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金
森　

修

本
書
は
『
昭
和
前
期
の
科
学
思
想
史
』（
勁
草
書
房
、2011

）
の
続
編
で
あ
る
。『
明
治
・
大
正
期
の
科
学
思
想
史
』
も
追
っ
て
公
刊

さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
西
洋
篇
と
し
て
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
『
科
学
思
想
史
』（
勁
草
書
房
、2010

）
と
併
せ
れ
ば
、
し
か
も
そ
れ
ぞ

れ
が
一
〇
〇
〇
枚
前
後
の
大
冊
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
全
体
と
し
て
、
我
が
国
の
科
学
思
想
史
の
過
去
や
現
状
を
俯
瞰
す
る

上
で
基
礎
的
な
資
料
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

︵
中
略
︶
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最
後
の
第
七
章
は
私
自
身
が
執
筆
し
た
も
の
だ
。
一
言
で
い
う
な
ら
そ
れ
は
、
最
後
の
方
で
原
発
問
題
な
ど
に
も
言
及
す
る
が
、
主

と
し
て
、
戦
後
に
成
立
し
た
〈
原
爆
文
学
〉
の
大
ま
か
な
流
れ
を
代
表
的
な
作
家
や
作
品
に
寸
評
を
与
え
な
が
ら
ほ
ぼ
通
覧
的
に
跡
づ

け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
や
個
別
作
品
の
掘
り
下
げ
を
目
的
と
は
し
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
論
攷
は
〈
科
学
思
想
史
〉
と
い
う

学
問
領
域
に
包
摂
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
微
妙
な
も
の
で
も
あ
る
。
原
子
爆
弾
を
投
下
さ
れ
、
即
死
、
関
連
症
状
に
よ
る
早
期
の
死
だ
け

で
な
く
、
内
部
被
曝
に
よ
る
緩
慢
な
死
と
い
う
特
殊
な
経
験
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
被
爆
者
た
ち
、
ま
た
は
そ
の
証
言
者
た
ち
の
経

験
が
元
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
〈
科
学
〉
と
無
縁
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
本
質
は
科
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
原
爆
と
い
う
未

曾
有
の
経
験
を
通
過
し
た
人
間
た
ち
の
苦
悶
や
自
省
の
文
学
的
表
象
が
中
心
に
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。
た
だ
、
元
々
〈
科
学
思

想
史
〉
と
い
う
学
問
の
内
包
と
外
延
は
古
典
的
な
学
問
領
域
よ
り
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
。
し
か
も
私
の
最
近
の
関
心
が
〈
科
学
思

想
史
〉
の
境
界
領
域
や
辺
縁
領
域
に
向
く
と
い
う
外
向
的
志
向
性
を
強
め
て
い
る
と
い
う
個
人
的
事
情
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
い
わ
ば

広
義
の
科
学
思
想
史
の
一
試
行
と
し
て
、
こ
の
章
を
本
書
に
組
み
込
む
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
た
だ
、
自
分
の
論
攷

を
こ
れ
以
上
纏
め
続
け
る
作
業
に
は
魅
力
を
感
じ
な
い
の
で
、
こ
の
辺
で
切
り
上
げ
て
お
く
。

＊　
　

＊　
　

＊

既
に
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
的
な
逆
説
が
あ
る
。
古
代
史
や
中
世
史
に
比
べ
れ
ば
実
証
的
価
値
の
高
い
資
料
が
大
量
に
存
在
す
る
現
代

史
の
方
が
歴
史
記
述
が
し
易
い
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
歴
史
記
述
は
現
代
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
異
質
な
困
難
の
前
で
足
踏
み
を
し

て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
だ
。
例
え
ば
こ
の
二
〇
年
間
の
日
本
史
を
書
け
と
単
に
漠
然
と
い
わ
れ
れ
ば
、
た
い
て
い
の
人
な
ら
途
方
に
暮

れ
、
そ
の
困
難
さ
を
充
分
に
味
わ
っ
て
か
ら
、
何
か
を
な
ん
と
か
書
き
留
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
仮
に
当
人
の
専
門
領
域
だ
け
に

︵
中
略
︶
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絞
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
ま
し
て
や
、
領
域
を
指
定
さ
れ
ず
に
こ
の
二
〇
年
間
で
書
き
残
す
に
値

す
る
事
件
や
判
断
に
触
れ
な
が
ら
歴
史
を
構
成
し
ろ
と
い
う
課
題
は
、
極
め
て
困
難
な
の
だ
。
し
か
も
、
テ
ー
マ
や
人
物
の
選
択
行
為

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
評
価
は
現
代
に
近
い
ほ
ど
未
確
定
な
ま
ま
に
留
ま
り
、
何
を
取
り
上
げ
る
か
、
取
り
上
げ
た
と
し

て
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
そ
れ
が
近
未
来
の
我
が
国
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
論
点
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
書
く
人
の
知
識
水
準
、
知
ら
ず
に
透
過
さ
れ
る
好
き
嫌
い
、
度
量
の
程
度
、
人
生
観
の
深
浅
な
ど
が
、
す
べ
て
晒
さ
れ
る
。
歴

史
記
載
を
試
み
る
〈
歴
史
家
〉
は
、
い
わ
ば
全
存
在
を
賭
け
た
一
種
の
冒
険
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
す
が
に
現
在
で
は
、
宮
刑

を
受
け
た
司
馬
遷
の
よ
う
に
直
接
的
暴
力
を
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
政
治
的
状
況
に
は
な
い
。
だ
が
、
歴
史
家
が
〈
愚
か
な
こ

と
〉
を
書
い
て
信
用
を
失
う
時
、
そ
の
作
業
が
そ
の
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
そ
の
人
に
と
っ
て
半
ば
社
会
的

な
死
を
経
験
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
と
に
か
く
、
一
般
に
現
代
史
を
書
く
こ
と
に
は
固
有
の
困
難
が
存
在
す
る
の
だ
。

領
域
を
全
く
確
定
し
な
い
〈
現
代
史
一
般
〉
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
一
応
、〈
科
学
思
想
史
〉
と
い
う
区
切
り
が
あ
る
分
、
テ
ー
マ
選

択
の
茫
漠
さ
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
と
は
い
え
、
上
記
の
よ
う
に
科
学
思
想
史
と
い
う
学
問
自
体
が
も
つ
曖
昧
さ
の
ゆ
え
に
、
対
象
時

期
が
決
ま
れ
ば
、
テ
ー
マ
選
定
も
、
大
多
数
の
意
見
の
収
斂
が
予
想
さ
れ
る
形
で
順
当
に
決
ま
る
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
本
書
の
設
定
時
期
が
前
提
条
件
に
な
る
場
合
、
な
ぜ
、
あ
れ
こ
れ
は
扱
わ
れ
な
い
の
か
、
と
不
審
に
思
わ
れ
た
読
者
も
多
い

は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
半
ば
自
明
の
こ
と
な
が
ら
、
編
者
の
嗜
好
や
知
識
限
界
と
い
う
個
人
的
バ
イ
ア
ス
も
あ
る
。
た
だ
、
別

に
居
直
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
か
な
り
大
部
の
本
と
は
い
え
、
一
冊
で
特
定
領
域
の
数
十
年
分
の
歴
史
を
網
羅
で
き
る
と
考
え
る
方
が

無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
書
は
、
厖
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
。
人
間
の
文
化
は
、
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
奥
深
く
、
厚
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
あ
と
が
き
冒
頭
で
本
書
は
当
該
領
域
の
基
礎
的
資
料
に
な
る
は
ず
だ
と
豪
語
し
て
は
お

い
た
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
限
界
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
踏
み
台
に
し
て
本
書
を
敷
衍
す
る
、
ま
た
は
補

完
す
る
新
た
な
著
作
群
が
出
現
す
る
契
機
に
な
れ
ば
よ
い
。
い
ま
は
た
だ
、
そ
う
思
う
だ
け
だ
。
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ま
た
実
を
い
う
な
ら
、
現
代
史
の
困
難
は
重
々
承
知
の
上
で
、
未
刊
の
『
明
治
・
大
正
期
の
科
学
思
想
史
』、
既
刊
の
『
昭
和
前
期

の
科
学
思
想
史
』、
現
行
の
『
昭
和
後
期
の
科
学
思
想
史
』
と
来
れ
ば
、
そ
の
余
勢
を
駆
っ
て
、
過
去
ほ
ぼ
三
〇
年
弱
の
期
間
に
相
当

す
る
当
該
分
野
の
〈
現
代
史
〉、
例
え
ば
『
現
代
日
本
の
科
学
思
想
史
』
や
『
平
成
の
科
学
思
想
史
』
な
る
も
の
も
構
想
可
能
で
は
な

い
か
、
と
考
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
誰
も
が
思
う
よ
う
に
ま
ず
は
情
報
工
学
の
爆
発
的
な
進
展
と
そ
の
社
会
的
・
思

想
的
含
意
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
最
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
る
。
し
か
し
、
私
自
身
が
こ
の
分
野
の
知
識
に
疎
い
上
に
、
あ
ま
り
に

重
要
す
ぎ
、
広
く
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
せ
い
か
、〈
情
報
工
学
〉
全
般
と
い
う
切
り
口
で
科
学
思
想
史
的
記
述
を
で
き
る
よ
う
な
人

を
思
い
つ
く
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
よ
う
な
重
要
分
野
も
、
技
術
的
解
説
に
終
始
す
る
の
な
ら
と
も
か

く
、
そ
の
歴
史
的
・
思
想
的
含
意
を
剔
抉
で
き
る
人
も
そ
う
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
他
方
で
、
現
代
宇
宙
論
の
佐
藤
文
隆
や
松

井
孝
典
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
の
石
黒
浩
や
浅
田
稔
、
生
命
論
の
多
田
富
雄
や
福
岡
伸
一
、
薬
理
学
を
超
え
た
一
般
的
議
論
に
踏
み
込
む
清

水
博
な
ど
の
重
要
な
論
者
、
科
学
論
で
異
彩
を
放
つ
池
内
了
、
進
化
論
の
進
展
に
伴
い
そ
の
自
然
主
義
的
発
想
を
文
化
批
評
に
拡
大
し

た
長
谷
川
眞
理
子
、
重
厚
な
科
学
史
的
作
業
で
耳
目
を
惹
い
た
中
山
茂
や
山
本
義
隆
の
よ
う
な
思
想
家
を
対
象
に
し
た
個
別
論
文
は
興

味
深
い
だ
ろ
う
と
い
う
予
想
は
付
く
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
そ
の
多
様
な
問
題
群
へ
の
応
対
に
よ
っ
て
急
速
に
重
要
性
を
増
し
て
い
る

〈
生
命
倫
理
学
〉
の
科
学
思
想
史
的
な
掘
り
下
げ
、
近
年
哲
学
界
で
今
ま
で
以
上
の
隆
盛
を
誇
る
〈
科
学
哲
学
〉
の
科
学
思
想
史
的
吟

味
な
ど
、
幾
つ
か
の
興
味
深
い
論
点
も
思
い
つ
い
た
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
私
自
身
は
〈
ポ
ス
ト
三
・
一
一
ワ
ー
ル
ド
〉
を
語
る
こ
と

が
有
意
味
だ
と
考
え
、
そ
の
意
味
の
熟
考
の
果
て
に
出
現
す
る
新
た
な
文
明
論
的
科
学
論
を
構
想
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
現
状

の
日
本
は
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
指
示
し
て
は
お
ら
ず
、
何
故
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
の
か
、
そ
の
頓
挫
や
成
立
不
可
能
性
の
社
会

的
・
思
想
的
根
拠
を
探
る
と
い
う
作
業
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
難
点
を
抱
え
な
が
ら
も
、
こ
の
種
の

主
題
設
定
の
少
な
く
と
も
一
部
を
実
現
し
た
科
学
思
想
の
現
代
史
は
不
可
能
で
は
な
い
と
は
、
い
ま
で
も
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
を
躊
躇
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
と
技
術
が
基
礎
と
応
用
に
対
応
す
る
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
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云
々
と
い
う
比
較
的
素
朴
な
科
学
論
・
技
術
論
の
分
節
・
対
峙
関
係
の
分
析
段
階
を
経
て
、
科
学
と
技
術
の
融
合
が
進
み
、〈
科
学
技

術
〉
を
語
る
こ
と
が
普
通
に
な
る
と
い
う
状
況
な
ら
既
に
〈
昭
和
後
期
〉
に
は
実
現
し
て
い
た
し
、
そ
の
特
徴
の
分
析
も
数
多
く
存
在

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
〇
年
弱
を
よ
り
強
く
特
徴
づ
け
る
の
は
、
科
学
と
技
術
、
産
業
、
さ
ら
に
は
政
府
が
一
体
と
な
っ
た
産
学
複

合
体
（
よ
り
正
確
に
は
瀬
戸
口
が
述
べ
る
よ
う
に
軍
産
学
複
合
体
）
と
い
う
総
体
の
存
在
こ
そ
が
、
諸
科
学
や
諸
技
術
の
個
別
的
具
体
相

を
決
定
づ
け
る
割
合
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
科
学
者
・
技
術
者
個
人
が
違
う
こ
と
を
信
じ

よ
う
と
、
彼
ら
の
作
業
の
根
底
に
、
政
治
的
・
産
業
的
（
軍
事
的
も
）
要
請
と
い
う
強
力
な
規
定
因
子
が
介
在
す
る
こ
と
は
否
定
し
よ

う
が
な
い
。
現
代
科
学
論
は
科
学
政
策
論
、
科
学
経
済
論
、
科
学
政
治
学
、
軍
需
産
業
史
な
ど
の
総
体
と
対
峙
し
、
そ
の
総
体
内
部
の

少
な
く
と
も
一
部
に
切
り
込
む
だ
け
の
射
程
や
深
さ
を
も
つ
も
の
し
か
、
そ
の
名
に
値
し
な
い
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
例
え
ば
あ
る

個
別
科
学
の
様
相
を
辿
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
が
内
在
的
に
は
一
見
ど
れ
ほ
ど
巧
み
に
み
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
〈
科

学
思
想
史
〉
と
い
う
切
り
口
で
設
定
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
は
な
は
だ
覚
束
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
あ

る
科
学
技
術
の
隆
盛
が
、
そ
れ
が
も
つ
科
学
性
の
精
度
の
度
合
い
、
技
術
的
実
現
の
程
度
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
巡
る
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
巧
拙
ま
で
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
正
確
な
評
定
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
が
一
般
的
に
な
る
時
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
〈
科

学
思
想
史
〉
と
い
う
思
想
的
・
哲
学
的
側
面
を
重
視
し
た
切
り
口
で
見
る
こ
と
の
意
味
は
、
ま
る
で
自
明
な
も
の
で
は
な
く
な
る
の
だ
。

科
学
思
想
史
は
、
元
々
ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
浮
動
性
や
鵺ぬ
え

的
性
格
の
せ
い
で
、
一
度
と
し
て
学
問
世
界
の
中
で
主
流
の
地
位
に
つ
く
こ
と

は
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
が
よ
ち
よ
ち
歩
き
な
が
ら
も
な
ん
と
か
続
い
て
き
て
、
科
学
技
術
の
日
常
世
界
へ
の
浸
透
度
の
深
さ

か
ら
考
え
て
、
そ
の
成
長
に
有
利
な
条
件
が
整
っ
た
と
思
え
た
矢
先
に
、
科
学
思
想
史
と
い
う
切
り
口
自
体
が
現
代
社
会
の
あ
り
方
と

は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
科
学
思
想
史
は
、
一
度
と
し
て
完
全
開

花
を
迎
え
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
い
つ
し
か
古
色
蒼
然
と
し
た
も
の
に
成
り
下
が
る
。
そ
れ
が
、
既
定
路
線
の
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。

だ
か
ら
、
本
書
『
昭
和
後
期
の
科
学
思
想
史
』
は
、
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
こ
の
学
問
分
野
の
体
裁
を
整
わ
せ
得
た
最
後
の
試
み
の
一
つ
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あとがき

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
、
私
は
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
予
想
が
外
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
と
共
に
、
科
学
思
想
史

的
問
題
関
心
を
科
学
政
治
学
的
な
テ
ー
マ
設
定
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
真
に
豊
か
な
才
能
の
持
ち
主
が
出
現
す
る
日
々
を
待
望

す
る
と
い
う
一
抹
の
希
望
も
捨
て
て
は
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
私
自
身
に
は
手
の
届
か
な
い
も
の
で
あ
り
そ
う
だ
。

＊　
　

＊　
　

＊

本
書
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
い
つ
も
な
が
ら
勁
草
書
房
編
集
部
の
橋
本
晶
子
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
私
の
個
人
的
事
情
も
勘
案

し
て
下
さ
り
、
作
成
過
程
で
は
い
つ
も
に
増
し
て
本
質
的
な
力
添
え
を
頂
い
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。『
明
治
・
大
正
期
の
科

学
思
想
史
』
で
も
、
再
び
彼
女
に
ご
苦
労
を
か
け
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
何
よ
り
も
他
の
執
筆
者
に
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。
私
的
理
由
の
た
め
に
ろ
く
に
準
備
会
議
さ
え
開
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
会
議
の
後
の
楽
し
い
懇
親
会
も
ほ
と
ん
ど
共
有
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
お
一
人
お
ひ
と
り
の
お
顔
を

い
ま
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
い
ま
こ
の
部
分
を
書
い
て
い
る
が
、
も
し
可
能
な
ら
ま
た
何
度
も
お
会
い
し
て
、
直
接
お
礼
を
申
し
上
げ
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
ス
ト
レ
ス
ば
か
り
が
多
い
こ
の
種
の
作
業
が
ど
の
程
度
報
わ
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で

も
な
お
、
本
書
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
彼
ら
の
よ
う
な
人
々
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
と
に
か
く
な
ん
と
か
こ
こ
ま
で
続
け
て
こ
ら
れ
た
。

こ
の
当
た
り
前
の
事
実
を
、
改
め
て
私
は
噛
み
し
め
て
い
る
。
皆
さ
ん
、
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

二
〇
一
六
年
春
分
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