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つ
い
半
世
紀
前
ま
で
、
科
学
技
術
は
、
単
に
生
活
を
便
利
に
す
る
、
人
間
存
在
と
は
無
関
係
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
我
々
の
生
命
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
対
人
関
係
の
い
ち
ば
ん
根

底
的
な
と
こ
ろ
に
ま
で
食
い
込
み
、
マ
シ
ン
は
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
医
療
技
術
の
進
展
は
生
命
倫
理
観
を
一
変
さ
せ
た
。
脳
が
死
ん
で
い
る
の
に
、
身
体
（
心
臓
）
が
動
い
て
い

る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
五
十
年
前
以
前
の
生
命
の
定
義
で
は
、
あ
り
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
人

間
の
身
体
を
機
械
で
す
げ
替
え
る
と
い
う
可
能
性
を
も
ひ
ら
き
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
登
場
は
、
対

人
関
係
を
も
侵
食
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
に
関
し
て
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
人
間
ら
し
さ
を
喪
失
さ
せ
る
。」
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
携

帯
電
話
を
批
判
し
て
、
顔
と
顔
と
を
突
き
合
わ
せ
て
直
接
し
ゃ
べ
る
の
が
、
人
間
本
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
姿
だ

と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
素
朴
す
ぎ
る
。 

 

人
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
こ
そ
が
自
然
で
あ
り
、
成
人
し
た
の
ち
に
出
て
き
た
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
違
和
感
を

抱
く
存
在
。
例
え
ば
、
新
幹
線
は
、
東
京
・
大
阪
間
を
八
時
間
か
ら
三
時
間
の
距
離
に
縮
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
速
す

ぎ
て
だ
め
だ
よ
、
旅
と
い
う
の
は
の
ん
び
り
す
る
も
の
だ
よ
、
と
い
う
批
判
が
起
こ
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
人
は
、

東
京
と
大
阪
は
、
十
五
日
か
け
て
歩
く
の
が
ま
っ
と
う
な
距
離
だ
と
主
張
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
子
ど
も
が
ナ
イ
フ
を
使
え

な
い
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
が
、
火
打
ち
石
を
使
え
な
い
現
代
人
に
対
し
、
昔
の
人
は
、
人
間
の
本
来
的
な
能
力
の
欠
如

だ
と
嘆
く
か
も
し
れ
な
い
。 

 

我
々
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
、
最
初
は
言
い
知
れ
ぬ
衝
撃
を
覚
え
拒
否
す
る
が
、
時
間
が
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
が
あ

た
か
も
太
古
の
昔
か
ら
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
に
、
使
い
こ
な
し
受
け
入
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
人
間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん

だ
。 

 

人
類
誕
生
か
ら
七
百
万
年
。
農
耕
時
代
か
ら
数
え
て
一
万
年
で
も
い
い
が
、
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
の
生
活
が
あ
た
り
ま

え
に
な
っ
た
の
は
僅
か
百
年
前
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
違
和
感
と
社
会
に
定
着
す
る
様
子
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
動
い
て
い
る
。
自
分
の
反
発
す
る
感
情
が
一
時
的
な
も
の
な
の
か
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
を
突
い
て
い

る
の
か
は
な
か
な
か
判
断
し
に
く
い
。 

 

農
業
は
、
あ
た
か
も
人
類
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
種
や
く
わ
や
ス
コ
ッ
プ
と
い
っ
た
存
在

も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
所
産
。
今
更
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
人
間
の
本
性
に
反
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
一
万
年
遅
い
。 

 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
人
間
を
幸
せ
に
す
る
か
ど
う
か
は
、
否
定
も
肯
定
も
で
き
な
い
が
、
私
た
ち
が
「
本
来
」
と
思
っ
て

い
る
よ
う
な
姿
自
身
が
、
非
常
に
人
工
的
に
作
ら
れ
て
き
た
産
物
で
し
か
な
い
こ
と
が
多
い
。 

 

他
方
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
自
己
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
必
要
に
応
じ
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
い
こ
な
す

と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
思
わ
く
を
超
え
て
、
独
立
し
た
生
き
物
の
よ
う
に
独
自
に
成
長
、
発
展
す
る
。
人
間
は
、

徹
底
的
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
変
容
す
る
存
在
だ
と
い
う
こ

と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
、
マ
シ
ン
と
冷
静
に
対
処
で
き
る
。 

 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
人
間
。
後
者
が
前
者
を
生
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
後
者
を
根
本
的
な
次
元
で
規
定
し

変
容
さ
せ
る
。
こ
の
興
味
深
い
相
互
作
用
を
捉
え
る
こ
と
こ
そ
、
今
日
、
「
人
間
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
重

要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。 


