
科
学
振
興
論
に
つ
い
て

石
原
　
純

一

現
時
科
学
振
興
の
声
が
　し

き頻　
り
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
喜
ば
し
い
こ
と
に
は
違
い

な
い
。
も
ち
ろ
ん
識
者
た
ち
の
間
に
は
、
こ
の
事
は
既
に
　は

や夙　
く
か
ら
痛
感
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
於
て
説
か
れ
て

来
た
言
論
が
、
不
幸
に
し
て
政
治
家
や
そ
の
他
の
社
会
人
の
耳
に
ま
で
は
容
易
に
入
り
込
み
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
や

は
り
時
勢
の
到
達
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
今
日
に
於
て
は
、
内
外
の
情
勢
が
　ぜ

ん
じ
漸
次　
に
　ひ

っ
ぱ
く

逼
迫　
し
て
来
て
、
　こ

れ之　
を
切

り
抜
け
る
た
め
に
は
結
局
は
科
学
の
力
に
依
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
誰
し
も
に
も
明
瞭
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に

科
学
振
興
の
叫
び
が
特
に
　た

か昂　
ま
っ
た
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
か
く
て
科
学
の
重
要
性
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
は
、
と
も
か
く
も
幸
い
で
あ
る
。

　し
か併　
し
な
が
ら
科
学
の
振
興
は
、
単
に
そ
の
必
要
を
認
め
る
だ
け
で
は
、
な
お
そ
の
実
現
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
　こ

れ之　

が
た
め
に
は
、
適
当
な
具
体
的
な
方
策
が
　す

み
や速　か
に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
私
は
　し

か併　
し
こ
の
間
題
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
及
す
る
に
も
及
ぶ
ま
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
　む

し寧　
ろ
更
に
一
般
的
な
事
柄
な
取
り
扱
っ
て
お
き
た
い
か

ら
で
あ
る
。

二
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と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
事
柄
の
な
か
で
、特
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、同
じ
く
科
学
の
振
興
を
論
ず
る
人
々
の
な
か

に
、
全
く
科
学
に
対
す
る
理
解
を
　か缺　
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　こ

れ之　
に
関
し
て
は
、
そ
れ
の
最

も
　は

な
は甚　だ

し
い
具
体
的
な
一
例
を
こ
こ
に
挙
げ
て
お
く
の
も
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
実
は
、
最
近
に
そ
れ
に
眼
を
触
れ
て
、
　ほ

と
ん殆　

ど
　あ

ぜ
ん
唖
然　
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
筆
者
は
文
部
省
に
所
属
す
る
国
民
精
神
文
化
研
究
所
の
所
員
で
あ
り
、
そ
れ
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
内
閣
の
も
と
に
あ
る
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
の
機
関
誌
た
る
『
紀
元
二
千
六
百
年
』
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
題
目
は
「
江
戸
時
代
の
科
学
に
つ
い
て
」
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
戸
時
代
に
於
け
る
種
々
の
事
蹟
を
挙
げ
て
い
る
の
は

よ
い
と
し
て
、
そ
の
特
質
を
超
理
論
的
、
直
観
的
（
非
合
理
的
）、
具
体
的
（
非
抽
象
的
）、
綜
合
的
（
非
分
析
的
）
で
あ
る
と
な
し
、
こ

れ
こ
そ
「
日
本
独
特
の
科
学
の
在
り
方
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
科
学
」
と
区
別
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、「
こ
れ
が

　も若　
し
そ
の
　ま

ま儘　
健
全
な
発
展
を
遂
げ
た
な
ら
ば
、
明
治
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
文
明
に
依
頼
す
る
ま
で
も
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
　は

る遙　
か

に
　り

ょ
う
が

凌
駕　
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
さ
え
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
結
論
に
於
て
は
、「
江
戸
時
代
に
発
展
し
た

日
本
科
学
の
伝
統
は
近
代
に
於
て
決
し
て
健
全
に
は
伸
ば
さ
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
近
代
科
学
が
日
本
科
学
の
伝
統
を
切
断
し
て
い
る
」

と
云
い
、
両
者
は
「
実
質
的
に
は
全
く
異
っ
て
い
る
」
も
の
で
、
し
か
も
「
近
代
の
日
本
科
学
は
東
洋
を
失
い
、
自
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

依
拠
し
た
」
と
な
し
、「
そ
う
し
た
学
間
組
織
や
体
系
の
中
に
　き

ょ
く
せ
き

跼
蹐　
す
る
限
り
、
そ
れ
は
何
時
ま
で
経
っ
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
科
学
に

止
ま
る
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
、「
こ
う
し
た
形
態
が
何
か
の
形
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
な
い
限
り
真
の
明
日
の
日
本
科
学
は
生
れ
得
ま
い
」

と
断
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
こ
こ
に
江
戸
時
代
の
科
学
が
新
た
な
る
意
義
を
以
て
再
認
識
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
今
日
東
洋

は
日
本
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
於
て
そ
の
本
然
の
地
位
を
奪
い
回
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
云
う
の
が
、
そ
の
最

後
に
於
け
る
結
語
で
あ
る
。

こ
の
文
章
を
読
ん
で
、私
は
そ
の
筆
者
が
科
学
な
る
も
の
を
、い
か
に
解
し
て
い
る
の
か
を
想
像
す
る
の
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　

そ
の
な
か
で
、
時
に
は
「
科
学
以
上
の
科
学
の
領
域
」
な
ど
と
い
う
極
め
て
曖
昧
な
用
語
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
的
科
学
に
対
立
す
る
日
本
的
　な

い
し
乃
至　
は
東
洋
的
科
学
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
　し

か併　
し
な
が
ら
、
少
し
で
も
科

学
の
本
質
を
正
当
に
理
解
す
る
限
り
、
科
学
に
幾
種
類
も
の
方
法
が
可
能
で
あ
っ
た
り
、
又
は
そ
れ
ら
が
民
族
的
に
異
な
り
得
る
と
考

え
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
最
も
非
科
学
的
な
思
考
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学
な
る
も
の
は
自

然
の
事
実
を
論
理
的
に
整
序
す
る
学
問
と
し
て
の
み
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
然
の
事
実
や
人
間
の
論
理
に
幾
通
り
も
の
異
な

る
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
の
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
科
学
の
本
質
を
理
解
し
な
い
人
々
が
世
間

に
往
々
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
科
学
普
及
の
十
分
に
ゆ
き
と
ど
か
な
い
現
在
に
於
て
、
止
む
を
得
な
い
処
で
は
あ
る
が
、
多
少
と
も
指
導

的
地
位
に
あ
る
と
世
間
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
な
無
理
解
な
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
の
弊
害
の
多
大

で
あ
る
の
を
私
は
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
振
興
を
表
看
板
に
掲
げ
よ
う
と
す
る
文
部
省
自
身
が
、
そ
の
お
膝
も
と
に
於
け
る
か
よ
う

な
言
論
を
、
そ
の
ま
ま
　み見　
　の遁　
が
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
一
層
不
可
解
で
も
あ
る
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
附
言
す
る
な
ら
ば
、
或
る
人
々
は
現
在
の
科
学
が
、
単
に
抽
象
や
分
析
の
み
を
事
と
す
る
か
の
　ご

と如　
く
に
　み見　
　な做　

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
謬
で
、
　こ

れ
ら

之
等　
の
抽
象
や
分
析
は
、
や
が
て
綜
合
的
な
理
論
体
系
に
到
達
す
る
た
め
の
段
階
と
し
て
必

要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
　み見　
　の遁　
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
綜
合
的
な
理
論
体
系
は
、
抽
象
分
析
な
し
に
は
決
し
て
獲
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
我
が
国
の
古
代
に
於
て
、
す
ぐ
れ
た
刀
剣
や
そ
の
他
の
卓
越
し
た
工
芸
品
が
つ
く
ら
れ
た
場
合
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
て
み

て
も
、
当
時
の
　い謂　
わ
ゆ
る
名
匠
た
ち
は
、
そ
の
取
り
扱
う
対
象
の
極
め
て
微
細
な
変
化
に
注
目
し
て
、
　こ

れ
ら
之
等　
を
　て

き
ぎ
適
宜　
に
処
理
し
た
の
に

ち
が
い
な
い
の
で
、
そ
こ
に
は
同
様
に
そ
れ
ら
の
事
象
の
抽
象
分
析
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
は
事
柄
が
そ
れ
の
技

術
的
な
処
置
に
終
っ
て
い
て
、
　こ

れ
ら

之
等　
を
理
論
的
に
整
序
す
る
こ
と
が
　か缺　
け
て
い
た
か
ら
、
　し

た
が従　っ

て
こ
の
場
合
に
科
学
が
生
れ
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
外
観
を
漠
然
と
見
て
、
抽
象
分
析
が
な
か
っ
た
と
断
ず
る
の
は
　そ

も
そ抑　も
誤
ま
り
で
あ
る
。

三
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ま
た
、
も
う
一
つ
に
は
　こ

れ
ら
之
等　
の
名
匠
が
直
観
能
力
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
大
い
に
誇
り
と
す
べ
き

処
で
は
あ
る
が
、
抽
象
分
析
を
行
う
今
日
の
科
学
に
於
て
、
　あ

た
か恰　も

之
と
は
全
く
そ
の
方
法
を
異
に
す
る
か
の
　ご

と如　
く
に
論
ず
る
の
は
、
そ

れ
も
ま
た
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
今
日
の
科
学
理
論
の
体
系
は
、
全
く
論
理
的
に
整
序
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
の
要
素
を
形
づ
く

る
諸
法
則
の
発
見
や
、
更
に
か
よ
う
な
理
論
の
可
能
性
を
予
見
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
直
観
能
力
に
　ま俟　
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
　こ

れ之　
を
　か缺　
い
て
は
恐
ら
く
科
学
を
一
歩
で
も
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。
　か

つ嘗　
て
ポ
ア
ン
カ
レ
は
、
　こ

れ之　
を
一

種
の
霊
感
で
あ
る
と
言
っ
た
。
科
学
に
直
観
能
力
が
必
要
で
な
い
な
ど
と
い
う
の
は
。
そ
れ
こ
そ
科
学
の
何
も
の
か
を
知
ら
な
い
　う

じ
ゅ
迂
儒　

の
言
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
於
け
る
名
匠
の
出
現
が
、
我
が
国
の
誇
り
で
あ
る
こ
と
は
、
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
今
日
の
時
代
に
は
　い

た
ず徒　ら
に
名
匠

の
現
わ
れ
る
の
を
　き

ょ
う
し
ゅ

拱
手　
し
て
待
つ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
、
そ
こ
に
ぜ
ひ
と
も
科
学
を
必
要
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
科
学
的
に

そ
の
方
法
を
　き

わ究　
め
さ
え
す
れ
ば
、
誰
に
も
容
易
に
同
様
な
仕
事
を
　じ

ょ
う
じ
ゅ

成
就　
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
現
代
の
科

学
は
我
々
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
　こ

れ之　
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四

上
述
の
一
例
は
　は

な
は甚　だ
極
端
な
も
の
に
属
す
る
が
、そ
れ
と
は
や
や
意
味
を
異
に
し
て
、近
頃
で
は
や
は
り
日
本
科
学
を
高
唱
す
る
人
々

が
あ
る
。
　こ

れ
ら
之
等　
も
　い謂　
わ
ば
時
流
に
　お

も阿　
ね
る
言
に
過
ぎ
な
い
と
我
々
は
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
　た

と例　
え
ば
現
に
我
が
国
に
於
て
ど
の
よ
う
な

科
学
的
研
究
が
特
に
必
要
で
あ
る
か
を
考
え
、
そ
の
研
究
に
精
進
す
べ
き
こ
と
に
、
我
が
国
の
科
学
学
徒
の
本
務
が
あ
る
と
す
る
の
は
、

極
め
て
当
然
で
あ
る
に
し
て
も
、
　こ

れ之　
を
指
し
て
日
本
科
学
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
少
く
と
も
そ
の
表
現
の
方
法
を
誤
っ
て
い
る
と
云
わ

な
く
て
は
な
る
ま
い
。
既
に
科
学
に
幾
通
り
も
の
異
な
る
内
容
が
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
は
、
之
は
単
に
当
面
の
日
本
に

於
け
る
科
学
　も

し若　
く
は
科
学
的
課
題
で
は
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
筈
で
あ
る
。
　も若　
し
「
日
本
に
於
け
る
」
科
学
と
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称
す
る
代
り
に
、
　こ

れ之　
を
「
日
本
の
」
科
学
と
称
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言
語
の
正
し
い
使
用
を
誤
っ
て
い
る
と
云
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
言
語
使
用
に
於
て
非
合
理
的
、
　し

た
が従　っ

て
非
科
学
的
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
科
学
的
精
神
を
高
調

す
る
人
々
は
、
　よ

ろ宜　
し
く
か
よ
う
な
点
に
於
て
も
ま
た
慎
重
で
あ
り
、
科
学
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
、
私
は
　あ

え敢　
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の

で
あ
る
。

要
す
る
に
、　い

や
し苟　く
も
科
学
振
興
を
真
に
深
く
考
慮
す
る
人
々
に
於
て
は
、か
よ
う
な
枝
葉
末
梢
的
な
問
題
に
　と

ら捉　
わ
れ
る
こ
と
な
く
、正

当
な
意
味
で
の
科
学
を
理
解
し
て
、
　こ

れ之　
を
押
し
進
め
る
根
本
的
な
研
究
に
専
心
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
さ
に
科
学
の
真
に
偉
大
な

る
　ゆ

え
ん

所
以　
を
お
の
ず
か
ら
悟
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和
十
五
年
十
月
）



6

•
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
.
h
t
m
l

「
科
学
図
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
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

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

