
な
い
と
い
う
結
論

に
達
し
た
。

　
三
節
で
は
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
！
ク
ス
様
相
解
釈
と
バ
ヅ
ブ
様
相
解
釈
の
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
、
現
代
物
理
学
に
お

け
る
他
の
理
論
と
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
。
現
代
物
理
学
に
お
け
る
他
の
理
論
と
し
て
、
特
殊
相
対
性
理
論
を
考
え
、
特

殊
相
対
性
理
論
と
量
子
力
学
を
数
学
的
に
厳
密
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
解
釈
を
検
討
し
た
。
そ

の
結
果
、
代
数
的
場
の
董
子
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
解
釈
を
定
式
化
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
非
相
対



論
的
量
子
力
学
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
解
釈
が
定
式
化
で
き
た
た
め
に
過
小
決
定
の
問
題
が
生
じ
た
わ
け
だ
が
、
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お

い
て
は
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
定
式
化
で
き
な
い
た
め
過
小
決
定
の
問
題
す
ら
お
こ
ら
な
い
。
も
し
非
相
対
論
的
量
子
力
学
の
枠
組
み
で
、
過

小
決
定
の
問
題
が
解
決
し
た
と
し
て
も
、
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
解
釈
を
定
式
化
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　
量
子
力
学
の
解
釈
を
行
う
上
で
、
前
提
に
し
て
い
た
条
件
は
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
に
は
、
物
理
的
対
象
の
性
質
が
含
ま

れ
る
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
け
る
過
小
決
定
の
問
題
や
代
数
的
場
の
量
子
論
に
お
い
て
解
釈
を

定
式
化
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
理
由
は
、
こ
の
前
提
の
条
件
が
誤
っ
て
い
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
量
子
力
学
が

記
述
す
る
実
在
の
要
素
に
、
物
理
的
実
体
の
性
質
は
含
ま
れ
な
い
。

　
四
節
に
お
い
て
は
、
実
在
の
要
素
に
、
物
理
的
実
体
の
み
が
含
ま
れ
る
場
合
、
物
理
的
実
体
聞
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
の
み
が
含
ま
れ
る

場
合
、
物
理
的
実
体
と
物
理
的
実
体
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
含
ま
れ
る
場
合
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瀟
瀟
を
検
討
し
た
。
こ
う
し

た
検
討
の
結
果
、
現
時
点
で
私
は
、
量
子
力
学
が
記
述
す
る
実
在
の
要
素
は
、
物
理
的
実
体
と
物
理
的
実
体
問
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
で
あ

り
、
物
理
的
実
体
の
性
質
は
実
在
の
要
索
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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§
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ω
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8
γ
浄
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ミ
慧
ら
沁
ミ
駐
§
、
き
ミ
9
帖
§
ミ
ぎ
幕
⑭
ぎ
ミ
勾
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⊆
菖
①
轟
①
．

佐
藤
俊
治
（
二
〇
〇
二
）
「
様
相
解
釈
へ
の
導
入
」
、
科
学
哲
学
、
三
五
－
二
、
一
一
三
－
一
二
七
。

芝
。
鑓
拝
｝
●
（
δ
○
。
㊤
）
．
、
G
o
け
毎
9
霞
巴
国
Φ
巴
一
ω
ヨ
”
↓
ゴ
⑦
b
d
①
ω
け
o
h
b
d
o
芽
芝
。
『
置
ω
～
．
℃
b
篤
ミ
§
畿
§
㌧
お
る
㊤
－
這
心
．

　
　
注

（
1
）
　
我
々
が
直
接
観
測
で
き
な
い
も
の
が
我
々
と
は
独
立
に
存
在
し
て
い
て
、
か
つ
、
そ
れ
を
科
学
理
論
は
記
述
し
て
い
る
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
科
学

　
の
目
的
は
実
在
を
よ
り
正
確
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
観
察
や
予
測
を
よ
り
正
確
に
行
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
こ
と
も
可
能
か

　
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
科
学
の
目
的
は
実
在
を
よ
り
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
観
測
や
予
測
を
よ
り
正
確
に
行
う
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、

　
そ
れ
は
反
実
在
主
義
に
極
め
て
近
い
立
場
で
あ
り
、
科
学
的
実
在
主
義
と
は
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
実
在
主
義
の
定
義
と
し
て
、
こ

　
の
条
件
を
入
れ
な
い
場
合
も
あ
る
（
例
え
ば
、
℃
ω
芭
。
ω
（
b
。
O
O
一
）
の
ウ
ω
H
。
。
に
お
け
る
定
義
）
け
れ
ど
も
、
こ
の
条
件
も
科
学
的
実
在
主
義
の
定
義
と

　
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
科
学
的
実
在
主
義
に
関
わ
る
論
争
の
一
つ
と
し
て
、
観
察
可
能
な
も
の
と
観
察
不
可
能
な
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
観
察
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
検
出
器
な
ど
の
助
け
を
借
り
ず
に
人
間
の
目
だ
け
で
観
察
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

　
る
（
例
え
ば
、
○
冨
ω
冨
（
b
。
0
8
）
の
℃
や
①
O
為
O
を
参
照
）
。
し
か
し
、
量
子
力
学
に
お
い
て
観
測
可
能
量
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
目
で
見
る
こ

　
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
検
出
器
を
用
い
て
観
測
で
き
る
量
の
こ
と
で
、
例
え
ば
、
位
置
、
運
動
量
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
ス
ピ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

（
3
）
　
コ
ッ
ヘ
ソ
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
に
つ
い
て
は
Ω
漆
○
冨
（
H
㊤
㊤
α
）
を
、
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
に
つ
い
て
は
G
u
煽
げ
卿
Ω
漆
。
話
（
お
り
O
）
と
じ
d
償
σ
”

Ω
馨
8
卿
O
o
匡
ω
け
①
ぎ
（
ひ
。
O
O
O
）
を
参
照
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
有
限
次
元
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
の
も
と
で
考
察
し
て
い
た
の
で
、
位
置
や
運
動
量

　
を
数
学
的
に
厳
密
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
漏
置
く
。
誘
。
づ
卿
Ω
凶
津
。
瓢
（
お
㊤
㊤
）
は
無
限
次
元
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
の
も
と
で
こ
れ
ら
の
解
釈
を

考
察
し
、
位
置
や
運
動
量
も
数
学
的
に
厳
密
に
扱
え
る
よ
う
な
枠
組
み
を
与
え
た
。

（
4
）
　
こ
こ
の
議
論
は
、
い
曽
巳
零
（
H
O
Q
。
一
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
悲
観
的
な
帰
納
法
と
よ
ぼ
れ
る
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
悲
観
的
な
帰
納
法
と

　
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
ほ
ぼ
正
し
い
経
験
的
予
測
を
し
て
い
た
科
学
理
論
に
お
い
て
実
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
対
象
、

量
子
力
学
に
お
け
る
解
釈
問
題
と
科
学
的
実
在
主
義

一
〇
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
三
号

～
○
二

　
例
え
ば
熱
素
や
エ
ー
テ
ル
な
ど
は
現
在
の
科
学
理
論
に
お
い
て
は
実
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
帰
納
的
に
現
在
受
け
入
れ
ら
れ
て

　
い
る
科
学
理
論
が
扱
う
対
象
、
例
え
ば
電
子
な
ど
も
将
来
の
科
学
理
論
に
お
い
て
は
実
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
悲
観
的
な

帰
納
法
は
科
学
的
実
在
主
義
に
反
対
す
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
的
実
在
主
義
に
対
す
る
批
判
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
墨
筆
力
学
が
記
述
す
る
実
在
は
、
古

　
典
力
学
が
記
述
す
る
実
在
と
、
整
含
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

（
5
）
　
蚤
子
力
学
の
バ
ッ
プ
様
相
解
釈
で
は
、
位
置
と
運
動
璽
の
両
方
を
指
定
物
理
童
と
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

（
6
）
　
佐
藤
（
二
〇
〇
二
）
は
、
コ
ッ
ヘ
ン
・
デ
ィ
ー
ク
ス
様
相
解
釈
（
佐
藤
（
二
〇
〇
瓢
）
は
、
フ
ァ
ー
マ
ス
・
デ
ィ
ー
ク
ス
図
根
解
釈
と
よ
ん
で
い

　
る
）
と
パ
ッ
プ
様
梱
解
釈
の
も
と
で
、
過
小
決
定
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
に
、
空
者
の
優
劣
を
決
定
す
る
基
準
が
な
い
と
述
べ
、
「
騒
子

力
学
の
哲
学
に
お
け
る
実
在
主
義
の
復
権
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
（
佐
藤
、
二
〇
〇
二
、
　
二
～
1
　
二
二
頁
）
。

（
7
）
　
鎖
堅
く
。
毎
§
（
笛
0
8
）
は
、
Ω
捧
。
昌
（
卜
。
O
O
O
）
が
「
確
定
し
た
命
題
は
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
課
し
た
条
件

が
適
切
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
条
件
よ
り
弱
い
条
件
を
提
案
し
て
い
る
（
鎖
悉
く
。
湊
§
b
O
8
噂
ω
㊦
o
鋤
。
昌
笛
b
）
。
し
か
し
、
こ
の
条
件

　
の
下
で
、
多
く
の
状
態
の
も
と
で
、
そ
の
状
態
の
み
か
ら
決
ま
る
真
偽
の
確
定
し
た
観
灘
命
題
が
存
在
し
な
い
と
い
う
問
題
が
解
決
で
き
る
か
ど
う
か
は

　
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
8
）
実
在
の
要
素
に
、
物
理
的
対
象
、
物
理
的
対
象
の
性
質
、
物
理
的
対
象
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
の
い
ず
れ
も
含
ま
れ
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

　
れ
は
科
学
的
実
在
主
義
と
は
い
え
ず
、
反
実
在
主
義
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
科
学
的
実
在
主
義
は
妥
当
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
議
論
を

　
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
可
能
性
は
考
え
な
い
。
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注
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で
述
べ
た
悲
観
的
な
帰
納
法
に
対
し
て
、
ぞ
。
豊
沼
（
お
。
。
㊤
）
は
、
古
い
理
論
か
ら
薪
し
い
理
論
に
移
行
し
て
も
、
科
学
理
論
が
記
述
す
る
実

　
在
と
し
て
物
理
的
対
象
問
の
関
係
か
ら
な
る
溝
造
は
保
存
さ
れ
る
と
主
張
し
て
、
科
学
的
実
在
主
義
の
立
場
を
擁
護
し
た
。
い
餌
身
∋
讐
（
日
O
㊤
。
。
）
は
、

　
譲
。
舜
鷺
（
ち
G
。
り
）
の
立
場
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
量
子
力
学
的
粒
子
に
お
け
る
過
小
決
定
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
て
、
物
理
的
実
体
は
存
在
し
な

　
い
が
物
理
的
対
象
間
の
関
係
か
ら
な
る
構
造
は
存
在
す
る
と
主
張
し
た
。
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qualities　are　concerned．　Unfortunately，　this　interpretation　begs　the　question

because　it　presupposes　the　very　point　that　an　idea　can　have　size，　shape　or　motion

as　physical　objects　do．　The　latter　interpretation　is　an　attempt　to　disrriiss　the

metaphysical　problem　by　assimiiating　Lockean　ideas　with　intentional　objects，　that

is，　the　objects　which　appear　to　us．　However，　since　Locke　denies　that　ideas　can　be

characterized　as　such　objects，　this　interpretation　must　be　rejected．

　　Furthermore，　Locl〈e　can　avoid　the　metaphysical　ptoblem，　while　maintaining　that

the　naive　interpretation　is　plausible．　Judging　from　the　textual　evidence，　Lockean

ideas　should　be　understbod　as　mental　images．　Now，　the　question　is　how　these

mental　images　can　have　properties　such　as　size，　shape　or　motion．　We　can　find　the

answer　to　this　question　in　Locke’s　episteinological　method．　ln　the　metaphysical

problem　it　is　assumed　that　no　mental　entities，　including　ideas，　can　be　extended，

unlike　physical　properties．　This　idea　can　be　dismissed　in　Locl〈e’s　epistemology．　Kis

main　epistemological　device　is　a　“historical，　plain　method，”　a　scientific　method

entirely　based　on　our　observations．　This　method　implies　that　we　must　take　an

agnostic　attitude　towards　the　nature　of　mind　because　any　inquiries　into　it　go

beyond　our　observations．　This　means　that，　in　this　method，　the　idea　that　no　mental

entities　can　be　extended　must　be　rejected　as　a　dogmatic　opinion．　Thus，　since　Locke

does　not　have　to　take　the　metaphysical　problem　seriously，　there　is　no　problem　for

him　to　maintain　the　resemblance　between　ideas　and　qualities　in　the　naive　way．

The　lnterpretation　Problem　of　Quantum　Mechanics
　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Scientific　Realism

　　　　Yuichiro　KITAJIMA

　　　　　　Part－time　lecturer

International　Buddhist　University

　　Scientific　realism　holds　that　the　physical　world　exists　independently　of　human

perception，　and　that　the　aim　of　science　is　to　provide　a　true　description　of　the　world．

Entities，　properties　of　entities　and　structures　consisting　of　relations　between

entities　could　be　regarded　as　the　elements　of　reality　from　a　realistic　point　of　view．

The　interpretation　problem　of　quantum　mechanics　is　an　attempt　to　answer　the

question；　which　properties　of　physical　entities　are　real　in　quantum　mechanics？

That　is，　this　prob｝em　presupposes　that　properties　of　physical　entities　can　be

5



regarded　as　the　elements　of　reality．　ln　the　present　paper　1　discuss　the　interpretation

problem　of　quantum　mechanics　in　order　to　examine　which　elements　are　real．　I

conclude　that　the　properties　of　physical　entities　cannot　be　regarded　as　the　elements

of　reality，　and　that　the　elements　of　reality　are　entities　and　structures　consisting　of

relations　between　entities．

6


