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第11回

　
そ
こ
で
、
量
子
力
学
か
ら
心
理
学
に
至
る

す
べ
て
の
科
学
の
説
明
が
う
ま
い
具
合
に
つ

な
が
り
、
そ
れ
ら
の
扱
う
現
象
が
す
べ
て
も

れ
な
く
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
あ
り
そ
う
も
な

い
場
合
で
も
、
人
は
依
然
と
し
て
（
Ａ
）
の

よ
う
な
事
実
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
説
明
の
最

初
の
根
拠
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う

仕
方
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
問
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
い
え
む
し
ろ
、「
宇
宙
の

始
ま
り
は
ど
う
し
て
そ
う
い
う
風
に
始
ま
っ

た
の
か
？
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
人
は
根
拠

の
根
拠
を
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
そ
こ
で
こ
う
い
う
場
合
、「
説
明
」
に
何

が
起
き
る
か
と
い
う
と
、
次
の
三
つ
の
可
能

性
し
か
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

（
１
）
説
明
の
根
拠
を
ど
ん
ど
ん
さ
か
の
ぼ

っ
て
い
っ
て
、
説
明
に
終
わ
り
が
な
く
な

る
。（
２
）
Ｌ
を
説
明
す
る
の
が
Ｍ
で
あ
り
、

Ｍ
を
説
明
す
る
の
が
Ｓ
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

Ｓ
を
説
明
す
る
の
は
元
の
Ｌ
で
あ
る
、
と
い

う
具
合
に
説
明
が
ぐ
る
ぐ
る
循
環
す
る
。

（
３
）
根
拠
へ
無
限
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
嫌

だ
か
ら
、
ど
こ
か
で
「
え
い
や
っ
」
と
勝
手

に
説
明
を
打
ち
切
る
。

　
こ
の
三
つ
の
ど
の
場
合
も
、
科
学
に
説
明

で
き
な
い
も
の
、
つ
ま
り
「
わ
か
ら
な
い
」

も
の
が
残
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
な
ぜ

ｗ
ｈｙ
」
と
い
う
「
理
由
に
よ
る
正
当
化
」

の
問
い
は
科
学
の
問
い
で
は
な
い
の
で
す
か

ら
、
そ
の
答
え
も
、（
も
し
あ
る
の
な
ら
）

科
学
に
よ
っ
て
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。「
な
ぜ
こ
の
世
に
悪
は
あ
る
の
か
？
」

と
い
っ
た
よ
う
な
、
人
で
あ
る
限
り
、
ど
う

し
よ
う
も
な
く
問
い
た
く
な
る
こ
う
い
う
問

い
こ
そ
、
本
当
に
問
う
べ
き
問
い
な
の
だ
、

と
考
え
る
哲
学
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
と
え
ば
、
あ
な
た
の
両
親
は
な
ぜ
こ
の

世
で
出
会
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
あ
な
た

は
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？

「
な
ぜ
何
も
な
い
の
で
は
な
く
、
何
か
が
あ

る
の
か
」
と
問
う
て
き
た
多
く
の
哲
学
者
た

ち
の
よ
う
に
、
人
は
有
限
な
存
在
だ
か
ら
こ

そ
、
科
学
で
は
わ
か
ら
な
い
多
く
の
こ
と
を

問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
世
界
は

謎
に
満
ち
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
。

子
ど
も
が
抱
く
素
朴
な
疑
問
に
は
、

実
は
、哲
学
の
本
質
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

親
も
答
え
る
の
が
難
し
い
。
そ
ん
な｢

難
問｣
に
、

毎
回
2
名
の
哲
学
者
が
真
剣
に
お
答
え
し
ま
す
。

調べる方法さえあれば
信頼できる答えをくれる

ち
ろ
ん
、
科
学
で
な
ん
で
も
わ

か
る
わ
け
は
な
い
。「
明
日
は

雨
が
ふ
る
の
？
」
な
ん
て
い
う

あ
り
ふ
れ
た
質
問
で
さ
え
、
今
の
科
学
で
は

ち
ゃ
ん
と
は
答
え
ら
れ
な
い
。

　
科
学
で
わ
か
ら
な
い
の
は
未
来
の
こ
と
だ

け
じ
ゃ
な
い
。
た
と
え
ば
殺
人
事
件
な
ん
か

が
あ
っ
た
と
き
、「
科
学
捜
査
」
と
い
う
も

の
が
行
わ
れ
る
。
犯
人
が
残
し
て
い
っ
た
指

紋
や
髪
の
毛
な
ん
か
を
科
学
的
に
分
析
す
る

わ
け
だ
。
で
も
、
犯
人
が
見
つ
か
る
と
き
も

あ
れ
ば
見
つ
か
ら
な
い
と
き
も
あ
る
。
そ
も

そ
も
賢
い
犯
人
だ
っ
た
ら
指
紋
も
髪
の
毛
も

残
さ
な
い
だ
ろ
う
。
過
去
の
こ
と
だ
っ
て
科

学
で
全
部
わ
か
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

　
じ
ゃ
あ
現
在
の
こ
と
は
科
学
で
何
で
も
わ

か
る
だ
ろ
う
か
。
科
学
者
に
「
宇
宙
人
っ
て

い
る
の
？
」
と
き
い
て
み
よ
う
。
き
っ
と

「
わ
か
ら
な
い
」
っ
て
い
う
答
え
が
か
え
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
宇
宙
人
が
い

る
と
い
う
証
拠
も
い
な
い
と
い
う
証
拠
も
な

い
。
こ
う
い
う
と
き
は
わ
か
ら
な
い
と
言
う

し
か
な
い
。

　
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ

あ
、
か
え
っ
て
「
科
学
に
わ
か
る
こ
と
っ
て

何
な
の
？
」
と
聞
き
た
く
な
る
よ
ね
。
科
学

は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

こ
の
世
界
は
何
で
で
き
て
い
る
の
か
、
こ
の

世
界
に
は
ど
ん
な
力
が
は
た
ら
く
の
か
、
そ

う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
科
学
が
明
ら
か
に
し

て
き
た
知
識
は
、
身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
製

品
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ー

ナ
ビ
な
ん
か
に
も
、「
一
般
相
対
性
理
論
」

と
い
う
難
し
げ
な
物
理
学
の
理
論
が
応
用
さ

れ
て
い
た
り
す
る
。
生
物
の
体
の
仕
組
み
や

病
気
の
原
因
な
ん
か
も
科
学
で
次
々
に
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
、
昔
は
治
療
で
き
な
か
っ

た
い
ろ
い
ろ
な
病
気
が
治
療
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
だ
か
ら
、
科
学
で
わ
か
ら
な
い
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
、
わ
か
る
こ
と

だ
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
そ
れ
は
十
分
す

ご
い
こ
と
だ
。

　
で
も
、
こ
こ
で
終
わ
り
に
し
て
し
ま
わ
な

い
で
、
も
う
一
歩
先
ま
で
考
え
て
み
よ
う
。

科
学
で
わ
か
る
こ
と
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
の

差
っ
て
何
な
ん
だ
ろ
う
。

　
最
初
に
挙
げ
た
、
明
日
の
天
気
、
殺
人
事

件
の
犯
人
、
宇
宙
人
、
こ
う
い
う
も
の
に
共

通
す
る
の
は
、「
調
べ
よ
う
が
な
い
」
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
占

い
師
に
聞
い
て
「
犯
人
は
執
事
だ
」
と
か
答

え
を
も
ら
う
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
そ
れ
は
「
当
た
る
も
八
卦
、
当
た

ら
ぬ
も
八
卦
」
と
い
う
や
つ
で
、
も
ち
ろ
ん

科
学
で
は
な
い
。

　
逆
に
、
調
べ
る
方
法
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
科
学
は
大
変
信
頼
で
き
る
答
え
を
く

れ
る
。
科
学
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
つ
い
て

調
べ
る
方
法
そ
の
も
の
も
生
み
出
し
て
き
た
。

顕
微
鏡
や
望
遠
鏡
と
い
っ
た
観
察
の
道
具
、

精
度
の
高
い
実
験
の
方
法
、
結
果
を
分
析
す

る
た
め
の
統
計
学
の
方
法
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
科
学
的
な
調

査
は
信
頼
性
の
高
い
情
報
を
生
み
出
す
。「
当

た
る
も
八
卦
」
で
カ
ー
ナ
ビ
が
作
れ
る
か
ど

う
か
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
る
と
い
い
。

　
つ
ま
り
、
調
べ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

で
き
る
だ
け
信
頼
性
の
高
い
情
報
を
引
き
出

す
ノ
ウ
ハ
ウ
、
こ
れ
が
科
学
と
い
う
も
の
の

特
徴
だ
と
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
調
べ
よ
う
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
口
を
つ
ぐ
む
の
も
科
学
の
大
事
な
特
徴
だ
。

宇
宙
人
が
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
答

え
る
、
こ
れ
も
科
学
の
い
い
と
こ
ろ
な
の
だ
。
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科
学
で
な
ん
で
も

わ
か
っ
ち
ゃ
う
の
？

イラスト／いとう瞳

か
る
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か

を
考
え
て
み
る
と
、
科
学
で
す

べ
て
が
わ
か
っ
ち
ゃ
う
、
な
ん

て
あ
り
そ
う
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
人
が
何

か
を
わ
か
っ
た
と
言
う
場
合
、
普
通
は
、
ふ

た
つ
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、（
Ａ
）
自
分
の
目
や
耳
で
事
実
を
確
か

め
た
場
合
の
よ
う
に
「
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま

に
受
け
入
れ
た
」
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い

は
、（
Ｂ
）
す
で
に
自
分
が
受
け
入
れ
た
事

実
か
ら
「
そ
れ
が
説
明
で
き
た
」、
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
物
理
学
や
化
学
の
よ
う
な
自

然
科
学
で
あ
れ
、
社
会
学
や
経
済
学
の
よ
う

な
人
文
科
学
で
あ
れ
、
科
学
が
提
供
す
る

「
説
明
」
は
、
基
本
的
に
は
「
ど
う
い
う
仕

方
で
そ
う
な
る
の
（
ｈ
ｏ
ｗ
）
？
」
と
い
う

問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
っ
て
、「
な
ぜ
そ

う
な
の
（
ｗ
ｈｙ
）
？
」
と
い
う
問
い
に
対

す
る
答
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
ふ
た
つ

の
問
い
は
、
と
て
も
紛
ら
わ
し
い
の
で
す

が
、
前
者
は
「
原
因
に
よ
る
法
則
的
説
明
」、

後
者
は
「
理
由
に
よ
る
正
当
化
」
を
求
め
て

い
る
の
で
す
。「
ど
う
し
て
春
に
な
る
と
桜

の
花
は
咲
く
の
？
」
と
い
う
問
い
と
、「
な

ぜ
泥
棒
を
し
て
は
い
け
な
い
の
？
」
と
い
う

問
い
の
違
い
で
す
。

ぜんぶわかるほど
世界は簡単じゃあない

も

わ
「
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