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序
章
　〝
科
学
／
技
術
言
説
の
文
化
史
〞
を
編
む
た
め
に

「
科
学
」
を
め
ぐ
る
修
辞
学

一
九
二
一
年
一
月
、
内
務
省
神
社
局
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
国
体
論
史
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ
の
中
味
は
、

お
お
よ
そ
徳
川
時
代
か
ら
現
代
（
大
正
中
期
時
点
）
に
か
け
て
、
日
本
で
「
国
体
」
と
い
う
概
念
が
ど
う
論
じ
ら
れ
て

き
た
か
を
網
羅
的
に
紹
介
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
末
尾
（「
余
論
」）
で
、
編
者
を
務
め
た
歴
史
学
者
の
清
原
貞
雄
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
人
今
我
国
体
を
説
か
ん
と
欲
す
る
も
の
、
人
の
信
ず
る
と
信
ぜ
ざ
る
と
を
度
外
に
し
て
一
個
の
祝
詞
嘉
詞
を

述
ぶ
る
に
は
あ
ら
ず
、
国
民
を
し
て
之
を
了
解
せ
し
め
、
之
を
信
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
る
に
あ
る
以
上
は
、
国
民
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が
殆
ど
常
識
と
し
て
有
す
る
所
の
科
学
的
智
識
に
抵
触
せ
ざ
る
理
論
の
上
に
立
た
ざ
る
可
か
ら
ず
、
皇
統
連
綿
万

世
一
系
を
説
く
如
き
は
最
も
良
し
、
然
れ
ど
も
諾
冉
二
神
が
始
め
て
虚
空
の
内
に
世
界
を
作
成
し
た
る
を
如
実
的

に
説
き
て
、
か
る
が
故
に
人
民
は
素
よ
り
一
木
一
草
に
至
る
ま
で
其
御
子
孫
た
る
皇
室
の
私
有
な
り
と
説
く
は
如

何
に
や
、
之
れ
我
国
の
神
話
な
り
、
神
話
は
其
国
民
の
理
想
、
精
神
と
し
て
最
も
尊
重
す
べ
し
、
只
そ
れ
尊
重
す

べ
き
の
み
、
之
を
根
拠
と
し
我
国
体
の
尊
厳
を
説
か
ん
と
欲
す
る
は
危
し
、
先
入
主
と
し
て
、
之
等
の
「
国
造
り

説
」
と
相
容
れ
ざ
る
進
化
学
上
の
智
識
を
注
入
せ
ら
れ
居
る
国
民
は
或
は
之
を
信
ず
る
事
を
得
ざ
る
が
故
な
り
、マ
マ　

清
原
は
、
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
が
、
今
日
の
「
科
学
的
智
識
」
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

ま
た
神
話
的
な
「
国
造
り
説
」
と
「
進
化
学
上
の
智
識
」
が
、
必
ず
し
も
共
存
し
な
い
こ
と
を
説
く
。
清
原
自
身
、
こ

う
し
た
「
科
学
的
智
識
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
天
皇
の
権
能
を
組
織
体
系
と
し
て
の
国
家
の
枠
内
に
組
み
込
も
う

と
す
る
発
想
―
―
い
わ
ゆ
る
天
皇
機
関
説
を
支
持
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
後
年
、
こ
の
学
説
が
言
論
空
間
で
排
斥
さ
れ
て

い
く
と
、
前
述
の
「
余
論
」
を
全
て
削
除
し
た
改
訂
版
を
私
的
に
製
作
し
て
い
く
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
大
正
半
ば
の

時
点
で
、
現
行
の
「
科
学
的
智
識
」
に
即
し
て
「
国
体
」
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
、
内
務
省
神
社
局
と

い
う
中
央
官
庁
か
ら
公
的
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
「
国
体
」
と
「
科
学
的
智
識
」
の
関
連
は
、
昭
和
改
元
以
降
、
た
と
え
ば
里
見
岸
雄
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い

く
。
国
柱
会
の
創
設
者
で
あ
る
田
中
智
学
の
三
男
と
し
て
、
早
く
か
ら
論
壇
で
頭
角
を
顕
わ
し
た
里
見
は
、
み
ず
か
ら

創
刊
し
た
雑
誌
『
日
本
文
化
』
掲
載
の
諸
論
や
、『
日
本
国
体
学
概
論
』（
里
見
日
本
文
化
研
究
所
、
一
九
二
六
・
九
）

な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
、「
科
学
的
国
体
論
」
と
い
う
独
自
の
知
的
体
系
を
構
想
す
る
。
こ
の
「
科
学
的
国
体
論
」
の
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提
唱
に
つ
い
て
、
里
見
は
後
年
に
「
東
條
内
閣
の
成
立
に
及
び
右
翼
の
各
派
百
数
十
名
の
連
名
脅
迫
」
を
受
け
た
こ
と

を
明
か
し
て
い
る
が
（『
科
学
的
国
体
論
』
眞
日
本
社
、
一
九
四
七
・
七
）、
そ
う
し
た
弾
圧
に
も
屈
さ
ず
、
さ
ら
に
里

見
は
『
天
皇
の
科
学
的
研
究
』（
先
進
社
、
一
九
三
二
・
七
）
を
上
梓
し
、
天
皇
制
や
「
国
体
観
念
」
の
あ
り
方
自
体

を
「
科
学
」
的
に
討
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
講
じ
て
い
く
。
そ
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
例
言
」
の
一
部
を
引
用
し
て

お
き
た
い
。

天
皇
を
科
学
的
に
研
究
す
る
と
い
ふ
事
を
、
こ
の
上
な
き
不
敬
だ
と
考
へ
た
り
、
又
は
危
険
だ
と
考
へ
た
り
或

は
余
計
な
事
だ
と
考
へ
た
り
す
る
者
が
す
く
な
く
な
い
。
こ
の
種
の
人
々
こ
そ
、
意
志
は
兎
に
角
、
結
果
に
於
て

国
体
観
念
の
明
徴
に
な
る
の
を
妨
害
し
厭
避
す
る
に
等
し
い
。
然
し
若
し
日
本
が
今
後
益
々
国
体
事
実
を
明
か
に

し
、
以
て
明
確
な
る
国
体
観
念
を
樹
立
す
る
事
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
必
要
は
科
学
的
研
究
を
生
む
。
科

学
的
研
究
は
民
族
の
生
活
的
必
要
を
限
度
と
す
る
。
必
要
が
無
い
の
に
又
は
必
要
の
無
い
部
分
ま
で
科
学
的
に
研

究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
な
い
。
本
書
に
示
し
た
天
皇
の
科
学
的
研
究
は
実
に
現
下
日
本
の
民
族
的
生
活
の

切
実
な
る
必
要
に
基
い
て
微
力
を
も
顧
み
ず
世
に
問
ふ
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
「
科
学
的
研
究
」
の
必
要
性
は
、
さ
ら
に
「
日
本
の
政
治
的
機
構
、
社
会
的
機
構
等
が
、
益
々

科
学
的
に
究
明
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
日
に
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
、
深
き
関
係
に
立
つ
国
体
、
天
皇
、
皇
室
等
の
機
構
や
機

能
が
科
学
的
に
研
究
せ
ら
れ
て
居
ら
な
い
事
は
、
日
本
の
一
の
矛
盾
で
さ
へ
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
学
的
に
皇
運
扶
翼
の

十
分
な
る
状
態
現
出
し
得
て
ゐ
な
い
事
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
嘆
く
『
国
体
憲
法
学
』（
二
松
堂
書
店
、
一
九
三
五
・
一
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〇
）
へ
と
受
け
継
が
れ
る
。
林
尚
之
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
里
見
の
国
体
論
で
は
、
国
体
は
共
存
共
栄
社
会
の
建
設
に

む
か
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
動
態
的
に
把
握
さ
れ
、
天
皇
主
権
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
」
と

要
約
で
き
る
が）

1
（

、「
科
学
的
研
究
」
と
い
う
標
語
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
を
根
拠
づ
け
る
重
要
な
支
柱
と
し
て
導
入
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
帝
国
日
本
の
存
立
機
制
と
「
科
学
」
の
交
錯
は
、
と
り
わ
け
天
皇
主
権
の
制
限
・
批
判
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
本
書
で
も
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
戦
時
下
の
統
治
権
力
は
「
科
学
」
を
否
定
し
た
反
‐
理
性
的
な
主
張
を

展
開
す
る
ど
こ
ろ
か
、
往
々
に
し
て
時
局
の
政
策
判
断
が
「
科
学
」
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
強
調
し

て
い
た）

2
（

。
た
と
え
ば
、
一
九
四
〇
年
に
文
部
大
臣
へ
と
就
任
し
た
橋
田
邦
彦
は
、
理
科
教
育
の
振
興
と
い
う
見
地
か
ら

『
科
学
す
る
心
』（
教
学
局
、
一
九
四
〇
・
一
〇
）
と
銘
打
た
れ
た
書
物
を
刊
行
し
、
明
確
に
「
皇
基
の
振
起
と
い
ふ

こ
と
に
科
学
が
御
役
に
立
つ
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
」
と
念
を
押
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
一
九
三
〇
年

代
の
後
半
以
降
（
特
に
第
二
次
近
衛
内
閣
の
発
足
以
降
）、
帝
国
日
本
に
お
け
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
の
一
端
は
、

知
的
劣
位
に
あ
る
こ
と
に
さ
れ
た
諸
国
に
対
す
る
「
文
明
の
救
済
」
と
い
う
名
目
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
（
松
岡
洋

右
『
興
亜
の
大
業
』
第
一
公
論
社
、
一
九
四
一
・
五
）、
そ
の
点
で
一
連
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
も
ま
た
、
し
ば
し
ば

「
科
学
」
的
な
洞
察
に
基
づ
い
た
「
実
に
必
然
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

、
合
理
的

0

0

0

」
な
営
み

0

0

0

と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
小
山
謙

吉
「
科
学
と
国
家
」『
学
生
の
科
学
』
一
九
四
二
・
三
、
傍
点
引
用
者
）。

直
截
的
な
行
政
の
担
い
手
た
ち
以
外
に
も
、
帝
国
日
本
の
伝
統
的
な
思
想
理
念
と
「
科
学
」
を
、
独
自
の
仕
方
で
縫

い
合
わ
せ
た
論
述
の
仕
方
は
散
見
さ
れ
る
。
一
九
三
二
年
、
左
傾
学
生
へ
の
対
策
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
民
精
神
文
化

研
究
所
に
所
属
し
た
経
済
学
者
の
作
田
壮
一
は
、
著
作
『
国
民
科
学
の
成
立
』（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
三
四
・
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三
）
に
お
い
て
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
国
民
生
活
の
指
導
方
針
と
し
て
「
国
民
科
学
」
な
る
も
の
の
設
立
を
提
唱
す
る
。

ま
た
、
東
洋
漢
方
医
学
の
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
中
山
忠
直
も
、
戦
時
下
に
「
日
本
主
義
」
を
「
科
学
」
的
に
根
拠
づ

け
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
く
。
一
九
四
〇
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
に
適
す
る
政
治
』

（
私
家
版
）
で
は
、「
今
後
の
日
本
主
義
は
本
能
的
日
本
主
義
か
ら
、
理
智
的
日
本
主
義
へ
進
歩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
説

か
れ
る
。
こ
う
し
た
着
想
が
、
本
書
の
第
九
章
で
も
検
討
し
て
い
く
よ
う
に
、
同
時
代
の
「
日
本
科
学
」
と
い
う
表
象

概
念
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

ほ
か
、
明
確
に
国
粋
主
義
的
な
立
論
の
構
え
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
今
日
の
政
治
国
防
経

済
は
啻
に
科
学
研
究
の
結
果
を
利
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
運
用
自
体
が
科
学
的
な
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
」
云
々

（
田
邊
元
「
科
学
性
の
成
立
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
七
・
九
）、「
戦
争
も
科
学
戦
で
あ
れ
ば
、
戦
時
体
制
も
ま
た
科
学

的
体
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
云
々
（
末
川
博
「
科
学
へ
の
用
意
」『
中
央
公
論
』
一
九
四
〇
・
七
）
な
ど
、
戦
時
下

の
政
治
・
経
済
体
制
が
「
科
学
」
的
で
あ
る
べ
き
と
い
う
主
張
の
類
は
、
個
別
の
事
例
を
示
し
て
い
け
ば
枚
挙
に
遑
が

な
い）

3
（

。
要
す
る
に
、
時
代
情
勢
を
「
科
学
」
的
に
捉
え
る
こ
と
の
大
切
さ
は
、
そ
れ
自
体
が
口
当
た
り
の
良
い
文
言
と

し
て
、
そ
の
社
会
的
立
場
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
に
多
様
な
論
客
た
ち
が
挙
っ
て
言
い
募
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
翻
っ
て
戦
間
期
の
左
派
論
壇
で
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
端
を
発
す
る
「
科
学
」（
社
会
科
学

／
科
学
的
社
会
主
義
）
が
、
圧
倒
的
な
覇
権
を
握
っ
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
代
、
雑
誌
『
唯
物
論
研
究
』
を
中
心
に
、

反
体
制
的
な
言
論
活
動
を
続
け
た
科
学
史
家
の
岡
邦
雄
は
、
現
行
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
「
真
の
科
学
性
が
隅
つ
こ
の

方
に
小
さ
く
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
、
最
も
非
科
学
的
な
も
の
が
「
科
学
的
」
と
し
て
跳
梁
」
し
て
い
る
と
評
す
（「「
科
学
主

義
」
と
科
学
精
神
」『
唯
物
論
研
究
』
一
九
三
七
・
一
〇
）。
ま
た
、
本
書
の
第
五
章
で
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
同
じ
く



序章　“科学／技術言説の文化史 ”を編むために　  18

『
唯
物
論
研
究
』
の
創
刊
に
携
わ
っ
た
一
人
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
批
評
家
と
し
て
広
く
活
動
し
た
戸
坂
潤
は
、

一
貫
し
て
「
科
学
」
的
な
思
考
の
訓
育
を
通
じ
て
、
同
時
代
の
統
治
権
力
に
対
抗
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
た
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
さ
し
あ
た
り
真
っ
向
か
ら
相
対
立
し
て
い
た
は
ず
の
左
右
陣
営
に
お
い
て
、
と
も
に
「
科
学
」
に

即
し
た
思
考
の
あ
り
方
を
獲
得
し
、
物
事
を
「
科
学
」
的
に
把
捉
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

き
る
。

も
と
よ
り
、
今
日
で
も
総
体
的
に
見
て
「
科
学
」
へ
の
信
頼
は
一
向
に
疑
わ
れ
て
い
な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
（C

O
V

ID
-19

）
の
騒
乱
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
し
ば
し
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
上
の
争
点
は
「
科
学
」
対

「
非
科
学
」
で
は
な
く
、
あ
る
「
科
学
」
と
別
の
「
科
学
」
の
衝
突
と
し
て
顕
わ
れ
、
ど
ち
ら
の
側
が
真
に
「
科
学
」

の
枢
要
を
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
解
釈
学
的
な
抗
争
を
引
き
起
こ
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
多
く
の
論
客
た
ち
は
、
左
右

問
わ
ず
自
身
の
主
張
が
「
科
学
」
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
声
高
に
強
調
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
が
理
知
的
な
も
の
の
見
方
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
普
遍
的
に
共
有
可
能
な
説

得
性
を
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
暫
定
的
な
解
答
と
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
理
知
的
な
も
の
の
見
方
に
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
人
び
と
が
魅
了
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
問
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｈ
・

ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
』（
第
三
巻
、
大
久
保
和
郎
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
・
八
）
の
見
解
を

引
用
し
て
お
き
た
い
。

人
間
の
精
神
の
能
力
で
、
確
実
に
機
能
す
る
た
め
に
自
己
も
他
者
も
世
界
も
必
要
と
せ
ず
、
経
験
に
も
思
考
に

も
依
存
し
て
い
な
い
唯
一
の
も
の
は
、
自
明
性
を
も
っ
て
そ
の
前
提
と
す
る
論
理
的
推
論
の
能
力
で
あ
る
。
否
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応
の
な
い
自
明
性
の
基
本
的
原
則
、
２
＋
２
＝
４
と
い
う
自ト
ル
ー
イ
ズ
ム

明
の
理
は
、
絶
対
的
な
独ロ

ウ

ン

リ

ネ

ス

り
ぼ
っ
ち
で
あ
る
こ
と
の

も
と
に
お
い
て
す
ら
も
枉
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
、
人
間
が
経
験
す
る
た
め
、
生
活
す
る
た
め
、

そ
し
て
共
通
の
世
界
の
中
で
彼
ら
の
進
む
べ
き
道
を
知
る
た
め
に
必
要
と
す
る
相
互
的
な
保
障
を
失
っ
た
と
き
、

す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
を
失
っ
た
と
き
に
も
な
お
頼
る
こ
と
の
で
き
る
、
唯
一
の
信
頼
で
き
る
〈
真
理
〉
で

あ
る
。
だ
が
こ
の
〈
真
理
〉
は
空
虚
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
れ
は
全
然
真
理
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の

だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
何
も
の
を
も
啓
示
し
な
い
の
だ
か
ら
。

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
「
論
理
的
推
論
」
は
「
経
験
に
も
思
考
に
も
依
存
し
て
い
な
い
唯
一
の
も
の
」

（
＝〈
真
理
〉）
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
大モ
ツ
ブ衆
」
に
対
し
て
生
き
る
べ
き
指
針
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
だ
け
取

り
出
し
て
み
る
と
、
社
会
活
動
に
お
け
る
「
論
理
的
推
論
」
の
重
要
性
を
称
揚
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
続
け
て
、
こ
う
し
た
「
論
理
的
推
論
」（
＝〈
真
理
〉）
は
「
空
虚

0

0

」
で
あ
り

0

0

0

「
何
も
の
を
も
啓
示
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
的
な
全
体
主
義
は
一
種
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
差
し
出
す
も
の
だ
が
、
前
述
の

「
論
理
的
思
考
」
は
諸
々
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
表
層
的
な
必
然
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
大モ
ツ
ブ衆

」
は

―
―
そ
れ
こ
そ
が
「
科
学
」
的
で
あ
る
と
い
う
理
屈
に
よ
っ
て
―
―〝
正
し
さ
〞
を
大
義
名
分
と
し
て
、
諸
々
の
社
会

共
同
体
に
自
発
的
従
属
を
志
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

「
科
学
」
は
諸
々
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
対
立
す
る
（
あ
る
い
は
メ
タ
次
元
に
立
つ
）
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

諸
々
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
人
び
と
に
共
有
さ
れ
る
た
め
の
重
要
な
因
子
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
科
学
」
の
相
貌

は
、
特
に
戦
間
期
の
帝
国
日
本
に
お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
先
に
挙
げ
た
論
客
た
ち
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
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言
わ
ば
「
科
学
」
を
万
能
の
知
的
意
匠
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
弁
論
の
進
め
方
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
自
身
の

理
論
的
立
場
を
枠
づ
け
る
「
科
学
」
の
無
謬
性
を
信
奉
す
る
限
り
、
予
め
〝
正
し
い
〞
こ
と
が
自
明
の
前
提
と
な
っ
て

い
た
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
な
の
は
、
各
々
の
主
張
の
〝
正
し
さ
〞
を
判
定
す
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
そ

こ
に
如
何
な
る
修レ
ト
リ
ツ
ク辞が

繰
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

戦
間
期
日
本
の
文
学
者
た
ち
も
、
し
ば
し
ば
「
科
学
」
と
い
う
知
的
意
匠
の
覇
権
に
つ
い
て
旺
盛
に
論
じ
て
い
る
。

そ
の
典
型
と
言
う
べ
き
も
の
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

今
は
一
切
が
科
学
で
あ
る
。
猫
も
杓
子
も
科
学
の
認
定
を
経
な
け
れ
ば
存
在
理
由
を
所
有
し
な
い
。
そ
し
て
人

は
、
科
学
の
生
ん
だ
一
切
の
思
想
、
生
活
、
器
械
、
商
業
の
支
配
下
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。

 

（
加
藤
一
夫
「
芸
術
を
科
学
よ
り
解
放
せ
よ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
二
五
・
九
・
二
八
朝
刊
）

こ
こ
に
は
、
近
代
社
会
が
産
み
出
し
た
「
科
学
」
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
社
会
活
動
の
「
一
切
」
を
取
り

込
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
逆
説
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
自
体
が
、
前
述
し
た
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
の
賜
物
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
「
我
々
は
今
や
我
々
の
王
座
に
「
科
学
」
の
君
臨
を
仰
い
で
ゐ
る
」

（
雅
川
滉
「
科
学
的
よ
り
超
科
学
的
へ
の
軌
道
―
―
貧
し
き
覚
書
と
し
て
」『
新
文
学
研
究
』
一
九
三
一
・
一
）
と
、
ひ

と
ま
ず
同
時
代
の
文
学
者
に
語
ら
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
「
科
学
」
の
権
能
が
、
そ
も
そ
も
何
処
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

辻
哲
夫
は
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
「
科
学
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
機
能
を
推
進
す
る
最
も
強
力
な
手
段
と
し
て
、
大
き
く
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社
会
的
関
心
の
的
に
な
っ
た
」
こ
と
か
ら
「
限
ら
れ
た
個
々
の
専
門
的
職
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
ま
や
多
様
な
国
家
的

任
務
を
に
な
う
社
会
的
存
在
と
し
て
の
本
性
を
あ
ら
わ
に
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る）

4
（

。
ま
た
、
佐
藤
文
隆
は
「
高
学
歴

者
の
配
属
先
と
し
て
あ
っ
た
「
職
業
と
し
て
の
科
学
」」
が
、
一
九
二
〇
年
代
を
境
に
「
大
衆
文
化
の
中
で
消
費
さ
れ

る
も
の
に
も
拡
大
し
た
」
と
述
べ
て
い
る）

5
（

。
出
版
市
場
で
も
、
た
と
え
ば
『
大
衆
科
学
叢
書
』
や
『
誰
に
も
わ
か
る
科

学
全
集
』
な
ど
を
始
め
と
し
て
、『
科
学
知
識
』『
科
学
画
報
』
か
ら
『
科
学
ペ
ン
』『
科
学
朝
日
』『
科
学
主
義
工
業
』

に
至
る
ま
で
、
戦
間
期
の
帝
国
日
本
で
は
実
に
多
く
の
科
学
雑
誌
・
科
学
全
集
が
創
刊
・
刊
行
さ
れ
、
一
種
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
が
開
拓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

特
に
、
理
論
物
理
学
者
の
石
原
純
や
寺
田
寅
彦
ら
に
よ
っ
て
、
岩
波
書
店
か
ら
一
九
三
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
科

学
』
は
、
人
文
・
社
会
系
知
識
人
と
自
然
科
学
の
遭
遇
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
。「
創
刊
の

辞
」（
一
九
三
一
・
四
）
に
お
い
て
、
石
原
は
「
一
方
に
於
て
は
一
つ
の
専
門
的
研
究
に
従
事
す
る
学
者
の
為
め
に
他

の
分
科
に
於
け
る
重
要
な
る
最
近
の
進
歩
を
知
ら
し
め
て
学
者
と
し
て
の
常
識
を
補
ひ
、
他
方
に
於
て
は
現
に
活
躍
し

つ
ゝ
あ
る
学
界
と
、
之
を
取
り
遶
る
一
般
社
会
並
び
に
特
に
将
来
の
学
徒
た
ら
ん
と
す
る
も
の
と
の
間
に
よ
き
連
絡
を

保
た
し
め
ん
が
た
め
に
は
、
是
非
と
も
之
に
適
応
し
た
一
般
科
学
雑
誌
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
従
来
、
限
ら
れ

た
学
術
共
同
体
の
な
か
で
占
有
さ
れ
て
い
た
専
門
知
の
あ
り
方
は
、
よ
り
公
共
性
を
帯
び
た
有
益
な
企
て
と
し
て
再
編

さ
れ
、
併
せ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
境
域
も
ま
た
着
実
に
融
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
そ
う
し
た
専
門
知
と
関
連
す
る
か
た
ち
で
、
よ
り
具
体
的
な
科
学
技
術
の
成
果
も
ま
た
、
人
び
と
に
多
く
の

恩
恵
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た）

6
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
書
の
第
Ⅱ
部
で
主
題
的
に
取
り
上
げ
る
横
光
利
一
は
、
関
東

大
震
災
の
衝
撃
を
回
想
す
る
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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眼
に
す
る
大
都
会
が
茫
茫
と
し
た
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
焼
野
原
と
な
つ
て
周
囲
に
拡
つ
て
ゐ
る
中
を
、
自
動
車
と

い
ふ
速
力
の
変
化
物
が
初
め
て
世
の
中
に
う
ろ
う
ろ
と
し
始
め
、
直
ち
に
ラ
ヂ
オ
と
い
ふ
声
音
の
奇
形
物
が
顕
れ
、

飛
行
機
と
い
ふ
鳥
類
の
模
型
が
実
用
物
と
し
て
空
中
を
飛
び
始
め
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
震
災
直
後
わ
が
国
に
初

め
て
生
じ
た
近
代
科
学
の
具
象
物
で
あ
る
。
焼
野
原
に
か
か
る
近
代
科
学
の
先
端
が
陸
続
と
形
と
な
つ
て
顕
れ
た

青
年
期
の
人
間
の
感
覚
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

 

（「
解
説
に
代
へ
て
（
一
）」『
三
代
名
作
全
集
―
―
横
光
利
一
集
』
河
出
書
房
、
一
九
四
一
・
一
〇
）

横
光
は
、
関
東
大
震
災
の
後
に
生
ま
れ
た
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
―
―
自
動
車
・
ラ
ジ
オ
・
飛
行
機
な
ど
―
―
が
、

人
び
と
の
「
感
覚
」
に
大
胆
な
質
的
変
容
を
促
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
常
生
活
が
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」

に
覆
わ
れ
始
め
た
こ
と
が
、
横
光
を
中
心
と
す
る
新
感
覚
派
、
ひ
い
て
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
文
芸
思
潮
の
興
隆

を
導
い
た
一
因
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
時
代
に
は
、
美
術
評
論
家
の
板
垣
鷹
穂
な
ど
に
よ
っ
て
「
機
械

芸
術
論
」
と
い
う
新
た
な
表
現
営
為
が
探
ら
れ
、
ま
た
本
書
の
第
八
章
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
特
に
左
派
論
壇
で
は
技

術
論
や
技
術
者
論
が
流
行
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
も
横
光
の
言
う
時
代
の
転
変
に
応
答
し
た
文
化

運
動
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
戦
間
期
の
帝
国
日
本
は
、
人
文
・
社
会
系
知
識
人
が
「
科
学
」
と
い
う
知
的
体
系
や
、
そ
の
技
術
的
な
恩

恵
と
、
従
来
と
は
異
な
る
次
元
で
本
格
的
に
出
逢
い
始
め
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
の
な
か
で
先
述
し
た
よ
う
な
「
知
」

を
め
ぐ
る
権
威
の
あ
り
方
も
、
言
わ
ば
新
し
い
思
想
的
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
わ
け
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
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「
国
体
論
」
に
至
る
ま
で
、
戦
間
期
の
人
び
と
を
突
き
動
か
し
て
い
た
思
想
理
念
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
「
科

学
」
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
論
理
的
推

論
」
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
入
り
混
じ
る
重
層
的
な
問
題
系
が
顕
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

本
書
の
目
的
と
理
論
的
背
景

本
書
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
、
戦
間
期
日
本
の
言
論
空
間
と
「
科
学
」
―
―
以
降
の
本
書
で
は
、
学

知
の
中
味
自
体
で
は
な
く
論
客
た
ち
に
よ
る
扱
わ
れ
方
を
指
す
と
い
う
意
味
で
、
便
宜
的
に
「
科
学
／
技
術
言
説
」
と

呼
び
表
わ
し
た
い
―
―
の
関
係
を
、
特
に
文
学
運
動
の
周
辺
領
域
を
中
心
と
し
つ
つ
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
試
み
る
。

こ
の
考
察
は
、
前
著
『
合
理
的
な
も
の
の
詩
学
―
―
近
現
代
日
本
文
学
と
理
論
物
理
学
の
邂
逅
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二

〇
一
九
・
一
一
）
に
お
け
る
研
究
成
果
を
拡
げ
た
も
の
で
あ
り
、
前
著
が
概
ね
理
論
物
理
学
と
い
う
限
定
的
な
学
知
の

受
容
と
展
開
に
照
準
を
絞
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
特
定
の
専
門
領
野
に
拘
ら
ず
、
よ
り
多
面
的
に
戦
間
期

日
本
に
お
け
る
〝
科
学
／
技
術
言
説
の
文
化
史
〞
を
編
み
な
お
す
こ
と
を
目
指
す
。
と
は
い
え
、
そ
の
方
法
意
識
は
前

著
と
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
本
書
で
も
適
宜
参
照
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
分
析
と
考
察
は
、
相
応
に
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
特
に
、
近
年
の
重
要

な
文
献
と
し
て
岡
本
拓
司
『
近
代
日
本
の
科
学
論
―
―
明
治
維
新
か
ら
敗
戦
ま
で
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二

一
・
二
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
岡
本
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
複
数
の
「
科
学
論
」
の
抬
頭
を
通
時
的
・
共
時
的
に

検
討
し
、
各
々
の
理
論
的
背
景
や
社
会
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
消
長
の
あ
り
方
を
包
括
的
に
ま
と
め
上
げ
る
。
実


