
〈
研

究

論

文

２

〉
一 一

科
学
思
想
に
お
け
る
移
行
と
土
着
化

一
　

な

ぜ

移

行

と

土

着

化

を
問

題

と

す

る

の

か

わ
た
し
は
異

な
っ
た
思
想
の
比
較
に
お
い
て
、
パ
タ
ー
ン
の
同

一
と
差
異

あ
る
い
は
内
容
の
類
似
性
と
異
質
性
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
異
な
っ
た
思
想

の
接
点

を
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

も
ち
ろ

ん
、
接
点

を
も
た
な
い
思
想
間
の
類

似
性

の
問
題
も
き
わ
め
て
興

味
深

い
も
の
が
あ
っ
て

、
「
文
化
や

習
俗
が
完
全
に
異
な
っ
た
環
境
に

お
い

て

相
似
た
哲
学
的
傾
向
が
ど
う

し
て

現
わ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題

は
紀
元

前
六
世

紀
こ
ろ
に
お
け
る
ギ
リ

シ
ャ

ー
イ
ン
ド
・
中
国
で
の
思
想
家

た
ち
の

輩
出
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
近
く

は
、
自
然
科
学
上

の
諸
発
見
や
技

術
開
発
に
お
い
て
相
互
に
無
関
係
に
同
じ
も
の
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
も

現
わ
れ
て
い
る
。
微
積
分
、
海
王
星
の
発
見
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則

な
ど
著

明

な
例
も
多
い
。
学
術
雑
誌
は
、
こ
の
同
趨
性
の
な
か
で
プ
ラ
イ
オ
ジ
テ
ィ

坂

三
本
　

賢

三

を

確

保

す

る

た

め

に

刊

行

さ

れ

た

と

言

っ

て

よ

い

ほ

ど

で

あ

る

。

わ

た

し

自

身

、

目

下

興

味

を

も

っ

て

進

め

て

い

る

の

は

、

相

互

に

無

関

係

に

展

開

し

た

空

海

と

ス

コ

ト

ゥ

ス

・

エ

リ

ウ

ゲ

ナ

の

比

較

で

あ

り

、

機

会

を

得

て

批

判

を

仰

ぎ

た

い

と

思

っ

て

い

る

が

、

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

ま

ず

接

点

に

注

目

し

た
い
と
考
え
る
の
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第

一

に

、

接

点

に

お

い

て

は

じ

め

て

、

異

な

っ

た

思

想

の

あ

い

だ

の

同

一

と
差
異
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
空
海

の
「
三
教
指
帰
」
や
安
土
城
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教
と
の
論
争
な
ど
、
異

思

想

間

の

対

決

に

お

い

て

鋭

く

問

題

点

が

浮

か

び

上

が

っ

て

い

る

例

が

多

い

。

そ

れ

を

わ

た

じ

は

科

学

思

想

に

お

い

て

見

た

い

と

思

う

の

で

あ

る

。

第

二

に

、
異

な

っ

た

思

想

を

比

較

し

よ

う

と

す

る

出

発

点

が

、

そ

も

そ

も

異

思

想

と

の

「

出

会

い

」

に

あ

る

の

で

あ

っ

て

、

こ

の

最

初

の

「

出

会

い

」

か

ら

発
生
す
る
諸
問
題
を
抜
き
に
し
て
は
、
比
較
が
知
的
興
味
以
上
に
は
意
味
を
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１ ｀

も

た

な

い

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

「

出

会

い

」

か

ら

発

す

る

「

お

ど

ろ

き

」
「

お

そ

れ

」
「
好

奇

心

」

こ

そ

哲

学

の

は

じ

め

で

あ

っ

た

筈

で

あ

り

、

プ

ラ

ト

ー

ン

も

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

も

こ

の

問

題

を

と

り

あ

げ

、

お

そ

ら

く

、

日

本

に

は

じ

め

て

哲

学

を

紹

介

し

た

と

思

わ

れ

る

『

さ

ん

と

す

の

御

作

業

』

（

一

五

九

一

、

天

正

十

九

年

）

に

も

「

ヒ

ロ

ソ

ボ

の

話

に

も

、

人

は

新

し

き

事

を

見

て

驚

き

、

そ

の

由

緒

を

知

ち

ん

と

嘆

く

こ

と

常

の

法

な

り

と

云

へ

り

。

譬
へ
ば
日
月
の
蝕
す
る
を
見
て
は
そ
の
謂
は
れ
を
知
ら
ん
と
歎
く
よ
り
、
ヒ

ロ

ン

ハ

ル

と

い

ふ

事

は

出

て

来

た

る

也

。

此

を

以

て

そ

の

根

元

を

知

る

も

の

也

」

と

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

の

哲

学

者

パ

ー

ス

は

、

歴

史

の

進

み

方

に

三

つ

の

様

式

を

見

て

一

つ

は

ｔ
ｙ
ｃ
ｈ
ａ
ｓ
m

、

第

二

は

ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ａ
ｓ
m

、

第

三

を

ａ
ｇ
ａ
ｐ
ａ
ｓ
m

と

し

た

。

第

一

の

タ

イ

カ

ズ

ム

は

、

た

と

え

ぱ

戦

後

の

日

本

人

の

身

長

が

少

し

ず

つ

伸

び

て

い

る

よ

う

な

進

み

方

で

あ

っ

て

、

進

化

論

で

い

う

自

然

淘

汰

な

ど

の

よ

う

な

偶

然

的

な

進

み

方

を

さ

し

て

い

る

。

こ

う

し

て

思

想

の

タ

イ

カ

ズ

ム

は

、

か

れ

に

言

わ

せ

る

と

「

習

慣

的

観

念

か

ら

、

無

差

別

に

、

ま

っ

た

く

目

的

も

な

く

い

外

部

の

環

境

か

ら

も

論

理

の

力

か

ら

も

拘

束

さ

れ

な

い

で

、

さ

ま

ざ

ま

な

方

向

に

わ

ず

か

ぽ

か

り

離

脱

す

る

こ

と

に

あ

る

」
。

し

か

し

も

ち

ろ

ん

わ

ず

か

な

偏

倚

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

て

、

「

あ

る

離

脱

が

と

く

に

習

慣

と

し

て

固

定

さ

れ

る

傾

向

が

あ

る

」

か

ら

「

意

外

な

結

果

を

生

じ

る

」

と

し

て

、

た

と

え

ば

コ

ソ

ス

タ

ン

チ

ヌ

ス

に

よ

る

キ

リ

ス

ト

教

の

確

立

か

ら

ア

イ

ル
ラ
ン
ド
僧
院
の
時
代
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
史
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
バ
ー
ス
は
「
思
想
の
歴
史
的
発
展
は
ほ
と
ん
ど
タ
イ
カ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性

べ
　

．
・

質

を
も

っ
た
こ

と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
性
質

は
も

っ
ぱ
ら
逆
行
的
で
野
蛮

化
す
る
運
動
に
限
ら
れ
る
」
と
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
。
退
化
し
た
も
の
だ
と

い
う

わ
け
で
あ

る
。
第
二

の
ア
ナ
ン
カ
ズ
ム
は
も
ち
ろ
ん
必
然
的

な
進
み
方

で
あ

っ
て
、
生
物

学
で
い
え

ば
ネ
ー
ゲ
リ
や
ワ

イ
ス
マ
ン
、
思
想
史
の
な
か

で

は
哲
学

の
発
展

を
あ
げ
て
お
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
は
じ
め
て
こ

れ
を
明
ら
か

に
し

た
と
述

べ
て

い
る
。
そ
れ
は
「

精
神

の
外
や
内
の
原
因

に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
」

と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お
り
目
的
を
も
た
な
い
。
外

の
原
因
と
い

う
こ

と
に
つ
い
て
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
十
字
軍
と
ア
ジ
ス
ー
テ

レ
メ
の

影

響
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

パ
ー
ス

は
こ
の
立
場
を
と
る
プ
ラ

ン
ト

ル
を
批
判

し
て
、
十
二
、
三
世
紀
の
ス
コ
ラ
哲
学

楹
純
粋
に
外
的
な
ア
ナ

ン
カ

ズ
ム
で
は
な
い
と
い
い
、
「
お
そ
ら
く
、
最
近
の
日
本
の
西
洋
思
想
の
受
容

が
歴
史
に
お
け
る
外
的

な
ア
ナ
ン
カ
ズ
ム
の
も
っ
と
も
純
粋

な
実
例
で
あ
ろ

う
」
と
い
う

の
で
あ

る
。
明
治
二
十
四
年
に

な
さ
れ
た
こ
の
指
摘
は
注
目
す

べ
き

も
の
で

あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
外

的
と
い
う

こ
と
を
バ
ー
ス
と
違

っ
て
「
偶
然

性
」

に
お
い
て
見
た
い
。

も
ち
ろ
ん
世

界
史
的
に
見

れ
ば
必
然
的
で
あ
っ
た
と
も
言
え

る
で
あ
ろ
う

が
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
西
洋
思
想
の
移
入

は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本

思
想
に
と
っ
て
は
、
驚
き
で
あ
り
、
偶
然
的
な
出
会
い
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
受

容
の
経
過
と
問
題
点
を
さ
ぐ
る
こ
と

は
、
比
較
思
想
研

究
の
」

課
題

で

あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
西
洋
思
想
一
般
と
い
う
こ

と
で
あ
れ

ば
、
安
土
桃
山
時
代
以
降
、
鎖
国
下
に
あ
っ
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
幕
末
ま
で
の
日
本
思
想
に
と
っ
て
「
偶
然
的
な
出
会
い
」
と
い
う
に
は
、

1
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下

地
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
よ

う
と
す
る
の
は
、
西
洋

思
想
一
般
で
は
な
く
、
幕
末
に
黒
船
と
と
も
に
き
た
十
九
世
紀
西
洋
の
科
学

技
術
思
想

な
の
で
あ

る
。

接
点
に
お
い
て
問
題
に
し

た
い
と
考
え

る
第
三
の
理
由

は
、
日
本

思
想
の

特
質

か
ら
く
る
も
の
で
あ

る
。
和
辻
哲
郎
以
来
、
日
本
の
文
化

が
重
層

的
文

化

で
あ
る
こ
と

が
指
摘

さ
れ
て
き
て
い

石
。
そ
の
と
き

ど
き
の

様
々
な
思
想

が
日

本
に

流
入
し
て
き
て
い
て
、
こ
れ

ま
で
人
類

が
生
み
出

し
た
思
想
で
日

本

に
入

り
で

こ
な
か
っ
た
も
の

は
な
い

と
極
論
す
る
人
も
い

る
く
ら
い

で
あ

る
。

い
こ
の
点
を
と
ら
え
て
加
藤
周
一
は
日
本
文
化
を
「
雑
種
文
化
」
と
規
定
し
た

の
で
あ

る
が
、
そ
し
て

国
粋
的
な
純
化
、
西
欧
的
純
化
の
過
去
の
試
み

が
す

べ

て
失
敗
し
た
点
に
注
目
し

て
、
こ
の
雑

種
性
の
積
極

的
意

味
を
見
出
そ
う
と

し
て
い

る
の
で

あ
る
が
、
丸
山

真
男
は
こ
れ
を
批
判
し

て
雑
種
で
は
な
く
て

「

精
神
的
雑
居
」
で

あ
る
と
す

る
。
接
点
か
灘
は
「
雑

種
」
と

い

う

新

し

い
個
性

を
も
っ
た

種
の
誕

生
も
期
待
で
き
る
が
、
た
だ
空
間
的
に
同
時
確

し
て
い

る
だ
け

な
ら
積

極
的
意
味
は
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

和
辻
哲
郎
の
「

重
層
性
」

と
い
う
特
徼
づ
け
も
、
古
い

も
の
の
上

に
新
し
い

も
の

が
積
み
重
ね
ら

れ
る
だ
け
で
あ
っ
て

、
そ
こ

に
「
対

決
が
な
か
っ
た
」

と
い
う
こ

と
を
含

ん
で

い
る
の
で

あ
る
。
再

び
丸
山
真
男

の
こ
と
ば
を
引
け

ば
「

ち

が
っ
た

カ
ル
チ

ュ
ア

の
精
神
的
作

品
を
理
解
す

る
と
き

に
、
ま
ず
そ

れ
を
徹
底
的
に
自
己
と
異

る
も
の
と
指
定
し
て
こ

れ
に
対
面
す

る
と
い
う
心

構
え
の
稀
薄

さ
、

そ
の
意

味
で

の
も
の
分
り

の
よ

さ
か
ら

生
ま
れ
る
安
易
な

接
合
の
「
伝
統
」
が
、
か
え
っ
て
何
も
の
を
も
伝
統
化
し
な
い
」
と
い
う
結
果

を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
対
決
の
な
き
」
、
「
も
の
わ
か
り
の
よ
さ
」

が

ど

こ

か

ら

く

る

の

か

、

そ

の

手

が

か

り

を

得

よ

う

と

す

る

こ

と

も

、

小

論

の

目

的

の

ひ

と

つ

で

あ

り

、
そ

れ

を

幕

末

・
明

治

期

に

お

け

る

科

学

思

想

の

移

入

と

土

着

に

お

い

て

み

よ

う

す

る

の

で

あ

る

が

、

こ

の

こ

と

は

、

日

本

の

思

想

と

外

国

の

思

想

と

の

比

較

に

な

り

う

る

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

二
　

科

学

思

想

の

移

行

あ

る

意

味

で

、

あ

ら

ゆ

る

思

想

は

他

の

患

想

と

の

接

点

に

お

い

て

育

？

て

行
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
っ
て
、
不
純
性
を
日
本
思
想
の
み
め
特
質
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
日
本
の
思
想
の
皮
を
一
層
一
層
剥

い

で

行

け

ば

最

後

に

は

思

想

と

も

言

い

か

ね

る

ほ

ど

の

土

着

の

も

の

に

到

達

す

る

で

あ

ろ

う

が

、

そ

れ

は

現

代

の

思

想

の

深

層

構

造

を

つ

く

っ

て

い

る

と

し

て

も

、

わ

れ

わ

れ

が

現

在

も

つ

思

想

の

す

べ

て

で

は

な

く

、
ま

た

、
モ

れ

が

伝

統

的

な

も

の

で

あ

る

と

も

言

え

な

い

。

同

様

の

事

情

が

い

か

か

る

思

想

に

も

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

っ

て

、

近

代

西

欧

の

思

想

も

い

わ

ぱ

キ

リ

ス

ト

教

、

イ
ス
ラ
ム
教
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
が
移
行
・
土
着
し
た
も
の
で
あ
り
、
キ
リ

ズ
ト
教
も
ギ
リ
シ
ヤ
文
化
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
外
来
の
思
想
に
す
ぎ
な

い

。

ギ

リ

シ

ヤ

思

想

も

エ

ージ

プ

ト

や

メ

ツ

ポ

タ

ミ

ア

の

文

化

ぬ

き

に

は

成

立

し

な

か

っ

た

し

、

キ

リ

ス

ト

教

も

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

文

化

と

接

触

す

る

こ

と

な

し

に

は

、

ユ

ダ

ヤ

教

の

一

分

派

に

ど

ど

ま

っ

た

に

ち

が

い

な

い

ユ

ダ

ヤ

教

も

ア

ブ

ラ

ハ

ム

の

旅

立

ち

に

よ

る

異

教

と

の

接

触

や

バ

ビ

ロ

ニ

ア

へ

の

捕

囚

の
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な
か
で
成

立
し
た
の
で
あ
り
、
土

着
分
患

想
で
は
な
い
。

こ

う
し
て
見
る
と
、
重
要

な
の
は
移
行
や
外
来
性
云
々
で
は
な
く

そ
の

接
点
か
ら
何

が
生
み

だ
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に

な
る

。
古
代
文
化

が
諸
文

化
の
雑

種
で
あ
る

と
主
張
し
た
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト

ロ
ー
ス
に
対
し
て
メ
ル
ロ

ー

ポ
ン
テ
ィ

が
、
大
切
な
の
は
そ
こ
か
ら
つ
く
ら
れ
る
も
の

だ
と
言
っ
た
と
い

う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
情
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

異
質

な
も
の
か
ら
新
し
い
も
の

が
生
み
出
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
新

し
い
個
性

を
も
っ

た
「
雑
種
」
で
あ
り
、
し
ば
し

ば
優
秀

さ
を
示
す
こ
め
雑
ヽ

種

を
生
み
出
す
に
は
「

対
決
」
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
に

お
い
て
は
、
伝
統
的
に
こ
の
「
対
決
」
が
な
か
っ
た
た
め
に
「
伝
統
」
も
つ

く
ら
れ

な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
と

と
科
学
思
想
に
関

し
て

は
対
決

が
行

わ
れ
た
し
、
い
ま
も
行
わ
れ
つ

う
あ

る
と
見

た
い
の
で
あ

る
。
そ

れ
ゆ
え
に

こ
そ
外
来
思
想
の
移
入
と
し
て

の
み
で

は
な
く
、
近
代
西

欧
思
想

の
移
行

と
土
着

の
問
題

を
素
材
に

し
よ
う

と
す

る
の
で

あ
り

、
近
代

西
欧
思
想

の
典
型

と
し
て

科
学
思
想
の

移
行

と
土

着
の
過
程
を
考
察
し
よ

う

と
す

る
の
で
あ
り

、
恐
ら
く
そ
れ
は
ま
た
、
日
本
以

外
の
非
西

欧
国
に
お
け

る
科
学

思
想
の
移
入

と
土

着
の
仕
方
と
の
比
較

を
も
要

求
す
る
で
あ
ろ
う
。

幕

末
に
お
い
て

、
日
本

人
が
近
代
西

欧
思
想
と
出
会
っ
た
の

は
、
や
は
り

黒
船

が
浦

賀
に
や

り
て

き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
嘉
永
六

年
に

ベ
タ
ー
が
来
日
す

る
こ
と
は
、
長
崎

の
オ
ラ
ン

ダ
商
館
か
ら
の
通
報
で

前
年
か
ら
幕
府

は
承
知

し
て
い
た
し
、
ベ
タ
ー
は
モ

の
前
に
沖
縄
に
寄
港
し

て
い

る
。
黒
船

が
や
っ
て

く
る
こ
と
は
予
思

さ
れ
た
と

と

な
の
で
あ
っ
て
、

¶ ’

幕
閣
に
と
っ
て
は
意
外
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
黒
船
が
脅
威
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
黒
船
そ

の
も
の
は
思
想

で
は
な
い
。
そ
れ
は
蒸
汽
船

と
い
う
一
つ

の
「
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
蒸
汽
船

は
人
々
が
初

め

て
自

に
す
る
も

の
で
あ

っ
た

が
、
実

は
、
そ
れ
よ
り
五
年
前
の
嘉
永
元
年
に

は
薩
摩
藩

は
蒸
汽
船
製
造
の
計
画

を
立
て
て

お
り
、
黒
船
が
き

た
と
き
に

は
、

鹿
児
島
と
三
田
屋
敷
で
開
発
中
で
あ
っ
た
。
実
際
に
品
川
沖
を
運
航
し
て
み

せ
た
の
は
黒
船
到
来
後
四
年
経
り
た
安
政
四
年
で
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
四
年

後
に
日
本
人

だ
け
の
手
で
造
ら
れ
た
蒸
汽
船
が
海

を
走
っ
た
と
い
う
こ

と
の

方

が
お
ど
ろ
き

で
あ

っ
て
、
黒
船
そ
の
も
の
が
驚
異
だ
っ
た

の
で
は
な
い
。

そ

れ
で

は
紅
毛
碧
眼
の
異
国
人
が
来
た
か
ら
で

あ
ろ

う
か
。
そ
う
で
は

な
い
。

紅
毛
人

は
三
百
年
前
に
日
本
に
き
て
い
る
の
で
あ
り

、
オ
ラ
ン

ダ
の
使
節
は

江
戸
に

も
し

ぱ
し
ば
き

て
い

た
の
で
あ

る
。

わ
た
し
は
、
黒
船
が
脅
威
で
あ
っ
た
の
は
、
つ
い
十
年
あ
ま
り
前
の
ア
ヘ

ン
戦
争
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
人
は
ま
っ
た
く
初
め

て
見
る
も
の
に
つ
い
て
は
驚
か
な
い

。
予
想

し
て
い

る
も
の
に
つ
い
て

も

っ
と
明
確
に
い
え

ば
、
意
識
が
モ

こ
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
驚
く
の

で
あ

る
。
幕
府

は
も
と
よ
り
、
民
衆
の
中

で
も
心
あ

る
人
は
ア

ヘ
ン
戦
争
と

そ
の
帰
結

を
知
っ
て

お
り
、
早
晩
白

本
も
こ
の
西
欧

の
植
民
地
化
の
波

が
く

る
こ

と
を
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
、
薩
摩
藩
は
早
く

か
ら
蒸
汽
船
の
製
造

を
企
て
、
幕
閣
に
も
海
軍

『
の
必
要
性

を
考
え
る
人
々
が

い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
黒
船
は
ま
ず
西
欧
の
近
代
的
軍
事
力
と
し

て
受
け
と
ら

れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ
れ
は
刀
と
槍
で
は
な
く
、

'1･
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こ

れ

に

匹

敵

す

る

軍

艦

の

必

要

性

を

イ

ン

パ

ク

ト

と

し

て

与

え

、

モ

れ

を

生

み
だ
す
技
術
と
知
恵
つ
ま
り
科
学
を
要
求
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味

で

、

や

は

り

黒

船

は

、

近

代

西

欧

そ

の

も

の

の

登

場

だ

っ

た

の

で

あ

り

、

科

学

・

技

術

と

と

も

に

西

欧

思

想

の

登

場

で

あ

っ

た

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

し
か
し
、
黒
船
の
到
達
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
西
欧
科
学
お
よ
び
科
学
思
想

が
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
黒
船
お
よ
び
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
る

近
代
西
欧
は
、
（
ア
メ
リ
カ
や
ペ
リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
は

別

に

）
、
可

能

的

侵

略

者

と

し

て

受

け

と

ら

れ

た

の

で

あ

り

、

し

た

が

っ

て

ま

ず

攘

夷

と

い

う

形

の

対

応

が

支

配

的

で

あ

り

、

開

国

し

た

幕

府

と

し

て

も

、

広

く

門

戸

を

開

く

と

い

う

積

極

的

意

志

に

よ

っ

て

で

は

な

く

、

黒

船

の

潜

在

的

軍

事

力

を

認

め

ざ

る

を

得

ず

、

ア

ヘ

ン

戦

争

の

二

の

舞

を

避

け

た

の

で

あ

っ

た

。

米

・
英

・
露

と

の

和

親

条

約

を

結

ん

だ

翌

年
（

安

政

二

年

）
に

は

「

洋

学

所

」

が

で

き

て

西

欧

の

化

学

や

軍

事

学

等

々

が

研

究

さ

れ

教

授

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

が

、

攘

夷

の

雰

囲

気

の

中

で

は

、

そ

れ

は

あ

べ

ま

で

「

技

術

」

に

と

ど

ま

り

「

科

学

」

に

ま

で

は

達

し

な

か

っ

た

。

い

わ

ぱ

実

学

の

み

を

研

究

・

教

授

し

た

の

で

あ

っ

て

、
思

想

は

拒

否

し

た

の

で

あ

る

。
洋

学

所

の

こ

の

性

格

は
翌
年
（
安
政
三
年
）
「
蕃
書
調
所
」
と
改
称
し
た
こ
と
で
も
わ
か
る
。
研
究

の

内

容

も

主

に

蕃

書

の

翻

訳

な

の

で

あ

っ

た

。

翻

訳

は

、

日

本

語

に

す

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

原

書

の

内

容

を

日

本

語

の

文

脈

で

と

ら

え

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

思

想

ぬ

き

の

翻

訳

は

、
「

も

の
」
に
密
着
し
た
実
学
に
か
ぎ
ら
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ぱ
既
成
の
思
想
の
ヴ
ァ

１

リ
エ
イ
ジ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
う
し
て
明
治
以
後
も

儒

学

と

し

て

哲

学

を

と

ら

え

た

り

（

西

周

）
、

仏

教

思

想

で

科

学

思

想

を

と

ら

え

る

試

み

（

村

上

専

精

）

す

ら

珍

し

く

は

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

思

想

は

知

識

で

は

な

い

の

で

あ

り

、

行

動

の

仕

方

・

生

き

方

な

の

で

あ

る

か

ら

、

机

上

の

翻

訳

で

科

学

思

想

が

移

し

え

な

か

っ

た

の

は

、

む

し

ろ

当

然

で

あ

っ

た

と

い

っ

て

よ

い

。

「

蕃

書

調

所

」

と

対

照

的

な

の

が

長

崎

の

「

海

軍

伝

習

所

」

で

あ

っ

た

。

日

本

で

の

本

格

的

な

科

学

教

育

、

つ

ま

り

科

学

思

想

を

捨

象

し

な

い

科

学

教

育

が

最

初

に

行

わ

れ

た

の

は

こ

の

海

軍

伝

習

所

に

お

い

て

で

あ

っ

た

。

最

初

は

航

海

技

術

や

機

関

術

や

砲

術

の

テ

ク

ニ

ー

ク

を

伝

習

す

る

目

的

で

あ

っ

た

か

も

知

れ

な

い

が

、

こ

こ

で

は

近

代

技

術

が

科

学

と

切

り

離

し

得

な

い

と

い

う
こ
と
が
教
育
さ
れ
た
。
教
授
陣
の
中
心
だ
っ
た
カ
ッ
テ
ィ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
日

本

人

向

け

に

甘

く

し

た

教

育

は

採

ら

な

か

っ

た

。

講

義

は

オ

ラ

ン

ダ

語

の

み

で
行
な
い
、
科
学
教
育
を
徹
底
的
に
行
な
っ
た
。
そ
れ
も
机
上
だ
け
で
は
な

く
。
実
習
と
両
方
で
本
格
的
な
教
育
を
し
た
。
伝
習
生
も
ま
た
そ
れ
に
答
え

る
だ
け
の
勉
強
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
数
学
を
相
当
に
高
度
な
と

こ
ろ
ま
で
教
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
幕
末
に
は
数
多
く
の
翻
訳
が

出
版
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
問
に
つ
い
て
訳
さ
れ
た
う
ち
、
数
学
書

の

訳

書

が

維

新

直

前

に

な

る

ま

で

現

わ

れ

な

い

こ

と

は

き

わ

め

て

特

徴

的

で

あ

る

・

」

ら

に

は

、

和

算

と

い

う

相

当

に

高

度

な

数

学

が

あ

っ

て

、

い

ま

さ

ら

に

西

洋

算

術

を

必

要

と

し

な

か

っ

た

と

い

う

理

由

も

あ

る

の

で

あ

る

が

、

必
要
と
し
な
か
っ
た
の
は
和
算
が
用
い
ら
れ
て
い
た
領
域
に
関
し
て
で
あ
っ
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て
、
船
を
動
か
し
機
関
を
働
か
せ
る
た
め
に
は
、
和
算
が
役
立
つ
よ
う
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

数
学
は
日
本
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
も
商
業
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ

が
自
然
研
究
に
用
い
ち
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
自

然

を
数
学
的
世
界
と
し
て

と
ら
え

る
よ
う
に

な
っ
た

と
い
う
こ
と
こ
そ
、
近

代

科
学
思
想
の
重
要

な
特
質

な
の
で
あ
っ
た
。

こ

う
い
う
わ
け
で
、
長
崎

の
海

軍
伝
習
所
で
初
め
て
西
欧
の
科
学
思
想
が

受

容
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
受
け
い
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
こ

の
態
度
が
、
ア
ヘ
ン
戦

争
で
痛

め
つ
け
ら
れ
た
中
国

の
轍
を
踏

む
ま
い

と
す

る
意
志
に
支
え

ら
れ
て
い

た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　

科

学

思
想

の

「
土

着

化

」

蕃

書
調
所
は
文

久
三
年

に
「
開

成
所

」
と
名
を
改
め
明
治
十
年
に
は
「
東

京

大

学
」
に
な
る
が
、先

に
見

た
よ
う

に
、
た
だ
テ
ク
ニ
ー
ク
だ
け
に
と
ど
ま
る

翻

訳
で
は
任
務
を
果

し
え

ず
、
結
局

は
お
雇

い
外
国
人
の
手
に
よ
り
も
う
一

度

や
り
直
し
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
海
軍
伝
習
所
的
教
育

を
二
十
年
後
に
一
か
ら
や
り

直
す

こ
と
に
な

る
。他
方
、
長
崎
の
海
軍
伝
習
所

は
三
年
続
い
た
だ
け
で
潰
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
が
、
そ
の
伝
統
は
築
地

の
兵
学
校
や
攻
玉
塾
さ
ら
に
沼
津
兵
学
校
な
ど
に
受
け
つ
が
れ
、
ま
た
長
崎

で
学

ん
だ
少

な
か
ら
ぬ
人
々
が
海
軍

の

み

な

ら

ず
、
政
界
・
財
界
に
進
出

し
て

、
科

学
思
想

・
合
理
精
神
に
よ

る
行
動

を
貫
き
、
日
本
の
近

代
化
に
貢

献
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

こ

れ

だ

け

の

こ

と

を

見

る

と

、
科

学

思

想

は
す

ん
な

り

受
容

さ

れ

た
よ

う

に

見

え

る

が
、

実

際

に

は

指

導

的

な
立

場

に
い

る
少

数

に

と

ど

ま
り

、

土

着

化

ま
で

は
容

易

に

進

み

得

な

か

っ

た

の
で

あ

る
。

そ

の

た

め
に

は

、
教

育

の

義

務

化

や

東

京

大

学

で

の

自

力
研

究

の
成

長

や

文

明

開
化

の
社

会

的
雰

囲

気

な
ど
の
諸
条
件
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

過

程

に

お
い

て

は

、
伝

統

的

な

思
想

か
ら

す

る
批

判
・
攻

撃

に

た
え

ず

さ
ら

さ

れ
て
い
た
。
大
橋
訥
庵
の
よ
う
に
、
技
術
の
移
植
に
限
る
と
い
う
意
見
に
さ

え

反

対

す

る

人

も

い

た

の

で

あ

る
（
『
闢

邪

小

言

』
）
。

し

た

が

っ
て

初

期

の
修

身

教

科

書

を

見

て

も

わ

か

る
よ

う

に

、

迷

信

打

破

、
合

理

精

神

の

高

揚

は

、

富

国

強

兵

の

た

め
に

上

か
ら

教

え
と

ま

れ

な

け

れ

ば

な
ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近

代
西

欧
科

学

は
、

翻

訳
の

過

程

に

お
い

て

も

普
及

の
過

程

に

お
い

て

も

い
わ
ば
伝
統
的
な
思
想
と
対
決
し
な
が
ら
土
着
化
し
て
行
っ
た
と
い
っ
て
よ

い

と

思

わ

れ

る

。

現
在

も

な

お
そ

の

過

程

に
あ

る

と
い

っ
て

も

言

い

す

ぎ

で

は

な

い

ほ

ど

外

国

科

学

の

消
化

に

忙

し

い

の

が

現

状
で

あ

る

。

し

か

し

、
近

代

科

学

の

背

景

に
あ

る
科

学

思

想

に

つ

い
て

言

え

ば

、
「

こ

れ

も

土

着

化

し

た

」

と

簡

単

に
結

論

づ
け

る

わ
け

に

は

い

か

な
い

と

思

わ

れ

る
。

科

学

思

想

の

概

念

規

定

に

も
種

々

の
問

題

が
あ

る
の

で

あ

る

が
、

少

く

と

も

思
想
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
科
学
は
、
つ
い
に
土
着
化
し
得
な
か
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
。
な
る
ほ
ど
合
理
精
神
は
行
き
わ
た
っ

た
し

、

科

学

教

育

は

小

学

校
以

来

徹

底

。し

て

行

な

わ

れ

て
い

る
し

、

日

本

人

に
よ
る
科
学
研
究
の
成
果
は
め
ざ
ま
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
と
し



４ ,

り

て
の
科
学
の
土
着
化
に
疑
問
を
持
つ
の
は
、
こ
の
「
対
決
」
に
お
い
て
科
学

が
勝

利

し

た

か

の

よ

う

に

見

え

な

が
ら

、

実

は

思

想

と

し

て

は

、
生

き

ら

れ

る
思

想

と

し
た

は
、

勝
利

し

え

な

か

っ

た

と
思

う

の

で

あ

る
。

科

学
思

想

は
、

自

然

観

に

お

い
て
一

貫

し

た

論
理

を

も
ち

、

そ

の

論
理

性

は
生

き

る

こ

と
に

お

い
で

も

貫

か

れ
て

い

る

筈

の

も

の

で

あ

る

が

、

幕

末

・

明
治
期
に
入
っ
て
き
た
科
学
、
つ
ま
り
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
科
学

は
、
文
字
ど
お
り
、
す
で
に
分
科
し
専
門
化
し
た
学
で
あ
っ
た
。
一
貫
し
た
科

学
と
し
て
」
の
統
一
性
を
失
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
科
学

が
諸
科
学
に
な
り
、
専
門
化
、
ル
ー
チ
ン
化
さ
れ
て
、
一
つ
の
技
術
に
変
容
し

つ

り

あ

っ

た

こ

と

を
意

味

す

る
。

し

た

が

っ
て
日

本

に

お
け

る
科

学

の
土

着

化

な
い

し

科

学

の

自

立

化

は

、

科

学

の

技

術

化

と

言

う

方

が

ふ

さ

わ

し
い

ほ

ど

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

こ

と

は

科

学

思

想

が
な

い

と

い
う

こ
と

で

は
な

い

。

思

想

そ

の

も

の

が
技

術

化

さ

れ

て

い

る

の
で

あ

る
。

科
学
思
想
そ
の
も
の
の
技
心
化
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
に
お
け
る
科
学
思

想
受
容
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と

は

、

思

想

そ

の

も

の

の
技

術

北

が

日

本

思

想

を
特

徴

づ

け

て
い

る

と
い

う

と
こ
ろ
ま
で
拡
張
す
る
ご
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
の
で

あ

る

。

多

く

の
試

み

の
あ

と
、

儒

教

と
も

仏

教

と
も

異

な

る

思

想

と
し

て

科

学

を

と

ら

え

な
け

れ

ぱ

な
ら

な
く

な

っ

た
と

き

、

森

有

礼

は

、
事

物

の
理

、

大

自
然

の

真

意

を

つ

か
ん

で

は
じ

め

て

人

間

は
開

化

の
美

を
発

揮

す

る
の

だ

と
言
っ
て
、
機
械
・
土
木
・
建
築
・
鉱
業
・
造
船
・
航
海
・
道
路
・
交
通
の

益

を

説

い

て

い

る

（
『
開

化

』

明

治

六

年

）
。

そ

れ

は
文

明

開

化

だ

け

で

な
く

、

富
国
恤
兵
に
役
立
つ
の
で
あ
っ
た
。

考

え

て

み

れ

ば

、

日

本

に

お

い

て

儒

教

を

受

け

い

れ

た

の

も

仏

教

を

受

容

し

た

の

も

、

こ

の

よ

う

な

精

神

に

よ

る

の

で

は

な

が

り

た

で

あ

ろ

う

か

。

本

居

宣

長

の

言

葉

を

借

り

れ

ば

「

儒

を

以

て

治

め

ざ

れ

ぽ

治

ま

り

が

た

き

こ

と

あ

ら

ぱ

、

儒

を

以

で

治

む

べ

し

。
仏

に

あ

ら

で

は

か

な

は

ぬ

こ

と

あ

ら

ぱ

、
仏

を
以
て
治
む
べ
し
」
（
『
鈴
屋
問
答
録
』
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
科
学
に

あ

ら

で

は

か

な

は

ぬ

こ

と

あ

ら

ぱ

、

科

学

を

以

で

治

む

べ

し

」

と

い

う

精

神

で

あ

る

。

実

は

宣

長

は

、

さ

き

の

言

葉

に

続

け

て

「

是

皆

其

時

の

神

道

な

れ

ば
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
宣
長
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
技
術
化
す
こ
こ
の

精

神

を

「

神

道

」

と

呼

ん

で

い

る

の

で

あ

る

が

、

和

魂

漢

才

、

和

魂

洋

才

と

い

う

と

き

の

「

和

魂

」

が

こ

れ

に

あ

た

る

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

。

『

岩

波

古

語

辞

典

』

で

「

や

ま

と

だ

ま

し

ひ

」

を

「

実

務

を

処

理

す

る

能

力

」

と

説

明

し

て

い

る

の

は

ま

こ

と

に

適

確

で

あ

る

と

言

わ

な

け

れ

ぱ

な

ち

な

い

。

技

術

な

い

し

手

段

化

す

る

こ

と

に

肯

じ

な

か

っ

た

思

想

は

土

着

化

し

え

な

い

か

、

と

い

う

問

い

も

あ

り

う

る

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

に

対

し

て

は

、

技

術

化

な

い

し

手

段

化

さ

れ

た

思

想

は

土

着

化

と

言

い

う

る

か

、

と

い

う

問

い

を

返

さ

な

く

て

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

丸

山

真

男

は

「

精

神

的

雑

居

性

の

原

理

的

否

認

を

要

請

す

る

思

想

」

と

い

う

表

現

に

お

い

て

で

あ

る

が

、

わ

た

し

の

言

葉

で

い

え

ぱ

「

手

段

化

さ

れ

る

こ

と

を

原

理

的

に

否

認

す

る

思

想

」

と

し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
は
日

本

の

マ

ル

ク

ス

主

義

も

か

つ

て

の

外

来

思

想

と

同

じ

道

を

た

ど

っ

て

の

「

土



一 一 一 一

司･

着
化
」
を
目
ざ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
決

を

ぬ

き

に

し

て

真

の

土

着

化

が

あ

り

え

な

い

こ

と

も

歴

史

の

示

す

と

こ

ろ

で

あ

る

。

四
　
結
　
果

こ

の

小

論

の

意

図

は

現

代

の

日

本

の

思

想

を

論

じ

る

こ

と

で

は

な

く

、

外

来

思

想

が

ど

の

よ

う

に

受

容

さ

れ

る

か

を

近

代

科

学

思

想

の

日

本

へ

の

移

入

に

お

い

て

見

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

不

十

分

な

が

ら

、

異

思

想

間

の

接

点

に

お

い

て

、

技

術

の

問

題

を

ぬ

き

に

し

て

考

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

で

あ

ろ

う

こ

と
を
見
定
め
た
と
思
う
。
ギ
リ
シ
ヤ
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
思
想

を

と

り

い

れ

た

と

き

も

、

中

世

末

期

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

が

ア

ラ

ビ

ア

の

思

想

を

と

り

い

れ

た

と

き

も

、

日

本

が

仏

教

を

受

容

し

た

と

き

も

、

つ

ね

に

よ

り

す

ぐ

れ

た

技

術

を

媒

介

に

し

て

い

た

と

い

う

こ

と

が

見

て

と

れ

る

の

で

あ

り

、

そ

の

場

合

、

技

術

を

思

想

か

ら

切

り

離

す

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

が

こ

れ

ま

で

の

歴

史

で

あ

っ

た

。

今

後

に

お

い

て

、

技

術

と

思

想

の

分

離

が

可

能

で

あ

る

か

ど

う

か

は

問

題

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

の

私

見

は

さ

し

ひ

か

え

た

い

が

、

少

く

と

も

、

思

想

の

比

較

に

お

い

て

技

術

の

問

題

を

避

け

て

通

る

こ

と

は

で

き

な

い

で

あ

ろ

う

と

い

う

Ｑ

が

、

私

の

意

見

で

あ

る

。

異

な

っ

た

場

所

で

の

思

想

の

類

似

性

の

問

題

も

技

術

を

媒

介

に

し

て

解

き

う

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

（

１

）
　

中

村

元

『

比

較

思

想

論

』

岩

波

全

書
　

一

九

六

〇

年
　

第

二

章

を

参

照

。

（
２
）
「
驚
き
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
九
鬼
周
造
「
驚
き
の
情
と
偶
然
性
」
（
「
哲
学

研

究

」

昭

和

十

四

年

二

月

、

『

人

間

と

実

存

』
岩

波

書

店
　

昭

和

十

四

年

所

収

）

が

示
唆
的
で
あ
る
。

（

３

）

Ｃ

ｏ

ｌ
ｌ
ｅ
ｃ

ｔ
ｅ

ｄ

　
Ｐ

ａ

ｐ

ｅ

ｒ
ｓ

　
ｏ

ｆ

　
Ｃ

ｈ

ａ
ｒ

ｌｅ

ｓ

　
Ｓ

ａ
ｎ

ｄ

ｅ
ｒ
ｓ

　
Ｐ

ｅ

ｉｒ
ｃ

ｅ

．
　ｖ

ｏ

ｌ
．

　
Ｈ

Ｉ
．
　ｐ

　
３
０

２

．

上

山

春

平

訳

『

世

界

の

名

著

』
4
8
　

中

央

公

論

社

。

昭

和

四

十

三

年

、

二

〇

三

ぺ

ー
ジ
。

(
4
)
丸
山
真
男
「
日
本
の
思
想
」
’
（
岩
波
講
座
「
現
代
思
想
」
第
十
一
巻
。
昭
和

三

十

二

年

所

収

）

、

の

ち

『

日

本

の

思

想

』

岩

波

新

書
　

一

九

六

｝

年

所

収

、

六

四

ペ

ー

ジ

。

（

５

）
　

レ

ヴ

ィ

＝

ス

ト

ロ

ー

ス

「

い

く

た

び

か

の

出

会

い

」

（

『

現

象

学

研

究

』

特

別

号

「

モ

ー

リ

ス

ー

メ

ル

ロ

＝

ポ

ン

テ

ィ

」

一

九

七

六

年
　

所

収

）

。

（
6
）
こ
の
点
で
、
佐
藤
啓
子
「
言
語
教
育
と
思
想
形
成
」
は
興
味
深
い
報
告
で
あ

っ

た

。
　
　

（

７

）
　

坂

本

賢

三

『

機

械

の

現

象

学

』

岩

波

書

店
　

二

九

一

ペ

ー

ジ

。

（

８

）

「

日

本

で

は

、

社

会

の

し

く

み

が

手

段

の

体

系

に

な

っ

て

い

る

」

同

、

一

三

七

ペ

ー

ジ

。

（
さ
か
も
と
・
け
ん
ぞ
う
、
科
学
思
想
史
、
神
戸
商
船
大
学
教
授
）
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