
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

　
　
　
1
量
子
論
に
お
け
る
局
所
性
、
並
び
に
代
数
的
視
点
と
幾
何
学
的
視
点
の
干
渉
1

原
　
田
　
雅
　
樹

　
○
田
Φ
ω
－
○
器
什
8
9
き
び
q
興
（
冨
り
鼻
ω
ω
。
。
）
は
科
学
を
一
つ
の
「
作
品
（
o
豪
く
器
）
扁
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
「
作
品
」
が
概
念

を
固
定
化
し
、
そ
の
固
定
化
し
た
構
造
に
よ
り
、
そ
の
作
者
の
意
識
を
越
え
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
○
鑓
昌
ひ
q
興
の
「
作
品
」
の
概

念
に
よ
り
つ
つ
、
原
田
冒
0
8
α
｝
が
提
示
し
て
い
る
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
を
拙
論
で
主
題
化
し
て
み
よ
う
。
科
学
作
品
の
「
現
象
学
」

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
現
象
学
と
は
異
な
り
、
意
識
に
直
接
現
れ
る
こ
と
を
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
科
学
活
動
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
科
学
概
念
の
性
格
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
現
象
学
で
あ
る
。
具
体
的
な
科
学
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に

あ
る
純
粋
現
象
学
は
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
・
科
学
認
識
論
に
開
か
れ
た
現
象
学
の
方
向
へ
と
移
行
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
行
は
、

す
べ
て
の
学
問
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
純
粋
現
象
学
か
ら
、
科
学
作
品
の
記
述
を
媒
介
に
し
て
主
観
性
の
構
造
を
反
省
的
に
解
明
す
る
た

め
の
、
解
釈
学
的
と
も
よ
べ
る
よ
う
な
現
象
学
へ
の
移
行
で
も
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
シ
ン
ボ
ル
も
直
観
も
「
意
味
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
物
理
学
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
数
学
の
性
格
に
深
く
つ
な
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
物
理
的
実
在
を
考
慮
す
る
際
に

も
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
上
述
の
「
科
学
作
晶
の
現
象
学
」
を
実
行
し
な
が
ら
拙
論
で
示
し
て
い
く
。

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
数
学
・
物
理
学
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
概
念
の
使
用
を
心
に
留
め
て
お
く
。
一
九
世
紀
の
物
理
学
者
の
甑
鉱
筥
げ
9
自

や
劇
①
詳
N
ら
が
、
自
然
科
学
に
お
い
て
シ
ン
ボ
ル
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
団
Φ
一
転
犀
。
壽
［
H
Q
。
Φ
①
］
に
よ
れ

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

二
七
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八

ぽ
、
人
聞
の
持
つ
感
覚
や
表
象
は
、
対
象
の
写
像
で
は
な
く
、
記
号
で
あ
る
。
頴
興
欝
口
。
。
逡
］
に
よ
る
と
、
思
考
が
シ
ン
ボ
ル
を
形
成
し
、

そ
れ
が
外
的
対
象
を
認
識
す
る
た
め
の
媒
介
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
数
学
に
お
い
て
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
集

合
論
の
誕
生
に
よ
り
、
数
学
者
は
、
直
観
と
シ
ン
ボ
ル
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
論
理
主
義
、
形
式
主

義
、
直
観
主
義
の
間
の
数
学
基
礎
論
論
争
に
お
い
て
も
、
直
観
と
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
概
念
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

℃
o
冒
＄
み
（
［
お
O
㎝
］
鴇
Ω
窮
℃
貯
Φ
一
・
・
）
に
よ
る
と
、
数
学
者
は
直
観
型
と
論
理
型
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
よ
っ
て
思

考
す
る
幾
何
学
者
に
多
く
、
後
者
は
「
形
式
」
論
理
（
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
論
理
）
的
な
厳
密
性
を
も
っ
て
思
考
す
る
解
析
学
者
に
多
い
と
彼
は

い
う
。
し
か
し
、
解
析
学
者
も
直
観
を
必
要
と
し
、
幾
何
学
者
も
論
理
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。

　
一
九
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
、
数
学
・
物
理
学
が
、
直
観
的
で
は
な
く
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
と
、
算
術
と
幾
何
学
の
解
析
学
化
と
代
数
学
化
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
直
観

と
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
概
念
を
初
め
か
ら
正
確
に
定
義
す
る
代
わ
り
に
、
算
術
・
数
論
や
幾
何
学
に
お
い
て
は
、
直
観
的
な
対
象
を
扱
う
こ
と

が
研
究
を
先
導
し
、
代
数
学
や
解
析
学
で
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
作
用
素
を
操
作
す
る
こ
と
が
研
究
を
先
導
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

論
の
作
業
仮
説
と
し
て
考
え
て
お
く
。
算
術
・
数
論
に
お
け
る
数
、
あ
る
い
は
幾
何
学
に
お
け
る
図
形
と
い
っ
た
直
観
的
概
念
の
理
解
と
再

構
成
は
、
代
数
掌
や
解
析
学
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
概
念
の
操
作
と
深
く
干
渉
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
数
学
に
お
け
る
直
観

的
な
概
念
の
理
解
と
再
構
成
、
な
ら
び
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
概
念
の
操
作
、
そ
し
て
、
実
験
物
理
学
に
お
け
る
観
測
の
干
渉
に
よ
っ
て
、
物

理
学
に
お
け
る
概
念
は
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
哲
学
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
は
、
物
理
学
と
数
学
の
つ
な
が

り
は
、
主
に
幾
何
学
的
直
観
を
介
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
の
哲
学
、
そ
し
て
、
ガ
リ
レ

オ
と
エ
ユ
ー
ト
γ
の
物
理
思
想
か
ら
来
て
い
る
。
特
に
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
、
物
理
学
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
代
数
学
の
重
要
性

と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
物
理
学
と
数
学
の
関
係
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
的
思
考
の
重
要
性
を
・
王
負
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
な
哲
学
的
傾
向
と
対
話
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、



二
〇
世
紀
の
前
半
期
に
哲
学
者
カ
ッ
シ
ー
ラ
が
・
王
心
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
シ
ン
ボ
ル
的
思
考
の
み
で
は

十
分
で
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
直
観
的
・
幾
何
学
的
思
考
と
シ
ン
ボ
ル
的
・
代
数
的
思
考
を
い
か
に
し
て
編
み
合
わ
せ
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
思
考
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
実
在
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
拙
論
に
お
い
て
提
案
す
る
「
科
学
作
晶
の
現
象
学
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
か
を
場

の
量
子
論
の
構
築
と
、
新
し
い
幾
何
学
に
よ
る
そ
れ
の
再
構
成
と
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
　
科
学
作
品
の
現
象
学

　
こ
の
論
文
が
・
王
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
現
象
学
を

移
行
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
。
中
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
は
、
エ
ポ
ケ
ー
、
す
な
わ
ち
「
世
界
」
の
括
弧
入
れ
と
い
う

重
要
な
方
法
論
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
世
界
の
存
在
を
括
弧
に
入
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
的
エ
ポ
ケ
ー
を
、
物
理
的
実
在
を
括
弧
に
入
れ

る
数
学
的
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
現
に
よ
る
エ
ポ
ケ
ー
へ
と
移
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
は
提
唱
す
る
。
後
に
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
、
絶
対
的
な
エ
ポ
ケ
ー
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
代
わ
り
に
前
科
学
的
な
「
生
活
世
界
」
と
い
う
媒
介
を
取
り

入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
「
生
活
世
界
」
と
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理

念
化
の
間
に
あ
る
関
係
を
、
科
学
者
の
通
常
の
直
観
が
よ
く
機
能
す
る
慣
れ
た
「
世
界
」
と
新
し
く
構
築
す
べ
き
科
学
理
論
の
関
係
へ
と
移

動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
・
科
学
認
識
論
に
開
か
れ
た
現
象
学
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
こ
の
科
学
者
の
直
観
が
機

能
す
る
「
世
界
」
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
「
生
活
世
界
」
に
見
ら
れ
る
基
礎
付
け
的
な
も
の
を
放
棄
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
へ
の
移
行
の
中
で
、
シ
ン
ボ
ル
、
直
観
、
実
在
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
哲
学
的
概
念
が
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
科
学
理
論
を
単
に
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
と
考
え
、
物
理
的
実
在

と
の
関
係
を
「
括
弧
に
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
「
エ
ポ
ケ
ー
一
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

二
九
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三
〇

う
か
。
こ
の
「
括
弧
入
れ
」
に
よ
っ
て
、
多
く
の
科
学
理
論
は
誕
生
し
た
。
特
に
、
量
子
物
理
学
は
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で

「
括
弧
入
れ
」
と
い
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
イ
デ
ー
ソ
の
な
か
で
い
う
「
世
界
の
妥
当
も
し
く
は
、
存
在
を
禁
止
す
る
」
と
か
、
「
実
在

的
な
も
の
た
る
空
間
蒔
間
的
現
存
在
が
持
つ
存
在
や
、
性
質
的
あ
り
方
や
、
一
切
の
存
在
様
相
に
対
し
て
は
、
ど
ん
な
難
事
で
あ
ろ
う
と
も

み
な
、
つ
ま
り
ど
ん
な
述
語
的
態
度
決
定
で
あ
ろ
う
と
も
み
な
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
を
締
め
出
す
」
と
い
っ
た
意
味
に
近
い
意
味
で
あ

り
、
彼
が
要
請
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
現
象
学
的
還
元
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
世
界
に
関
係
し
た
既
成
の
「
学
問
の
持
つ
も
ろ
も
ろ
の
妥
当
を

絶
対
に
使
用
し
な
い
」
（
ミ
偽
§
押
吻
器
”
饗
　
邦
訳
、
一
巻
、
一
壷
）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
意
昧
に
お
い
て
、
数
理
物
理
学
に
お
け
る

代
数
的
・
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
方
法
と
い
う
も
の
は
、
直
観
的
・
幾
何
学
的
な
も
の
、
そ
し
て
、
直
観
的
・
物
理
的
実
在
と
い
う
も
の
を
～
旦

「
括
弧
に
入
れ
」
、
そ
の
後
に
、
物
理
的
基
礎
概
念
（
空
間
、
蒔
問
、
局
所
性
な
ど
）
へ
の
「
反
省
」
に
よ
っ
て
、
物
理
的
「
実
在
」
を
再
構

成
・
再
把
握
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
知
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
の
上
に
形
式
論
理
学
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
純
粋
現
象
学
を
、
実
験
物
理
学
、
理
論
物
理
学
、

数
理
物
理
学
の
間
の
関
係
の
分
析
を
行
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
「
科
学
作
女
の
現
象
学
扁
へ
と
移
行
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
、
数
理
物
理
学

に
お
け
る
直
観
が
あ
る
な
ら
ぽ
、
幾
何
学
化
と
直
観
化
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
が
実
験
物
理
学
に
お
け
る
直

観
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
か
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
…
ル
に
お
け
る
媒
介
さ
れ
た
非
直
接
的
な
直
観
、
す
な
わ
ち

カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観
の
感
性
的
直
観
・
知
覚
に
よ
る
基
礎
づ
け
の
問
題
（
心
境
ω
ω
㊦
算
卜
q
≦
あ
き
ω
ω
…
潤
餌
潔
癖
冒
0
8
血
ピ
O
ぎ
℃
．
ぴ
。
一
一
』
N

o）

j
を
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
と
移
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
純
粋
現
象
学
の
科
学
外
的
方
法
論
を
科
学
内
的
方
法
論
に
移
行
さ
せ
る
た
め
の
哲
学
的
考
察
は
原
田
［
N
O
O
①
a
が
扱
っ
て
い
る
。
ボ
ー

ア
の
水
素
原
子
モ
デ
ル
の
失
敗
と
共
に
、
古
典
物
理
学
の
世
界
に
お
け
る
「
粒
子
偏
と
い
っ
た
臼
常
豪
語
に
も
繋
が
る
直
観
的
概
念
が
、
量

子
物
理
学
の
中
で
は
機
能
し
な
い
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
e
凶
毒
。
［
お
b
。
呂
）
が
シ
ン
ボ
ル
的
方

法
を
用
い
て
携
翻
し
た
変
換
理
論
に
よ
る
量
子
力
学
の
形
式
化
に
よ
っ
て
、
古
典
的
「
粒
子
」
概
念
に
付
随
す
る
直
観
的
な
可
換
物
理
量
か



ら
、
量
子
離
開
可
換
物
理
量
は
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ン
ボ
ル
的
方
法
は
、
こ
の
量
子
力
学
の
背
後
に
あ
る
物
理
的
実
在
を
い
っ

た
ん
括
弧
に
入
れ
る
。
物
理
的
実
在
の
括
弧
入
れ
に
伴
う
「
粒
子
」
や
「
波
動
」
と
い
っ
た
物
理
的
基
本
概
念
の
括
心
入
れ
は
、
あ
る
意
味

で
ボ
ー
ア
の
相
補
性
の
原
理
で
正
当
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
は
、
量
子
論
の
物
理
的
基
本
概
念
を
本

当
の
意
味
で
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
物
理
学
者
の
関
心
を
当
面
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
問
題
か
ら
反
ら
せ
、
有
効
な
物
理
理

論
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

　
量
子
論
に
お
け
る
様
々
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
…
機
能
を
記
述
し
た
原
田
［
8
ミ
］
の
と
り
あ
げ
る
量
子
物
理
学
の
概
念
史
は
、
上
述
の
よ
う
な

「
作
品
の
現
象
学
」
へ
の
移
行
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
古
典
物
理
学
に
お
い
て
は
、
粒
子
の
空
間
内
の
運
動
と
、
連
続
的
媒
体
内
を
伝

播
す
る
波
動
と
は
、
物
理
的
に
別
の
現
象
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
粒
子
が
同
時
に
波
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
粒
子
と
波
動
の
古
典
的
概
念
を
「
二
元
論
」
的
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
物
理
的
「
実
在
」
概
念
と
も
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
実
在
た
る
粒
子
の
空
間
内
の
運
動
を
現
象
と
し
て
扱
い
、
他
方
で
は
、
実
在
た
る
媒
体
内
部
を
伝
播
す
る

波
動
を
現
象
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
、
量
子
論
に
お
い
て
は
、
粒
子
と
波
動
は
こ
の
よ
う
に
古
典
論
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

光
も
電
子
も
、
粒
子
で
あ
り
、
波
動
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
粒
子
性
と
波
動
性
の
ど
ち
ら
が
現
象
と
し
て
現
れ
る
か

は
、
ど
ん
な
物
理
量
を
観
測
す
る
装
置
を
準
備
す
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
量
子
は
、
観
測
以
前
に
は
粒
子
で
あ
る
の
か
、
波
動
で
あ
る
の

か
。
こ
こ
に
は
二
者
択
一
の
答
え
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
古
典
的
な
「
実
在
」
概
念
も
、
そ
れ
に
伴
う
「
様
態
し
と
し
て
の
現
象
と
い
う
概

念
も
量
子
論
に
お
い
て
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
く
る
。
量
子
論
に
お
け
る
「
粒
子
」
は
、
時
空
内
に
軌
跡
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

早
耳
で
、
古
典
的
粒
子
と
は
異
な
る
。
「
波
動
」
と
し
て
の
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
非
連
続
の
値
し
か
と
り
え
な
い
と
い
う
田
面
で
、
光
は
古

典
的
波
動
と
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
量
子
論
に
お
い
て
分
か
っ
て
き
た
が
、
そ
の
「
粒
子
」
と
「
波
動
」
の
物
理
的
身
分
の
関
係
が

は
っ
き
り
す
る
ま
で
に
は
、
量
子
力
学
の
誕
生
の
後
、
さ
ら
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
量
子
力
学
に
お
い
て
、
粒
子

と
波
動
の
二
重
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
粒
子
と
波
動
の
コ
一
元
論
」
的
な
古
典
的
直
観
が
、
粒
子
性
と
波
動
性
が
同
じ
物
理
的
身
分
を

「
科
学
作
晶
の
現
象
学
し
の
試
み

一
三
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持
ち
、
交
代
で
き
る
と
い
う
「
双
対
的
」
な
概
念
と
し
て
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
る
に
は
、
量
子
場
の
概
念
の
誕
生
を
待
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
場
の
量
子
論
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
は
、
ボ
ー
ア
、
　
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
を
含
む
多
く
の
物
理
学
者
が
、

電
子
は
実
体
的
に
は
粒
子
で
あ
り
、
付
帯
的
性
質
と
し
て
波
動
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
光
は
実
体
的
に
は
波
動
で
あ
り
、
付

帯
的
性
質
と
し
て
粒
子
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
ま
だ
古
典
的
物
理
に
お
け
る
直
観
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
、
董
子
場
の
概

念
は
次
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
て
い
っ
た
。
デ
ィ
ラ
ッ
ク
が
、
彼
の
物
理
的
実
在
観
に
結
び
つ
い
た
幾
何
学
方
法
に
よ
っ
て
、
　
｝
方
で
、
古

典
的
波
動
で
あ
る
電
磁
場
（
ボ
ゾ
ソ
）
を
堂
子
化
し
、
他
方
で
、
電
子
粒
子
（
フ
ェ
ル
ミ
オ
ソ
）
の
網
対
論
的
鐙
子
力
学
を
粒
子
的
見
地
か

ら
構
築
し
た
。
し
ぼ
ら
く
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
が
代
数
的
方
法
に
よ
っ
て
フ
ェ
ル
ミ
オ
ソ
場
を
量
子
化
し
た
が
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
当
時
、
彼
の

物
理
的
実
在
観
か
ら
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
の
代
数
的
方
法
に
対
し
、
強
い
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ヨ
ル
ダ
ン
の
代
数
的
方
法

に
よ
る
フ
ェ
ル
ミ
オ
ソ
場
の
量
子
化
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
粒
子
性
と
波
動
性
が
同
じ
物
理
的
身
分
を
持
ち
、
交
代
で
き
る
と
い
う
「
双
対

的
」
な
概
念
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
（
原
繊
冒
O
O
謡
、
4
節
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
笹
子
論
は
、
非
直
観
的
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
的
・
代
数
的
方
法
は
、
古
典
的
マ
ク
ロ
世
界
に
適

合
す
る
直
観
と
い
う
も
の
か
ら
、
私
た
ち
の
思
考
を
引
き
離
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
困
難
で
あ
る
と
は
い
え
、
代
数
的
に
表
現
さ
れ

た
理
論
の
幾
何
学
化
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、
物
理
的
基
本
概
念
、
特
に
局
所
性
の
概
念
の
意
味
を
再
把
握
し
な
が
ら
物
理
的
直
観
を
再
構

成
し
よ
う
と
し
て
き
た
し
、
現
在
も
し
て
い
る
。

　
科
学
の
概
念
史
を
記
述
す
る
こ
と
に
始
め
ら
れ
る
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
が
、
科
学
の
基
本
概
念
に
対
す
る
反
省
を
通
し
て
、
主
観
性

に
対
す
る
反
省
を
叢
叢
に
す
る
た
め
に
は
、
科
学
概
念
史
の
記
述
の
中
で
、
実
在
、
理
解
、
直
観
と
い
っ
た
哲
学
的
基
礎
概
念
が
解
明
さ
れ

て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
量
子
力
学
、
そ
し
て
場
の
量
子
論
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
は
非
常
に
成
功
し
た
理
論
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
が
「
理
解
」
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
そ
う
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
数
学
者
菊
⑦
”
み
8
｝
μ
9
ゴ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



　
　
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
、
等
ミ
ら
愛
8
ミ
◎
§
ミ
ミ
ミ
ミ
§
ぎ
ミ
8
の
序
文
の
中
で
、
量
子
力
学
の
根
底
に
あ
る
概
念
に
は
直
観
的
内
容
を
与

　
　
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
無
視
で
き
る
こ
と
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る
。
し
か
し
、
金
て
の
現
象
が
数
学
的
に
一

　
　
得
し
た
シ
ェ
ー
マ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
内
容
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
世
界
、
こ
の
よ
う
な
世
界
に

　
　
お
い
て
、
入
間
精
神
が
十
分
に
満
足
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
確
信
し
て
い
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
ぽ
魔
法
に
か
け
ら
れ

　
　
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
知
的
理
解
（
凶
簿
亀
Φ
＆
§
）
の
．
可
能
性
、
す
な
わ
ち
所
与
の
シ
ェ
ー
マ
を
幾
何
学
的
に
解
釈
す
る

　
　
可
能
性
を
欠
い
て
い
る
と
き
、
人
が
と
る
態
度
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適

　
　
切
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
所
与
の
シ
ェ
ー
マ
に
対
し
て
直
観
的
正
当
性
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
可
能
性
で
あ
る
。
も
う

　
　
ひ
と
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
無
理
解
を
仕
方
な
い
も
の
と
す
る
状
況
に
陥
り
、
そ
の
無
理
解
が
習
慣
に
よ
っ
て
無
関
心
へ
と
変
形
し
て
い

　
　
っ
て
し
ま
う
可
能
性
で
あ
る
（
日
9
日
ロ
O
ミ
］
覇
）
。

ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
彼
は
「
理
解
す
る
と
は
幾
何
学
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
6
げ
。
日
野
⑩
。
。
ω
H
①
）
と
言
っ
て
い
る
。
わ
た
し
に
は
、

こ
の
二
つ
の
↓
げ
。
ヨ
の
言
葉
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
量
子
論
が
よ
く
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う

問
題
は
、
代
数
的
に
構
築
さ
れ
た
量
子
論
の
幾
何
学
化
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
代
数

的
に
構
築
さ
れ
た
場
の
量
子
論
を
幾
何
学
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
が
、
≧
曽
ぎ
O
O
暮
Φ
ω
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
非
可
換
幾
何
学
を

量
子
論
に
応
用
す
る
試
み
で
あ
る
。
量
子
論
に
お
け
る
物
理
量
の
非
可
換
性
を
主
題
化
し
つ
つ
、
「
空
間
は
可
換
な
点
の
集
合
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
古
典
的
・
可
換
幾
何
学
の
基
礎
に
あ
る
多
様
体
概
念
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
非
可
換
幾
何
学
の
試
み

で
あ
る
。
こ
の
非
可
換
幾
何
学
、
特
に
非
可
換
微
分
幾
何
学
に
よ
っ
て
場
の
量
子
論
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
量
子
論
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
試
み
と
考
え
ら
れ
る
（
原
田
霜
O
O
己
、
5
節
）
。
非
可
換
幾
何
学
の
構
築
に
お
い
て
は
、
代
数
的
シ
ン
ボ
ル
と
幾
何
学
的
直
観

の
干
渉
が
主
題
化
さ
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
数
学
的
幾
何
学
化
と
物
理
的
実
在
の
把
握
が
い
か
に
関
係
す
る
か
を
考
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

「
科
学
作
品
の
現
象
学
篇
の
試
み

三
三
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王
四

二
　
代
数
的
な
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
幾
何
学
的
な
直
観
的
な
も
の

　
拙
論
に
お
い
て
、
主
に
幾
何
学
を
薩
観
的
な
も
の
の
側
に
属
さ
せ
、
代
数
学
と
解
析
学
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
の
側
に
属
さ
せ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
幾
何
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
側
面
と
、
代
数
学
や
解
析
学
の
直
観
的
な
側
面
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、

代
数
学
や
解
析
学
の
形
式
論
理
学
に
還
元
さ
れ
え
な
い
構
成
的
な
側
面
を
主
題
化
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
直
観
的
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
拙
論
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
側
面
を
・
王
題
化
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
代
数
学
や
解
析
学
の
直
観
的
側
面
は
幾
何

　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

学
と
の
千
渉
に
、
幾
何
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
側
面
は
代
数
学
や
解
析
学
と
の
干
渉
に
大
き
く
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
、
拙
論
で
は

焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
意
昧
で
、
幾
何
学
を
第
一
に
直
観
的
な
も
の
と
し
て
考
え
、
代
数
学
や
解
析
学
を
第
一
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の

と
し
て
考
え
る
の
か
。
現
代
最
大
の
幾
何
学
者
の
一
入
で
あ
り
、
場
の
量
子
論
と
深
く
関
係
す
る
数
学
理
論
で
あ
る
ゲ
ー
ジ
理
論
の
発
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
大
ぎ
く
貢
献
し
た
三
一
〇
7
器
一
≧
ぞ
筈
は
、
幾
何
学
と
代
数
学
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
≧
ぐ
讐
は
、
幾
何

学
は
空
聞
に
関
係
し
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
視
覚
に
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
神
経
生
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
私
の
友
入
達
に
よ
れ
ば
、
視
覚
は
、
脳
皮
質
の
大
体
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
用
い

　
　
て
い
る
。
脳
に
は
お
お
よ
そ
一
七
つ
の
異
な
っ
た
中
枢
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
視
覚
の
プ
ロ
セ
ス
の
異
な
っ
た
部
分
を
専
門
的
に
請
け

　
　
負
っ
て
い
る
。
あ
る
部
分
は
垂
葭
方
向
に
、
あ
る
部
分
は
水
平
方
向
に
、
あ
る
部
分
は
色
、
遠
近
法
に
、
そ
し
て
鍛
後
に
、
あ
る
部
分

　
　
は
意
味
と
解
釈
に
関
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
見
る
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
は
私
た
ち
の
進
化
の
非
常

　
　
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
空
理
薩
観
な
い
し
空
間
知
覚
は
非
常
に
強
力
な
道
具
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
幾
何
学
が
現
在
、

　
　
数
学
の
並
外
れ
て
強
力
な
部
分
で
あ
る
こ
と
の
書
崩
で
あ
る
。
幾
何
学
が
強
力
で
あ
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
幾
何
学
的
で
あ
る
も
の
に

　
　
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
対
し
て
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
幾
何
学
的
形
式
の
中
に
お
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
す
る



　
　
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
を
用
い
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
直
観
は
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
強
力
な

　
　
道
具
で
あ
る
（
≧
帯
魯
［
・
。
O
O
鼻
蒔
。
。
）
。

そ
し
て
、
多
く
の
西
洋
書
語
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
英
語
の
、
．
ω
Φ
Φ
、
、
が
．
．
§
仙
Φ
誘
＄
口
亀
．
を
意
味
す
る
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、

「
瞬
時
の
視
覚
活
動
に
よ
っ
て
非
常
に
大
量
の
情
報
を
吸
収
す
る
巨
大
な
能
力
と
共
に
、
人
聞
の
精
神
は
進
化
し
た
の
で
あ
り
、
数
学
は
そ

の
こ
と
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
」
（
§
§
）
と
》
賦
捧
げ
は
述
べ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
視
覚
と
い
う
直
観
に
起
源
を
も
つ
幾
何
学
に
対
し
、
》
叶
帯
讐
は
、
次
の
よ
う
に
代
数
学
の
起
源
を
計
算
と
い
う
行
為
に
探

し
求
め
る
。
幾
何
学
が
空
間
に
関
係
し
て
い
る
の
に
対
し
、
代
数
学
は
本
質
的
に
時
間
に
関
係
し
て
い
る
。
代
数
学
に
お
い
て
は
、
一
連
の

演
算
が
一
つ
一
つ
ス
テ
ッ
プ
を
追
っ
て
、
順
々
に
（
．
．
O
コ
①
　
鋤
｛
叶
Φ
憎
　
け
げ
Φ
　
O
ひ
び
Φ
門
噸
”
）
実
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
順
々
に
」
と
い
う
表
現
は
時
聞

を
経
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
幾
何
学
が
本
質
的
に
静
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
代
数
学
は
静
的
で
あ

り
え
な
い
。
現
代
代
数
学
に
限
ら
ず
、
い
か
な
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
計
算
の
プ
ロ
セ
ス
も
時
間
の
中
で
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
数
学
に
と

っ
て
は
、
時
間
の
中
で
実
行
さ
れ
る
継
続
的
思
考
に
関
わ
る
代
数
学
的
側
面
と
、
空
間
に
お
け
る
視
覚
的
理
解
、
な
い
し
視
覚
的
思
考
に
関

わ
る
幾
何
学
的
側
面
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
〉
ぼ
巻
げ
は
述
べ
る
。

　
さ
ら
に
、
幾
何
学
的
側
面
と
代
数
学
的
側
面
と
か
ら
な
る
数
学
と
並
行
し
た
二
つ
の
側
面
、
概
念
と
実
験
が
物
理
学
の
中
に
あ
る
と

〉
凱
く
魯
は
言
う
。

　
　
物
理
学
は
二
つ
の
部
分
を
持
つ
。
一
つ
は
理
論
（
概
念
、
理
念
、
言
葉
、
法
則
）
で
あ
り
、
も
う
　
つ
は
実
験
で
あ
る
。
概
念
は
、
実

　
　
在
の
世
界
に
お
い
て
生
ず
る
物
事
に
関
す
る
が
故
に
、
あ
る
広
い
意
味
に
お
い
て
幾
何
学
的
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に

　
　
対
し
て
、
実
験
は
も
っ
と
代
数
的
な
計
算
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
実
験
は
時
間
の
中
で
行
な
わ
れ
、
そ
こ
で
あ
る
数
値
が
測
定
さ
れ
、

　
　
そ
の
数
値
は
あ
る
式
の
中
に
お
か
れ
る
。
し
か
し
、
実
験
の
背
後
に
あ
る
基
礎
的
概
念
は
幾
何
学
的
伝
統
の
一
部
分
で
あ
る
（
§
§
）
。

　
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
と
代
数
学
の
性
格
付
け
に
よ
り
な
が
ら
、
代
数
的
計
算
を
し
て
い
る
と
き
に
は
思
考
す
る
こ
と
を
本
質
的
に
は
止
め

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

三
五
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て
い
る
、
そ
し
て
、
幾
何
学
的
に
考
え
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
、
》
什
ぼ
蝉
ン
は

言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
幾
何
学
的
に
考
え
る
こ
と
な
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
幾
何
学
と
代
数
学
は
異
な

っ
て
性
格
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
　
つ
は
…
様
々
な
か
た
ち
で
混
合
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
代
数
学
者
は
し
ぼ
し
ば
図
（
象
鋤
α
q
鑓
ヨ
）
を
用
い

る
が
、
こ
れ
は
｝
種
の
幾
何
学
へ
の
譲
歩
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
る
。

　
諺
賦
斎
7
は
幾
何
学
的
思
考
を
視
覚
的
思
考
な
い
し
直
観
的
思
考
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
愚
昧
を
思
考
す
る
こ
と
に
結
び
付
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
視
覚
と
意
味
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象

学
を
導
入
し
た
著
書
『
論
理
学
研
究
隔
の
第
一
研
究
の
中
で
、
雷
語
講
習
に
お
け
る
理
念
的
な
意
味
の
根
源
を
問
う
。
そ
こ
で
は
、
一
方
で
、

シ
ン
ボ
ル
・
記
号
を
意
味
付
け
作
用
と
し
て
の
意
識
の
志
向
性
と
結
び
つ
け
（
掴
器
ω
①
鼻
卜
q
囲
』
甲
貿
O
”
さ
。
ω
よ
一
）
、
他
方
で
、
そ
の
意
昧

志
向
を
充
実
さ
せ
る
も
の
（
充
実
す
る
意
味
）
と
し
て
直
観
を
定
義
づ
け
た
（
押
㈲
ρ
ω
？
ω
Φ
…
ゆ
嵩
み
悼
ω
》
①
一
為
刈
）
。
志
向
性
に
よ
っ
て
意
味

さ
れ
た
こ
と
を
「
観
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
充
実
す
る
こ
と
が
直
観
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
知
覚
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

五
研
究
で
は
、
知
覚
な
ど
の
直
観
の
志
向
性
を
論
じ
て
い
る
。
門
脇
俊
介
氏
に
よ
る
と
、
「
表
現
の
意
味
が
対
象
へ
向
か
う
仕
方
を
定
め
る

よ
う
に
、
知
覚
に
お
け
る
質
料
は
、
知
覚
対
象
と
し
て
の
事
物
が
一
定
の
秩
序
で
現
出
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
劉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
篇
の
で
あ
り
、
質
料
は
実
在
的
意
味
と
し
て
知
覚
の
働
き
に
内
在
す
る
（
門
脇
E
O
O
凸
”
鐸
）
。
し
か
し
、
こ
の
「
観
る
」
直
観
に
は
、

視
覚
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
抽
象
的
概
念
の
意
味
を
「
観
る
扁
知
的
な
直
観
も
含
ま
れ
て
く
る
。
第
六
研
究
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
…
ル

は
雷
語
の
意
味
を
考
察
し
な
が
ら
、
異
体
的
対
象
の
意
味
が
知
覚
に
よ
っ
て
「
直
接
的
」
に
充
実
さ
れ
る
よ
う
に
、
…
数
学
的
対
象
を
含
む
抽

象
的
対
象
の
意
味
が
「
間
接
的
」
に
充
実
さ
れ
る
必
要
性
を
説
く
が
（
卜
q
≦
’
貿
。
。
）
、
そ
れ
は
黒
酒
直
観
た
る
カ
テ
ゴ
リ
…
的
直
観
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
（
≦
－
貿
O
。
。
ω
）
。
こ
の
間
接
的
充
実
に
よ
っ
て
、
理
念
的
。
抽
象
的
対
象
な
い
し
、
カ
テ
ゴ
リ
…
的
形
式
は
、
そ
の
意
味
の

明
証
性
を
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
充
実
が
「
間
接
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観
が
、
具
体
的
・
「
直
接
的
」
直
観
、

す
な
わ
ち
知
覚
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る



感
性
的
・
具
体
的
対
象
間
の
関
係
を
抽
象
し
、
明
確
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
形
式
を
主
題
化
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
的

行
為
は
、
知
覚
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
＜
担
貿
。
。
）
。
関
係
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
構
造
を
明
確
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
構
造
・
王
義
の
一
つ
の
起
源
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
（
頃
。
δ
葦
手
Φ
貯
ロ
㊤
鳶
］
し
？
に
）
。
そ
し
て
、
現
代

的
な
言
葉
で
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観
に
よ
る
構
造
の
明
示
化
は
モ
デ
ル
の
構
築
で
あ
る
。

　
後
に
、
中
期
の
著
作
『
イ
デ
ー
ソ
ー
』
の
冒
頭
部
分
で
、
フ
ヅ
サ
ー
ル
は
、
知
的
直
観
と
し
て
本
質
直
観
（
理
念
を
観
て
取
る
働
き
）
と

い
う
概
念
を
導
入
す
る
（
笛
器
ω
Φ
井
§
§
H
』
・
。
－
ω
）
。
彼
は
、
事
実
に
か
か
わ
る
学
と
区
別
さ
れ
た
本
質
普
器
性
に
関
わ
る
学
が
何
で
あ
る

か
を
考
え
な
が
ら
、
経
験
的
直
観
、
な
い
し
想
像
に
よ
る
直
観
か
ら
出
発
し
て
、
不
変
な
る
本
質
的
理
念
を
観
て
取
る
に
い
た
る
こ
と
、
そ

れ
が
本
質
直
観
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
論
理
学
研
究
』
に
み
ら
れ
た
雷
語
表
現
の
意
味
は
理
念
的
で
あ
り
、
知
覚
の
意
味
と
し
て
の
質
料

は
実
在
的
で
あ
る
と
い
っ
た
区
別
は
、
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
朴
な
実
在
の
概
念
は
放
棄
さ
れ
、
「
実

在
」
は
意
識
が
「
定
立
」
す
る
も
の
と
し
て
、
信
念
志
向
性
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
言
語
表
現
も
知
覚
も
、
ノ
エ
マ
と
い
う

意
味
と
様
態
を
通
じ
て
、
そ
の
意
味
に
よ
っ
て
『
何
か
』
と
し
て
の
規
定
を
与
え
ら
れ
る
対
象
X
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
門
脇

冒
O
O
鼻
。
。
O
）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
信
念
志
向
性
を
媒
介
に
し
て
、
『
論
理
学
研
究
』
に
あ
っ
た
言
語
表
現
と
知
覚
の

間
に
あ
っ
た
分
断
が
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
》
叶
好
夢
は
ま
た
、
代
数
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
性
格
を
述
べ
ず
に
、
そ
の
本
質
を
計
算
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
時
間
の
中
で
の
演

算
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
代
数
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
の
第
一
研
究
の
二
〇
節
で
、
数
学

に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
の
機
能
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
シ
ン
ボ
ル
的
・
算
術
的
思
考
と
計
算
の
領
域
で
の
操
作
は
、
無
意
味

な
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
操
作
・
演
算
的
意
味
、
な
い
し
は
遊
戯
意
味
と
い
う
意
味
志
向
を
持
つ
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
二
一
節
で
、
シ
ン
ボ
ル
的
意
味
志
向
が
直
観
化
に
よ
っ
て
明
晰
に
な
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、
算
術
な
い
し
代
数
学
に
お
け
る
よ
う
な
操
作
・
演
算
的
意
味
を
直
観
化
さ
せ
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

三
七
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で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
拙
論
で
私
は
、
代
数
に
お
け
る
操
作
・
演
算
的
意
味
志
向
が
広
い
意
味
で
の
幾
何
造

化
に
よ
っ
て
充
実
し
た
意
味
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
純
粋
現
象
学
か
ら
第
「
節
で
紹
介
し
た
科
学
作
品

の
現
象
学
に
移
行
し
、
数
学
、
そ
し
て
物
理
学
の
中
で
、
代
数
的
シ
ン
ボ
ル
と
幾
何
学
的
直
観
が
ど
う
干
渉
し
て
い
る
か
を
記
述
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
代
数
的
シ
ン
ボ
ル
と
幾
何
学
的
直
観
の
干
渉
を
拙
論
に
お
い
て
記
述
す
る
に
当
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
科
学
認
識
論
の
「
概
念
の
哲

学
」
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
○
鋤
く
餌
十
一
δ
ω
は
現
象
学
の
否
定
の
上
に
「
概
念
の
哲
学
」
を
導
入
し
た
が
（
原
田

冨
O
O
O
げ
］
）
、
彼
の
哲
学
を
受
け
継
ぐ
○
養
ご
鐙
①
『
の
哲
学
は
解
釈
学
的
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
る
（
原
田
冒
O
O
O
o
］
）
。
数
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
概
念
は
、
形
式
論
理
と
異
な
り
、
意
味
内
容
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
○
峯
旨
α
q
興
は
主
張
し
、
そ
れ
を
形
式
的
内
容
と
呼
ぶ
（
O
舜
5
ひ
q
興

管
り
逡
］
｝
○
冨
嘗
嘗
。
さ
。
笑
い
餌
掃
さ
甑
9
ρ
α
①
o
o
葺
①
妻
8
舞
β
色
》
）
。
そ
れ
は
ゲ
…
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
の
帰
結
か
ら
す
れ
ば
自
然
な
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
数
学
概
念
に
対
す
る
基
本
的
立
場
の
も
と
、
彼
は
、
そ
の
著
書
『
空
聞
の
思
考
駈
（
9
§
σ
q
禽
［
6
0
り
］
V
の
な
か
で
讐
脱

空
聞
化
」
と
「
再
空
間
化
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
数
学
史
の
中
で
、
数
と
い
う
概
念
と
空
聞
と
い
う
概
念
が
、

干
渉
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
と
い
う
事
実
の
分
析
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
誓
学
的
概
念
で
あ
る
。
書
い
換
え
れ
ば
、
幾
何
学
的
精
神
と
代
数

的
精
神
の
干
渉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
既
に
あ
る
空
間
と
数
の
概
念
が
再
構
成
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
湿
し
い
概
念
が
構
成
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
（
○
舜
護
興
ロ
8
0
］
る
誤
）
。
空
闘
的
具
体
的
対
象
は
、
代
数
的
視
点
に
よ
り
「
脱
空
間
化
」
さ
れ
、
逆
に
、
代
数
的
抽
象
的

構
造
は
、
幾
何
学
的
視
点
に
よ
り
、
「
再
空
間
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
数
学
に
お
け
る
異
体
的
な
直
観
的
思
考
と
抽
象
的
な
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
思
考
の
問
の
往
復
運
動
が
、
紙
た
な
数
学
的
概
念
を
弁
証
法
的
に
歴
史
の
中
で
生
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
○
辱
障
ひ
q
巽
は
、

・
王
に
、
代
数
学
化
と
幾
何
学
化
を
主
題
化
し
て
お
り
、
算
術
化
・
数
論
化
と
解
析
学
化
を
主
題
化
し
て
い
な
い
。
○
莚
夷
興
に
お
い
て
、

数
と
い
う
概
念
は
代
数
学
の
申
に
含
ま
れ
て
し
ま
い
、
解
析
学
化
と
算
術
化
・
数
融
化
は
代
数
学
化
的
な
「
脱
空
間
化
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
数
学
に
お
け
る
代
数
学
、
幾
何
学
、
解
析
学
、
算
術
、
数
論
の
関
係
を
詳
述
す
る
わ
け
に
は
い



か
な
い
も
の
の
、
空
間
と
数
と
い
う
直
観
的
な
数
学
的
対
象
を
扱
う
幾
何
学
と
算
術
・
数
論
が
、
シ
ン
ボ
リ
ヅ
ク
な
作
用
・
操
作
を
主
題
化

し
た
代
数
学
と
解
析
学
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
雷
っ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
○
轟
轟
興
の
「
脱
空
間
化
」
と
「
再
空
間
長
篇
と
い
う

概
念
を
「
数
と
空
間
と
い
う
直
観
的
数
学
対
象
を
扱
う
算
術
・
数
論
と
幾
何
学
を
、
代
数
学
と
解
析
学
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
」
と
い
う
方
向

に
広
げ
る
。
ま
た
、
○
鑓
淫
書
は
、
「
脱
空
間
化
」
と
「
再
空
間
化
」
と
い
う
概
念
を
純
粋
に
数
学
の
内
部
で
考
え
て
い
る
が
、
拙
論
で
は
、

そ
れ
は
物
理
学
の
方
向
へ
も
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
と
お
し
て
、
物
理
理
論
を
表
現
す
る
数
学
と
物
理
学
の
関
係

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
幾
何
学
的
直
観
が
物
理
的
実
在
に
対
す
る
直
観
と
ど
う
関
わ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
際
、
》
自
葦
げ
が
、
幾
何
学
的
側
面
が
物
理
理
論
の
概
念
に
つ
な
が
り
、
代
数
学
的
側
面
が
実
験
装
置
に
よ
る
測
定
に
つ
な
が
る
と

言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
い
か
な
る
幾
何
学
化
も
試
み
ら
れ
な
い
物
理
理
論
は
、
概
念
の
直
観
化
を
通
っ
て
物
理
的
実
在

へ
と
至
る
道
を
失
い
、
経
験
を
感
覚
与
件
に
還
元
し
て
し
ま
う
実
証
主
義
的
な
自
然
科
学
観
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
は
と
い
え
ば
実
証
主
義
を
回
避
す
る
努
力
を
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
論
理
学
研
究
』
に
見
出
さ
れ

る
言
語
表
現
が
志
向
す
る
理
念
的
な
も
の
と
、
知
覚
直
観
が
志
向
す
る
実
在
的
な
も
の
の
間
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
『
イ
デ
ー

ソ
ー
』
に
お
い
て
観
念
論
的
現
象
学
に
至
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
フ
ヅ
サ
ー
ル
的
な
道
を
と
る
代
わ
り
に
、
拙
論
で
は
、
代
数
的
思
考
と
幾
何

学
的
思
考
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
を
媒
介
に
し
て
、
概
念
的
・
理
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
　
　
三
　
デ
ィ
ラ
ッ
ク
と
ヨ
ル
ダ
ン
に
よ
る
場
の
量
子
論
の
誕
生

　
代
数
的
な
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
幾
何
学
的
な
直
観
的
な
も
の
の
間
の
干
渉
と
、
物
理
的
実
在
の
把
握
の
関
係
を
み
る
に
は
、
場
の
量

子
論
の
構
築
を
み
て
み
る
の
が
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
特
に
、
そ
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
幾
何
学
的
精
神
と
ヨ
ル
ダ
ン
の
代
数

的
精
神
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
興
味
深
い
。
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
、
美
し
い
数
学
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
物
理
理
論
の
中
に
こ
そ
、
あ
る
種
の
物
理

的
実
在
が
あ
る
と
考
え
る
タ
イ
プ
の
理
論
物
理
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
自
身
を
代
数
的
精
神
よ
り
も
む
し
ろ
幾
何
学
的
精
神
の
持

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

三
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
四
号

四
〇

ち
主
と
考
え
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
変
換
群
に
お
け
る
対
称
性
に
こ
そ
幾
何
学
の
本
質
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
変
換
群
は
一
種
の

座
標
変
換
で
あ
り
、
不
変
量
は
そ
の
座
標
変
換
に
よ
ら
な
い
物
理
量
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
物
理
学
は
本

質
的
に
幾
何
学
的
で
あ
り
、
彼
は
、
量
子
論
を
構
築
す
る
際
に
も
畜
典
物
理
学
と
の
形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
常
に
探
し
た
。
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は

古
典
電
磁
場
を
実
在
す
る
波
動
と
考
え
、
そ
の
ハ
ミ
ル
ト
ニ
ア
ソ
と
古
典
的
調
和
振
動
子
の
ハ
ミ
ル
ト
ニ
ア
ン
の
問
の
形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
…

に
注
黙
し
た
。
そ
し
て
、
鑑
子
力
学
に
よ
る
調
和
振
動
子
の
蟄
子
化
の
方
法
を
用
い
て
、
一
九
二
七
年
に
ボ
ゾ
ン
場
と
し
て
の
電
磁
場
の
量

子
化
を
実
現
し
た
（
営
鎚
。
ロ
リ
b
。
Σ
）
。
ま
た
彼
は
、
一
九
二
八
年
に
相
対
論
的
量
子
力
学
を
講
築
す
る
際
に
、
個
数
を
数
え
る
こ
と
の
で
き
、

生
成
消
滅
し
な
い
実
在
的
粒
子
と
い
う
も
の
を
仮
定
し
て
い
た
（
U
冨
。
ロ
8
。
。
昌
冨
・
。
。
。
ぴ
］
）
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
幾
何
学
的
精
神
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
代
数
的
精
神
を
も
っ
て
、
量
子
化
さ
れ
た
ボ
ゾ
ン
場
、
す
な
わ
ち

里
子
化
さ
れ
た
電
磁
場
と
の
形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
一
九
二
八
年
に
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
量
子
化
を
行
う
。
ボ
ゾ
ン
場
の
王
子
化

は
、
消
滅
演
算
子
と
生
成
演
算
子
の
交
換
関
係
が
一
に
な
る
こ
と
の
上
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
反
交
換
関
係
が
一
で
あ
る
と
し
て

フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
量
子
化
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
交
換
関
係
の
上
に
築
か
れ
た
ボ
ゾ
ソ
場
の
理
論
は
、
古
典
的
調
和
振
動
子
に

ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
持
っ
て
い
る
が
、
反
交
換
…
関
係
の
上
に
築
か
れ
た
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
理
論
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
理
論
は
、
古
典
物
理
学
の

中
に
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ボ
ゾ
ン
場
の
量
子
化
と
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
量
子
化
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
物
質
波
と
光

波
、
物
質
粒
子
と
光
子
は
、
物
理
的
に
同
じ
存
在
身
分
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
「
散
乱
の
基
本
的
過
程
は
、
物
質

粒
子
に
よ
る
光
波
の
散
乱
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
物
質
波
に
よ
る
光
の
粒
子
的
量
子
の
散
乱
と
も
考
え
ら
れ
る
し
（
冒
a
鍵
管
器
α
ピ

＄
鱒
O
曽
羅
蒔
9
ロ
④
。
。
⑦
冒
b
。
一
¢
に
引
用
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
古
典
的
物
理
概
念
に
明
証
性
を
求
め
る
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
物
理
的

実
在
観
と
異
な
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
物
質
粒
子
の
燭
数
は
保
存
さ
れ
、
光
子
は
生
成
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
は

そ
の
よ
う
な
光
と
物
質
の
非
対
称
性
を
代
数
的
形
式
に
頼
り
な
が
ら
の
り
こ
え
た
。
物
理
学
史
学
者
O
g
9
叢
鐙
9
が
喬
う
よ
う
に
、
「
デ
ィ
ラ

ッ
ク
は
、
物
質
の
保
存
と
い
う
経
験
的
明
噺
性
に
よ
っ
て
、
光
と
物
質
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
排
除
し
た
の
に
対
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
光
と
物
質



の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
物
質
の
生
成
と
消
滅
の
可
能
性
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
」
（
U
鋤
肖
蒔
9
ロ
リ
。
。
O
H
母
り
）
。
そ
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ン

は
、
物
質
場
に
お
い
て
も
電
磁
場
に
お
い
て
も
、
波
動
的
実
存
と
粒
子
的
実
在
の
双
方
を
棄
却
す
る
（
お
。
。
）
。

　
前
節
の
最
後
で
、
幾
何
学
化
の
な
い
物
理
理
論
は
、
概
念
の
直
観
化
を
通
っ
て
物
理
的
実
在
へ
と
至
る
道
を
失
い
、
論
理
実
証
主
義
的
な

自
然
科
学
観
に
近
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
た
。
果
た
し
て
、
幾
何
学
的
イ
メ
ー
ジ
を
離
れ
た
ヨ
ル
ダ
ン
に
よ

る
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
量
子
化
は
、
論
理
実
証
主
義
的
な
自
然
科
学
観
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「
実
証
主

義
者
の
擁
護
者
と
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
彼
の
理
論
形
式
を
そ
の
背
後
に
あ
る
新
し
い
物
理
的
実
在
に
結
び
つ
け
ば
し
な
か
っ
た
」
（
6
0
。
）

と
∪
謡
講
σ
q
o
一
の
雷
う
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ヨ
ル
ダ
ン
の
哲
学
的
思
考
が
、
特
に
マ
ッ
聖
ハ
の
実
証
主

義
の
影
響
を
強
く
受
け
、
経
験
を
強
調
し
て
い
た
に
せ
よ
、
彼
の
経
験
の
概
念
は
、
マ
ッ
ハ
の
感
覚
要
素
だ
と
か
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
プ
ロ
ト

コ
ル
命
題
と
か
い
っ
た
概
念
と
異
な
っ
て
い
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
に
と
っ
て
、
経
験
と
は
、
物
理
実
験
に
よ
っ
て
物
理
学
者
が
得
る
経
験
に
過
ぎ

な
い
。
こ
の
物
理
学
に
お
け
る
実
験
こ
そ
、
量
子
論
に
お
け
る
基
本
概
念
の
構
築
の
必
然
性
を
明
晰
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
ヨ
ル
ダ
ン
の
形
式
主
義
的
な
態
度
に
対
し
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
、
フ
ェ
ル
ミ
オ
ソ
の
波
動
的
性
質
を
光
子
（
ボ
ゾ
ン
）
の
そ
れ
と
同
じ
方
法

で
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
、
ヨ
ル
ダ
ン
に
よ
る
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
的
物
質
波
の
量
子
化
を
拒
否
し
て
い
た
。

し
か
し
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
幾
何
学
的
精
神
と
異
な
る
ヨ
ル
ダ
ン
の
強
い
代
数
的
精
神
こ
そ
が
、
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
的
物
質
波
の
量
子
化
を
可
能

に
し
た
と
い
え
る
。
後
に
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
、
物
理
的
直
観
イ
メ
ー
ジ
と
強
く
結
び
つ
い
た
自
分
の
幾
何
学
的
精
神
が
、
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場

の
量
子
化
を
妨
げ
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
（
U
冨
。
ロ
リ
ミ
日
＝
O
　
冨
。
。
ω
］
藁
Φ
凸
O
）
。
ヨ
ル
ダ
ン
に
お
い
て
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

代
数
学
が
、
あ
る
種
の
幾
何
学
的
直
観
と
結
び
つ
い
た
物
理
的
諸
概
念
の
先
入
観
を
放
棄
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
は
よ
く
受
容
さ
れ
て
い
た
物
理

的
イ
メ
ー
ジ
と
か
け
離
れ
た
対
象
を
、
物
理
的
対
象
と
し
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
経
験
の
強
調
と
彼
の
代
数
的
・
形
式
的
精
神
ゆ
え
に
、
実
証
主
義
者
と
い
え
る
の
か
。
彼
の
実
証
主
義
者
た

る
自
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
問
い
に
簡
単
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
行
列
力
学
と
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
波

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

四
一
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動
力
学
が
数
学
的
に
、
そ
し
て
、
経
験
的
に
等
価
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ル
ダ
ン
に
と
っ
て
、
波
動
力
学
は
、
「
正
確
な
量
子
力
学
」
と

し
て
、
連
続
的
な
仕
方
で
形
式
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
何
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ぎ
a
毒
魚
露
㌶
H
①
①
一
）
。
ヨ
ル
ダ
ン
も
、
ボ

ー
ア
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
と
同
様
、
量
子
論
を
直
観
的
理
論
で
な
い
と
考
え
て
い
る
（
冒
a
p
p
口
露
地
σ
H
O
心
。
。
）
。
ま
た
、

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
量
子
力
学
解
釈
に
従
い
な
が
ら
、
波
動
と
粒
子
の
二
重
性
も
受
け
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ル
ダ
ン
に

と
っ
て
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
堂
子
的
波
動
関
数
は
、
単
な
る
確
率
分
布
関
数
で
な
く
、
物
理
的
な
何
か
な
の
で
あ
る
。
「
量
子
物
理

が
関
わ
る
実
在
（
＆
①
盤
窪
8
琶
ξ
ω
諜
（
巴
一
紛
。
冨
妻
三
島
。
穿
①
ε
偏
と
い
う
表
現
を
罵
い
な
が
ら
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
量
子
物
理
が
関
わ
る
実
在
は
、
古
典
物
理
理
論
が
そ
の
物
理
的
実
在
を
表
象
す
る
た
め
に
用
い
た
観
念
の
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
、
は
る
か

　
　
に
単
純
で
あ
る
。
そ
の
表
象
の
古
典
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
波
動
的
放
射
と
粒
子
的
放
射
と
は
、
二
つ
の
根
本
的
に
異
な
っ
た
も

　
　
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
在
に
お
い
て
は
（
ぎ
鳥
山
芝
三
島
。
巨
魚
ひ
）
、
一
つ
の
タ
イ
プ
の
放
射
し
か
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
的
表

　
　
象
は
、
部
分
的
に
正
し
い
だ
け
で
あ
り
、
実
在
す
る
放
射
の
イ
メ
…
ジ
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
（
ざ
拭
影
管
¢
卜
。
。
。
阻
隔
謡
）
。

シ
ン
ボ
ル
的
・
代
数
的
思
考
の
お
か
げ
で
、
物
理
学
者
は
、
形
式
的
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
、
し
か
し
、
薩
観
的
に
考
え
る
と
物
理
的
に
異
な

っ
た
物
理
対
象
に
醐
様
の
物
理
的
・
存
在
的
身
分
を
与
え
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
電
磁
波
と
物
質
波
の
間
の
ア
ナ

ロ
ジ
…
が
物
理
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
考
え
、
そ
の
双
方
に
陶
じ
物
理
的
身
分
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
波
動
的
性
格
と
粒
子
的
性
格
は
、
ボ

ゾ
ソ
に
お
い
て
も
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
に
お
い
て
も
岡
等
の
物
理
的
身
分
を
持
っ
て
い
る
と
、
ヨ
ル
ダ
ン
は
考
え
、
そ
の
ど
ち
ら
を
も
優
先
さ
ぜ

な
か
っ
た
。
確
か
に
、
こ
の
代
数
的
に
講
築
さ
れ
た
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
場
の
量
子
論
は
、
量
子
論
に
お
け
る
物
質
観
を
見
通
し
の
よ
い
も
の
と

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
岡
聴
に
、
幾
何
学
的
な
直
観
化
の
困
難
な
場
の
量
子
論
の
ま
ま
で
は
、
そ
の
理
論
の
物
理
的
意
昧
を
理
解
し
た
と

は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
理
論
が
指
し
塗
す
物
理
的
実
在
が
何
で
あ
る
か
に
も
答
え
る
こ
と
が
困
難

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



四
　
場
の
量
子
論
に
お
け
る
局
所
性

　
さ
て
、
一
般
に
物
理
理
論
を
幾
何
学
化
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
イ
デ
ー
ン
H
の
中
で
「
幾
何
学
的
な
諸
規

定
は
物
理
学
的
な
客
観
そ
れ
自
身
に
帰
属
し
、
幾
何
学
的
な
も
の
は
物
理
学
的
な
自
然
自
体
に
属
し
て
い
る
」
（
鵠
器
ω
Φ
算
ミ
鳴
§
轟
轟
。
。
”

9
刈
ぶ
邦
訳
、
。
。
り
）
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
理
的
実
体
の
実
在
性
を
延
長
の
概
念
と
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
事
物
の
空
間
的
延
長
、
と
い
う
よ
り
は
物
体
的
延
長
と
い
う
場
合
に
、
我
々
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
事
物
の
旦
ハ
体
的
な
本
質
要
素
に

　
　
属
す
る
空
間
的
物
体
性
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
完
全
に
規
定
さ
れ
て
事
物
の
本
質
要
素
に
な
っ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
似
た
よ
う
な
空
間
形
態
を
保
持
し
た
場
合
の
大
き
さ
の
変
化
な
ど
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
変
形
だ
け
が
延
長
の
変
化
を

　
　
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
位
置
（
U
①
ひ
q
①
）
の
変
化
も
や
は
り
延
長
の
変
化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
延
長
は
、
事
物
が
持
続
し
て
い
る

　
　
間
は
ど
の
時
点
で
も
空
間
の
一
部
と
重
な
り
あ
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
空
間
の
単
な
る
一
部
で
は
な
い
。
空
間
自
身
も
空
間
の
ど
の

　
　
部
分
も
そ
の
本
質
か
ら
し
て
動
く
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
空
間
自
身
に
と
っ
て
問
隙
な
ど
は
、
す
な
わ
ち
〈
空
間
性
が
欠
如
し
て
い
る
た

　
　
め
に
、
改
め
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
箇
所
〉
は
あ
り
え
な
い
。
空
間
は
絶
対
に
《
不
動
》
で
あ
り
、
そ
の
諸
部
分
は
、

　
　
我
々
が
規
定
し
た
意
昧
で
の
《
延
長
》
や
《
物
体
》
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
物
理
的
な
意
味
で
の
剛
体
で
も
な
い
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
空
間
的
な
延
長
も
し
く
は
物
体
性
は
変
化
し
う
る
と
い
う
こ
の
規
定
は
、
物
質
的
な
事
物
を
構
成
す
る
諸
特
性
の

　
　
中
で
全
く
独
特
の
位
置
を
占
め
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
延
長
の
本
質
に
は
分
割
の
可
能
性
が
理
念
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
延
長
が
分
割
さ
れ
れ
ぽ
、
当
の
事
物
自
身
も
分
割
さ
れ
て
い
く
つ
か
の
部
分
に
解
体
さ
れ
、

　
　
し
か
も
そ
の
各
部
分
が
再
び
完
全
な
事
物
と
し
て
の
性
格
を
、
す
な
わ
ち
物
質
的
な
事
物
性
と
い
う
性
格
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る

　
　
（
ミ
鳴
§
H
H
－
ド
吻
一
ρ
卜
。
O
－
ω
9
邦
訳
、
ω
堅
。
。
α
）
。

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

四
三
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こ
こ
で
の
延
長
と
い
う
概
念
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
物
体
に
関
す
る
知
識
の
本
質
直
観
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て

い
る
延
長
の
分
割
可
能
性
は
、
局
所
性
と
い
う
物
質
科
学
に
お
け
る
基
本
的
直
観
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
量
子
論
の
幾
何
学
化
が
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
物
理
理
論
に
お
け
る
粒
子
と
波
動
と
い
う
物
理
概
念
が
困
難
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
空
間
に
お
け
る
非
局
所
性
が
量
子
論
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、

物
理
的
実
在
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
空
聞
的
局
所
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
の
よ
う
に
古
典
的
に
は
考
え
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
量
子
的
対
象
の
実

在
性
を
考
え
る
こ
と
が
囲
難
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
物
理
学
に
お
け
る
周
所
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
実
は
、
こ
の
局
所
性
は
物
理
学
に
お
い
て
、
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
概
念
を
整
理
し
て
お
く
。
一
〇
ぎ
国
鍵
一
β
窪
［
一
ゆ
。
。
昌
　
は
、
物
理
学
に
お
け
る
「
局
所
性
偏
の
概
念
の
十
一
の
意
味
を
考

え
、
そ
れ
を
大
き
く
、
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

　
一
つ
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
相
対
性
理
論
か
ら
直
接
に
由
来
す
る
三
つ
の
奇
霊
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
M
　
全
て
の
因
果
的
伝
播
は
、
有
限
速
度
で
起
こ
る
。

　
　
建
　
全
て
の
因
果
的
伝
播
の
速
度
に
は
、
有
限
の
限
界
が
あ
る
。

　
　
B
　
依
存
し
あ
う
諸
領
域
は
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
決
定
論
が
可
能
で
あ
る
。

　
「
周
所
性
」
の
二
つ
露
の
グ
ル
…
プ
は
、
物
理
的
対
象
の
時
空
内
に
お
け
る
表
象
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
璽
　
孚
は
、
時
空
の
局
所
的
な
計
量
幾
何
学
を
規
定
す
る
時
空
の
理
論
で
あ
る
。

　
　
葛
　
丁
は
、
局
所
化
さ
れ
た
物
理
状
態
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
蒔
空
講
論
を
特
微
付
け
る
対
象
と
、
物
理
内
容
を
特
徴
付
け
る

　
　
　
　
対
象
と
が
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
、
そ
の
物
理
的
内
容
を
特
徴
付
け
る
対
象
が
各
時
刻
に
お
い
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
連
結
し
た
空

　
　
　
　
聞
内
に
含
ま
れ
る
台
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
T
の
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
M
と
葛
に
お
け
る
局
所
性
の
意
味
は
、
蒔
空
内
に
お
け
る
物
理
状
態
の
局
所
化
・
分
離
可
能
性
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。



「
局
所
的
幾
何
学
の
対
象
領
域
の
観
点
か
ら
の
物
理
的
実
在
の
記
述
は
、
世
界
の
状
態
の
記
述
の
た
め
の
非
局
所
的
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
様
々

な
形
態
を
排
除
し
、
意
味
論
的
分
離
可
能
性
と
意
味
論
的
局
所
化
可
能
性
を
要
請
す
る
」
（
参
ω
）
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け

る
局
所
性
の
概
念
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
は
、
時
空
内
の
物
理
的
実
在
で
な
く
、

空
間
的
物
体
性
の
局
所
性
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
「
局
所
性
」
の
三
つ
霞
の
グ
ル
ー
プ
は
、
幾
何
学
的
対
象
の
場
の
領
域
に
関
し
て
の
局
所
的
な
考
察
と
大
域
的
（
α
Q
一
〇
げ
糞
。
一
）
な
考
察
と
の

間
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
L
ε
　
T
の
大
域
的
な
モ
デ
ル
を
局
所
化
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
た
、
T
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
　
ロ
　
T
の
局
所
的
モ
デ
ル
を
大
域
化
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
た
、
T
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
　
聡
　
局
所
的
な
計
量
テ
ン
ソ
ル
を
持
っ
た
諸
モ
デ
ル
T
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
大
域
的
な
計
量
テ
ン
ソ
ル
を
備
え
た
大
域
的
モ
デ
ル
が
あ

　
　
　
　
る
。

　
四
つ
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
相
対
性
理
論
の
意
昧
で
空
騒
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
領
域
の
独
立
性
に
関
連
す
る
局
所
性
で
あ
る
。

　
　
L
9
　
あ
る
時
空
内
の
物
理
状
態
を
変
化
さ
せ
た
と
き
に
、
そ
こ
か
ら
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
時
空
の
領
域
に
お
け
る
物
理
状
態
を
固

　
　
　
　
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
論
丁
の
一
　
つ
の
局
所
的
モ
デ
ル
払

　
　
　
　
と
鶴
を
考
え
る
。
モ
デ
ル
％
は
領
域
σ
を
覆
い
、
モ
デ
ル
偽
は
領
域
σ
か
ら
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
領
域
7
を
覆
う
。
そ
う
す

　
　
　
　
る
と
、
領
域
ひ
に
お
い
て
モ
デ
ル
払
と
同
一
視
さ
れ
、
領
域
7
に
お
い
て
モ
デ
ル
鰯
と
同
一
視
さ
れ
る
理
論
T
の
モ
デ
ル
M
を
構

　
　
　
　
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
「
局
所
性
」
の
五
つ
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ラ
プ
ラ
ス
的
決
定
論
に
関
係
し
て
い
る
。

　
　
珈
　
も
し
、
理
論
丁
が
ラ
プ
ラ
ス
的
決
定
論
に
従
う
な
ら
ぽ
、
局
所
的
に
そ
う
で
あ
る
。

　
　
m
　
理
論
鳴
の
た
め
に
正
し
く
た
て
ら
れ
た
初
期
値
問
題
に
要
請
さ
れ
る
最
小
限
の
初
期
値
デ
ー
タ
は
理
論
％
の
た
め
の
そ
れ
よ
り
も

「
科
学
作
平
の
現
象
学
」
の
試
み

四
五
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時
間
的
に
局
所
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
理
論
鳴
は
、
時
間
的
に
理
論
匙
よ
り
も
局
所
的
で
あ
る
。

　
こ
の
一
つ
一
つ
の
「
局
所
性
」
に
関
し
て
、
量
子
論
物
理
学
に
お
い
て
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
場
の
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

子
論
に
お
い
て
「
局
所
性
」
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
、
尊
重
彗
ヨ
霊
の
分
類
を
参
考
に
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
現
代
の
場
の
量
子
論
は
、
基
本
的
に
量
子
場
の
「
局
所
的
」
理
論
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
一
九
四
八
年
の
論
文
は
、
こ

の
こ
と
に
関
し
て
、
基
本
的
な
二
点
を
挙
げ
て
い
る
（
望
舜
。
ロ
置
。
。
〕
）
。
こ
の
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
観
点
は
奔
常
に
幾
何
学
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
L
　
場
は
、
局
所
的
な
作
用
素
、
す
な
わ
ち
、
時
空
の
点
を
変
数
と
す
る
作
用
素
と
し
て
扱
わ
れ
、
点
粒
子
は
、
場
の
励
起
状
態
と
し

　
　
　
　
て
理
解
さ
れ
る
。
量
子
論
に
お
い
て
、
運
動
量
は
、
時
空
内
の
一
点
に
置
か
れ
て
い
る
粒
子
の
局
所
的
力
学
変
数
で
な
い
た
め
に
、

　
　
　
　
粒
子
は
軌
跡
の
表
象
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
位
置
と
運
動
量
の
非
可
換
性
の
ゆ
え
に
、
粒
子
は
、
相
空
聞
の
「
点
に
局
所
化

　
　
　
　
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
疇
空
内
で
局
所
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
時
空
を
変
数
と
す
る
作

　
　
　
　
用
素
、
な
い
し
汎
関
数
で
あ
り
、
古
典
的
な
物
理
量
を
与
え
る
関
数
値
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
空
聞

　
　
　
　
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
局
所
性
は
、
国
霞
B
鋤
⇒
の
M
と
蔦
に
相
当
す
る
。

　
　
2
．
こ
の
局
所
化
さ
れ
た
系
に
特
殊
槽
対
性
理
論
の
原
理
が
統
合
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
空
の
一
点
の
物
理
的
条
件
は
、
空
間
的
に

　
　
　
　
分
離
し
て
い
る
点
の
物
理
条
件
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
遠
隔
作
儒
を
拒
否
す
る
局

　
　
　
　
所
的
梢
栄
転
屠
と
い
う
も
の
を
聡
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
馬
所
的
掘
無
作
粥
は
、
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
時
空
の
点
に

　
　
　
　
お
け
る
場
の
作
用
素
が
、
可
換
（
ボ
ソ
ソ
の
場
合
）
な
い
し
、
反
可
換
（
フ
ェ
ル
ミ
オ
ソ
の
場
金
）
で
あ
る
と
数
学
的
に
表
現
さ

　
　
　
　
れ
る
。
こ
の
局
所
性
は
」
9
に
網
当
す
る
。

一
九
五
四
年
に
ピ
．
○
霧
α
ぎ
ぴ
q
”
》
噸
ψ
名
戯
露
ヨ
簿
づ
潮
瀬
愈
］
”
［
ち
㎝
蒔
σ
］
が
場
の
量
子
論
の
公
理
系
を
導
入
し
、
翌
年
に
は
、
頃
陰
い
①
群

ヨ
器
P
激
“
ω
旨
藝
ρ
強
《
”
芝
．
N
凶
雪
日
6
毎
ρ
四
暮
［
一
議
呂
が
素
粒
子
を
記
述
す
る
厳
密
な
量
子
場
の
局
所
的
理
論
を
可
能
に
す
る
条
件
を
与

え
る
。
こ
の
場
の
董
子
論
の
公
理
系
の
中
で
は
、
場
の
作
用
素
が
明
示
的
に
局
所
化
さ
れ
て
い
る
。
場
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
空
闘
内
の
点



上
に
お
け
る
「
作
用
素
値
超
関
数
」
（
8
Φ
養
8
『
＜
p
ξ
Φ
ユ
隻
ω
寓
凶
げ
旨
δ
づ
）
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
点
上

の
場
の
作
用
索
は
可
換
（
ボ
ゾ
ン
の
場
合
）
ま
た
は
反
可
換
（
フ
ェ
ル
ミ
オ
ン
の
場
合
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
小
さ
な
時
間
幅
に
お

け
る
場
に
基
づ
い
て
、
時
点
任
意
の
時
刻
に
於
け
る
場
の
計
算
を
可
能
に
す
る
力
学
的
法
則
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
エ

ロ
ヨ
Φ
巴
。
①
餌
践
。
諺
に
よ
っ
て
、
場
の
U
と
U
の
意
味
で
の
局
所
性
が
保
証
さ
れ
る
（
団
9
。
鋤
α
q
雪
α
ω
o
算
。
の
『
ロ
リ
爵
］
）
。

　
場
の
量
子
論
の
第
一
の
基
礎
は
、
単
一
粒
子
の
系
に
お
い
て
量
子
力
学
と
特
殊
相
対
性
理
論
を
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九

二
八
年
に
デ
ィ
ラ
ッ
ク
が
衝
突
な
し
の
電
子
の
相
対
論
的
量
子
力
学
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
数
学
的
に
は
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
五
年
く
ら
い
の
聞
に
、
＜
．
b
σ
鋤
お
病
毒
P
》
．
ω
．
芝
斜
窪
匿
鋤
P
国
℃
■
芝
碍
器
「
に
よ
っ
て
、
三
次
元
空
間

内
の
回
転
、
四
次
元
時
空
内
の
平
行
移
動
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
を
統
合
し
た
ボ
ア
ン
カ
レ
群
と
い
う
リ
ー
群
と
そ
れ
の
生
成
元
と
し
て
の
ボ

ア
ン
カ
レ
代
数
と
い
う
リ
ー
代
数
を
用
い
て
整
備
さ
れ
る
（
ヨ
α
q
器
同
冨
㎝
①
］
”
冨
量
”
［
6
①
島
）
。
こ
の
数
学
的
な
整
備
は
、
場
の
量
子

論
の
背
景
に
あ
る
時
空
に
対
称
性
に
基
づ
く
明
確
な
幾
何
学
的
構
造
を
与
え
る
（
芝
Φ
冒
σ
Φ
茜
ロ
O
繧
］
”
○
冨
営
興
卜
。
）
。
そ
し
て
、
そ
の
幾
何

学
的
構
造
を
与
え
る
変
換
群
の
生
成
元
で
あ
る
物
理
量
の
形
成
す
る
代
数
構
造
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
上
に
量
子
場
の
概
念
を
築
く
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
M
の
い
う
局
所
的
な
曲
部
の
理
論
が
明
示
的
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
U

か
ら
B
の
相
対
性
理
論
に
直
接
関
係
す
る
局
所
性
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
単
一
粒
子
系
の
時
空
の
構
造
を
リ
ー
群
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
は
、
場
の
量
子
論
の
基
礎
と
な
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
自
体
は
、
多
粒
子
間

の
相
互
作
用
を
扱
え
ず
、
実
効
的
な
理
論
と
は
言
い
が
た
い
。
場
の
量
子
論
が
実
効
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
S
面
外
な
る
理
論
が
そ

こ
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
〇
年
ご
ろ
の
量
子
場
の
理
論
に
は
、
発
散
の
困
難
な
問
題
が
あ
っ
た
。
S
行
列
理
論
は
、

こ
の
発
散
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
、
場
の
量
子
論
と
は
独
立
に
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
（
葭
Φ
δ
①
筈
興
ひ
q
ロ
逡
ω
］
）
に
よ
っ
て
一
九
四
三
年

に
導
入
さ
れ
、
一
九
四
六
年
以
降
、
閑
■
図
δ
巳
α
q
事
終
①
］
ら
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
た
。
S
行
列
を
推
進
す
る
物
理
学
者
ら
は
、
量
子
場

の
局
所
的
理
論
に
お
け
る
発
散
の
問
題
は
、
先
ほ
ど
の
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
一
つ
目
の
意
味
で
の
局
所
性
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
彼

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

四
七



哲
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研
究
　
第
五
百
八
十
四
号

四
八

ら
は
、
相
互
作
用
が
起
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ミ
ク
ロ
な
領
域
で
の
物
理
量
を
導
入
せ
ず
に
、
マ
ク
ロ
な
領
域
だ
け
で
の
物
理
量
を
考
え

よ
う
と
し
た
。
ミ
ク
ロ
な
領
域
で
の
因
果
関
係
を
無
意
味
な
も
の
と
し
、
マ
ク
ロ
な
領
域
で
の
因
果
関
係
の
み
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
複
素
平
面
上
の
関
数
の
解
析
性
を
考
え
な
が
ら
、
相
互
作
用
前
の
粒
子
の
状
態
と
後
の
粒
子
の
状
態
の
聞
の
関
係
だ
け
に
関
わ
る

S
行
列
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
9
ω
気
薦
遷
り
O
］
）
。
こ
の
よ
う
な
S
行
列
理
論
は
、
聡
、
ロ
、
錦
の
よ
う
な
意
味
で
の

局
所
性
を
も
た
な
い
理
論
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
繰
り
込
み
理
論
の
発
達
に
よ
っ
て
、
発
散
の
問
題
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
手
伝

っ
て
、
量
子
場
の
局
所
的
理
論
と
独
立
し
た
S
行
列
理
論
で
強
調
さ
れ
て
い
た
関
数
の
解
析
性
も
、
い
わ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
、

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
則
を
場
の
作
用
素
か
ら
導
出
し
た
り
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
経
路
積
分
を
用
い
て
S
行
列
を
摂
勤
的
に
計
算
す
る
方
法
を
開
介

し
な
が
ら
、
量
子
場
の
局
所
的
理
論
と
S
行
列
理
論
を
つ
な
げ
る
努
力
が
な
さ
れ
る
。
量
子
場
の
三
所
的
理
論
は
現
象
と
繋
が
る
た
め
に
、

S
行
列
を
必
要
と
す
る
一
方
で
、
S
行
列
は
具
体
的
に
計
算
さ
れ
る
た
め
に
、
量
子
場
の
局
所
的
理
論
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
と
き
、
S
行
列
の
ユ
ニ
タ
リ
…
性
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
不
変
性
が
保
た
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
（
芝
Φ
ぎ
σ
霞
α
q
ロ
O
綜
ピ

Ω
麺
喜
興
。
。
…
鶯
⑩
り
O
洲
隠
。
。
）
。

　
ω
・
有
Φ
ぎ
ぴ
①
薦
に
よ
れ
ぽ
、
一
九
六
三
年
に
図
．
狽
芝
凶
0
7
ヨ
鋤
§
こ
5
鵠
．
9
鴎
。
ぼ
§
ロ
⑩
①
ω
］
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
ク
ラ
ス
タ
ー
分
解

原
理
も
、
現
代
の
場
の
養
子
論
に
重
要
な
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
空
間
内
で
十
分
に
離
れ
て
い
る
実
験
は
、
そ
の
間
に
影
響

が
出
る
よ
う
な
結
果
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
物
理
的
直
観
に
基
づ
く
こ
の
原
理
の
お
か
げ
で
、
S
行
列
が
物
理
的
に
意
味
を
持
つ
よ

う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
空
間
、
晴
問
、
局
所
性
の
い
ず
れ
か
の
概
念
を
欠
い
た
S
行
列
の
純
粋
な
理
論
は
、
全
く
物
理
的
な
も
の
で
な

く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
◎
謎
¢
）
と
目
自
．
芝
こ
出
ご
§
P
8
護
」
○
一
，
8
導
§
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
タ
リ
ー
牲
と
ロ
…
レ
ン
ツ

不
変
性
だ
け
で
は
、
S
行
列
は
物
理
学
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
S
行
列
に
ク
ラ
ス
タ
ー
分
解
原
理
を
要
請
す
る
こ
と
で
、

網
豊
作
構
の
局
所
性
を
S
行
列
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
理
の
お
か
げ
で
、
S
行
列
は
、
粒
子
の
相
互
作
用
を
扱
う
近
似
的
に
局
所

的
な
理
論
に
な
る
の
で
あ
る
（
寒
ミ
）
。
芝
①
ぎ
ぴ
雪
σ
q
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
タ
…
分
解
原
理
の
媒
介
に
よ
っ
て
量
子
場
の
理
論
と
S
行
列
理



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
り
　
　
　
　
む
り

論
が
繋
が
る
の
で
あ
る
（
芝
①
貯
σ
①
お
冨
O
㎝
］
噂
9
巷
聾
心
）
。
国
譲
B
鋤
弓
に
お
け
る
し
か
ら
し
の
T
を
、
量
子
場
の
局
所
的
理
論
と
S
行

列
理
論
を
統
合
し
た
現
代
の
場
の
量
子
論
と
す
る
な
ら
、
そ
の
意
味
で
の
局
所
性
と
大
域
性
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ

こ
で
同
一
粒
子
の
区
別
不
可
能
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
分
解
を
す
る
際
に
粒
子
の
交
換
に
よ
る
対
称
性
、
ま
た
は
反
対
称
性
が
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

請
さ
れ
、
量
子
状
態
の
分
離
不
可
能
性
・
局
所
化
不
可
能
性
が
生
ず
る
。
こ
こ
で
は
、
L
9
の
よ
う
な
局
所
性
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
務

の
よ
う
な
仕
所
性
に
し
て
も
、
場
の
作
用
素
は
、
時
空
の
点
上
で
、
局
所
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
S
行
列
は
非
局
所
的

で
あ
る
。
粒
子
の
統
計
（
ポ
ー
ズ
統
計
か
、
フ
ェ
ル
ミ
統
計
か
）
に
依
存
す
る
状
態
の
対
称
性
な
い
し
反
対
称
性
に
、
こ
れ
ら
の
S
行
列
の

非
局
所
性
は
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
場
の
作
用
素
そ
の
も
の
は
時
空
内
に
局
所
化
さ
れ
て
い
る
。
局
所
化
さ
れ
て
い
る
場
の
作
用
素
は
、
あ
る
意
味
で
よ
く

幾
何
学
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
物
理
学
に
お
け
る
ヤ
ン
・
ミ
ル
ズ
場
の
理
論
と
、
数
学
に
お
け
る
フ
ァ
イ
バ

ー
束
の
概
念
と
が
出
会
い
、
ゲ
ー
ジ
理
論
と
し
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
局
所
化
こ
そ
、
場
の
量
子
論
の
発
散
の

原
因
で
あ
り
、
繰
り
込
み
理
論
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
時
空
内
に
お
け
る
物
理
状
態
の
分
離
不
可
能
性
と

い
う
意
味
で
、
な
い
し
相
対
性
理
論
の
意
味
で
空
間
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
領
域
の
非
独
立
性
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
験
観
測
に
直
接

に
関
わ
っ
て
く
る
S
行
列
は
、
非
局
所
的
で
あ
る
。
行
列
と
い
う
概
念
は
も
と
も
と
代
数
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
こ
の
よ
う
な
非

局
所
性
を
ど
の
よ
う
に
幾
何
学
に
取
り
込
め
る
の
か
。
ま
た
、
局
所
的
場
の
作
用
素
か
ら
S
行
列
を
摂
動
的
に
計
算
す
る
た
め
に
、
経
路
積

分
と
い
う
方
法
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
す
べ
て
の
可
能
な
経
路
の
和
を
と
る
と
い
う
意
味
で
非
局
所
的
な
経
路
積
分
を
、
い
か
に

幾
何
学
に
取
り
込
め
る
の
か
。
こ
の
様
な
幾
何
学
化
に
関
す
る
考
察
が
、
場
の
量
子
論
の
直
観
的
理
解
に
繋
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
局
所
的
幾
何
学
か
ら
大
域
的
幾
何
学
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
に

量
子
論
が
あ
ら
わ
に
し
た
非
可
換
性
そ
の
も
の
を
空
間
の
概
念
に
取
り
込
み
、
局
所
性
の
意
味
そ
れ
自
体
を
再
構
成
す
る
こ
と
な
の
か
。
拙

論
で
は
、
主
に
後
者
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
諺
け
ぐ
魯
が
、
計
算
と
実
験
観
測
に
、
…
幾
何
学
と
物
理
概
念

「
科
学
作
平
の
現
象
学
」
の
試
み

四
九
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五
〇

に
対
応
を
与
え
な
が
ら
、
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
幾
何
学
的
に
考
え
る
こ
と
だ
と
雷
っ
て
い
る
こ
と
を
再
び
思
い
出
し
て
お
こ
う
。

五
　
作
用
素
代
数
か
ら
非
可
換
幾
何
学
へ

　
デ
ィ
ラ
ッ
ク
は
、
物
理
量
の
非
可
換
性
が
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
行
列
量
子
力
学
の
本
質
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
、
こ
こ
に
非
可
換
な
童

子
物
理
学
と
深
く
結
び
つ
い
た
空
聞
概
念
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
（
豊
類
。
ロ
8
㎝
H
［
6
卜
。
①
］
）
。
し
か
し
、
こ
の
非
可
換
性
が
、
数
学
と
し

て
主
題
化
さ
れ
、
解
析
学
と
結
び
つ
き
な
が
ら
代
数
学
と
し
て
整
備
さ
れ
、
後
に
、
数
や
空
間
の
よ
う
な
数
学
の
基
礎
概
念
に
も
影
響
を
与

え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
仕
事
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
場
の
蚤
子
論
を
公
理
化
し
、
数
学
的
に
厳
密
化
す
る
た
め
に
は
、
｝
九
二
九
年
に
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
作
用
素
環

論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
と
そ
の
上
の
作
用
素
に
よ
っ
て
非
相
対
論
的
童
子
を
公
理
化
し
た
の
ち
に
、
燈
子
論
理

に
取
り
組
む
が
、
ま
も
な
く
こ
れ
を
放
棄
し
て
作
用
素
環
論
の
研
究
に
取
り
組
む
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
お
い
て
、
こ
の
数
学
理
論
は
量

子
物
理
学
の
公
理
化
と
い
う
動
機
付
け
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
作
用
素
環
論
に
お
い
て
は
、
対
合
（
ぎ
く
。
葺
凶
§
）
を
も
つ
複
素

数
上
の
＊
代
数
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
代
数
の
ノ
ル
ム
が
定
義
さ
れ
る
。
＊
代
数
の
ノ
ル
ム
が
完
備
で
あ
り
、
そ
の
要
素
盈
が
＝
》
・
一
｝

⊥
…
辱
｝
、
な
ら
び
に
｝
鵠
・
冨
　
⊥
一
》
二
、
を
満
た
す
と
き
、
こ
の
代
数
を
ひ
代
数
と
よ
び
、
場
の
量
子
論
の
公
理
化
の
中
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
。
こ
の
代
数
は
可
換
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
～
般
的
に
は
非
驚
換
で
あ
る
。
α
代
数
で
は
、
そ
の
位
相
が
代
数
の
収
束
の
状
況
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
収
束
の
概
念
は
解
析
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
場
の
量
子
論
を
数
学
的
に
厳
密
に
す
る

作
用
素
環
論
は
、
代
数
と
解
析
の
総
合
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
作
用
素
環
論
の
発
展
に
貢
献
し
た
数
学
者
、
竹
崎
正
道
氏
は
、
作
用
素
環
論
も
数
論
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
の
理
論
は
数
概
念
を
駕
し
く

し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
作
用
素
環
論
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
代
数
・
解
析
が
、
数
と
い
う
直
観
的
概
念
を
再
構
成
し
た
と
も
疑
え
る
で

あ
ろ
う
。



　
　
今
日
、
作
用
素
環
論
的
手
法
は
、
関
数
空
間
の
理
論
の
深
化
に
伴
い
、
大
き
な
役
割
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
。
ビ
碧
ご
。
Φ
作
用
素
は
実
数
に

　
　
お
け
る
、
θ
や
π
み
た
い
な
役
割
を
担
い
つ
つ
あ
る
。
数
論
的
思
考
の
も
と
で
は
、
一
定
の
基
準
で
ま
と
め
ら
れ
る
作
用
素
全
体
を
考

　
　
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
用
素
食
の
登
場
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
問
題
に
対
応
す
る
作
用
素
環
の
中
で
、
特
定
の

　
　
作
用
素
の
性
質
を
調
べ
る
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。
数
を
考
え
る
上
で
R
や
Q
に
対
す
る
理
解
が
ど
れ
だ
け
役
に
た
つ
か
は
論
を
待
た

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
数
論
と
見
な
す
根
拠
は
、
作
用
素
を
量
概
念
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
幾
何
学
や
物
理
学
に
お
い
て
、
ベ
ク
ト
ル
や
テ
ン
ソ
ル
が
、
従
来
の
数
の
枠
を
超
え
た
、
量
概
念
と
し
て
定
着
し
て
久
し
い
。
量
子
力

　
　
学
の
誕
生
は
、
物
理
量
を
作
用
素
に
対
応
さ
せ
る
考
え
方
を
も
た
ら
し
た
（
竹
崎
ロ
リ
。
。
ω
冒
色
。

作
用
素
環
が
数
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
デ
ィ
ラ
ッ
ク
が
量
子
力
学
に
お
い
て
エ
ル
ミ
ー
ト
作
用
素
で
衰
現
さ
れ
る
オ
ブ
ザ
ー

バ
ブ
ル
・
観
測
量
を
q
数
と
呼
び
、
現
代
で
も
、
～
般
に
こ
れ
を
物
理
「
量
』
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ

に
は
、
物
理
概
念
、
代
数
的
概
念
、
解
析
的
概
念
、
数
概
念
の
干
渉
、
な
ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の
再
構
成
が
見
出
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
非
可
換
な
α
代
数
を
幾
何
学
化
す
る
こ
と
で
非
可
換
幾
何
学
を
構
築
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
場
の
量
子
論
を
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
試
み
が
≧
四
面
O
O
導
Φ
ω
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
空
間
の
圏
か
ら
可
換
α
環
へ
の
岩
手
が
同
型
で
あ
る
と
す

る
O
①
一
朝
昌
㍗
Z
蝕
琶
四
葺
の
定
理
と
、
コ
ン
パ
ク
ト
空
間
上
の
ベ
ク
ト
ル
束
の
圏
か
ら
可
換
α
六
出
の
有
限
生
成
の
射
影
加
群
の
圏
へ
の
関

手
が
同
型
で
あ
る
と
す
る
ω
Φ
轟
9
ω
≦
き
の
定
理
と
い
う
二
つ
の
定
理
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
理
に
よ
っ
て
、
作
用
素
環
論
と
位

相
幾
何
学
が
対
応
さ
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
作
用
素
環
か
ら
、
大
域
的
な
（
位
相
的
・
ト
ポ
・
ジ
カ
ル
な
）
空
間
概
念
を
構
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
定
理
を
一
般
に
は
可
換
で
な
い
ひ
代
数
に
拡
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
非
可
換
α
加
群
（
α
早
上
の
工
費
）

を
非
可
換
多
様
下
上
の
ベ
ク
ト
ル
束
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
的
に
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
位
相
空
間
X
上
の
複
素
数
値
連

続
関
数
全
体
を
G
（
図
）
と
す
る
と
、
G
（
囲
）
は
可
換
環
を
形
成
す
る
が
、
こ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
古
典
的
空
間
を
一
旦
忘
れ
、
非
可
換
環

O
（
函
）
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
古
典
的
な
幾
何
学
の
概
念
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
非
可
換
幾
何
学
の
概
念
を
構
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

五
一
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五
二

の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
が
、
非
可
換
空
間
、
な
い
し
非
可
換
多
様
体
X
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
空
間
の
大
域
的
性
質
を
あ
ら

わ
に
す
る
非
可
換
位
相
空
間
、
そ
し
て
、
空
間
の
局
所
的
性
質
を
あ
ら
わ
に
す
る
非
可
換
可
微
分
多
様
体
、
非
可
換
微
分
幾
何
学
な
ど
が

次
々
に
構
築
さ
れ
た
（
O
。
き
①
ω
冨
8
］
リ
ロ
⑩
逡
］
　
原
田
［
b
。
O
ミ
］
、
5
節
）
。
場
の
古
典
論
で
は
、
電
導
は
通
常
の
可
換
多
様
体
に
、
場
は

多
様
挙
上
の
ベ
ク
ト
ル
束
に
対
応
づ
け
ら
れ
、
ω
Φ
凝
曾
ω
≦
き
の
定
理
に
よ
り
代
数
的
に
、
可
換
多
様
体
の
関
数
で
あ
る
可
換
環
上
の
加
群

と
し
て
表
現
で
き
る
。
α
代
数
に
よ
る
場
の
氏
子
論
の
公
理
化
で
は
、
現
象
に
直
接
つ
な
が
る
物
理
量
（
密
度
行
列
、
状
態
）
が
α
環
の
表

現
と
さ
れ
る
。
非
可
換
幾
何
学
に
よ
る
場
の
量
子
論
の
再
構
成
で
は
、
時
空
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
通
常
の
可
換
多
様
体
と
し
て
と
ら
え
る
の
を

や
め
る
。
代
わ
り
に
、
○
色
塗
ご
穿
窯
鋤
ヨ
鋤
誉
の
定
理
を
非
可
換
の
場
合
に
広
げ
て
、
観
測
さ
れ
る
物
理
量
に
関
わ
る
非
可
換
α
環
の
背
景

に
時
空
と
し
て
の
非
再
換
多
様
体
を
措
定
し
、
そ
の
非
晶
帯
ひ
環
が
そ
の
非
可
換
多
様
体
上
の
関
数
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
ω
Φ
環
9

ω
≦
⇔
出
の
定
理
も
非
可
換
の
場
合
に
広
げ
て
、
場
は
非
驚
換
α
押
上
の
α
加
群
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
岡
型
的
に
、
鮮
明
と
し
て
構
築
さ
れ

た
非
可
換
多
様
体
を
底
空
聞
と
す
る
ベ
ク
ト
ル
束
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
非
可
換
位
相
幾
何
学
（
ト
ポ
ロ
ジ
ー
）
は
非
砂
壌
化
さ
れ
た
空
間
の
大
域
的
性
格
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
通
常
の
可
換
空
間
の
大
域
的
性
格

を
あ
ら
わ
に
す
る
定
理
の
ひ
と
つ
に
》
ほ
旨
7
ω
貯
σ
q
興
の
指
数
定
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
様
体
上
の
微
分
作
用
素
の
大
域

的
性
質
（
作
爾
素
の
核
と
余
業
の
次
元
の
差
）
と
、
そ
の
多
様
体
の
位
網
と
し
て
の
大
域
的
性
質
（
多
様
体
上
の
フ
ァ
イ
バ
ー
束
の
あ
る
特
性

類
の
積
分
）
と
を
つ
な
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
定
理
に
よ
っ
て
、
解
析
と
位
相
幾
何
学
（
ト
ポ
ロ
ジ
ー
）
が
そ
の
大
域
的
性
質
に
よ
っ
て

結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
定
理
の
基
礎
物
理
学
へ
の
応
罵
は
、
幾
何
学
と
物
理
学
の
関
係
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ

る
と
考
え
る
数
学
者
、
数
理
物
理
学
者
も
多
い
。
こ
の
掲
数
定
理
も
非
斑
換
な
空
間
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
も
O
o
§
霧
の
主
張

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
ゲ
…
ジ
理
論
に
基
づ
い
た
場
の
量
子
論
に
お
い
て
、
空
間
の
局
所
約
性
格
を
あ
ら
わ
に
す
る
微
分
幾
何
学
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
れ
を
非
可
換
化
し
て
非
懲
換
微
分
幾
何
学
を
構
築
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
場
の
量
子
論
を
再
話
成
し
よ
う
と
い
う
試
み
、
そ
し
て
、
こ



れ
を
超
弦
理
論
と
統
合
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
現
在
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
通
常
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
、
そ
の
上
の
作
用
素

代
数
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
作
用
素
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
O
o
弓
①
ω
の
三
つ
組
み
、
す
な
わ
ち
非
可
換
空
間
の
た
め
の
「
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
」
、

「
代
数
」
、
「
デ
ィ
ラ
ッ
ク
作
用
素
」
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
可
換
微
分
幾
何
学
に
お
い
て
計
量
テ
ン
ソ
ル
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
無
限

小
距
離
が
、
非
可
換
微
分
幾
何
学
で
は
「
デ
ィ
ラ
ッ
ク
作
用
素
」
の
逆
元
と
し
て
定
義
さ
れ
、
ま
た
、
微
分
演
算
は
「
デ
ィ
ラ
ッ
ク
作
用

素
」
と
の
交
換
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
解
析
的
演
算
が
、
交
換
関
係
と
い
う
代
数
的
演
算
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
非
可
換
幾
何
学
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
代
数
的
な
作
用
素
に
よ
っ
て
、
解
析
的
概
念
、
幾
何
学
的
概
念
を
再
構
成
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
古
典
的
に
は
、
幾
何
学
と
解
析
と
い
う
数
学
的
言
語
で
表
現
さ
れ
た
物
理
的
局
所
性
の
概
念
を
、
非
可
換
的
に
再
構
成
し
て

い
く
た
め
に
、
代
数
が
媒
介
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
非
可
換
幾
何
学
と
素
粒
子
物
理
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
数
理
物
理
学
に
詳
し
い
哲
学
者
U
●
い
p
。
ヨ
σ
①
巨
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
レ
ベ
ル
や
宇
宙
の
初
期
の
歴
史
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
点
状
の
事
物
に
対
す
る
直
観
自
身
が
、
も
は
や
有
効
で
な

　
　
い
と
い
う
こ
と
を
、
最
近
の
研
究
の
発
展
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
的
器
官
の
基
本
的
な
限
界
と
い
う
単

　
　
純
な
理
由
の
た
め
に
延
長
は
連
続
的
に
見
え
、
点
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
分
割
の
プ
ロ
セ
ス
の
理
念
化
・
理
想
化
で
あ
る
と
考
え
る
の

　
　
は
適
当
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
直
観
は
マ
ク
ロ
な
世
界
の
文
脈
の
中
で
構
成
さ
れ
、
次
に
数
学
的
連
続
と
い
う
抽
象
的
概
念
の
中
で
体

　
　
系
化
さ
れ
た
（
い
讐
昌
σ
Φ
陰
口
Φ
Φ
Σ
”
臨
）
。

非
可
換
幾
何
学
の
可
能
性
に
よ
り
、
視
覚
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
直
接
的
に
理
念
化
さ
れ
、
構
成
さ
れ
た
「
点
」
と
い
う
幾
何
学
的
概

念
は
必
然
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
非
可
換
幾
何
学
に
お
け
る
幾
何
学
的
概
念
は
、
シ
ン
ボ
ル
的
・
代
数
的
な

形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
媒
介
さ
れ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
覚
的
な
意
昧
で
視
覚
的
と
い
い
が
た
い
に
せ
よ
、
幾
何
学

で
あ
る
限
り
は
、
視
覚
的
思
考
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『
論
理
学
研
究
』
の
第

六
研
究
の
中
で
数
学
に
お
け
る
ア
ナ
μ
ジ
ー
と
直
観
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
の
試
み

五
三
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た
と
え
ぽ
わ
れ
わ
れ
が
数
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
…
度
も
直
観
し
た
こ
と
の
な
い
三
次
曲
線
と
い
う
類
の
理
念
を
直
接
的
に

　
　
理
解
す
る
場
合
が
あ
る
。
…
…
こ
の
様
な
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
既
に
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
三
次
曲
線
の
特
殊
な
一
例
の
直
観
的

　
　
な
図
形
が
、
作
図
さ
れ
た
図
形
に
せ
よ
た
だ
単
に
想
像
さ
れ
た
図
形
に
せ
よ
、
と
も
か
く
直
観
像
と
し
て
、
す
な
わ
ち
志
向
さ
れ
て
い

　
　
る
普
遍
性
に
対
す
る
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
役
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
普
遍
性
の
意
識
が
直
観
的
な

　
　
普
遍
性
の
意
識
と
し
て
、
た
だ
し
無
体
の
直
観
に
基
づ
く
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
普
遍
性
の
意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
零
挙

　
　
ω
興
剖
卜
q
＜
押
貿
ρ
困
⑦
G
。
点
漣
…
邦
訳
、
日
。
。
り
、
～
部
改
変
）
。

　
こ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
個
体
と
普
遍
性
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
古
典
的
可
換
幾
何
学
と
非
可
換
幾
何
学
の
間

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
こ
れ
と
異
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
、
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
に
移
行
さ
れ
る
中
で
、
個
体
と
普
遍
性
の
間
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
は
、
逓
常
の
直
観
が
よ
く
機
能
す
る
慣
れ
た
古
典
的
幾
何
学
的
概
念
と
新
し
く
構
築
す
べ
き
幾
何
学
的
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
移

さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
シ
ソ
ポ
ル
的
・
代
数
的
形
式
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
が
媒
介
と
し
て
大
き
な
胴
鉢
を
担
っ

て
い
る
。
し
か
も
、
物
理
学
の
理
論
が
あ
ら
わ
に
し
た
概
念
が
数
学
的
概
念
を
移
築
す
る
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
場
の
量
子
論
の
数

学
的
厳
密
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
作
用
素
環
論
で
は
、
場
の
量
子
論
を
記
述
す
る
際
、
非
可
換
化
さ
れ
る
の
は
オ
ブ
ザ
ー
バ

ブ
ル
と
し
て
の
物
理
童
で
あ
り
、
時
空
は
可
換
な
変
数
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
作
用
素
環
論
が
幾
何
学
化
さ
れ
、
非
可
換
幾

何
学
が
…
構
築
さ
れ
る
な
か
で
、
聴
空
も
非
可
換
化
で
き
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
通
常
の
物
理
学
に
お
い
て
可

換
な
多
様
体
と
し
て
表
硯
さ
れ
る
時
空
に
対
す
る
「
科
学
作
品
の
現
象
学
」
に
お
け
る
意
味
で
の
「
エ
ポ
ケ
ー
」
が
作
用
し
て
い
る
。
空
間

の
葬
可
換
化
に
よ
る
「
周
所
性
」
と
、
そ
の
双
対
的
概
念
で
あ
る
「
大
域
性
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
新
た
な
直
観
を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

場
の
堂
子
論
を
は
じ
め
、
量
子
物
理
学
の
理
解
の
鍵
を
握
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



六
　
結

証口に丁

　
古
典
物
理
学
的
直
観
に
束
縛
さ
れ
た
「
粒
子
」
、
「
波
動
」
、
「
物
質
」
、
「
場
」
と
い
っ
た
諸
概
念
が
、
量
子
論
に
お
い
て
は
機
能
し
な
く
な

る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
、
シ
ン
ボ
ル
化
・
代
数
化
し
た
物
理
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
古
典
物
理
で
よ
く
機
能
す
る

世
界
、
す
な
わ
ち
「
物
質
の
構
成
要
素
と
し
て
の
粒
子
は
、
個
体
的
な
実
体
と
し
て
時
空
内
に
局
所
化
さ
れ
、
媒
体
と
し
て
の
場
を
伝
播
す

る
波
動
と
し
て
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
粒
子
の
間
に
作
用
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
」
と
い
う
古
典
物
理
学
的
な
直
観
世
界
が
、
放
棄
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
た
の
は
、
個
体
的
な
実
体
と
し
て
の
粒
子
の
概
念
で
あ
り
、
物
理
的
局
所
性
の
概
念
で
あ
る
。
粒
子

が
局
所
的
に
相
空
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
ま
た
、
多
粒
子
説
に
お
け
る
物
理
的
対
象
が
量
子
的
絡
み
合
い
に
よ
っ
て

時
空
内
で
分
離
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
型
番
で
の
非
局
所
性
を
、
量
子
論
は
あ
ら
わ
に
し
た
。
量
子
論
の
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
非
局
所

性
も
取
り
入
れ
た
、
新
し
い
幾
何
学
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
拙
論
は
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
広
い
意
味
で
の
幾
何
学
化
は
、
意
味

の
思
考
、
理
解
、
直
観
と
い
っ
た
も
の
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
理
論
物
理
学
や
数
理
物
理

学
の
理
解
の
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
代
数
学
的
な
理
論
は
、
シ
ソ
ボ
リ
ヅ
ク
に
媒
介
さ
れ
て
再
構
成
さ
れ

た
幾
何
学
的
対
象
に
よ
っ
て
「
充
実
」
さ
れ
る
こ
と
で
、
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
媒
介
に
し
て
、
そ
れ
以
前

の
直
観
を
放
棄
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
、
以
前
の
直
観
と
は
相
容
れ
な
い
物
理
概
念
や
幾
何
学
的
対
象
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
、
物
理
的
基
礎
概
念
（
空
聞
、
時
間
、
局
所
性
な
ど
）
へ
の
「
反
省
」
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
幾
何
学
化
し
な
が
ら
、

物
理
的
「
実
在
扁
を
再
把
握
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
在
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
代
数
学
と
幾
何
学
の

干
渉
の
考
察
を
媒
介
と
し
た
シ
ン
ボ
ル
的
思
考
と
直
観
的
思
考
の
関
係
と
い
う
、
人
間
の
主
観
性
に
関
す
る
反
省
的
思
索
も
含
ま
れ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
シ
ン
ボ
ル
が
形
式
的
操
作
と
い
う
意
昧
を
持
つ
と
同
時
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
介
し
た
概
念
構
築
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
拙
論
で
見
た
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
直
観
を
意
味
の
「
充
実
」
な
い
し
対
象
を
与
え
る
こ
と
と
し
て
考

「
科
学
作
平
の
現
象
学
」
の
試
み

五
五
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え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
「
充
実
」
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
超
え
て
、
広
い
意
味
で
の
幾
何
学
化
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
も
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
科
学
に
お
け
る
「
経
験
」
と
は
何
か
、
「
理
解
」
と
は
何
か

と
い
う
問
題
と
共
に
、
「
解
釈
」
に
関
わ
る
～
般
的
な
哲
学
的
考
察
に
よ
っ
て
深
化
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
拙
論
は
、
こ
の
こ
と
を
実

行
し
て
い
く
準
備
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
行
は
「
科
学
作
品
の
現
象
学
扁
か
ら
「
科
学
三
塁
の
解
釈
学
」
へ
の
移

行
の
契
機
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
注

（
1
）
　
直
観
と
い
う
概
念
に
し
ろ
、
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
概
念
に
し
ろ
、
臼
常
員
語
、
暫
学
、
ま
た
、
科
学
に
お
い
て
、
非
常
に
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
欝
葉
の
一
般
的
意
味
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
男
●
α
の
6
づ
養
8
は
、
薩
観
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
哲
学
百
科
事
典
の

　
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
的
に
、
直
観
（
ぎ
け
三
二
〇
巳
と
い
う
欝
葉
は
認
識
対
象
が
、
直
接
的
、
全
体
的
に
精
神
に
対
し
て
存
す
る
よ

　
う
な
知
の
形
態
を
有
事
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
常
に
多
か
れ
少
な
か
れ
ラ
テ
ン
語
の
一
一
三
欝
。
。
が
意
味
す
る
眺
め
る
行
為
だ
と
か
、
注
視
す
る
こ

　
と
と
関
係
を
保
っ
て
い
る
駄
（
き
～
異
議
§
憲
冨
き
§
の
§
ミ
ざ
～
ミ
9
軸
一
望
謎
ミ
鋭
く
O
困
浜
｛
』
§
ρ
㊦
押
野
q
O
じ
む
§
O
調
《
囲
艮
9
酔
§
》
罠
①
○
。
）
。
㎝
方
、
シ
ン
ポ

　
ル
に
関
し
て
は
、
○
●
雰
『
（
騨
。
震
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
言
葉
の
意
味
論
的
分
散
は
、
ま
ず
、
そ
の
概
念
を
構
築
す
る
こ
と

　
を
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
で
は
、
シ
ン
ボ
ル
は
衰
象
一
す
な
わ
ち
感
覚
的
に
表
象
す
る
も
の
と
、
知
的
に
表
象
さ
れ
る
も
の
の

　
聞
の
類
比
的
関
係
、
噴
類
似
隔
の
お
か
げ
で
機
能
す
る
表
象
1
を
意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
紋
章
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い

　
つ
た
語
を
連
想
す
る
こ
と
が
驚
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
慧
昧
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
記
号
の
俵
意
性
を
導
入
す
る
た
め
に
、
記
暑
と
、
中
心
点
が
少
な
く
と
も

　
ひ
と
つ
の
隅
膚
然
的
繕
愈
の
基
礎
踊
に
依
拠
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
を
紺
立
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
記
号
の
二
つ
の
面
は
規
約
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
に
過

　
ぎ
ず
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
、
他
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
、
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
は
、
逆
に
シ

　
ソ
ボ
ル
は
す
べ
て
の
表
象
的
内
容
を
持
た
な
い
、
完
全
に
空
虚
な
記
琴
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
許
容
す
る
も
の
は
、
正
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

醤
え
ば
、
い
か
な
る
薩
観
（
凶
艮
三
甑
。
ε
（
…
）
も
持
た
な
い
概
念
的
思
考
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
人
は
数
学
的
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の

　
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
扁
（
き
ミ
■
翼
9
ゴ
o
b
。
噂
O
■
ピ
曽
鴨
毎
⑦
舞
弧
ω
讐
ご
び
。
δ
漸
卜
。
醸
一
ト
。
）
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
の
う
ち
、
前
者
を
蓑
象
的
シ
ン

　
ボ
ル
、
後
者
を
抽
象
的
シ
ン
ボ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
憶
．
価
㊦
し
d
o
N
§
に
よ
る
直
観
の
規
定
と
○
べ
い
二
。
M
バ
ぜ
Φ
簿
鴬
に
よ
る
シ
ン
ボ
ル
の
規
定



　
は
数
学
・
物
理
学
を
扱
う
際
に
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
一
つ
は
、
数
学
的
シ
ン
ボ
ル
は
果
し
て
完
全
に
直
観
と
切
り

　
離
さ
れ
、
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
方
で
数
学
的
に
表
現
さ
れ
、
他
方
で
、
感
覚
的
・
経
験
的
内
容
と
深
く

　
繋
が
る
物
理
学
に
お
い
て
、
シ
ン
ボ
ル
は
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
拙
論
の
出
発
点
と
し
て
は
、
上
述
の
直
観
と
シ
ン
ボ
ル
の
意
味

　
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
議
論
を
進
め
る
な
か
で
直
観
の
直
接
性
や
全
体
性
を
梱
対
化
し
な
が
ら
、
数
学
・
物
理
学
の
シ
ン
ボ
ル
が
表
象
的
シ
ン
ボ
ル
と

抽
象
的
シ
ン
ボ
ル
に
対
し
て
ど
こ
に
位
置
し
、
直
観
と
い
か
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
拙
論
は
、
シ
ン
ボ
ル
と
切
り
離

　
さ
れ
た
直
観
の
概
念
を
修
正
し
な
が
ら
、
数
学
・
物
理
学
に
お
け
る
実
効
的
な
直
観
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
騙
、
第
六
研
究
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
直
観
」
に
類
似
す
る
、
間
接
的
で
媒
介
さ
れ
た
直
観
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

　
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
代
数
的
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
と
き
、
形
式
論
理
的
な
い
か
な
る
意
味
内
容
も
持
た
ず
、
ま
た
、
直
観
を
排
除
す
る
よ
う
な
純

粋
な
シ
ン
ボ
ル
体
系
に
近
い
も
の
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
拙
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
数
学
・
物
理
学
に
お
い
て
は
、
シ
ン
ボ
ル
自

　
身
が
意
味
と
深
く
か
か
わ
り
つ
つ
、
直
観
的
な
も
の
と
編
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。

（
2
）
　
例
え
ば
解
析
学
の
複
素
積
分
は
、
リ
ー
マ
ン
面
と
い
う
幾
何
学
的
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
直
観
的
に
理
解
さ
れ
、
計
算
さ
れ
る
。

（
3
）
　
微
分
幾
何
学
に
お
い
て
、
そ
の
「
図
形
」
を
直
接
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
解
析
学
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
微
分
演
算
子
な
ど
に

　
よ
っ
て
、
「
曲
率
し
な
ど
の
幾
何
学
的
概
念
が
表
現
さ
れ
る
。

（
4
）
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
影
響
を
受
け
た
数
学
者
団
．
芝
①
覧
に
近
い
数
学
観
を
持
つ
と
、
》
鉱
《
塾
は
自
認
し
て
い
る
。

（
5
）
　
場
の
量
子
論
の
詳
細
な
分
析
は
原
田
冨
O
O
象
］
の
六
章
、
お
よ
び
原
田
冨
O
O
昌
を
参
照
。

（
6
）
詳
細
は
、
原
田
冨
0
8
α
H
ω
ω
り
－
島
。
。
を
参
照
。
こ
こ
で
、
場
の
量
子
論
の
構
成
の
構
造
は
、
主
に
、
芝
Φ
ぎ
ぴ
Φ
蹟
ロ
8
α
］
に
従
う
。

（
7
）
　
こ
の
局
所
性
の
破
れ
が
、
一
般
に
二
粒
子
系
の
非
相
対
論
的
量
子
力
学
に
お
い
て
い
わ
れ
る
局
所
性
の
破
れ
で
あ
り
、
ベ
ル
の
不
等
式
を
破
る
も
の

　
で
あ
る
。

（
8
）
　
た
と
え
ば
、
大
域
的
な
位
相
幾
何
学
に
お
け
る
特
異
ホ
モ
ロ
ジ
ー
と
、
局
所
的
な
微
分
位
稲
幾
何
学
に
お
け
る
ド
・
ラ
ム
の
コ
ホ
モ
ロ
ジ
ー
は
双
対

　
的
な
関
係
に
あ
る
。

　
　
文
　
献
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　　This　di’fferentiation　by　Aquinas　o’f　the　two　mental　resemblances　will　elucidate

tlae　qLiestion　w・hether　he　is　a　representationalist　or　a　direct　realist．　lf　the　re－

presentationalism　claims　that　any　1〈ind　of　mental　i’epresentation　needs　to　be

accessible　to　the　cognizer，　Aquinas　cannot　be　called　a　representationalist．　lt　is

because　his　theory　requires　the　sPecies　xvhich　represents　the　outer　world　and　o’f

which　the　cognizer　caRnot　have　any　awareness．

　　As　to　the　second　question　whetlaer　Aquinas　was　an　epistemological　optimist，　we

could　safel＞r　claim　that　he　is　an　optimist　in　the　sense　that　we　easily　mal〈e　mistakes

in　the　f’ormation　of　verbttm　which　requires　our　intellect’s　compositional　operations．

Aquinas　acknowledges，　howexrer，　that　species’s　“informatio”　of　simple　quiddity　is

always　veridical　because　it　includes　no　active　composition　by　our　intellect，　which

cotild　not　let　us　cal｝　him　an　epistemological　optimist　in　its　full　sense．

　　Concerning　the　fk－st　intemalist／externalist　qtiestion　as　well，　we　could　conclude

that　Aquinas’s　theory　of　cognition　would　adiinit　the　validity　of　the　both　of　tlie

see面ngly　inco1算patible　positions，　for　it　Heeds　to　have　both　of蜘。～’es　and〃ω加1π

as　indispensable　media　of　ourintellectual　cogRition．　SPecies　does　not　appear　to　our

consciousness　in　our　first－order　cognition　about　the　extramental　things，　while

witliout　it　our　intellect　¢ould　not　form　the　verbttm　of　thein　which　appears，　needless

to　say，　to　our　aw・areness　as　the　end　of　our　cognitive　process．　Aquinas　is　an

intemalist　as　to　the　characterization　of　the　vej’bum，　but　according　to　hlm　our

intellectual　cognition　as　a　whole　is　supported　by　the　sPecies　the　warrant　of　which

is　not　the　internal．　evidence　in　our　consciousness．

Aik　Attempt　at　Phenomenology　of　Scientific　Works
　　Interaction　between　algebraic　and　geometric　perspectives，

　　with　reference　to　the　noeion　of　locality　in　quantum　physics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の・

　　　　　　　　　　　Masaki　HARADA

　　　　　Associate　Professor　of　Philosophy，

Department　of　Human　Developmental　Science，

　　　　　Sendai　Shirayuri　Women’s　College．

　　G．一G．　Granger　considers　science　as　“works”，　which　fix　concepts，　and　which　go

beyond　their　author＄’　consciottsness　because　of　their　fixed　structure．　With　recourse

to　his　notion　of　“work”，　this　paper　proposes　’a　“phenomenology　of　scientific

works”，　as　distinguished　from　Husserl’s　pure　phenomenology．　“Phenomenology　of

2



scientific　works”　begins　with　the　clescription　of　scientific　activities　and　of　prop－

　erties　of　scientific　concepts　induced　from　those　activities，　while　pure

phenomenology　begins　with　the　description　of　what　appears　directly　to　conscious－

ness．　Thus　this　paper　proposes　a　displacement　of　the　phenomenology　that　looks　for

．the　foundation　of　all　seiences，　with　a　phenomenology　that　mal〈es　possible　a

　reflection　on　the　structure　of　subjeetivity　through　the　description　of　scientific

　works．

　　　In　the　history　of　philosophy，　we　can　find　an　opposition　between　intuitive　thinking

　and　symbolic　thinl〈ing．　lnstead　of　treating　directly　the　relation　between　these　two

　kinds　of　thinking，　this　paper　begins　with　a　description　of　the　interaction　between

　intuitive　perspective　and　symbolic　perspective，　in　theoretical　physics，　which

involves　mathematical　representations．　A　great　mathematician，　M．　F．　Atiyah，

　considers　geometry　as　a　kind　of　visual　or　intuitive　thinking，　while　considering

　algebra　as　a　consequential　calculus　which　doesn’t　involve　any　thinking　about

　meaning．　ln　his　view，　the　problenis　of　meaning　and　of　vision　are　deeply　linked　in

　geometry．　A　similar　linl〈　can　also　be　found　in　Husserl’s　phenomenology．　ln　shifting

　this　linkage　to　“phenomenology　of　scientific　works”，　this　paper　describes　how　a

　reconstruction　of　“intuitive”　concepts　of　number　and　space　is　made　through　the

　medjation　of　“symbolic”　operations　of　algebra　and　analysis　in　mathematics．

　　　How　can　theories　in　physics　approach　physical　reality？　What　is　the　relationship

　between　intuition　and　the　approach　to　reality？　This　paper　affirms　that　considera－

　tion　of　the　“intuitive”　geometric　perspective　in　theoretical　physics　is　necessary　for

　answering　these　questions，　even　if　it　is　strongly　mediated　by　symbolic　algebra　and

　analysis．　Moreover，　the　concept　of　“locality”，　which　is　mathematically　expressed

　in　the　crossroad　of　geometry　and　analysis，　accompanies　the　notion　of　physical

　reality．　lt　is　well　1〈nown　that　quantum　physics　mal〈es　the　concept　of　locality

　difficu瓦to　understand．工n　order亡。　cons互der　the　status　of　physical　reality　in　the

　context　of　the　difficulty　arising　from　the　notion　of　locality，　this　paper　analyses　the

　　interaction　between　geometry　and　analysis　or　algebra　in　“local”　quantum　theory

　　of　field．　Understanding　quantum　theory　requires　the　geometric　reconstruction　of

　　the　physical　notion　of　locaiity，　through　the　mediation　of　symboiically　expressed

　　algebra．　Non　commutative　geomeery　is　a　good　example　for　seeing　this　situation．

　　　With　this　description　of　scientific　worl〈s，　this　paper　may　open　a　way　to　a

　　reflexive　approach　to　such　fundamental　philosophical　notions　as　understanding，

　　intuition，　and　reality．
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