
科
学
と
思
想
と
の
交
流

石
原
　
純

自
然
科
学
が
人
間
文
化
の
中
の
最
も
驚
異
す
べ
き
、
　か且　
つ
恐
ら
く
は
最
も
偉
大
な
も
の
で
あ
り
得
る
こ
と
は
、
既
に
今
日
に
於
て
認

め
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
更
に
そ
れ
の
発
達
の
益
々
顕
著
で
あ
る
べ
き
将
来
に
於
て
は
、
一
層
確
実
に
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
手
に
よ
っ
て
絶
え
ず
持
続
的
に
そ
の
成
果
を
高
め
て
ゆ

く
こ
と
の
で
き
る
随
一
の
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
文
化
と
い
え
ど
も
、
時
代
的
に
継
承
さ
れ
て
進
歩
す
る

と
云
う
こ
と
は
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
自
然
科
学
の
進
歩
の
ご
と
く
顕
著
で
は
あ
り
得
な
い
。
ど
こ
に
そ
の
相
違

が
あ
る
か
と
云
え
ば
、
自
然
科
学
に
於
て
は
、
　ひ

と独　
り
我
々
人
間
が
直
接
に
最
も
巧
妙
を
極
め
て
い
る
自
然
の
機
構
か
ら
多
く
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　い謂　
わ
ば
直
接
に
造
物
主
か
ら
彼
の
秘
訣
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
於
て
、
そ
れ
の
比
類
の
な
い
強
み

が
存
す
る
の
で
あ
る
。
　も

と固　
よ
り
我
々
自
身
の
思
惟
機
構
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
巧
妙
な
自
然
の
一
部
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
　こ

れ之　
は

何
も
の
か
に
よ
っ
て
、
啓
発
さ
れ
て
ゆ
か
な
く
て
は
絶
え
ず
進
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
も
極
め
て
徐
々

に
し
か
実
現
さ
れ
得
な
い
の
に
反
し
て
、
思
惟
内
容
と
し
て
の
自
然
科
学
的
知
識
が
、
著
し
く
急
速
に
進
み
得
る
の
は
、
我
々
の
既
に

十
分
に
経
験
し
来
っ
た
処
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
　か

つ嘗　
て
我
々
の
予
想
し
得
な
か
っ
た
よ
う
な
新
た
な
驚
異
す
べ
き
も
の
が
常
に
附

加
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
　こ

れ之　
が
一
般
的
に
我
々
の
思
想
に
影
響
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
は
、
　も

と固　
よ
り
当
然
で
あ
る
。

多
く
の
思
想
の
根
源
を
尋
ね
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
　な

ん
ら
何
等　
か
の
経
験
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
、
恐
ら
く
は
い
つ
も
指
摘
し
得
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
一
々
の
説
明
を
省
く
が
、
　た

と例　
え
ば
古
代
に
於
て
、
一
般
を
　ふ

う
び
風
靡　
し
て
い
た
神
秘
的
思
想
の
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　ご
と如　
き
が
、
自
然
に
対
し
て
多
く
の
不
思
議
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
　こ

れ之　
と
同
時
に
、
自
然
に
対
す
る
或
る
規
則
性
が
経
験
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
支
配
す
る
原
理
の
存
在
が
、
一

つ
の
思
想
内
容
と
し
て
具
現
し
、
こ
こ
に
形
而
上
学
的
自
然
哲
学
を
由
来
す
る
素
因
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ

う
に
し
て
種
々
の
経
験
が
思
想
内
容
に
入
り
込
ん
で
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
新
ら
し
い
知
識
を
供
与
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
が
、

思
想
の
上
に
密
接
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
そ
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

こ
れ
を
逆
に
言
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
思
想
は
　む

し寧　
ろ
い
つ
も
新
た
な
自
然
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
、
育
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と

云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
想
は
直
接
に
は
社
会
状
態
に
依
存
す
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
状
態
そ
の
も
の

さ
え
も
、
歴
史
的
に
は
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
対
す

る
思
考
的
要
請
が
、
自
然
と
の
　か

ん
れ
ん

関
聯　
に
於
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
決
し
て
　す

く尠　
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
自
然
科
学
と
思
想
と
の

交
渉
は
　は

な
は甚　だ
密
接
と
な
る
。

こ
の
事
を
更
に
一
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
人
間
は
　そ

も
そ抑　も

あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
自
然
か
ら
教
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
ら
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
を
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　た

と例　
え
ば
、
数
学
の
　ご

と如　
き
も
、
広
い
意
味
で
は
人

間
の
思
想
の
一
部
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
そ
れ
は
純
粋
に
思
惟
的
な
論
理
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
　し

か併　
し
　こ

れ之　

が
発
達
す
る
た
め
に
、
今
日
ま
で
に
、
い
か
に
多
く
の
刺
戟
を
自
然
科
学
的
知
識
か
ら
受
け
て
来
た
か
は
、
数
学
史
の
上
で
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
然
科
学
か
ら
全
く
孤
立
し
た
と
き
に
、
そ
の
発
達
が
或
る
程
度
で
停
滞
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
こ
と

は
、
現
に
我
が
国
の
和
算
な
ど
に
於
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の
他
の
思
想
の
場
合
に
於
て
も
、
ま
た
同
様
な
の
で
あ
っ

て
こ
こ
に
思
想
と
科
学
と
の
交
渉
と
い
う
問
題
は
、
思
想
史
の
上
に
　む

し寧　
ろ
極
め
て
重
大
な
も
の
と
　み見　
　な做　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然

科
学
の
成
立
以
前
に
於
て
は
、
思
想
は
単
に
日
常
経
験
に
於
て
そ
の
母
体
を
求
め
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
　し

た
が従　っ
て
自
然
に
関
し
て
は
、

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　ま先　
ず
原
始
時
代
の
神
秘
的
思
想
に
始
ま
っ
て
、
次
に
形
而
上
学
的
思
想
に
移
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
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こ
こ
に
周
知
の
通
り
宗
教
と
哲
学
と
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

　こ
れ
ら

之
等　
の
思
想
は
早
く
一
般
的
に
極
め
て
深
く
根
づ
い
た
だ
け
に
、
後
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
い
か
に
支
配
的
で
あ
っ
た
か
は
、
や
が

て
自
然
科
学
が
起
っ
て
か
ら
も
、
　し

ば
し
ば

屡
　々
　こ

れ之　
と
の
間
に
種
々
の
争
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
自

然
科
学
そ
れ
自
身
の
な
か
に
、
　こ

れ
ら
之
等　
の
古
代
的
思
想
の
多
く
入
り
込
ん
だ
事
実
に
よ
っ
て
も
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　た

と例　
え
ば
、
物

理
学
の
基
礎
原
理
の
な
か
に
、
軸
の
永
遠
性
を
象
徴
す
る
と
こ
ろ
の
恒
存
原
理
が
現
わ
れ
、
神
は
最
善
を
な
す
と
い
う
思
想
に
基
い
て
、

極
値
原
理
が
立
て
ら
れ
た
　ご

と如　
き
、
ま
た
、
占
星
術
の
外
に
錬
金
術
や
燃
素
説
な
ど
が
、
か
な
り
後
迄
も
行
わ
れ
て
い
た
　ご

と如　
き
も
　こ

れ之　
で
あ

る
。
と
も
か
く
も
古
代
に
於
て
は
、
思
想
が
こ
の
よ
う
に
優
先
的
な
地
位
を
独
占
し
て
い
て
、
そ
れ
が
自
然
科
学
を
す
ら
自
ら
の
権
威

の
も
と
に
従
わ
し
め
よ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
に
於
て
は
自
然
科
学
が
、
そ
の
正
当
な
形
体
に
於
て
で
は
な
く
、
　か

え却　
っ
て
歪

め
ら
れ
た
形
而
上
学
的
自
然
哲
学
と
し
て
の
み
成
立
す
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
代
に
於
て
は
、
こ
の
事
情
は
逆
に
な
っ
て
来
た
。
自
然
科
学
は
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
思
想
の
　き

は
ん
羈
絆　
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
の
独
自
の
道

を
進
ん
だ
。
自
然
に
於
け
る
厳
然
た
る
事
実
が
こ
の
事
を
強
要
し
、
　か且　
つ
可
能
な
ら
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ガ
リ
レ
イ
の
有

名
な
言
葉
、「
で
も
地
球
は
動
い
て
い
る
」
と
云
う
の
が
、
こ
の
方
向
を
指
示
す
る
最
初
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
か
く
て
、
自
然
科
学
が
そ
の
驚
く
べ
き
成
果
を
著
し
く
積
み
重
ね
て
ゆ
く
に
　し

た
が従　っ
て
、
思
想
が
　か

え却　
っ
て
そ
の
発
展
の
た
め
の
養
分

を
、
新
た
な
自
然
科
学
的
経
験
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
有
様
に
ま
で
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
科
学
の
偉
大
な
原

動
力
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
用
の
た
め
に
の
み
自
然
科
学
を
云
々
す
る
人
々
は
、
こ
の
点
に
眼
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐

ら
く
は
新
た
な
驚
愕
を
禁
じ
得
な
い
程
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
及
び
ガ
リ
レ
イ
を
経
て
、
ケ
プ
ラ
ー
が
　い謂　
わ
ゆ
る
「
仮
説
を
も
た
な
い
天
文
学
」
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代

の
神
学
的
思
想
が
、
そ
こ
か
ら
取
り
除
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
於
て
も
、
　し

か併　
し
自
然
科
学
が
そ
の
完
全
な
勝
利
を
誇
り
得
る
ま
で

に
は
久
し
い
年
月
を
要
し
た
。
し
か
も
多
く
の
場
合
に
、
自
然
科
学
的
知
識
が
思
想
の
な
か
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
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必
ず
し
も
正
し
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
　も若　
し
く
は
正
し
い
意
味
に
於
て
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
間
に
種
々
の
混
乱
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
事
情
は
、
今
日
に
於
て
も
な
お
　し

き頻　
り
に
存
在
す
る
。
こ
の
事
は

一
面
か
ら
見
れ
ば
、
或
い
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
自
然
科
学
に
於
て
は
、
常
に
実
証
的
事
実
に
よ
っ
て
、
そ

の
帰
結
が
極
め
て
厳
密
に
検
討
せ
ら
れ
る
の
に
反
し
て
、
思
想
に
於
て
は
、
そ
れ
が
或
る
主
張
を
強
調
す
る
こ
と
に
利
用
し
得
れ
ば
十

分
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　し

か併　
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
於
て
さ
え
も
、
そ
れ
が
真
に
正
し
い
自
然
科
学
的
経
験
に
依

存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
一
層
確
実
に
し
、
　か且　
つ
　こ

れ之　
を
偉
大
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に

は
、
　い

た
ず徒　ら

に
そ
れ
の
破
綻
を
　す

み
や速　か

に
す
る
に
終
る
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。

古
来
の
思
想
史
の
上
で
、
唯
物
論
的
及
び
唯
心
論
的
思
想
の
対
立
は
、
最
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
科
学
の
発
達
が
　ま先　
ず

物
質
現
象
に
於
て
顕
著
で
あ
り
、
生
命
現
象
の
研
究
の
　ご

と如　
き
も
、
同
じ
く
物
質
現
象
に
於
け
る
方
法
を
そ
の
　ま

ま儘　
採
り
入
れ
た
と
こ
ろ
の

生
理
学
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
代
の
唯
物
論
は
巧
み
に
　こ

れ之　
を
利
用
し
、
そ
の
自
ら
の
主
張
を
正

当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
　あ

た
か恰　も

自
然
科
学
は
、
当
然
に
唯
物
論
を
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
　ご

と如　
き
観
を
人
々
に
懐

か
し
め
る
に
さ
え
至
っ
た
。
　し

か併　
し
な
が
ら
、
た
と
え
生
物
体
が
純
粋
に
物
質
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
確
実
な
自
然
科
学
的

事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
　な

に
ゆ
え

何
故　
に
、
か
よ
う
な
物
質
組
織
の
上
に
他
の
物
質
に
於
け
る
と
は
異
な
っ
た
特
殊
な
生
命
現
象
が
現
わ
れ
得

る
か
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
は
、
そ
れ
は
決
し
て
自
然
科
学
的
理
論
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
未
知

の
前
提
の
も
と
に
主
張
さ
れ
る
非
実
証
的
言
説
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
　し

た
が従　っ

て
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
や
は
り
、
一
つ
の
形
而
上

学
的
思
想
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
一
方
で
は
、
物
理
学
に
於
て
種
々
の
現
象
に
対
す
る
力
学
的
の
説
明
が
　ぜ

ん
じ
漸
次　
成
功
し
て
、
　い謂　
わ
ゆ
る
力
学
的
自
然
観
な
る
も
の

の
形
作
ら
れ
る
可
能
性
さ
え
も
思
考
さ
れ
る
に
当
っ
て
、
物
質
現
象
以
外
へ
の
そ
れ
の
適
用
が
、
　い謂　
わ
ゆ
る
機
械
論
の
名
称
の
も
と
に

行
わ
れ
、
　こ

れ之　
が
再
び
唯
物
論
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
　し

か併　
し
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
機
械
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
困
難
は
容
易
に
明
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ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
、
特
に
生
命
現
象
の
　ご

と如　
き
は
、
機
械
論
的
な
説
明
を
可
能
と
す
る
に
は
、
余
り
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
云
う
ま
で

も
な
い
の
で
、
近
代
の
唯
物
論
に
於
て
は
、
　か

え
っ却　て

か
よ
う
な
機
械
論
を
排
斥
す
る
に
さ
え
至
っ
た
け
れ
ど
も
、
　し

か併　
し
現
象
の
力
学
的
説

明
が
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
か
は
、
必
ず
し
も
検
討
に
値
い
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
物
質
現
象
に
於
て
は
、
そ
れ
は
弾
性

や
音
響
や
熱
な
ど
に
対
し
て
　ま先　
ず
成
り
立
ち
、
や
が
て
光
や
電
気
に
対
し
て
も
一
応
は
可
能
と
見
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
電
磁
気
理
論
の

完
成
の
後
に
、
電
磁
気
や
光
に
対
し
て
は
　つ

い遂　
に
見
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
他
方
で
物
化
学
現
象
に
於
て
も
そ
れ

の
困
難
が
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
単
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
に
よ
っ
て
諸
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
論
な
る
も
の
が
　と

な称　
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
を
　も

っ
ぱ専　ら

主
張
し
た
と
こ
ろ
の
オ
ス
ト
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
　こ

れ之　
を
物

質
現
象
の
み
で
な
く
、
生
物
現
象
や
心
理
現
象
や
社
会
現
象
に
ま
で
、
応
く
適
用
し
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
力
学
的
機
械

論
よ
り
も
　こ

れ之　
は
　は

る遙　
か
に
広
汎
な
範
囲
に
適
合
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
自
然
科
学
的
に
は
、
物
質
現
象
に
於
て
す
ら
も
、
単
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
の
み
を
以
て
し
て
は
現
象
の
完
全
な
記
述
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
や
が
て
見
棄
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　し

か併　
し
一
般
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
を
思
考
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
必
ず
し
も
　こ

れ之　
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
わ
け

で
は
な
い
。

物
理
学
上
の
理
論
が
、
思
想
の
上
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
は
、
こ
の
外
に
現
代
に
於
て
相
対
性
理
論
と
量
子
論
と
が
あ
る
。
こ
の
際
、

本
質
的
に
重
要
な
の
は
相
対
性
理
論
に
於
け
る
時
間
空
間
概
念
の
物
理
的
意
味
と
、
量
子
論
に
於
け
る
経
験
記
述
の
新
た
な
方
法
と
で

あ
る
が
、
通
俗
的
に
は
　こ

れ
ら

之
等　
が
種
々
の
外
観
に
於
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
前
者
に
関
し
て
は
、
観
測
の
立
場
の
相
対
性
に
対
立
し

て
、
観
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
絶
対
性
が
成
り
立
ち
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
種
々
の
場
合
に
思
考
せ
ら
れ

た
。
後
者
に
於
て
は
、
　い謂　
わ
ゆ
る
不
確
定
性
原
理
と
し
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
対
の
量
の
相
補
性
と
い
う
こ
と
が
、
対
象
の
性
質
に

関
し
て
の
見
方
に
よ
る
相
違
の
可
能
性
を
許
容
し
た
。
　し

か併　
し
一
般
に
は
　こ

れ
ら
之
等　
の
場
合
に
も
、
そ
の
間
に
多
く
の
誤
解
が
混
入
し
て
往
々

に
し
て
見
当
違
い
の
帰
結
を
導
き
出
さ
し
め
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
　た

と例　
え
ば
、
観
測
の
立
場
の
相
対
性
と
い
う
こ
と
を
、
直
ち
に
真
理
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の
相
対
性
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
り
、
対
象
の
不
確
定
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
そ
れ
の
偶
然
性
を
導
き
出
し
た
り
、
又
は
主
観

が
客
観
に
作
用
す
る
と
考
え
た
り
、
更
に
極
端
に
走
っ
て
、
そ
の
背
後
に
於
け
る
自
由
意
志
の
可
能
性
を
結
論
し
た
り
す
る
　ご

と如　
き
で
あ

る
。
　こ

れ
ら

之
等　
は
、
　も

と固　
よ
り
理
論
の
本
質
か
ら
逸
脱
し
て
、
　み

だ濫　
り
に
勝
手
が
ま
し
い
主
張
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
責
を
自

然
科
学
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
で
あ
り
、
我
々
は
　む

し寧　
ろ
こ
の
よ
う
な
逸
脱
を
慎
重
に
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
か
よ
う
な
も
の
を
除
外
す
る
と
し
て
も
、
相
対
性
理
論
や
量
子
論
が
、
思
想
的
に
見
て
重
要
な
科
学
理
論
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

生
物
現
象
に
関
し
て
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
思
想
上
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
そ
れ
は
後
代
ま

で
も
根
強
く
残
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
人
間
創
造
の
宗
教
的
伝
説
を
、根
柢
か
ら
、う
ち
破
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、再
び
自
然
科

学
に
対
す
る
宗
教
家
の
反
抗
を
さ
え
繰
返
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
　し

か併　
し
、
こ
の
進
化
論
に
続
く
遣
伝
学
な
ど
の
発
展
に
よ
っ
て
、
自

然
科
学
は
こ
の
独
自
の
道
を
進
む
こ
と
に
ょ
り
、
　つ

い遂　
に
勝
利
を
示
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
今
日
な
お
生
命
の
問
題
は

科
学
的
に
全
く
解
か
れ
て
い
な
い
。
　か

つ嘗　
て
機
械
論
が
生
命
現
象
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
更
に
、
物
理
学
や
化
学
の

み
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
生
理
学
が
、
同
様
に
生
命
の
本
質
に
立
ち
入
る
こ
と
の
望
み
を
も
た
な
い
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
た
と
き
に
生

理
学
者
は
古
代
の
生
気
論
を
、
科
学
的
に
復
活
さ
せ
て
、
新
生
気
論
な
る
も
の
を
形
作
ろ
う
と
し
た
。
　し

か併　
し
そ
の
場
合
に
於
て
、
生
命

を
特
質
づ
け
る
と
こ
ろ
の
生
気
な
る
も
の
は
、
依
然
と
し
て
未
知
の
何
も
の
か
で
し
か
な
か
っ
た
。
有
名
な
ド
リ
ー
シ
ェ
の
エ
ン
テ
レ

ヒ
ー
に
し
て
も
、
そ
れ
が
既
知
の
諸
概
念
と
論
理
的
な
連
結
を
　か缺　
い
て
い
る
限
り
に
於
て
、
　こ

れ之　
を
決
し
て
自
然
科
学
的
概
念
と
見
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
ド
リ
ー
シ
ュ
以
後
、
生
物
の
全
体
性
な
る
も
の
が
、
そ
れ
の
特
質
と
し
て
　し

き頻　
り
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
組
織
に
対
し
て
、
そ
れ
の
全
体
性
が
、
い
か
に
し
て
構
成
要
素
の
諸
性
質
か
ら
結
果
し
得
る
か
が
明
ら
か
に
せ

ら
れ
な
い
限
り
、
　こ

れ之　
を
ど
ん
な
意
味
に
於
て
も
自
然
科
学
的
理
論
と
　み見　
　な做　
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
　も

と固　
よ
り
生
物
学
に
於
て
、
か
よ
う

な
点
に
注
目
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
事
を
指
摘
し
た
こ
と
に
於
て
全
体
性
論
は
意
味
を
も
つ
と
は
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
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ろ
う
が
、
　し

か併　
し
　こ

れ之　
は
な
お
、
そ
の
方
法
を
示
し
た
の
に
止
ま
っ
て
い
て
、
内
容
的
に
は
　な

ん
ら
何
等　
の
進
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
結

局
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
す
べ
て
今
後
の
研
究
に
所
属
す
べ
き
で
あ
る
。

心
理
現
象
や
社
会
現
象
に
関
し
て
も
、
問
題
は
同
様
に
複
雑
、
困
難
で
あ
り
、
従
来
科
学
的
の
方
法
が
多
少
と
も
　こ

れ之　
に
試
み
ら
れ
て

は
い
る
が
、
な
お
　は

な
は甚　だ
不
十
分
で
あ
る
の
を
免
が
れ
な
い
。
現
に
我
々
の
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
科
学
に
し
て
も
、
ま
た

思
想
に
し
て
も
、
　も

と固　
よ
り
　こ

れ
ら
之
等　
の
現
象
の
な
か
に
歴
史
的
に
現
わ
れ
て
来
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
　こ

れ
ら
之
等　
の
相
互
関
係

を
事
実
に
基
い
て
　

つ
ま
び
ら
審　
か
に
究
明
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
一
端
と
し
て
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
近
時
に
於
て
は
、
特

に
社
会
関
係
は
複
雑
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
面
に
於
て
人
間
の
普
遍
性
に
　か

ん
れ
ん

関
聯　
す
る
と
同
時
に
、
他
面
に
於
て
国
家
や

民
族
の
特
殊
性
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
　か

つ嘗　
て
社
会
現
象
が
生
物
的
有
機
体
に
於
け
る
現
象
と
比
較
せ

ら
れ
た
り
、
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
も
、
　い

ず何　
れ
も
一
つ
の
思
想
的
立
場
に
於
て
の
一
面
的
な
観
察
に
過
ぎ
な

か
っ
た
と
云
わ
な
く
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
種
々
の
思
想
の
消
長
が
あ
っ
て
、
　ほ

と殆　
ん
ど
気
一
す
る
処
を
知
ら
な

い
有
様
で
あ
る
。
　し

た
が従　っ

て
　こ

れ之　
を
真
に
科
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
の
極
め
て
困
難
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
　し

か併　
し
、
と
の
複
雑
さ
の

な
か
に
実
は
人
間
社
会
の
限
り
な
い
妙
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
真
に
社
会
科
学
が

科
学
と
し
て
の
客
観
性
を
も
っ
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
　ま先　
ず
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
通
ず
る
普
遍
的
原
理
が
確
立
さ
れ
た
上
で
、
　こ

れ
ら
之
等　

に
よ
っ
て
個
々
の
特
殊
的
な
状
態
が
、
い
か
に
し
て
成
立
し
来
っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
　こ

れ之　
が
科

学
の
本
質
的
な
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
特
筆
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
近
時
国
際
的
危
機
が
著
し
く
高
め
ら
れ
て
、
各
々
の
国
家
が
そ
の
対
立
的
競
争
に
専
心
し
な

い
わ
け
に
ゆ
か
な
く
な
っ
た
の
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
立
場
が
、
歴
然
と
分
た
れ
る
に
至
っ
た
の
は
或
い
は
止
む
を
得
な
い

歴
史
的
段
階
で
あ
る
と
し
て
も
、
　こ

れ之　
が
科
学
の
上
に
ま
で
強
力
に
関
与
す
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
別
の
考
慮
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
ま
で
我
々
は
自
然
科
学
を
普
遍
的
に
成
立
せ
し
め
来
っ
た
の
で
あ
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り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
自
然
の
実
証
的
事
実
に
よ
っ
て
、
確
然
と
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
　こ

れ之　
が
特
殊

の
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
、
或
る
国
家
に
於
て
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
驚
く
べ
き
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
ド
イ

ツ
に
於
け
る
相
対
性
理
論
や
量
子
力
学
の
排
斥
を
こ
こ
で
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
　か

つ嘗　
て
古
代
に
於
て
宗
教
的
思
想
に
反
す
る

と
い
う
理
由
で
、
自
然
科
学
が
批
難
さ
れ
た
の
と
対
比
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
実
に
思
想
が
科
学
を
束
縛
す
る
と
い

う
古
代
的
様
相
の
再
現
で
あ
る
。
科
学
者
が
民
族
を
異
に
す
る
と
い
う
理
由
で
　ひ

ん
せ
き

擯
斥　
せ
ら
れ
る
の
は
、
或
い
は
民
族
対
立
の
激
化
の
結

果
と
し
で
止
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
　し

か併　
し
そ
れ
と
共
に
、
既
に
一
般
的
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
科
学
理
論
を

ま
で
排
斥
す
る
と
い
う
の
は
、
私
情
を
　ほ

し
い恣　ま

ま
に
す
る
の
極
で
あ
っ
て
、
　こ

れ之　
は
恐
ら
く
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
か
く
て
自
然
科
学
的

真
理
に
ま
で
盲
目
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
報
酬
は
何
で
あ
る
か
を
、
我
々
は
危
虞
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
科

学
と
思
想
と
の
交
渉
に
関
し
て
、
こ
の
新
た
な
悲
し
む
べ
き
状
態
が
、
今
後
果
し
て
ど
ん
な
運
命
を
そ
こ
に
醸
し
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
か
、
我
々
は
既
に
そ
の
一
部
の
結
果
の
現
わ
れ
を
他
方
に
於
て
見
出
す
こ
と
の
可
能
で
あ
る
の
を
、
予
測
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い

の
で
も
あ
っ
た
。
　こ

れ之　
こ
そ
現
時
の
思
想
に
関
す
る
最
大
の
重
要
問
題
で
さ
え
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
昭
和
十
四
年
七
月
）
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•
底
本
に
は
、『
科
学
の
た
め
に
』（
科
学
主
義
工
業
社
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
一
月
二
十
五
日
）
を
使
用
し
た
。

•
読
み
や
す
さ
の
た
め
に
適
宜
振
り
仮
名
を
追
加
し
た
。

•

旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
か
な
使
い
は
新
か
な
使
い
に
変
更
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
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「
科
学
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書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、
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館
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示
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を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

