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方
に
つ

け
る

。

そ
し
て、

地
球
上
で

は

ほ

ぼ

零
で

あ
る

生

命
の

自
然
発
生

の

可
能
性
を
現
実
的
な
数
理
的
可
能

性
へ

と

高
め
る

も
の

で

あ
る

。

単
な

る
、

問
題
の

先
送
り
で

あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て

い

る

が
、

宇
宙
の

起

源
に

関
す
る

議
論
に

お
い

て、

今
日
展
開
さ
れ
て

い

る
量
子
力
学
を

基
盤
に

展

開
さ
れ

た

マ

ル

チ
バ

ー

ス

宇
宙
論
と

同
様
の

理
論
的
枠
組
み
を

展
開
す
る

こ

と
に

よ

り
、

デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て

の

神
の

介
入
の

可
能
性
を

排
除
す
る

も
の

で

あ
る

。

マ

ル

チ

バ

ー

ス

宇
宙
論
は
、

無
境
界
仮
説
と
虚

数
の

導
入

に

よ

り、

ユ

ダ

ヤ
・

キ

リ
ス

ト

教
的
な

歴

史
を
導
く

人

格
神
だ

け
で

な

く
、

「

不
動
の

動

者
」

と

し
て

の

神
観
念

す
ら
導
入

す
る

こ

と

な
く

、

一

切
の

現
行
の

物
理
的
法
則
か
ら
の

逸
脱
も
な
し
に、

人
間
の

生

存
が

可
能

と
な
る

よ

う
に

絶
妙
な
バ

ラ

ン

ス

の

も
と
に

成
立

し
て

い

る

と
さ

れ
て

い

る

こ

の

宇
宙
の

開
闢
を

論
理

的
か
つ

数
理

的
に

説
明
し

て

い

る
。

し
か

し
、

こ

れ

ら
の

議
論
は

あ
く
ま
で

も
こ

の

宇
宙
と

生

命
の

起
源
を

説
明
す

る

論
理

的
モ

デ

ル

の
一

つ

に

過
ぎ
な

い
。

　

化
石

資
料
や

生

物
の

多
様
性、

今
日
に

お

け
る

最
先
端
の

研
究
成

果
が

明
ら
か
に

し
つ

つ

あ
る

遺
伝
子
が
持
つ

環
境
に
対
す
る

潜
在
的
適
応

力
な

ど
の

数
々

の

科
学
的

証
左
か

ら、

進
化
と
い

う
現
象
が

科
学
的

真
理
で

あ

る
こ

と
は

揺
ぎ

無
い

も
の

と

な
り
つ

つ

あ
る
。

し
か

し
、

進
化
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

と

最
初
の

生

命
の

発
生
の

そ
れ

は

似
て

非
な
る

も
の

で

あ
る

。

進
化

が、

「

た
だ
の

複
雑
化
」

で

あ
る
の

に
対
し
て

、

生

命
の

自
然
発
生
と
は
、

「

方
向
性
を

持
っ

た

複
雑
化
」

で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

か

ら
で

あ
る

。

リ

チ
ャ

ー

ド
・

ド
ー

キ
ン

ス

が

指
摘
す
る

よ

う
な
「

盲

目
の

時
計
職
人
」

が、

生

命
を
自
然
発
生
さ
せ

る

こ

と
は

極
め

て

困
難
な
の

で

あ
る

。

環
境

へ

の

潜
在
的
適
応
力
を

持
ち

表
現
型
を
通
し
て

進
化
を

演
出

す
る

こ

と
が

判
明
し
た

遺
伝
子
に

よ
る

突
然
変
異
と

自
然
選
択
に

よ
る

進
化
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

は

解
明
で

き
て

も、

そ
の

遺
伝
子
そ
の

も
の

の

由
来
に

関
し
て
、

最

先
端
科
学
は

未
だ
に

明
確
な

答
え
を
出
せ
な
い

で

い

る
こ

と

も
ま
た

厳
然

と

し
た

事
実
で

あ
る

。

　

無
境
界
説
の

提
唱
者
で

あ
る

か
の

ス

テ

イ

ー

ヴ
ン
・

ホ

ー

キ

ン

グ

は、

哲
学
は

科
学
（

特
に

物
理
学
の

進
歩）

に

つ

い

て

い

け
な
く
な
っ

て

い

る

と

い

み
じ
く
も
述
べ

て

い

る
。

し
か
し、

今
日

の

「

生

命
の

起
源
」

に

関

す
る

議
論
を
鑑
み
る

と
、

自
然
科
学
の

領
域
で

は

タ

ブ
ー

と

さ
れ

る

形
而

上
学
的
議
論
が

果
た

す
べ

き
役
割
は
、

そ
の

研
究
が

行
き
詰
ま
り
を

示
し

て

い

る

今
日
で

こ

そ
再
評
価
さ
れ

て

も
良
い

の

で

は

な
い

の

だ
ろ

う
か

。

明
治
大
正

期
に

お

け

る

。

中
国
哲
学
〃

の

構

築
と
静
坐
の

実
践

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

野
村
　
英
登

　

理
想
論
と

し

て

語
る

の

で

な
く、

現
実
に
人
が
学
ん

で

聖
人
に

至
ろ

う

と

す
る

の

で

あ
れ
ば
、

よ
ほ

ど

持
っ

て

生

ま
れ
た

善
人
で

も
な
い

か

ぎ

り、

ま
ず
心
の

修
養
が

必

要
だ
と

考
え

る
の

は
自
然
な
こ

と
で

あ
ろ

う
。

事
実、

儒
教
に

お
い

て

は
、

静
坐
が

瞑
想
法
と

し
て

宋
代
よ

り
重
視
さ
れ

て

き
た

。

江
戸
の

儒
者
た
ち

も
朱
子
学
や
陽
明
学
を

奉
ず
る

者
達
に

静
坐

を
実
践
し
て

い

た

者
が
少
な

く
な
か

っ

た
。

し
か

し

現
代、

中
国
哲
学
を

研
究
す
る

者
は

基
本
的
に

静
坐
を

実
践
し
な
い

。

そ

も
そ
も

制
度
と

し
て

静
坐
の

実

践
を
行

う
学

部
学
科
が

大

学
に

存
在
し

な
い

か

ら
当

然
で

あ

る
。

そ
も
そ
も

明
治
大
正
期
に

お

い

て
、

東
洋
思
想
の

近
代
化
が

目

指
さ

れ

た
と

き、

そ

の

近

代
化
は

端
的
に

儒
教
を

”

中
国
哲
学
”

と
し

て

構
築

す
る

こ

と
を

意
味
し

て

い

た
。

中
国
の

伝
統
的
な
知
の

体
系
は

哲
学
な
の

か
宗
教
な
の

か
。

あ
る

い

は

研
究
な
の

か
実
践
な
の

か
。

そ

の

よ

う
に

問

わ
れ

な
が

ら
、

ア

カ

デ
ミ

ズ

ム

と
し

て

の

ク

中
国
哲
学
”

は

構
築
さ
れ

て
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い

っ

た
。

本
論
で

は
、

中
国
哲
学
の

領
域
に

お

い

て

静
坐

が
排
除
さ
れ

て

い

っ

た
過

程
を
、
“

中
国
哲
学

史
”

の

叙
述
の

変
遷
を

通
じ

て

考
察
し

て

み

た
い

。

　
遠

藤
隆
吉
（
一

八

七

四

ー
一

九
四

六
）

は
、

東
京
帝
大
で

哲
学
を
専
攻

し
、

井
上

哲
次
郎
に

学
び
、

社
会
学
者
と
し

て

知
ら
れ

る

が、

近
代
的
な

。

中

国
哲
学

史
”

を

編
ん
だ

最
初
期
の
一

人
で

あ
る

。

遠

藤
は
、

朱
熹
の

修
養
法
に

つ

い

て

「

凡

そ
人
の

弊
は

躁
動
に

在
り

、

故
に

工

夫
の

精
神

は
、

先
づ

此
の

躁
動
を
鎮
克
す
る

を
以
て

第
一

と
な

す
、

故
に
静
座
の

必

要
あ
り、

然
る
に

気
質
の

昏
塞
せ

る

者、

生
れ

て

義
理
を

知
ら
ず、

故
に

格
物
窮
理
の

用
を
看
る、

徒
ら
に

格
物
窮
理
す
と
雖

も
、

之
を
自
家
に

体

認
す
る

こ

と

な
く
む

ば、

聖
賢
の

道
を

求
む
る

所
以
に

あ
ら
ず、

而
し
て

之
を

体
認
す
る
は
便
ち
夜
気
を
存
す
る

所
以

な
り

、

此
に

於
て

か
夜
気
を

存
す
る
の

條、

最
も
必
要
不
可
闕
の

も
の

た
る

な

り
」

と

具
体
的
な
修
養

法
を

論
じ
て

い

る

（
『

支
那
思
想
発
達

史』

冨
山
房、

一

九
〇
四

年
）

。

ま

た

高
瀬

武
次
郎
と
の

往
復
書
簡
に

お
い

て、
「

或
は
坐

禅
入

定
の

如
き、

殊
に

陽
明
の

静
坐
澄
心
の

如
き、

必
ず
し
も
其
の

学
説
と

密
接
の

関
係
を

有
す
る
に

あ
ら

ず
。

其
の

学
説
を

奉
ず
る

こ

と

な
き

も
修
為
の

工

夫
は

之

れ
を
用
ひ

て

以
て

修
養
に

益

あ
る

べ

し
。

」

と

し
て

修
養
法
を

技
法
と

し

て

思
想
か

ら

独
立

し
て

現

代
に

活
用
す
る

こ

と
を

説
い

た
（
遠

藤

隆
吉

「

東
洋
倫
理
学
』

弘
道
館、

一

九
〇

入

年）
。

　
一

方
、

東
京

帝
大

漢
学

科
初
期
の

卒
業
生
で

あ
る

狩
野

直
喜

2

八
六

八

−
一

九
四
七
）

は
、

「

中
国
哲
学
史
の

大
部
分
は、

中
国
古

典
学
若
し

く
は

古

典
学
研

究
の

歴

史
」

と
し、

朱
熹
の

修
養
法
と

し
て

「

敬
は

実
に

上
聖
以

来、

修
身
上

の

第
一

義
」

で

あ
る

が
、

「

必

ず
し

も

無
念
無
想、

禅

家
打
坐
の

如
き
も
の
」

で

は
な
い

と

し、

静
坐

に

つ

い

て

も
注
釈
で

触

れ

る

の

み

で

あ
る

。

王

陽
明
に
つ

い

て

は
、

「

静
坐

澄
心
と
い

ふ

こ

と
は
、

彼
れ

が

後
に

唱
へ

た

る

致
良
知
の
一

方
法
と

解
し

て

差
支
へ

な
い
」

が、

門
人
が

坐

禅
入
定
と

同
一

視
す
る

こ

と

を

問
題
視
し

て
、

事
上

磨
練
と
い

う
動
的
工

夫
を

よ

り
重

視
し
た

と

結
論
し
た
（
『

中
国

哲
学
史
』

岩
波
書

店、

一

九
五

三

年
。

一

九
〇

六
−
一

九
二

四

ま
で

の

講
義
に

も
と

つ

く）
。

こ

の

立

場
は

武
内
義
雄

2

八
八

六
ー
冖

九
六
六
）

に
継
承
さ
れ

定
説
と

な
っ

た
。

　
こ

の

よ

う
に、

最
初
期
の

”

中
国
哲
学
史
”

は
、

実
際
に

実
践
す
る

こ

と

を

前
提
と

し
て

修
養
法
が
重
視
さ
れ、

静
坐

な
ど
の

具

体
的
な

技
法
が

注
目

さ
れ

た
。

し
か
し、

現
在
の

中
国
哲
学
研
究
に

つ

な
が
る

学
統
で

は

文
献
学
的
研
究
が

主
流
と
な
り、

修
養
論
に

お

い

て

も
技
法
よ

り
理

論
の

説
明
が
重
視
さ
れ
、

静
坐
の

実
践
は
問
題
と

さ
れ

な
く
な
っ

て

い

っ

た
。

朱
喜…
と
王

陽
明
の

両

者
に

お
い

て

は
直
接
に

静
坐

の

実
践
を

語
る

こ

と
さ

え
回
避
さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

こ

こ

で

認
め

ら

れ

る
傾

向
は
、

身
体
技

法
と

し
て

み

れ
ば

静
坐
は
坐
禅
と

連
続
し、

哲
学
思
想
と

し

て

み

れ

ば

静

坐
は

坐
禅
と

断
絶
す
る
よ
う
に

語
ら
れ
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

し

か

し

実
際
の

と
こ

ろ、

身
体
技
法
と

し
て

の

静
坐

は
、

江
戸
か
ら
の

修
養
法
の

継
承
と

し
て
、

藤
田

調
和
道
や

岡
田
式
静
坐

法
な
ど

の

健

康
法
ブ

ー

ム

に

接
続
し
て

語
ら
れ
て

い

っ

た
。

遠
藤
隆
吉
の

主

張
し
た
通

り
、

技
法
は

学

説
と

無
関
係
に
流
通
し
た
の

で

あ
る

。

「

み

か

ぐ
ら
う
た
」

か

ら
見
る
身
体
技
法
の

翻

訳

　
　
　
タ

イ
の

天
理

教
の

事
例

！

天

理
教
の

聖
典
の
一

つ

で

あ
る

「

み
か

ぐ
ら

う
た
」

は

永
松
　
和
郎

「

つ

と
め
」

の

368（109Q）
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