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「
生
」
の
科
学
と
文
学

　
随
分
古
い
こ
と
に
な
る
が
、
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
小
説
に
「
生
の
誘
惑
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
前

田
晁
氏
で
あ
っ
た
か
が
訳
し
て
出
版
さ
れ
た
。
私
は
十
四
五
で
、
そ
の
小
説
を
熱
心
に
読
ん
だ
。
な
か
に
、

パ
リ
の
社
交
界
で
華
美
な
い
か
が
わ
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
女
の
娘
が
、
樹
の
下
の
草
に
ね
こ
ろ
び
な

が
ら
、
男
の
友
達
に
本
を
読
ん
で
貰
っ
て
い
る
。
美
し
い
娘
は
草
の
上
に
は
ら
ば
い
に
な
っ
て
手
に
草
の

葉
を
も
ち
、
そ
こ
に
つ
た
わ
っ
て
来
て
い
る
一
匹
の
蟻
を
眺
め
て
そ
れ
と
遊
び
な
が
ら
、
蟻
の
生
活
を
書

い
た
本
を
読
ん
で
貰
っ
て
い
る
。
そ
の
光
景
が
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
一
流
の
筆
致
で
活
々
と
描
か
れ
て
い
た
。

　
フ
ァ
ブ
ル
の
名
を
知
っ
た
の
は
、
多
分
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
フ
ァ
ブ
ル

の
昆
虫
記
を
す
こ
し
読
ん
だ
が
、
こ
れ
は
何
冊
も
読
み
つ
づ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ど
う
い
う
こ

と
が
読
み
つ
づ
け
ら
れ
な
い
原
因
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
昨
年
本
ば
か
り
読
ん
で
暮
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
に
置
か
れ
て
い
た
間
に
再
び
フ
ァ
ブ
ル
や
そ
の
伝
記
「
科
学
の
詩
人
」
に
め
ぐ
り

会
い
、
科
学
と
文
学
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
新
し
く
感
想
を
刺
戟
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
フ
ァ
ブ
ル
の
伝
記
を
よ
む
と
、
彼
が
同
時
代
人
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ア
ウ
ィ
ン
の
科
学
的
方
法
、
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生
活
法
に
内
心
猛
烈
な
反
撥
を
蔵
し
て
い
た
ら
し
い
。
ダ
ア
ウ
ィ
ン
の
境
遇
は
謂
わ
ば
よ
い
意
味
で
の
お

坊
ち
ゃ
ん
風
な
色
調
が
つ
よ
い
の
に
反
し
て
、
フ
ァ
ブ
ル
は
コ
ル
シ
カ
辺
に
教
師
を
し
た
り
し
て
貧
困
と

窮
乏
と
闘
い
つ
つ
、
自
分
の
科
学
へ
の
道
を
切
り
ひ
ら
い
て
行
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
、

特
に
ド
ウ
デ
エ
な
ど
が
ま
ざ
ま
ざ
と
特
徴
づ
け
て
い
る
南
フ
ラ
ン
ス
の
血
が
、
フ
ァ
ブ
ル
の
気
象
の
中
で

境
遇
的
に
も
ダ
ア
ウ
ィ
ン
と
撥はじ
き
合
っ
た
こ
と
は
人
間
生
活
の
画
面
と
し
て
無
限
に
興
味
が
あ
る
。

　
素
人
で
よ
く
分
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ダ
ア
ウ
ィ
ン
が
帰
納
的
に
種
を
観
察
し
、
進
化
を
観
察
し
て
行
っ

た
に
対
し
て
フ
ァ
ブ
ル
が
、
ど
こ
ま
で
も
実
証
的
な
足
場
を
固
執
し
た
の
も
面
白
い
。
だ
が
、
フ
ァ
ブ
ル

の
或
る
意
味
で
の
科
学
者
と
し
て
の
悲
劇
は
、
寧
ろ
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
フ
ァ
ブ
ル
は
ダ
ア
ウ
ィ
ン
の
著
作
を
退
屈
で
や
り
切
れ
ぬ
も
の
と
し
て
軽
蔑
し
て
い
る
。
事
実
ダ
ア
ウ

ィ
ン
自
身
文
章
を
か
く
こ
と
は
ま
こ
と
に
苦
手
で
、
は
じ
め
と
終
り
の
脈
絡
が
書
い
て
い
る
う
ち
に
自
分

で
も
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
な
時
が
あ
る
と
か
こ
っ
て
い
る
。
然
し
今
日
の
わ
た
く
し
ど
も
は
、
却
っ
て

退
屈
な
ダ
ア
ウ
ィ
ン
の
方
が
、
フ
ァ
ブ
ル
よ
り
科
学
の
本
と
し
て
は
却
っ
て
親
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
科
学
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
文
学
的
な
る
も
の
の
微
妙
な
問
題
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
科
学
は
理
性
の
主
動
す
る
も
の
、
芸
術
文
学
は
感
情
、
感
覚
が
主
と
し
て
発
動
す
る
も
の
と
い
う
簡
単
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な
区
分
の
方
法
は
、
今
日
科
学
者
の
理
解
か
ら
も
文
学
者
の
理
解
か
ら
も
、
も
う
少
し
複
雑
に
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

科
学
的
に
高
め
ら
れ
て
来
て
い
る
。
フ
ァ
ブ
ル
な
ど
の
時
代
で
は
、
文
学
に
於
て
も
十
分
問
題
で
あ
る
擬

人
法
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
色
彩
の
横
溢
が
、
文﹅
学﹅
的﹅
で
あ
る
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
冷
た
い
、

理
知
だ
け
の
操
作
で
な
い
、
対
象
と
の
人
間
ら
し
い
共
感
に
お
い
て
の
観
察
と
い
う
点
の
強
調
が
、
虫
に

頬
か
ぶ
り
を
さ
せ
た
り
、
草
叢
の
ア
パ
ッ
シ
ュ
た
ら
し
め
た
り
し
た
。
フ
ァ
ブ
ル
の
伝
記
者
は
、
ア
ナ
ト

ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
フ
ァ
ブ
ル
の
文
章
は
悪
文
で
あ
る
と
云
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
こ
っ
て
い
る
が
、
今

日
の
第
三
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
や
は
り
文
学
の
正
道
か
ら
見
て
の
真
実
を
云
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
科
学
と
文
学
の
交
流

　
よ
く
科
学
者
に
珍
ら
し
い
詩
人
的
要
素
と
か
審
美
的
な
感
覚
と
か
い
う
表
現
が
、
一
つ
の
讚
辞
と
し
て

流
用
さ
れ
て
い
る
。
故
寺
田
寅
彦
博
士
の
存
在
は
、
文
化
の
綜
合
的
な
享
楽
者
ま
た
は
与
え
手
と
い
う
意

味
で
、
多
数
の
人
々
の
敬
愛
を
あ
つ
め
て
い
る
。
絵
も
描
き
、
文
章
に
達
し
、
音
楽
も
愛
し
、
し
か
も
音

楽
（
セ
ロ
）
の
演
奏
ぶ
り
な
ど
に
は
な
か
な
か
近
親
者
に
忘
れ
が
た
い
好
感
を
与
え
る
ユ
ー
モ
ア
が
あ
ふ
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れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
明
治
以
来
の
興
隆
期
の
文
化
は
、
夏
目
漱
石
で
そ
の
頂
点
に
達
し
同
時

に
漱
石
の
芸
術
に
は
、
今
日
の
日
本
を
予
想
せ
し
め
る
顕
著
な
内
部
的
矛
盾
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
寺
田
氏
の
文
化
性
と
い
う
も
の
も
、
日
本
の
そ
の
時
代
の
特
色
を
多
く
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
社
会
的

な
境
遇
か
ら
云
っ
て
も
、
寺
田
氏
に
あ
っ
て
は
好
き
な
勉
強
の
主
な
一
つ
と
し
て
科
学
が
選
ば
れ
て
い
る
。

氏
の
文
章
を
よ
む
と
、
科
学
的
な
も
の
、
文
学
的
な
も
の
、
絵
画
的
な
も
の
が
一
箇
の
能
才
者
の
内
部
に

綜
合
さ
れ
た
諸
要
素
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
来
て
い
る
。
寺
田
氏
の
科
学
的
業
績
を
云
々
す
る
資
格
は
も

と
よ
り
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
学
的
遺
業
に
つ
い
て
見
る
と
、
寺
田
氏
が
こ
の
人
生
に
向
っ
た
角

度
に
あ
ら
そ
わ
れ
ぬ
明
治
時
代
色
が
あ
り
、
同
時
代
の
食
う
に
困
ら
な
か
っ
た
知
識
人
の
高
級
な
デ
ィ
レ

ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
学
的
才
能
、
音
楽
、
絵
画
の
天
分
が
、
強
い
透
明
な
焔

で
科
学
的
天
稟
の
間
に
統
一
さ
れ
切
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寺
田
氏
は
、
豊
富
な
自
分
の
才
能
の
あ
の

庭
、
こ
の
花
園
と
散
策
す
る
姿
に
お
い
て
、
魅
力
を
感
じ
る
人
々
に
限
り
な
い
愛
着
を
抱
か
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
チ
ン
ダ
ル
の
ア
ル
プ
ス
紀
行
は
、
科
学
と
文
学
と
の
関
係
で
、
寺
田
氏
と
は
異
っ
た
典
型
で
あ
る
と
思

う
。
チ
ン
ダ
ル
は
科
学
者
の
心
持
で
終
始
一
貫
し
て
、
そ
の
科
学
精
神
の
勁つよ
く
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ

る
こ
と
か
ら
独
特
の
美
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
。
所
謂
文
学
的
な
辞
句
の
努
力
や
文
学
的
感
情
と
云
わ
れ
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て
い
る
も
の
や
へ
の
人
為
的
な
屈
折
な
し
に
、
す
っ
き
り
と
し
た
高
い
人
間
ら
し
い
美
を
示
し
て
い
る
。

科
学
者
の
文
筆
活
動
の
示
し
得
る
望
ま
し
い
美
は
、
こ
う
い
う
統
一
の
姿
に
お
い
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
日
の
科
学
の
可
能
と
明
日
の
科
学
の
た
め
に
未
だ
の
こ
さ
れ
て
い
る
客
観
的
現
実
の
豊
饒
さ
、
科
学
的

方
法
が
年
か
ら
年
へ
進
歩
す
る
行
進
曲
の
意
味
を
心
と
身
に
ひ
き
添
え
て
科
学
者
た
る
こ
と
を
生
き
る
歓

び
と
感
じ
得
る
科
学
者
。
科
学
的
探
求
を
、
云
う
と
こ
ろ
の
学
問
と
し
て
静
的
に
見
ず
、
社
会
と
歴
史
と

に
働
き
か
け
又
そ
れ
ら
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
つ
つ
動
く
人
間
的
行
為
、
実
践
と
し
て
科
学
を
把
握
す
る
科

学
者
。
こ
れ
か
ら
益
々
そ
う
い
う
科
学
者
が
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
今
日
我
々
が
う
け
つ
い
で
い
る
文
化
、
感
情
、
知
性
は
、
社
会
の
歴
史
に
制
せ
ら
れ
て
そ
の
本
質
に
様

々
の
矛
盾
、
撞
着
、
蒙
昧
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
科
学
者
が
科

学
を
見
る
態
度
に
も
こ
れ
を
お
の
ず
か
ら
反
映
し
て
い
る
。
特
に
、
今
日
の
科
学
で
は
未
だ
現
実
の
諸
現

象
の
あ
ま
ね
き
隅
々
ま
で
を
、
す
べ
て
の
人
々
の
感
情
に
納
得
ゆ
く
よ
う
に
解
明
し
切
ら
な
い
部
分
が
の

こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
科
学
者
自
身
の
生
き
か
た
に
さ
え
妙
な
信
念
の
欠
乏
と
分
裂
と
を
お
こ
さ
せ
て

い
る
実
例
が
決
し
て
尠
く
な
い
。
こ
の
分
裂
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
者
は
多
く
昔
な
が
ら
の
神

へ
逃
げ
こ
ん
だ
。
日
本
の
科
学
者
は
主
観
的
な
天
の
観
念
或
は
日
常
的
な
人
情
の
し
が
ら
み
に
身
を
か
ら

め
た
。
科
学
的
精
神
の
発
展
の
路
は
困
難
を
も
っ
て
い
て
、
歴
史
の
種
々
な
時
期
に
迷
信
と
闘
い
、
誤
っ
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た
国
粋
主
義
と
闘
い
、
同
時
に
自
身
の
制
約
と
も
闘
っ
て
今
日
に
及
ん
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
科
学
者
の
心
持
は
今
日
ど
の
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
非
常
に
複
雑
な

問
題
で
あ
る
が
、
明
治
、
大
正
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
科
学
者
に
自
覚
さ
れ
て
来
た
社
会
意
識
の
点
で
、

今
日
は
や
は
り
特
徴
あ
る
一
時
期
で
あ
る
と
云
え
る
と
思
う
。
さ
て
、
日
本
の
科
学
者
は
上
向
線
を
辿
っ

て
い
た
経
済
、
政
治
、
文
化
の
波
頭
に
お
さ
れ
て
、
主
観
的
に
は
科
学
の
た
め
の
科
学
に
邁
進
し
て
い
る

と
思
い
な
が
ら
、
客
観
的
に
は
当
時
の
社
会
の
支
配
勢
力
に
役
立
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
ダ
ア
ウ
ィ
ン
の
学
説

が
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
興
隆
の
科
学
的
裏
づ
け
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
如
く
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
科
学
者
の
社
会
的
基
調

　
昨
今
の
社
会
情
勢
は
推
移
し
て
、
も
は
や
科
学
性
の
そ
れ
以
上
の
発
展
と
支
配
力
の
利
害
と
は
一
致
し

得
な
く
な
っ
て
来
た
。
科
学
に
対
す
る
統
制
は
科
学
の
発
展
を
阻
害
し
て
目
前
の
功
利
主
義
へ
ひ
き
と
め

る
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
。
多
く
の
科
学
者
が
、
科
学
の
立
場
か
ら
そ
の
強
力
な
摩
擦
に
苦
し

み
、
そ
の
よ
う
な
統
制
に
反
対
の
意
志
を
示
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
統
制
は
本
質
的

に
は
、
一
般
的
に
人
間
の
知
性
の
否
定
、
或
は
一
方
的
な
抑
圧
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
相
関
的
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一
翼
と
し
て
文
学
に
お
い
て
も
こ
の
現
象
は
今
日
あ
き
ら
か
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と

と
し
て
、
最
近
石
原
純
氏
が
、
所
謂
統
制
に
反
対
の
立
場
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
一
二
の
文
章
の
中
で
、

疑
問
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
石
原
氏
は
、
科
学
が
軍
事
的
功
利
主
義
で
余
り
掣
肘
さ
れ
る
こ
と
の
害
悪
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
そ

の
点
は
誰
し
も
会
得
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
原
氏
が
ナ
チ
の
科
学
政
策
と
ソ
連
の
科
学
政
策

と
を
質
的
に
同
一
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
何
だ
か
腑
に
落
ち
な
い
。
常
識
人
の
目
に

映
る
ナ
チ
は
、
病
的
な
民
族
主
義
の
強
調
な
ど
に
よ
っ
て
、
自
身
の
文
化
、
科
学
を
も
貧
弱
化
せ
ざ
る
を

得
な
い
矛
盾
を
露
出
し
て
い
る
。
石
原
氏
が
そ
の
学
説
の
解
説
者
と
し
て
自
身
を
示
し
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
ナ
チ
か
ら
受
け
た
迫
害
な
ど
を
実
際
に
見
て
、
果
し
て
石
原
氏
の
感
想
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
自
分
の
心
持
か
ら
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
働
く
の
な
ど
は
い
や
だ

と
い
う
の
と
、
ソ
連
が
も
し
希
望
な
ら
ば
よ
ろ
こ
ん
で
、
こ
の
名
誉
あ
る
人
類
的
ス
ケ
ー
ル
の
科
学
者
に

ふ
さ
わ
し
い
待
遇
を
し
た
、
と
い
う
の
と
は
、
二
つ
の
別
な
態
度
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
く
ど
く
説
明

を
要
し
な
い
ナ
チ
と
は
違
う
本
質
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
石
原
氏
は
『
改
造
』
九
月
号
の
「
科
学
者
と
発
明
家
」
と
い
う
文
章
の
中
で
も
、
く
り
か
え
し
上
に
の

べ
た
観
点
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
機
構
が
し
か
ら
し
め
て
い
る
「
特
許
」
と
い
う
も
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の
の
性
質
が
反
科
学
的
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
、
「
幸
に
し
て
、
純
粋
の
科
学
の
世
界
に
は
、
こ
の
よ
う
な

資
本
主
義
の
弊
害
は
さ
ほ
ど
及
ぼ
し
て
来
て
い
な
い
」
云
々
と
、
科
学
者
が
発
明
家
に
比
べ
て
資
本
主
義

的
害
悪
か
ら
超
然
と
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
社
会
悪
は
金
銭
的
形
態
利

害
擁
護
の
姿
で
だ
け
素
朴
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
忌
憚
な
く
云
え
ば
、
石
原
氏
が
ナ

チ
と
ソ
連
の
科
学
政
策
を
そ
の
現
実
の
本
質
に
つ
き
入
っ
て
比
較
す
る
力
を
欠
い
て
お
ら
れ
る
事
実
な
ど

も
、
社
会
悪
が
最
も
複
雑
微
妙
な
作
用
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
の
科
学
精
神
に
お
け
る
一

つ
の
決
定
的
マ
イ
ナ
ス
な
の
で
あ
る
。

　
科
学
精
神
に
お
け
る
、
こ
う
い
う
よ
う
な
、
多
種
多
様
で
且
つ
隠
微
な
形
の
マ
イ
ナ
ス
の
侵
入
は
実
に

危
険
で
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
科
学
性
の
客
観
的
敗
北
は
常
に
こ
の
盲
点
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
敗
北
で
あ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
自
覚
さ
れ
得
な
い
と
い
う
危
険
を
も
っ
て
い
る
か
ら
な

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
科
学
者
の
随
筆
的
随
想

　
科
学
者
の
社
会
的
関
心
が
積
極
的
に
な
っ
た
一
つ
の
表
現
と
し
て
、
一
般
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
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の
科
学
者
の
文
筆
活
動
の
旺
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
特
に
知
名
な
科
学
者

の
随
筆
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
傾
き
が
つ
よ
く
あ
っ
た
。
注
意
を
ひ
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
一
部
の
科

学
者
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
招
き
出
し
た
こ
の
時
期
は
、
読
書
人
の
間
に
随
筆
が
迎
え
ら
れ
た
時
、
内
田

百
間
氏
が
「
百
鬼
園
随
筆
」
に
よ
っ
て
第
一
段
の
債
鬼
追
っ
払
い
を
し
た
時
代
で
あ
り
、
日
本
文
学
の
動

向
に
於
て
か
え
り
見
る
と
、
こ
れ
は
明
瞭
な
指
導
性
を
も
つ
文
芸
思
潮
と
い
う
も
の
が
退
潮
し
て
後
、
し

か
も
今
日
で
は
被
う
べ
く
も
な
い
文
化
に
対
す
る
統
制
が
次
第
に
現
れ
よ
う
と
す
る
時
で
あ
っ
た
。
森
田

た
ま
氏
の
「
も
め
ん
随
筆
」
な
ど
が
目
前
の
興
味
の
対
象
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
科
学
者
の
随
筆
が
求

め
ら
れ
た
の
も
、
独
特
な
科
学
随
筆
を
要
求
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
あ
あ
い
う
人
が
こ
う
い
う
も
の
を

書
く
式
の
興
味
に
よ
っ
て
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
科
学
者
の
随
筆
は
、
所
謂
科
学
的
な
態
度
で
は
な
い
文
学
的
と
思
わ
れ
る
方
に
傾
き
、
そ
の

こ
と
で
は
自
覚
さ
れ
な
い
底
流
で
、
科
学
精
神
の
分
裂
を
許
し
た
と
も
云
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
文
学
そ

の
も
の
が
客
観
的
現
実
に
対
す
る
眼
光
の
確
か
な
洞
察
力
を
失
い
、
創
造
力
の
豊
か
な
社
会
的
地
盤
を
失

っ
た
時
、
よ
り
イ
ー
ジ
ー
で
小
規
模
な
人
生
と
芸
術
へ
の
主
観
的
角
度
を
も
つ
随
筆
の
流
行
を
見
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
科
学
者
の
無
方
向
な
随
筆
活
動
へ
の
参
加
は
二
重
の
力
で
文
化
を
下
り
坂
に
押

す
結
果
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
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探
偵
小
説
の
面
白
味
と
い
う
も
の
の
真
髄
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
外
国
で
は
ど
う
か

知
ら
な
い
が
、
何
故
日
本
で
は
医
学
方
面
の
専
門
家
が
、
こ
の
探
偵
小
説
を
執
筆
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
法

医
学
的
な
分
野
で
接
近
が
あ
り
、
心
理
学
、
神
経
病
理
学
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
探
偵
小
説
、
怪
奇
小
説
の
類
は
退
屈
し
て
い
る
も
の
、
毎
日
の
生
活
感
情
に
自
主
的

弾
力
と
方
向
と
を
も
た
な
い
も
の
が
、
面
白
が
っ
て
熱
中
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
種
の
物
語
は

最
後
に
必
ず
解
答
が
出
て
来
る
と
い
う
厳
然
と
し
た
約
束
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
ま
で
を
、
出
来

る
だ
け
迷
路
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
模
造
の
山
河
を
し
つ
ら
え
て
、
引
き
ま
わ
さ
れ
る
の
を
承
知
し
て
引
き
ま

わ
さ
れ
て
ゆ
く
面
白
さ
で
あ
る
。

　
科
学
的
構
造
が
精
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
謂
わ
ば
嘘
の
過
程
に
複
雑
さ
が
あ
っ
て
、
面
白
い
の
だ
ろ
う
。

或
る
意
味
で
の
知
的
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
智
慧
の
輪
の
好
き
な
人
間
と
き
ら
い
な
人
間
が
あ
る
。
き
ら

い
な
人
間
の
方
が
よ
り
真
実
の
意
味
で
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
で
あ
る
し
、
溌
剌
と
し
て
現
実
的
で
あ
る
。

　
科
学
者
が
自
身
の
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
文
筆
上
い
ろ
い
ろ
遊
ぶ
の
が
い
け
な
い
と
一
口
に
云
い
切
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
本
当
の
科
学
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
科
学
の
健
全
性
、
啓
蒙
性
に
沿
っ

て
、
こ
う
い
う
種
類
の
余
技
、
或
は
道
楽
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
科
学
者
と
し
て
の
最
小

限
の
義
務
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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科
学
と
探
偵
小
説

　
木
々
高
太
郎
氏
は
、
執
筆
す
る
探
偵
小
説
に
よ
っ
て
賞
を
も
得
た
こ
と
は
周
知
で
あ
り
、
パ
ヴ
ロ
フ
の

条
件
反
射
を
専
攻
さ
れ
て
い
る
医
博
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
同
氏
の
『
夜
の
翼
』
と
い
う

探
偵
小
説
集
が
出
て
い
て
、
そ
れ
を
読
み
、
漠
然
と
し
た
愕
き
に
似
た
心
持
を
得
た
。
多
分
『
条
件
』
と

い
う
題
で
同
氏
に
は
随
筆
集
も
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
で
お
ら
ず
、
他
の
探
偵
小
説
集
も
よ
ま
ず
、
只
一
冊

だ
け
に
つ
い
て
物
を
云
う
の
は
、
狭
い
結
論
を
ひ
き
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
も
し
『
夜
の
翼
』
が
氏

と
し
て
余
り
確
信
の
な
い
作
品
集
で
あ
る
の
な
ら
ば
又
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
失
敗
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
失
敗
の
本
質
や
そ
の
傾
向
が
や
は
り
観
察
の
対
象
と
さ
れ
得
る
と
思
う
。

　
こ
の
集
の
巻
頭
に
あ
る
「
無
罪
の
判
決
」
の
中
に
は
探
求
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
か
く
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
話
の
筋
は
、
氏
の
得
意
と
さ
れ
る
馴﹅
れ﹅
の﹅
行﹅
動﹅
に
よ
る
知
識
人
夫
妻
の
悲
劇
的
殺
傷
問
題

で
あ
る
。
良
人
が
兇
器
を
も
っ
て
不
自
然
に
死
ん
だ
妻
の
傍
に
立
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
良
人
が
手
を
下
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
一
応
誰
し
も
持
つ
で
あ
ろ
う
。
実
際
は
誤
っ
た
自
殺
で
あ
っ
た
。
五
十

一
頁
に
亙
る
探
偵
小
説
は
、
主
人
公
が
「
現
実
と
理
性
と
の
薄
明
に
さ
迷
っ
て
い
る
知
識
階
級
で
」
あ
り
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「
こ
の
よ
う
な
知
識
階
級
に
あ
り
勝
ち
な
、
殊
に
斯
う
云
う
犯
罪
事
件
に
際
し
て
出
て
来
る
特
徴
は
、
ど

う
も
現
実
を
理
性
で
納
得
さ
せ
る
と
云
う
趣
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
を
言
え
と
言
う
と
、

殺
人
は
、
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
然
し
自
分
が
殺
し
た
証
拠
が
斯
く
も
多
数
に
あ
る
と
言
う
と
、
理
性
か

ら
の
判
断
で
は
、
本
人
と
雖
い
え
ども
殺
人
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
斯
う
云
う
時
に
、
理
性
の

方
を
信
頼
し
て
、
現
実
の
方
を
信
頼
し
な
い
と
云
う
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
」

　
そ
こ
を
予
審
判
事
が
特
別
に
注
意
し
た
こ
と
か
ら
、
無
罪
を
証
明
し
得
る
に
至
る
過
程
は
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
一
般
の
読
者
は
、
こ
の
全
く
特
徴
的
な
数
行
を
何
等
不
思
議
な
気
が
し
な
い
で
よ
む
の
だ
ろ
う
か
。
探

偵
小
説
の
読
者
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
我
々
の
常
識
で
合
点
の
ゆ
か
な
い
現
実
の
歪
み
も
、
承
認
す

る
ほ
ど
不
健
康
な
精
神
活
動
に
馴
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
良
人
に
左
翼
女
優
の
比
叡
子
と
い
う
愛
人
が
出
来
、
妻
は
そ
れ
を
苦
し
み
、
愛
を
と
り
戻
そ
う
と
し
て

自
分
を
傷
け
た
こ
と
か
ら
誤
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
法
廷
で
、
こ
の
女
優
が
、
殺
人
を
お
か
さ
せ

た
の
は
自
分
で
あ
る
と
云
う
。
そ
の
心
持
を
、
人
間
的
な
感
情
上
の
責
任
感
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
理

解
せ
ず
、
木
々
高
太
郎
氏
は
そ
の
心
理
を
大
変
ひ
ね
っ
て
扱
っ
て
い
る
。

「
私
は
今
、
あ
の
時
の
比
叡
子
の
気
持
ち
が
わ
か
り
ま
す
。
私
と
の
間
の
、
言
わ
ば
恋
愛
が
進
行
し
て
、
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自
分
で
自
分
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
言
う
の
で
幾
分
か
で
も
私
を
愛
し
て
い
て
く
れ
た
こ
と
を
信
じ
ま

す
。
然
し
私
が
捕
え
ら
れ
て
か
ら
、
比
叡
子
は
再
び
、
私
を
す
っ
か
り
離
れ
て
、
左
翼
的
な
気
持
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
法
廷
で
、
私
の
証
人
に
立
っ
た
時
に
、
自
分
も
亦
、
殺
人
の
罪
を
共
に
す
る
筈
だ

と
言
っ
た
り
、
尚
私
の
こ
と
を
、
自
分
の
た
め
に
妻
を
殺
し
た
の
だ
と
解
釈
し
た
り
し
た
の
は
、
そ
の
証

拠
で
す
。
普
通
の
人
だ
っ
た
ら
、
私
が
殺
し
た
の
か
、
自
殺
な
の
か
判
ら
ぬ
こ
と
は
判
ら
ぬ
と
言
う
筈
で

す
が
、
そ
し
て
正
直
な
人
は
そ
う
答
え
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
比
叡
子
が
、
殺
人
を
犯
さ
せ
た
の
は
自

分
で
あ
る
な
ど
と
証
言
す
る
の
は
、
や
は
り
左
翼
的
な
、
合
理
的
な
、
考
え
方
に
慣
ら
さ
れ
て
い
る
の
か

ら
出
て
来
た
解
釈
で
す
。
左
翼
の
人
は
、
日
本
と
ソ
ビ
エ
ッ
ト
と
を
問
わ
ず
、
こ
の
合
理
的
解
釈
を
持
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
時
と
す
る
と
、
真
相
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
」

　
松
本
と
い
う
予
審
判
事
は
男
の
打
ち
と
け
た
態
度
に
好
感
を
も
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
読
者
は
困

惑
と
不
快
と
の
感
情
に
の
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
木
々
高
太
郎
氏
は
、
こ
の
小
説
の
中
で
、
現
実
と
理
性
、
合
理
性
と
現
実
と
い
う
も
の
を
甚
し
い
分
裂
、

対
立
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
理
性
の
具
そ
な
わっ
た
人
間
な
ら
自
分
が
殺
さ
な
い
と
い
う
事
実
は
一
見

物
的
証
拠
が
揃
っ
て
い
て
も
は
っ
き
り
自
分
に
分
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
事
実
に
立
脚
し
て
外
部
的
判

断
と
闘
う
と
い
う
風
に
考
え
る
の
は
普
通
人
の
頭
で
あ
る
。
木
々
高
太
郎
氏
は
、
そ
の
「
理﹅
性﹅
の﹅
方﹅
を﹅
信﹅
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頼﹅
す﹅
る﹅
」
と
云
う
内
容
を
逆
に
見
て
い
る
。
殆
ど
正
気
と
思
わ
れ
な
い
程
受
動
的
な
、
被
暗
示
的
な
精
神

状
態
に
お
い
て
表
現
し
、
卑
俗
に
云
え
ば
、
「
余
り
お
前
が
盗
ん
だ
と
云
わ
れ
る
も
ん
で
そ
ん
な
気
に
な

っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
工
合
に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
現
実
よ
り
理

性
に
た
よ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
観
方
を
結
論
で
云
わ
れ
る
の
は
現
実
的
で
な
い
。
常
識
の
中
で

理
性
と
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
逆
説
で
つ
か
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
合
理
性
を
左
翼
の
思
想
と
連
関
さ
せ
て
、
合
理
性
で
は
現
実
の
真
相
を
理
解
し
得
な
い
と
い
う
風

に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ピ
ン
と
来
る
も
の
が
あ
っ
て
、
自
然
著
作
年
表
を
見
た
。
す
る
と
こ

の
作
は
昭
和
十
二
年
一
月
の
作
で
あ
る
。
本
年
の
作
で
あ
る
。
本
年
の
一
月
頃
か
ら
日
本
文
学
の
動
き
は

『
文
学
界
』
を
中
心
に
、
文
学
に
お
け
る
科
学
的
客
観
的
評
価
の
否
定
、
合
理
的
な
世
界
観
の
拒
否
の
声

が
一
層
高
ま
り
、
昨
今
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
変
種
の
実
証
主
義
、
信
仰
的
体
験
へ
の
要
求
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。
文
化
に
お
け
る
極
端
な
民
族
尊
重
の
傾
向
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
文

学
の
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
明
瞭
に
後
退
と
反
動
と
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
科
学
の
分
野
で
、

統
制
の
問
題
が
論
議
さ
れ
は
じ
め
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
等
し
く
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
木
々
高
太
郎
氏
の
理

性
と
現
実
の
乖
離
を
強
調
し
た
作
品
が
生
れ
た
の
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
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現
実
は
批
判
す
る

　
志
賀
直
哉
氏
の
昔
の
小
説
に
「
范
の
犯
罪
」
と
い
う
題
の
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
范
と
い
う
支
那
の
剣

つ
か
い
の
芸
人
が
、
過
っ
て
妻
を
芸
の
間
で
殺
し
、
過
失
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
妻
を
嫉
妬
し
、

憎
悪
が
内
心
に
潜
ん
で
い
た
自
覚
か
ら
、
法
律
の
域
外
の
人
間
的
苦
悩
を
感
じ
る
主
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。

志
賀
氏
の
作
品
と
探
偵
小
説
と
を
同
日
に
論
ず
べ
き
で
な
い
が
、
し
か
し
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
の
思
想
史
、
生
き
る
態
度
、
人
間
性
の
質
量
と
方
向
の
推
移
と
を
こ
の
二
つ
の
作
品
に
よ
っ
て
調
べ
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
志
賀
氏
の
場
合
、
范
の
理
性
は
、
法
律
上
の
物
的
証
拠
よ
り
よ
り
深
い
人
間
的
心
理
の
現
実
、
そ
の
真

実
に
向
っ
て
働
い
て
い
る
。
木
々
高
太
郎
氏
の
主
人
公
は
、
理﹅
性﹅
に﹅
た﹅
よ﹅
る﹅
も
の
だ
か
ら
、
つ
い
本
当
で

も
な
い
こ
と
を
本
当
だ
と
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
理
性
、
或
は
知
性
は
喪
失
し
た
も
の
と

し
て
し
か
実
際
に
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
一
人
の
女
が
い
て
自
分
が
そ
の
男
を
愛
し
、
恋
愛
的
交
渉
に
あ
る
た
め
に
そ
れ
を
苦
し
ん
だ
妻

が
自
殺
し
た
と
い
う
時
、
自
分
が
間
接
そ
の
死
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
気
持
を
抱
く
の
は
人
間
と

し
て
所
謂
人
間
的
な
心
理
で
あ
る
と
思
う
。
又
人
間
相
互
の
生
活
感
情
、
社
会
関
係
の
現
実
に
お
け
る
複
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雑
な
作
用
の
し
か
た
の
実
際
で
も
あ
る
。
范
の
場
合
、
一
人
の
人
間
の
運
命
に
対
す
る
主
観
的
な
愛
憎
の

責
任
、
そ
の
責
任
感
の
自
覚
と
い
う
追
究
で
、
テ
ー
マ
が
深
め
ら
れ
た
。
木
々
高
太
郎
氏
の
作
品
で
は
、

殺
す
と
い
う
行
動
を
機
械
的
に
殺
し
の
操
作
そ
れ
自
体
に
切
り
は
な
し
て
し
ま
っ
て
、
比
叡
子
の
心
持
を
、

合
理
性
そ
の
も
の
の
解
釈
に
お
い
て
さ
え
歪
曲
さ
れ
て
い
る
合
理
主
義
で
批
判
し
て
い
る
。
概
括
し
て
二

つ
の
い
ず
れ
が
、
よ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
誠
意
を
も
っ
た
現
実
把
握
の
態
度
で
あ
る
か
を
云
う
に
は

及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

「
無
罪
の
判
決
」
と
い
う
一
小
篇
探
偵
小
説
の
中
に
、
な
か
な
か
無
邪
気
な
ら
ぬ
或
る
種
の
現
代
文
化
の

動
向
を
反
映
し
て
い
る
こ
の
作
者
は
「
盲
い
た
月
」
で
一
寸
し
た
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
関
す
る
科
学
的
ト
リ
ッ

ク
を
利
用
し
つ
つ
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
親
日
支
那
青
年
李
金
成
暗
殺
の
物
語
を
語
る
な
か
で
、
「
支
那

人
を
捕
え
る
方
法
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
は
在
住
支
那
人
の
数
名
の
も
の
を
買
収
な
さ
い
。
日
本
人

を
捕
え
る
時
に
は
、
そ
れ
は
不
可
能
で
す
が
、
支
那
人
を
捕
え
る
時
に
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
手
段
で
す
。
」

と
い
う
よ
う
な
辞
句
を
示
し
て
い
る
。
去
年
の
秋
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
粗
大
な
、
民
族
的
類
型
化
を

卓
抜
な
科
学
者
で
あ
る
と
い
う
沼
田
博
士
に
云
わ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
移
民
と
し
て
働

い
て
い
る
日
本
人
の
不
正
入
国
を
し
た
も
の
が
何
よ
り
恐
れ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
か
、
ニ

グ
ロ
で
あ
る
か
、
或
は
同
じ
日
本
人
で
あ
る
か
。
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科
学
者
は
科
学
的
で
あ
る
か
と
い
う
悲
し
い
疑
問
が
心
に
湧
く
の
を
抑
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
社
会
の

歴
史
の
或
る
波
に
よ
っ
て
は
、
非
科
学
的
な
科
学
と
科
学
者
が
特
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
表
面
に
浮
上
る

場
合
が
あ
る
。
或
は
、
今
日
に
お
け
る
科
学
と
科
学
者
と
の
弱
い
部
分
、
非
科
学
的
な
部
分
、
内
部
的
分

裂
面
が
文
化
反
動
に
影
響
さ
れ
、
客
観
的
に
は
、
知
性
、
人
間
性
の
圧
殺
に
加
担
し
た
こ
と
に
な
り
や
す

い
。
今
日
は
そ
の
危
険
に
対
す
る
自
他
と
も
の
慎
重
な
戒
心
が
決
し
て
尠
く
て
よ
い
時
期
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
十
月
〕
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