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こ
の
頃
自
然
科
学
上
の
色
々
の
問
題
が
、
文
科
系
統
の
学
問
を
し
て
い
る
人
々
の
口
に
度
々
上のぼ
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
自
然
科
学
が
従
来
の
よ
う
に
工
業
的
方
面
に
の
み
利
用
さ
れ
て
い
る
の
に
あ
き
た
ら
ず
、

も
っ
と
人
間
の
精
神
活
動
の
方
面
に
、
即
ち
広
い
意
味
で
の
文
化
の
向
上
に
役
立
た
せ
よ
う
と
い
う
企
て

の
一
つ
の
現
れ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
運
動
は
科
学
者
の
方
面
と
、
文
学
者
の
一
部
と
両
方
の
側
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

科
学
者
の
側
か
ら
は
、
盛
さ
か
んに
科
学
精
神
の
発
揚
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
し
、
文
学
者
の
中
に

は
、
最
近
の
物
理
学
の
急
激
な
発
展
の
齎
も
た
らし
た
結
果
を
文
学
や
そ
の
人
の
「
哲
学
」
の
基
礎
に
導
き
入
れ

よ
う
と
い
う
試
み
を
す
る
人
が
出
て
来
て
い
る
。
こ
の
両
方
の
企
て
は
共
に
大
変
結
構
な
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
例
え
ば 

田 

辺 

元 

た
な
べ
は
じ
め
博
士
の
如
く
立
派
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
正
道
に
の
っ
た
議
論
を
し
て
い
る
人
も 

勿  

も
ち
ろ

論 ん
沢
山
あ
る
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
そ
の
意
図
が
解
し
が
た
い
も
の
も
沢
山
あ
る
。

　
そ
の
中
で
一
番
困
る
の
は
、
何
々
と
科
学
精
神
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
論
文
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
困
る

こ
と
は
難
し
く
て
読
ん
で
も
分
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
時
の
左
翼
の
論
文
の
よ
う
に
む
や
み
と
難
し
い

言
葉
が
沢
山
使
っ
て
あ
っ
て
、
本
当
に
い
い
た
い
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
難
語
の
猛
威
に
打
ち
挫くじ
か
れ
て
、

砂
利
の
蔭かげ
の
菫
す
み
れの
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
菫
も
ど
ん
な
貧
弱
な
花
で
も
つ
け
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て
い
る
の
は
ま
だ
よ
い
方
で
、
中
に
は
菫
か
雀
す
ず
めの
稗ひえ
か
分
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は

読
む
方
が
悪
い
の
で
、
も
っ
と
教
養
を
積
ん
だ
ら
あ
の
よ
う
な
論
文
が
皆
分
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
ん
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
い
た
論
文
の
よ
う
に
極ごく
少
数
の
人
に
し
か
分
ら
な
い
も
の
は
、

ど
ん
な
卓
説
で
も
ち
ょ
っ
と
困
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
く
て
も
、
む
や
み
と
最
近
の
物
理
学
の 

尖  

端 

せ
ん
た
ん

の
問
題
、
量
子
力
学

や
原
子
論
の
結
果
を
引
用
し
た
も
の
も
ち
ょ
っ
と
始
末
が
悪
い
の
で
あ
る
。
原
子
の
世
界
で
の
因
果
律
の

否
定
の
問
題
と
か
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
原
理
と
か
い
う
も
の
を
「
基
礎
」
と
し
て
色
々
の
議
論

を
し
て
あ
る
も
の
は
、
物
理
を
職
業
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
で
も
専
門
が
異
こ
と
なる
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
高
遠

な
理
論
の
本
当
の
意
味
を
解
し
か
ね
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
議
論
の
当
否
な
ど
は
何

と
も
批
評
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
卒
直
に
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
眼
新
し
く
て
、
ま
た
非
常
に
高

遠
に
見
え
る
の
で
、
余
り
よ
く
は
分
ら
な
い
が
結
論
だ
け
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
結
論
の
上

に
立
っ
て
自
分
の
議
論
を
進
め
よ
う
と
い
う
気
持
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
れ
だ
っ
た
ら
科
学
と

い
う
も
の
の
意
味
が
本
当
に
分
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
。
科
学
は
決
し
て
ア
ル
カ
ロ

イ
ド
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
即
ち
極
少
量
注
射
し
た
ら
瀕
死
ひ
ん
し
の
病
人
が
生
き
返
る
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
て
、
実
際
は
米
か
パ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、
毎
日
喰た
べ
て
い
て
栄
養
の
と
れ
る
も
の
な
の
で
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あ
る
。
科
学
と
い
う
も
の
は
、
整
理
さ
れ
た
常
識
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
は
、

こ
の
方
面
の
議
論
を
し
て
お
ら
れ
る
一
部
の
文
学
者
の 

叱  

責 

し
っ
せ
き

を
買
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ
っ
た
ら

文
句
な
く
兜
か
ぶ
とを
ぬ
ぐ
つ
も
り
で
あ
る
。
物
理
学
者
が
文
学
者
と
文
章
を
用
い
て
太
刀
打
ち
す
る
の
は
対
等

の
力
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
と
に
か
く
以
上
の
議
論
を
認
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
は
自
然
科
学
を
広
い
意
味
で
の
文
化
の
向
上
に

役
立
た
せ
る
に
は
差
し
当
り
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
極
め
て
平
凡

で
あ
る
が
次
の
よ
う
な
解
決
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
科
学
の
既
知
の
知
識
と
、
科
学
的
の
考
え
方
と
の

正
常
な
普
及
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
自
身
に
は
誰
も
異
論
は
な
い
と
思
う
が
、
困

難
は
そ
の
実
行
に
あ
る
。
そ
れ
で
問
題
は
科
学
の
既
知
の
知
識
と
科
学
的
な
考
え
方
と
の
両
者
を
広
く
間

違
い
な
く
伝
え
る
に
は
ど
う
い
う
方
法
を
採
っ
た
ら
良
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ

い
て
私
見
を
述
べ
る
の
が
本
文
の
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
の
所
は
実
は
ど
う
で
も
良
い
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
意
味
で
の
科
学
の
普
及
に
は
差
し
当
り
四
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
科
学
の
既
知

の
知
識
の
普
及
は
教
科
書
な
ど
に
譲
っ
て
、
主
と
し
て
科
学
的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
寺 

田 

寅 

彦 

て
ら
だ
と
ら
ひ
こ

先
生
の
随
筆
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生
活
で
、
身
辺
に
あ
る
色
々
の
物
及
び
起おこ
る
様
々
の
現
象
に
つ
い
て
、
偏
見
と
伝
統

を
離
れ
た
自
由
な
考
察
を
し
て
、
そ
れ
を
無
理
な
く 

按  

排 

あ
ん
ば
い

し
順
序
を
つ
け
て
考
え
を
進
め
て
行
く
と
い

う
の
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
科
学
的
精
神
の
発
揚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
寺
田
先
生
の
随
筆
の
よ
う
な
形

で
最
も
広
く
間
違
い
な
し
に
普
及
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
の
困

る
点
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
り
得
る
能
力
を
持
つ
人
が
極
め
て
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
し
当

っ
て
は
寺
田
先
生
の
死
後
、
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
内
で
は
そ
の
よ
う
な
人
は
極
め
て
少
数
し
か
見
当
ら

な
い
。
そ
れ
で
こ
の
方
法
は
先
ず
な
か
な
か
困
難
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
は
科
学
普
及
の
目
的
の
通
俗
雑
誌
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
興
味
を
科
学
の
方
へ
惹ひ
く
と
い
う
方

法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
よ
う
な
経
営
方
針
で
は
こ
の
方
法
は
真ま
面じ
目め
な
意
味
で
の
科
学
の
普
及
と

は
か
な
り
縁
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。
も
っ
と
も
そ
う
い
う
気
が
す
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
私
の
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
別
に
御
叱
お
し
か
り
を
受
け
る
ほ
ど
の
こ
と
は
あ
る
ま

い
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
が
何な
故ぜ
困
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
余
り
眼
新
し
い
珍
ら
し
い
科
学
上
の
知
識
の
集

成
に
走
っ
て
い
て
、
こ
れ
で
は
無む
垢く
な
読
者
に
、
科
学
に
対
し
て
丁
度 

天  

勝 

て
ん
か
つ

の
奇
術
に
対
す
る
よ
う
な

興
味
を
起
さ
す
お
そ
れ
が
充
分
あ
る
。
こ
れ
ら
の
通
俗
科
学
雑
誌
に
よ
っ
て
、
科
学
と
い
う
も
の
は
米
の

飯
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
込
む
こ
と
は
、
先
ず
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
こ
う
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
、
即
ち
こ
れ
ら
の
科
学
雑
誌
は
無
縁
の
一
般
の
人
に
科
学
に
対
す

る
興
味
を
呼
び
起
さ
せ
、
そ
の
興
味
か
ら
多
く
の
人
々
を
正
し
い
科
学
の
道
に
は
い
り
込
ま
す
動
機
を
作

る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
実
際
に
効
力
が
あ
る
か
否
か
は
随
分
疑
わ
し

い
。
少
く
と
も
そ
れ
が
科
学
者
を
作
る
培
養
土
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
同
僚
Ｙ
氏
の
言
を
借
用
す

れ
ば
、 

燈 

台 
守 

と
う
だ
い
も
り
に
な
り
た
い
と
い
う
人
に
燈
台
守
に
な
ら
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
方
法
は
一
番
良
い
方
法
で
あ
る
が
、
現
在
の 

我  

国 

わ
が
く
に

で
は
行
わ
れ
な
い
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は

世
界
的
に
見
て
本
当
に
一
流
の
学
者
に
通
俗
科
学
の
本
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
デ
イ
と

か
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
と
か
プ
ラ
ン
ク
と
か
い
う
学
者
は
喜
ん
で
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
誰
に
で
も
分
る

科
学
の
本
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
本
は
科
学
の
普
及
に
偉
大
な
功
績
を
残
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
科

学
の
専
門
家
に
も
色
々
の
教
訓
を
垂
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
ん
な
百
万
円
貰もら
っ
た
ら
と
い
う
よ
う
な
話
は

此こ
処こ
で
議
論
し
て
も
仕
方
が
な
い
。

　
そ
れ
で
最
後
に
、
中
の
上
位
の
科
学
者
に
な
ら
誰
に
で
も
出
来
て
、
し
か
も
或
る
程
度
ま
で
間
違
い
な

く
科
学
の
知
識
の
普
及
と
、
科
学
的
な
考
え
方
の
教
授
と
が
同
時
に
出
来
る
と
い
う
方
法
を
考
え
て
見
る

こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
結
論
を
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
あ
る
自
然
現
象
に
つ
い
て
如い
何か
な
る
疑
問
を
起
し
、

如
何
に
し
て
そ
の
疑
問
を
学
問
的
の
言
葉
に
翻
訳
し
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
方
法
で
探
究
し
て
行
っ
た
か
、
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そ
し
て
現
在
ど
う
い
う
点
ま
で
が
明
あ
き
らか
に
な
り
、
ど
う
い
う
点
が 

益  

々 

ま
す
ま
す

不
思
議
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
、
筋
だ
け
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
こ
う
い
っ
て
し
ま
え
ば
何

で
も
な
い
が
、
こ
れ
す
ら
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
や
る
こ
と
が
分
れ
ば
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
心
得
は
い
く
ら
で
も
出
て
来
る
と
思
う
。
例
え
ば
疑
問
の
出
し
方
解
決
方
法
の
順
序
な
ど
は
、
自

分
で
一
度
頭
を
空から
に
し
て
そ
の
現
象
を
不
思
議
と
感
じ
、
そ
れ
に
関
す
る
既
知
の
知
識
を
一
つ
一
つ
納
得

し
て
見
て
、
そ
の
順
序
に
書
い
て
行
く
の
が
一
番
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は
研
究
の
歴

史
的
発
展
の
順
序
に
よ
る
と
い
う
次
善
の
便
法
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
筋
だ
け
を
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る

た
め
の
心
得
に
も
、
例
え
ば
本
当
に
自
分
に
納
得
出
来
た
こ
と
だ
け
書
く
と
か
、
分
ら
ぬ
所
は
分
ら
ぬ
と

し
て
置
く
と
か
、
い
く
ら
で
も
心
得
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
特
に
高
遠
な
議
論
に
し
た
り
、
頁
ペ
ー
ジ数
を
増

し
た
り
す
る
目
的
で
や
た
ら
難
し
い
言
葉
を
使
う
こ
と
は
こ
の
場
合
厳
禁
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
本
当

に
面
白
い
点
は
事
実
の
羅
列
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
議
論
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ

て
置
く
必
要
が
あ
る
。
題
目
は
何
で
も
よ
く
、
砂
の
話
で
も
雷
の
話
で
も
海
の
話
で
も
、
そ
れ
に
対
し
て

起
し
た
人
間
の
疑
問
と
今
ま
で
に
知
ら
れ
た
事
実
の
羅
列
だ
け
が
あ
っ
た
ら
充
分
面
白
い
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
要
す
る
に
知
ら
ぬ
こ
と
を
聞
く
と
い
う
だ
け
の
満
足
を
読
者
に
与
え
れ
ば
よ
い
の
で
、
ま
た
そ
れ
で

充
分
な
の
で
あ
る
。
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中
に
は
そ
れ
で
は
物
足
ら
ぬ
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
面
白
い
と
い
う
だ
け
で
は
仕
様
が
な

い
と
い
う
考
え
方
を
特
に
科
学
の
場
合
に
は
持
つ
人
が
案
外
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
変
な

間
違
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
読
ん
で
見
て
面
白
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
人
は
、
ど
ん
な
立
派
な
絵
を
見
て
も
良
い
絵
だ
と
感
心
す
る
だ
け
で
は
つ
ま

ら
ぬ
と
い
う
人
で
あ
る
。
川
奈
か
わ
な
の
ホ
テ
ル
へ
行
っ
た
時
、
案
内
人
が
壁
間
の
大
作
を
指
し
て
「
こ
れ
は
一

万
円
の
絵
で
す
」
と
だ
け
一
言
説
明
し
た
が
、
も
し
そ
の
絵
を
所
有
す
る
の
だ
っ
た
ら
そ
の
案
内
人
の
よ

う
に
は
言
わ
ぬ
方
が
良
い
。

　
要
す
る
に
私
の
考
え
は
、
科
学
を
文
化
向
上
の
一
要
素
と
し
て
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
広
い
意
味
で

の
芸
術
の
一
部
門
と
し
て
迎
え
た
方
が
良
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
科
学
の
美
を
既
知
の
他
の
芸

術
の
美
に
類
す
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
事
実
の
羅
列
の
面
白
さ
の
中
に
美
を
求
め
る
よ
う
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
面
白
さ
の
美
に
客
観
性
を
与
え
る
た
め
に
は
科
学

の
知
識
と
科
学
的
の
考
え
方
と
の
正
し
い
普
及
を
は
か
れ
ば
良
い
の
で
、
そ
れ
に
は
自
然
現
象
に
対
す
る

疑
問
の
出
し
方
と
そ
の
追
究
の
方
法
と
そ
れ
で
得
ら
れ
た
知
識
と
を
報
告
す
れ
ば
良
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
二
年
十
二
月
一
日
）
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