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種
々
の
学
術
の
中
で
科
学
、
特
に
数
学
や
自
然
科
学
は
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

最
も
国
際
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
ほ
と
ん
ど
当
然
と
見
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ひ
と
た
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
チ
ス
政
治
が
は
じ
め
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
そ
の
強
烈
な
国
粋
主
義

の
実
現
と
と
も
に
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
排
撃
が
行
わ
れ
、
つ
い
に
科
学
の
民
族
性
の
主
張
が
叫
ば
れ
、
ド
イ

ツ
数
学
や
ド
イ
ツ
物
理
学
の
ご
と
き
が
強
調
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
世
界
に
お
け
る
一
つ
の
驚
く
べ

き
思
想
的
異
変
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
国
粋
主
義
の
し
ょ
う
ど
う
は
日
本
に
お
い
て
も
近
時
い
ち
じ
る
し
く
盛
ん
で
あ
る
の
は
、
あ

た
か
も
ド
イ
ツ
に
似
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
こ
こ
に
は
か
の
ご
と
き
政
治
的
強
圧
は

行
わ
れ
て
い
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
口
に
日
本
精
神
を
称
え
な
い
も
の
は
あ
た
か
も
非
国
民
で
あ
る
か
の

ご
と
く
に
見
な
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
恐
ろ
し
い
世
の
中
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
冷
静
に
こ
の
日
本
精
神
な
る
も
の
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
今
日
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
す
る
科
学
的
思
想
が
ど
れ
ほ

ど
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
も
し
こ
れ
が
十
分
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
も
い
か
な
る
事

情
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
根
本
的
な
考
察
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
本
文
化
を
将
来
に
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お
い
て
正
し
く
導
く
た
め
に
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
考
慮
な
し
に
単
に
国
粋
主
義
を
固
執
す

る
の
は
む
し
ろ
は
な
は
だ
危
険
な
思
想
的
傾
向
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
精
神
と
い
え
ど
も
、
そ
の
中
に
は
民
族
に
固
有
な
、
い
わ
ば
先
天
的
な

要
素
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
同
時
に
歴
史
的
に
日
本
文
化
が
形
作
ら
れ
て
来
た
過
程
に
お
け

る
環
境
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
多
く
の
要
素
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
す
で
に
環
境
の
異

な
る
有
様
に
到
達
し
た
上
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
こ
こ
に
適
応
す
る
精
神
内
容
を
十
分
に
発
達
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
く
て
は
国
家
や
民
族
の
発
展
も
期
し
得
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
れ

こ
そ
進
化
学
の
普
遍
的
原
理
で
あ
る
。
環
境
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
精
神
思
想
を
単
に
そ
の

ま
ま
に
固
守
す
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
ご
と
き
国
粋
主
義
は
、
そ
れ
の
偏
狭
性
と
独
断
性
と
に
よ
っ
て
、

や
が
て
そ
れ
自
身
を
衰
滅
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
科
学
的
に
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
国
粋
主
義
は
そ
れ
の
精
神
内
容
が
現
実
の
環
境
に
ど
こ
ま
で
適
応
す
る
か
否
か
を
つ
ま
び
ら
か
に

検
討
し
た
上
で
、
は
じ
め
て
そ
の
価
値
を
判
断
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
欠
い
て
単
に
そ
れ
に
走
る

こ
と
は
、
あ
た
か
も
断
崖
に
む
か
っ
て
盲
目
的
に
突
進
す
る
と
同
様
の
危
険
性
を
さ
え
包
蔵
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
私
は
従
来
の
日
本
文
化
が
科
学
的
思
想
に
お
い
て
き
わ
め
て
貧
困
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
い
た
か
っ
た
の
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で
あ
る
。
日
本
の
み
で
な
く
支
那
や
イ
ン
ド
を
含
む
東
洋
に
お
い
て
何
故
に
自
然
科
学
が
興
ら
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
周
到
な
検
討
を
要
す
る
と
思
う
。
こ
れ
を
も
っ
て
単
に
東
洋
精
神
の
な
か
に

科
学
的
思
想
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
だ
け
で
は
何
の
価
値
も
な
い
。
そ
れ
は
確
か
な
事
実

で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
事
実
を
結
果
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
過
去
の
歴
史
的

環
境
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
分
析
考
究
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
上
で
は
じ

め
て
民
族
的
本
質
の
姿
が
真
に 

闡  

明 

せ
ん
め
い

せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
私
は
一
定
の
環
境
の
も
と

に
の
み
あ
ら
わ
れ
た
過
去
の
精
神
内
容
を
た
だ
ち
に
わ
れ
わ
れ
に
固
有
な
も
の
と
思
惟
す
る
の
を
誤
っ
て

い
る
と
す
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
真
に
科
学
的
な
心
理
考
察
を
要
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
に
、
日
本
文
化
の
特
質
は
、
い
つ
も
具
象
的
な
直
観
的
な
事
物

考
察
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
他
に
比
類
を
見
な
い
ほ
ど
な
緻
密
細
微
の
域
に
到
達
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
同
一
の
意
の
言
語
の
表
現
様
式
が
き
わ
め
て
多
種
類
に
わ
た
る
と
い
う
わ
が
国
語
の
特
異

性
や
、
日
本
文
学
お
よ
び
他
の
芸
術
に
お
け
る
情
趣
的
感
覚
の
一
種
の
風
格
や
い
わ
ゆ
る
諸
芸
道
の
独
自

的
な
発
達
の
ご
と
き
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
抽
象
的

な
論
理
的
な
思
考
に
至
っ
て
は
そ
の
見
る
べ
き
も
の
が
き
わ
め
て
稀まれ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
驚
く

ば
か
り
で
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
こ
の
事
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
わ
が
日
本
民
族
に
は
か
よ
う
な
抽
象
的
論
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理
的
思
考
が
先
天
的
に 

欠  

如 

け
つ
じ
ょ

し
て
い
る
と
速
断
し
て
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
多
年
の
歴
史
的
環
境
が
わ

れ
わ
れ
を
し
て
か
く
あ
ら
し
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
し
か
し
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
一
つ
の
事
実
を
捉とら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
人
が
具

象
的
な
直
観
的
な
事
物
考
察
の
み
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
自
然
的
環
境
の
な
か
に

満
足
を
も
と
め
て
い
た
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
い
そ
の
国
土
が
各
自
の
生
活
に
対
し
て
恵
ま
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
多
く
を
求
め
る
こ
と
に
あ
え
て
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

確
か
に
そ
れ
だ
け
楽
天
的
も
し
く
は 

諦  

念 

て
い
ね
ん

的
で
あ
っ
た
ゆ
え
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
西
欧
人
が
む
し

ろ
陰
惨
深
刻
な
性
情
を
も
っ
て
い
る
の
に
く
ら
べ
て
、
日
本
人
は
か
え
っ
て
安
泰
明
朗
で
あ
る
。
支
那
に

お
い
て
仏
教
が
著
し
く
厭
世
的
否
定
的
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
て
さ
え
、
日
本
に
伝
来
し
て
は
確
か
に
そ
の

傾
向
を
薄
く
し
て
い
る
。
も
し
か
よ
う
な
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
民
族
的
特
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
や
や
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
を 

偸  

安 

と
う
あ
ん

的
に
導
く
も
の
と
し
て
大
い
に
戒
い
ま
しめ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
と
て
も
穏
和
な
美
し
い
風
土
に
恵
ま
れ
た
と
と
も
に
、
従
来
日
本
が
国
際
的
孤
立
の
環
境

に
置
か
れ
て
、
外
敵
を
憂
え
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
要
し
な
か
っ
た
よ
う
な
多
年
の
歴
史
が
国
民
に
か
よ
う

な
習
性
を
形
作
る
に
至
ら
し
め
た
と
見
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
抽
象
的
に
こ
の

歴
史
的
地
理
的
環
境
か
ら
引
き
離
し
て
民
族
性
を
考
え
る
こ
と
は
人
間
心
理
の
発
展
過
程
を
無
視
し
た
も
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の
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
東
洋
の
学
術
は
ほ
と
ん
ど
具
象
的
直
観
的
思
考
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

自
然
科
学
的
な
も
の
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
暦
学
や
漢
方
医
学
や 

本  

草 

ほ
ん
ぞ
う

学
の
ご
と
き
が
あ
る
に
過
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
直
観
的
経
験
の
上
に
の
み
形
作
ら
れ
、
一
歩
も
抽
象
的
に
進
ま
な
か
っ
た
の

は
、
む
し
ろ 
顕  
著 
け
ん
ち
ょ

な
観
を
呈
し
て
い
る
。
多
く
の
実
用
的
な
諸
技
術
の
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
の
も
注
目

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
間
に
あ
っ
て
ひ
と
り
数
学
が
は
な
は
だ
抽
象
的
に
進
ん
だ
の
は
一
見
奇
異
の
感
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
和
算
わ
ざ
ん
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
最
初
は
支
那
の
算
法
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀

以
後
大
い
に
進
み
、 

関 

孝 

和 

せ
き
た
か
か
ず
（
一
六
四
二
　
一
七
〇
八
）
に
至
っ
て
は
、
筆
算
式
代
数
学
の
創
案
を
は

じ
め
と
し
、
方
程
式
論
、
行
列
式
論
、
無
限
級
数
、
極
大
極
小
の
問
題
、
整
数
論
、
三
角
術
等
に
関
す
る

高
等
数
学
を
と
り
あ
つ
か
い
、
そ
の
著
し
い
発
達
を
実
現
せ
し
め
た
こ
と
は
、
実
に
驚
く
に
足
り
る
。
爾じ

後ご
明
治
の
初
年
に
至
る
ま
で
多
く
の
和
算
家
が
輩
出
し
た
が
、
こ
の
一
事
は
日
本
人
に
お
い
て
も
ま
た
抽

象
的
論
理
的
能
力
が
決
し
て
欠
け
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
一
つ
の
実
証
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の

大
い
に
意
を
強
う
す
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
も
そ
れ
は
一
般
に
い
え
ば
か
え
っ
て
あ
ま
り

に
も
抽
象
的
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
和
算
家
の
と
り
あ
つ
か
っ
た
問
題
は
す
べ
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て
そ
れ
自
身
知
能
的
技
術
を
誇
示
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
碁
、
将
棋
の
よ
う
な

知
能
的
遊
戯
と
同
等
の
観
さ
え
あ
る
。
し
か
も
当
時
の
封
建
的
社
会
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
い
た

ず
ら
に
秘
伝
と
し
て
隔
絶
せ
ら
れ
て
、
一
般
的
普
及
の
機
会
を
失
う
と
と
も
に
、
こ
の
抽
象
的
思
考
を
他

の
具
体
的
事
物
の
上
に
利
用
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
関
孝
和
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
一
六
四
二
　
一
七
二
七
）
と
同
年
に
生
れ
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
大
い

に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
万
有
引
力
の
問
題
を
解
く
た
め
に
微
積

分
学
を
発
明
し
た
の
に
反
し
て
、
関
孝
和
が
純
粋
に
抽
象
的
に
種
々
の
数
学
的
関
係
を
導
き
出
し
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
た
と
い
数
学
上
の
功
績
に
関
し
て
多
く
差
等
を
論
じ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
の
一
般
学

術
的
効
果
に
対
す
る
重
大
な
差
別
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
述
の
ご
と
く
社
会
的
環

境
が
大
い
に
作
用
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
後
西
洋
に
お
い
て
あ

れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
自
然
科
学
が
発
達
し
き
た
っ
た
と
い
う
事
実
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
そ
れ
の
微
細
な

萌
芽
ほ
う
が
さ
え
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
対
比
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
さ
ら
に
両
者
の
著
し
い
相
違
に
驚

か
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
西
洋
の
自
然
科
学
が
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
て
、
今
日
で
は
と
も
か
く
同
等
な
科
学
的
知
識
を
獲
得
す
る

に
至
っ
た
の
は
、
幸
慶
に
値
い
す
る
。
だ
が
、
私
の
と
く
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
知
識
は
一
朝
に
し
て
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学
び
得
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
根
本
を
な
す
と
こ
ろ
の
科
学
的
思
想
の 

涵  

養 

か
ん
よ
う

は
け
っ
し
て
さ

ほ
ど
容
易
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
日
ま
で
の
日
本
文
化
に
お
い
て
こ
の
科
学
的
思
想
を
欠か
い
て

い
た
の
は
、
一
に
従
来
の
環
境
に
よ
る
の
で
あ
る
と
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
さ
て
環
境
の
変
化
が
民
族
思
想

に
具
体
的
な
影
響
を
持
来
さ
し
め
る
ま
で
に
は
、
実
に
そ
の
間
に
お
け
る
多
大
の
努
力
と
奮
励
と
を
必
要

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
も
と
よ
り
国
家
存
立
の
重
大
性
に
つ
い
て
十
分
に
眼
ざ
め
て
い
る
も
の

に
と
っ
て
、
こ
の
異
常
な
決
意
の
遂
行
の
可
能
性
を
疑
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お

そ
こ
に 

一  

抹 

い
ち
ま
つ

の
憂
慮
を
消
し
去
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
科
学
的
研
究
に
お
い
て
な
お
創
意
的
な
る
も
の
の
は
な
は
だ
と
ぼ
し
い
の
は
現
に
否
定
せ
ら

れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
科
学
的
思
想
の 

涵  

養 

か
ん
よ
う

の
不
足
を
も
の
が
た
る
と
共
に
、

他
面
に
お
い
て
は
上
述
の
多
年
の 

偸  
安 

と
う
あ
ん

的
な
習
性
が
災
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
事
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
が
由
来
世
界
に
お
い
て
科
学
的
思
想
に
最
も
長
じ
て
い
る
の
と
対
比
す
る

な
ら
ば
、
い
た
ず
ら
に
表
面
的
に
の
み
ド
イ
ツ
国
粋
主
義
を
模
倣
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
国
粋
主
義
の
名
目
の
も
と
に
、
だ
が
ド
イ
ツ
科
学
に
対
比
す
る
ど
ん

な
日
本
科
学
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
。
し
か
も
今
日
は
科
学
の
有
無
こ
そ
国
家
の
運
命
を
決
定
す
る
最

大
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
故
に
日
本
文
化
を
将
来
に
お
い
て
一
層
盛
ん
な
ら
し

9



め
る
た
め
に
私
は
何
を
お
い
て
も
科
学
的
思
想
の
涵
養
こ
そ
最
も
重
要
で
あ
る
と
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。
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