
　

学
問—

—

こ
と
に
自
然
科
学
の
分
野
で

は
、
国
境
な
ん
て
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

理
論
物
理
学
の
世
界
で
は
、
理
論
を
検

証
す
る
た
め
の
実
験
施
設
が
ど
ん
ど
ん
大

規
模
に
な
り
、
１
９
５
０
年
代
あ
た
り
か

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
各
国
共
同
の
施
設
が

作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に
も
世

界
の
学
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
に
も
海
外
で
研
究
す
る
チ
ャ
ン
ス
は

あ
り
ま
し
た
が
、
選
択
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
は
、
理
論
物
理
は
日
本
で
も
十
分
に

で
き
る
と
い
う
気
持
ち
と
、
何
よ
り
も
研

究
者
た
ち
と
の
日
常
生
活
、
そ
れ
も
、
微

妙
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し

た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

私
が
学
ん
だ
名
古
屋
大
学
の
坂
田
昌
一

先
生
の
研
究
室
は
、
30
人
ぐ
ら
い
で
い
つ

も
議
論
し
て
い
ま
し
た
。
京
都
大
学
も
同

じ
で
す
。
今
考
え
れ
ば
、
ラ
イ
バ
ル
の
集

ま
り
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に

『
仲
間
』
だ
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
中
に
は

（
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
共
同
研
究
者
で
あ
る
）
小

林
誠
君
と
の
出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
発
想
の
ヒ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
研

究
室
の
中
の
議
論
で
見
つ
か
る
も
の
で
は

な
い
の
で
す
。
例
え
ば
仲
間
と
の
帰
り
道

で
の
雑
談
、
何
気
な
い
言
葉
の
や
り
取
り

の
中
か
ら
、
突
然
、
閃
く
こ
と
が
あ
る
も

の
で
す
。

　

当
時
の
私
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
研
究

仲
間
と
過
ご
す
『
日
常
』
で
し
た
。
生
活

の
一
場
面
一
場
面
、こ
ち
ら
の
言
葉
に
見
せ

た
仲
間
の
表
情
。
毎
日
の
断
片
の
中
に
、研
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究
者
と
し
て
最
も
大
切
な
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
だ
か
ら
、
不
自
由
な
言
葉
で
不
自

由
な
日
常
が
待
ち
受
け
る
海
外
に
行
こ
う

と
い
う
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
だ
し
、
物
理
学
に
国
境
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
し
て
、
業
績
を
競
う
、
論
文
を
発

表
す
る
こ
と
は
、
世
界
中
の
研
究
者
が
相

手
で
す
。
自
分
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ

と
は
、
世
界
で
誰
か
が
や
っ
て
い
る
。
論

文
の
発
表
が
1
日
で
も
負
け
れ
ば
、
も
う

業
績
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
か
ら
出
た

こ
と
は
無
く
と
も
、
い
つ
も
ラ
イ
バ
ル
は

世
界
で
し
た
。

　

当
時
は
国
際
的
な
論
文
集
に
載
る
の
が

ま
ず
大
事
で
す
。
同
じ
分
野
で
ど
ん
な
論

文
が
出
て
い
る
か
、
世
界
中
の
論
文
集
を

一
人
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
だ
か
ら
仲
間
が
必
要
。
そ
の
仲
間
と
、

世
界
を
相
手
に
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
本
当
に
幸
せ
で
す
。

　

最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
、

世
界
の
最
先
端
と
研
究
室
が
直
接
つ
な
が

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
ネ
ッ
ト

で
は
知
識
の
整
理
は
で
き
て
も
、
閃
き
を

得
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

　

や
は
り
、
議
論
が
大
切
で
す
。
例
え
ば
、

若
い
研
究
者
と
の
議
論
を
通
し
て
、
自
分

の
頭
の
中
が
攪
拌
さ
れ
る
。
そ
こ
で
自
分

の
思
考
が
発
展
す
る
。
議
論
で
疲
れ
て
、ご

飯
で
も
食
べ
に
行
こ
う
か
と
な
っ
て
、
そ

の
道
す
が
ら
で
ま
た
議
論
と
な
り
、
発
見

が
生
ま
れ
る
。

　

た
だ
議
論
の
た
め
に
は
、あ
る
程
度
、共

通
し
た
知
識
と
い
う
か
教
養
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
教
育
は
大
切
で

す
。
私
自
身
、
英
語
を
目
か
ら
で
な
く
耳

と
口
、
こ
と
に
し
ゃ
べ
る
こ
と
か
ら
英
語

を
学
ん
で
い
れ
ば
、
ま
た
違
う
議
論
が
で

き
た
の
に
と
思
う
と
少
し
残
念
で
す
。

　

ま
た
、
学
び
と
は
覚
え
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
好
奇
心
の
継
続
で
す
。一
つ
の

「
な
ぜ
」
か
ら
次
の
「
な
ぜ
」
が
生
ま
れ
、

そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
深
め
て
い
く
。
そ
の
こ

と
を
楽
し
い
と
感
じ
、
世
界
で
は
ど
こ
ま

で
進
ん
で
い
る
か
、
た
え
ず
好
奇
心
を
持

つ
。

　

実
は
そ
れ
こ
そ
が
、『
国
際
感
覚
』
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
世
界
の
こ
と
、
あ
ら

ゆ
る
こ
と
に
興
味
と
関
心
を
持
つ
、
そ
の

意
味
で
、
私
は
今
回
の
『
外
交
』
誌
に
期

待
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
若
い
人
が
新
聞
を
読
ま
ず
、
世

界
の
ニ
ュ
ー
ス
に
対
す
る
関
心
が
薄
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
世
論
が
大
事
と
言
わ
れ
る

時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
世
論
を
形
成
す
る

人
々
の
社
会
へ
の
関
心
が
弱
ま
っ
て
い
る

と
し
た
ら
、
危
険
な
こ
と
で
は
な
い
か
と

私
は
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
を
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中
心
に
、
世
界
の
科
学
者
が
原
水
爆
に
つ

い
て
の
共
同
宣
言
を
行
い
ま
し
た
（
１
９

５
５
年
の
ラ
ッ
セ
ル
＝
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
宣
言
）。
私
は
機
会
が
あ
っ
て
あ
の
宣
言

文
を
、
な
ぜ
こ
の
一
言
が
別
の
場
所
で
な

く
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
、

隅
々
ま
で
注
意
深
く
読
み
ま
し
た
が
、
そ

こ
か
ら
く
み
取
れ
た
の
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
博
士
の
地
球
滅
亡
に
対
す
る
真
剣
な

危
機
感
で
し
た
。

　

今
は
市
民
運
動
も
下
火
に
な
り
ま
し
た

が
、「
自
分
は
ど
う
い
う
生
活
を
し
た
い
と

望
ん
で
い
る
の
か
」「
そ
の
た
め
に
は
こ
の

社
会
に
対
し
て
自
分
は
何
が
で
き
る
の

か
」
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
生
き
る
基
盤

に
置
い
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ

が
無
い
と
、
国
際
的
な
議
論
な
ど
で
き
ま

せ
ん
。

　

私
は
、
現
代
の
若
い
世
代
に
非
常
に
期

待
し
て
い
ま
す
。
私
が
学
ん
で
き
た
よ
う

に
、
多
く
の
研
究
者
が
意
見
交
換
で
き
る

学
び
の
場
と
し
て
、
京
都
産
業
大
学
で
益

川
塾
と
い
う
も
の
を
始
め
て
い
ま
す
。
世

界
中
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て
く
れ
る
の
が

夢
で
す
が
、
物
理
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く

幅
広
い
分
野
か
ら
人
が
集
い
、
幅
広
い
好

奇
心
を
伸
ば
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
（
注
・
益
川
塾
に
は
人
文
科
学
の
分
野

も
あ
り
ま
す
）。

　

若
い
世
代
と
言
え
ば
、
昨
年
、
私
は
韓

国
と
中
国
を
訪
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
科

学
教
育
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の

で
す
が
、
韓
国
で
は
「
ど
う
す
れ
ば
ノ
ー

ベ
ル
賞
を
取
れ
る
研
究
者
が
出
て
く
る

か
」
が
話
題
の
中
心
で
あ
り
、
中
国
で
は

「
科
学
者
が
自
国
で
研
究
を
続
け
ら
れ
る

環
境
の
整
備
」
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め

ら
れ
ま
し
た
。

　

両
国
と
も
、
科
学
研
究
の
大
切
さ
を
理

解
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
次
々

と
素
晴
ら
し
い
才
能
が
出
て
く
る
で
し
ょ

う
。
た
だ
話
を
し
な
が
ら
、
私
は
別
の
こ

と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
日
本
で
は
明
治
時
代
に
日
本

語
で
科
学
の
専
門
分
野
の
教
科
書
を
作
っ

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
専
門
用
語

の
翻
訳
な
ど
、
大
変
な
作
業
で
す
。
た
だ
、

先
人
の
そ
の
努
力
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、

私
た
ち
は
日
本
語
で
物
理
を
学
べ
た
。
世

界
の
科
学
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
学
び

の
裾
野
が
広
が
っ
た
わ
け
で
す
。
中
国
や

韓
国
で
は
今
で
も
む
つ
か
し
い
、
と
の
こ

と
で
し
た
。

　

私
は
、「
世
界
に
行
か
ず
と
も
、
き
ち
ん

と
し
た
情
報
の
伝
え
手
が
い
れ
ば
、
そ
の

地
域
を
知
り
、考
え
る
こ
と
は
で
き
る
」
と

思
っ
て
き
ま
し
た
。
本
誌
か
ら
、
素
晴
ら

し
い
伝
え
手
が
育
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。
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