
〈
特
集
「
東
と
西
―
比
較
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
―
」
２
〉

科
　
　
学
―
―
東
　
　
と
　
　
西

―
比
較
科
学
史
の
基
礎
視
角
―

通
常
、
科
学

は
一
つ
で
あ

る
と
考
え

ら
れ
て

い
る
。
芸
術
や
宗
教
や
倫
理

や
文
学

は
、
東
西

の
文
化
圏

の
違
い
に
よ
っ
て

、
種
々
様
々
な
形
態
が
あ
り

え
て

、
比
較

的
考
察
の
対
象

と
な
り

う
る
が
、
科
学
は
普
遍
的
客
観
的
で
、

世
界

を
通
じ
て
一
つ
の
形

態
し
か
あ
り

え
な
い
と
い
う
牢
固
た
る
偏
見

が
存

在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
偏
見
は
十
七
世
紀

の
「
科
学
革
命
」
以

後

の
近
代
西
欧
科
学

の
み

が
、
あ
り
う

べ
き
唯
一

の
科

学
で
あ

る
と
す

る
狭
い

近
代
主
義

に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る

。
実

の
と
こ
ろ
こ
の
近
代
西
欧
科
学

と

い
う
も

の
も
一

つ
の
タ
イ
プ
の
科
学

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
十

七
世

紀

の
西

欧
の
特

殊
な
社
会
的
文
化

的
状
況

に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
、
あ
る
特
定

の
知
の
形
態
で
あ
る
。
す
で

に
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ

ー
バ
ー
は
「
科
学
的
真
理

の
価
値
に
対

す
る
信
念
は
、
自
然
か
ら
出

た
も
の
で
は
な
く
、
特
定
文
化

の

所
産
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
西

欧
近
代
科
学
も
そ
れ
が
形

成
さ

れ
た
一
定
の
特
殊
西

欧
的
な
社
会
状
況

や
信
念
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
し
て

伊
　

東
　

俊
太
郎

そ

れ
は
こ
こ
三
百
年

ほ
ど
最
も
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
有
力
な
知
の
在
り
方
と
し
て

近
代
文
明
を
つ
く
っ
て
き
た
。
し
か
し
今
や
こ
の
近
代
科
学
技
術
文
明
も
さ

ま

ざ
ま

な
隘
路
に

さ
し
か
か
り
、
公
害
や
資
源
枯
渇
を
は
じ
め
核
兵
器
の
出

現

、
精
神
障
害

の
増
大
な
ど
の
問
題
を
か
か
え
込
み

、
世
界
は
今
日
文
明

史

的
に
も
思
想
史
的
に
も
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
と

き
に
当

っ
て
、
我

々
は
単
に
従
来
の
近
代
西
欧
科
学
史
の
枠
内
に
と

ど
ま
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
っ
そ
う
広
く
開

か
れ
た
「
世
界
の
科
学
史
」
の
構

築
に
向

っ
て
歩
を
進
め
、
こ
れ
ま
で
の
全
人
類
の
科
学
的
営
為

を
あ
ら
た
め

て
我
々
の
視
野
の

な
か
に
回
復
し

、
そ
れ
ら
の
知
の
在
り
方

を
比
較
す
る
こ

と

に
よ
り

、
来
る

べ
き
新
し
い
「
人
類
」

の
時
代
の
思
想
形

成
に
備
え
る

べ

き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
そ
の
こ

と
に
よ

っ
て

、
現
代
の
科
学
技
術
文
明
の
袋
小

路

を
突
破
す
る
新
た
な
叡
知
の
方
途

を
さ
ぐ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
東

西
比
較
科
学
史
の
研
究
の
今
日
的
意
義
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
比
較
科
学
史
の
立
場
に
立
っ
て
「
世
界
の
科
学
史
」

を
あ
ら

た
め
て

探
究
の
主
題
と
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
だ
何
ら

の
枠
組

も
方
法

も
な
い
こ

と
に
気

が
つ
く
。
こ

れ
ま
で
西
欧

近
代
科
学

だ
け

を
唯
一
絶
対
の

科
学

だ
と
し
て

来
た
自
明

の
前

提
が
。
こ

う
し
た
問
題
意
識

を
生
ぜ
し

め
ず
、
そ
の
方
向
へ

の
研

究

の
途

を
自

ず
と
閉

ざ
し
て
き

た
か
ら

で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
東
西
比
較
科
学
史
は
我
々

が
始

め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら

な
さ
る

べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
筆
者

が
こ
こ
で

比
較

科
学
史
と
し
て

考
え
る
も
の
は
、
あ
る
文

化
圏

で
は
円
周
率
や
一
年
の

長
さ

が
い
く
ら
で

あ
り

、
他
の
文
化
圏

は
そ

れ
ら
が
い
く
ら
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と

を
比
較
す

る
の
で

は
な
い

。
勿
論

そ
の
よ

う
な
比

較
も
必
要
で

あ
ろ
う

が
、
い

っ
そ

う
根
本
的

に
そ
う
し
た
個
々

の
科
学
的
知

識
が
な
ん
の

た
め
に
求
め
ら
れ
、

ど
の
よ
う

な
社
会
的
意
義

と
役
割

を
も

っ
て
い

た
の
か

を
問
題
と
す
る
の
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
筆
者
の
考
え
で

は
、
い

か
な
る
文
化

圏

に
も
、
そ
の
文
化
活
動
を
支
え
る
基
本
的
な
「
価
値
志
向
」

と
い

う
も
の

が
あ
り

、
そ
れ
が
他
の
文
化
的
営
為
と
同
様
に
科
学
的
営
為
に
も
色
濃
く
影

響

を
与
え

て
い
る
の
だ
と
思
う
。
こ
の
科
学
的
営
為
を
支
え

る

「
価

値

志

向
」

を
「
知

の
エ
ー
ト
ス
」
と
名
づ
け
て

お
き
た
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の

文

化
圏
に

お
い
て
知

を
追

求
す

る
エ
ー
ト

ス
は
異

な
っ
て
お
り

、
そ
れ
が
科

学
を
研

究
す
る
態
度

の
違

い
を
生
み

、
ま

た
そ
の
結
果

と
し
て

生
ず
る
科
学

の
性
格
の
相
違

を
も
た
ら
す

の
で
あ

る
。
こ

う
し

た
根
本

的
エ
ー
ト
ス
の
違

い
が
見
出

さ
れ
た
と
き
、
は
じ

め
て
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
圏

に
お
け
る
科
学

の

意
味
や
在
り
方

が
根
柢
か
ら
了
解

さ
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
東
西

の
科
学

に
つ
い
て
、
そ
の
「
知
の
エ
ー
ト
ス
」

は
ど
の
よ

う
に
異

な
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
東
の
科
学
と
い
っ
て
も
十

把
一

か
ら
げ
に
取

扱

う
こ

と
は
で
き

ず
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
と
中
国
の
科
学
を
区

別
せ
ね

ば
な
ら

ず
、
ま
た
東
と
西

と
の
間

に
あ

る
イ
ス
ラ

ム
の
科
学
も
区
別

せ
ね

ば
な
ち

な
い

。
こ
れ

と
西
の
ギ
リ

シ
ア
科
学

と
近
代
西
欧
科
学
も
区
別

せ
ね
ば
な
ら
ず
、
結
局
「
ギ
リ
シ
ア
科
学
」
「
イ
ン
ド
科
学
」
、
「
中
国
科
学
」

「
イ
ス
ラ

ム
科
学
」
の
四

つ
の

「
古
典
科
学
」
と
、
西
欧
「
近
代
科
学
」

と

を
比
較
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
四
つ
の
「
古
典
科
学
」

に
つ
い

て
、
そ
の
「
知
の
エ
ー
ト
ス
」
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

ギ
リ

シ
ア
思
想

の
基
本
的
「
価
値
志
向
」

は
、
こ
の
世

界
を
知
的
に
観
照

す
る
「
世
界
直
視
」
で
あ
り
、
そ
の
際
観
照
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
ず
彼
ら
を

囲
繞
す
る
自
然
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
求
め
た
普
遍

的
原
理

は
、
何
よ
り
も
ま

ず
こ
う
し
た
自
然

の
原
理
で
あ
り
、
森
羅
万
象

が
そ

れ
か
ら

な
り
、
そ
れ
へ

と
帰
一
す
る
「
も
と
の
も
の
」
と
し
て
の
元

素
、
水

や
空
気
や
原
子
で
あ
っ

た
。
し
か
し
い

っ
そ
う
考
察
が
お
し
進

め
ら

れ
る
や

、
そ

れ
ら
は
「
も
の
」

の
質

料
た
る
に
す
ぎ
ず
、
「
も
の
」
を
真

の
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る

の

は
、

そ
の
本
質
た
る
「
イ
デ
ア
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン

に
よ

っ
て
自

覚
、
主
張

さ
れ
た
こ
の
「
イ
デ
ア
」

は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
よ

り
「
形
相
」

と
し
て

う
け

つ
が
れ
、
こ
れ
が
結
局

ギ
リ

シ
ア
思
想

に
お
い
て

最
終
的
に
求

め
ら
れ

た
普
遍
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

ギ
リ

シ
ア
人
は
こ

の
イ

デ
ア
的
形
相
的
認
識
を
、
実
用

、
功
利

を
ひ
と
ま
ず
措
い



て

徹

底

し

て

ロ

ゴ
ス

的

理

論

的

に

追

求

す

る

。

こ

う

し

た

「

知

の

エ

ー
ト

ス
」

は

「

実

践

」

や

「

制

作
」

と

区

別

さ

れ

た

自

然

の

「

観

照

」

的

認

識

を

実

現

さ

せ

た

。

こ

う

し

た

ギ

リ

シ
ア

人

の
「

知

の
エ

ー

ト

ス

」

を

「

メ

タ

・

ピ

ュ

シ
カ

」
（
m
e
ｔａ
-ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｃ
ａ
）

と

定

式

化

し
て

よ

い
で

あ

ろ
う

。

こ

れ

に

対

し

イ

ン

ド

思

想

に

お

い

て

求

め

ら

れ

た

普

遍

的

究

極

者

は
「

法

」

で

あ

る

と

い

う
こ

と

が

で

き

よ

う

。

し

か

し

こ

の

法

は

「

涅

槃

」

へ

の

解

脱

と

密

接

に

結

び
つ

い

て

お
り

、

そ

の

基

盤

と

な
る

も

の

で

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち
こ

の

煩

悩

を

ふ

き

消

し

た

涅

槃

の
境

地

こ

そ

、

彼

ら

が
究

極

的

に

求

め

た

も

の

で

あ
り

、

一

般

に

イ

ン

ド
思

想

は

「

業

」

の

「

輪

廻

」

の

く

び
き

を

絶

ち
切

っ

て
こ

れ

か

ら

離

脱

す

る

こ

と

、
す

な

わ

ち

「

世

界

超

脱

」

を

目

指

す

の

で

あ

っ
て

、
こ

の

点
此

岸

的

な

「

世

界

直

視
」

に

徹

す

る

ギ

リ

シ
ア

思

想

と

相

隔

る

も

の

が

あ

る

。

ギ
リ

シ
ア

の

イ

デ

ア

の

「

観

照

」

に
対

す

る

も

の

は

、
こ

こ

で

は
涅

槃

へ

の

「

解

脱
」

で

あ
り

、

そ
こ

に

は

真

の

「

認

識
」

へ
向

う

「
テ

オ
リ

ア

」

的

態

度

と

、

真

の

「

悟
り

」

へ

と

志

向

す

る

宗

教

的

態
度

と

の
違

い

が

あ

る

。
こ

の

こ

と

は

イ

ン

ド

に

お

け

る

自

然

認

識

と

い

え

ど

も

、

究
極

に

お

い

て

こ

う

し

た

宗

教

的

超

越

へ

の

準

備

な

い

し

手

段

と

し

て

の

意

味

を

も

っ
て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

イ

ン

ド

の

「

知

の

エ

ー

ト

ス
」

を

「

メ

タ

・
モ

ク

シ

ャ
」
（
m
e
ｔａ
-ｍ
ｏ
ｋ
ｓ
ａ
）

と

定

式

化

す

る

こ

と

が
で

き

よ

う

。

中

国

思

想

の

場

合

は
、

求

め

ら

れ

た

究

極

者

は

、

ひ

ろ

く

「

道
」

で

あ

っ

た

と

言

っ
て

よ

い

で

あ

ろ

う

。
こ

の

「
道

」

は

も

と

神

話

的

な

「
天

」

の

概

念
を
人
間
的
な
原
理
と
し
て
内
在
化
し
倫
理
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

主

観

的

な

「

仁
」

と

さ

れ

た
り

、
客

観

的

な

「
礼

」

と

さ

れ

た
り

、

さ
ら

に

そ

の

客

観

性

を

お

し

進

め

て

「
法

」

と

さ

れ

た
り

、
ま

た

ひ

る

が

え

っ

て
真

の

道

と

は

こ

う

し

た
世

事

を
否

定

し

た

「

無
為

自

然

」

で

あ

る

と

さ

れ

た

が

、

い

ず

れ

も

そ

れ

は

人

が

こ

の
世

で

従

う

べ
き

道

で

あ

っ
た

。
中

国

に

お

け

る

「
知

の

エ
ー

ト

ス

」

は

何

よ
り

も
こ

う

し

た
人

倫

の
道

へ

志

向

し

て

お
り

、

大
に
は
天
下
国
家
の
、
小
に
は
個
人
の
、
良
き
処
生
の
原
理
が
問
題
で
あ
っ

た
。

そ

れ

は

イ

ン

ド

の

よ

う

に
彼

岸

的

な

「
世

界

超

脱

」

で

は

な

く

。

ま

さ

に
此

岸

的

な

「
世

界

適

合

」

で

あ

っ
た

。

し

か
し

此

岸

的

と

い

っ

て
も

ギ

ジ

シ
ア

の

よ
う

に

、

こ

の

世

界

を

「

テ

オ
リ

ア

」

の
対

象

と

し
て

ど
こ

ま
で

も

理

論

的

ロ

ゴ
ス

的

に

分

析

す

る

の

で
は

な
く

、

直

観

的

な

具
象

性

に

お
い

て

事

物

を

全

体

と

し

て

把

握

し

、
そ

こ

か
ら

現

世

的

実

践

の
原

理

を
得

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

っ
た

。
結

局
こ

こ

で

は

「
修

身

斉

家

治
国

平

天
下

」

の

実

践

が
目

指

さ

れ

、

科

学

に

お

い
て

も

こ

う

し

た
性

格

が
反

映

し

て

い

る
。

こ

の

中

国

の

「

知

の

エ

ー
ト

ス
」

を

「
メ

タ

・
エ

テ

ィ

カ
」
（
∃
ｅ
ｔａ
-ｅ
ｔ
ｈ
ｉｃ
ａ
）

と

称

し

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

イ

ス

ラ

ム
思

想

の

「

知

の

エ

ー
ト

ス
」

を
語

る
こ

と

は

む
ず

か
し

い

。

何

故

な

ら

こ

こ

に

は

「

シ

ー
ア

的

」

と

「

ス

ン

ニ
ー

的
」

の
二

つ

方

向

が

あ

り

、

こ

れ

は

異

な

る

ば

か
り

か

、
あ

る
面

で

は

正

反

対

な

と
こ

ろ
も

あ

る
か

ら

で

あ
る
。
し
か
し
科
学
史
で
は
「
シ
ー
ア
的
」
な
イ
ス
ラ
ム
思
想
を
と
り
上
げ

て

お

い

て

よ

か

ろ

う
。

と
い

う

の

も

イ

ス

ラ

ム

の

偉
大

な
科

学

的

探

究

者

は

、

ほ

と

ん

ど

「

シ

ー
ア

的

」

で

あ

る

い

っ
て

よ

い

か

ら
で

あ

る
。

こ

こ

で

の

自

然

研

究

の
目

的

は

、

自

然

の

な

か

に
神

の

「
象

徴

」

を

求

め

る
こ

と

で

あ
り

、



こ

の

世

界

の
統

一

の
認

識

の

な

か

に

、
神

の

唯

一

性

の
証

し

を
見

出

し

、

そ

の

こ

と

に

よ

り

神

へ

の
全

面

的

「

委

託

」
「

帰

依

」

を
遂

行

す

る
も

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

世

界

の

根

柢

に

ひ

そ

む

「
真

理

」
を

、
そ

の

象

徴

を
「
解

釈

」

す

る

こ

と

に

よ

り

な
し

と

げ

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

イ

ス
ラ

ム

（

シ

ー
ア

派

）

の

「
知

の

エ
ー

ト

ス
」

を

「
メ

タ
・

グ

ノ

ー

ス

テ

ィ

カ

」
（
m
e
ｔ
ａ
-ｇ
ｎ
ｏ
ｓ
ｔ
ｉｃ
ａ
）

と

称

し

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
類
型
的
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

そ

れ
で

は
西

欧
「

近
代

科
学
」

は
、
こ

れ
ら
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
新
た

な
「

知
の
エ
ー
ト
ス
」
を
も
っ
た
の
で
あ

ろ

う

か
。
「
近
代
科
学
」
の
そ
れ

は
単

な
る
テ
オ
リ
ア

的
「
世

界
直
観
」
で

も
な
く
、
宗
教
的

な「
世
界
超
脱
」

で
も

な
く

、
処
生
的
な
「
世

界
適
合
」
で

も
な
く
、
神
智
的

な
「
世
界
解
釈
」

で
も

な
く

、
却

っ
て

能
動
的
行
為
的

な
「
世

界
支
配

」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は

「
科
学
革

命
」

の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
、
フ
ラ

ン

シ
ス
・

ベ
イ
コ
ン
の
唱
導
し

た
「
力

と
し
て

の
知
」

の
実

現
で

あ
っ
た
。
こ
こ

に
は
ギ
リ

シ
ア

の
自
然
を

観
照
的

に
観

る
態
度
と
も
、
中
国

の
自
然

に
順
応

し
つ
つ
こ
れ
を
利
用
す
る

と
い

う
態
度

と
も
異

な
る
「
知

の
エ

ー
ト

ス
」

が

あ

り

、「

自
然
を
む
き
出

し
に
し
て

、
変
化

さ
せ
処
理
す
る
技
術
」
と
し
て
の
「
実
験
」
に
よ
り

自
然

を
征
服
し
、
そ
こ
に
「
人
間
の
王
国
」
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た

。

ベ
イ
コ

ン
の
「
自
然
支
配
」
の
イ
デ
ー
と
並
ん
で
「
近
代
科
学
」
の
根

柢

を
な
し

た
「
知

の
エ
ー
ト
ス
」
は
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
」
的
世
界
像
で
あ

る
。
そ

れ
は
自
然
の
徹
底
的
な
「
非
生
命
化
」

に
よ
っ

て

こ

れ

を
一
様
な

「
延
長
」
に

還
元
し
、
一
切
の
質
を
欠

い
た
「
大
き

さ
」
「
形
」
「
運
動
」

だ

け
を
も

つ
微
粒
子
の
数
学
的
因

果
的
分

析
に
よ

っ
て
自
然

を
把
握
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
」
も

ペ
イ
コ
ン
の
「
自

然

支
配
」
も
、
当
初
は
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方

と
つ
な
が
る
も
の
を
も
っ
て

い

た
が
、
十
八
世
紀
以
後
は
そ
の
宗
教
的

な
背
景

を
失
い
、
科
学
は
単

な
る
科

学
と
し
で
独
立
し
、
他
の
文
化

と
の
連
関

を
絶

っ
て
そ
の
専
門
化

を
お
し
進

め
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
古

典
科
学
」
に
お
い
て
は
、

科
学
は
そ
れ

を
包
む
全
体
知
の
一
部
で
あ
り

、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
化

の
究
極

的

目
標
に
奉
仕
し
て
い
た
。
そ
こ
に
お
け
る
科
学

の
担
い
手
、

ギ
リ

シ
ア

の
哲

人
も
イ

ン
ド
の
賢
者
も
、
中
国

の
士
大

夫
も
、
イ
ス
ラ

ム
の
ハ
キ
ー
ム
も

、

そ
の
文
明
全
体
の
価
値
体
系
の
な
か
に
科
学
を
位
置

づ
け
て
い
た
。
科
学

は

哲
学
や
宗
教
や
倫
理
と
無
関
係
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
他
の
文
化

的
営
為

と

の
相
関
に
お
い
て
科
学
は
求
め
ら
れ
た
。「
近
代
科
学
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
「

メ

タ
」
を
と
り
除
い
た
「
科
学
で
し
か
な
い
科
学
」

を
自
立
せ
し
め
た
が
、
そ

れ
も
も
と
は
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
志
向

を
も

っ
た
エ
ー
ト
ス
に
基

づ

い
て
い
た
。
こ
の
エ
ー
ト
ス
も
風

化
し
て
し
ま

っ
た
今
日
、
科
学
は
一
体
何



● ･

ｊ

の

た
め

に

追

求

さ

れ

る

の

か
。
「
神

の

栄

光

」

の

た

め

で

な

い

の

み

な

ら

ず
、

「
人

類

の

福

祉
」

の

た

め

で

あ

る

か

ど
う

か

も

曖

昧

に

な

っ
て

き

て

い

る

。

近

代

科

学

が

他

の

文

化

価

値

か

ら

孤

立

し

て

「

科

学

と

し

て

の

科

学

」

に

な

っ
た

と

す

れ

ば

。

こ

の

現

代

科

学

の
行

為

を

支

え

て

い

る

エ

ー

ト

ス
は

一

体

何

な

の

か

。

こ

れ

を

我

々

は

比

較

科

学

史

的

研

究

を

通

し

て

反

省

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（
１
）
　
こ
こ
で

は
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
そ
れ

ぞ
れ
の
「

知
の
エ
ー
ト
ス
」
が
具
体

的
に
「
数
学
」
や
「
天
文
学
」
や
「
自
然
学
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
展
開
さ

れ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
拙
著
『
文

明
に
お
け
る
科
学
』
（
勁
草
書
房
）

の
最
終
章
「
″
世
界
の
科
学
史
″
に
向

っ
て

―
比
較
科
学
史
の
基
礎
視
角
―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
　
こ
こ
に

い
う
「

メ
タ
」
と

は
「
超
え
る
」
と

い
う
意

味
で

は
な
く
、
そ
れ
に

「
関
し
て
」

知
的
営

為
が
い
と
な
ま
れ
る
こ
と
を
意

味

す

る
。
「
数

学
」

に
つ

い
て
考
察

す
る
数
学

を
「

メ
タ
数
学
」
と

い
い
、
あ

る
言
語

に
つ
い
て
語
る
言

語
を
「

メ
タ
言
語
」
と
い

う
の
と
類
比
的
で
あ

る
。

（

３
）
　
こ
の

ベ
イ
コ

ン
と

デ
カ
ル
ト
の
思
想
の

キ
リ

ス
ト
教
的
背

景
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
科
学
と
現
実

』
（
中
央
公
論
社
）
の
第
五
章
「
近
代
科
学
の

思
想
的

基

盤
」
を
参
照
し
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

（

い

と

う

・

し

ゅ

ん

た

ろ

う

、
科

学

史

、
東

京

大

学

教

授

）
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