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昭

和

60

年

10

月

い
ま

一
つ
の

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

ー
ー

マ
ー

ケ

テ

ィ

ン
グ
研

究

へ
の

パ

ラ
ダ

イ

ム
史

観

的

接

近

1
ー

上

沼

克

徳

〈
目

次
〉

プ

ロ
ロ
ー
グ

一

間
題

の
所
在

二

T

.
ク
ー

ン
と

パ

ラ
ダ

イ

ム
概
念

三

パ
ラ
ダ
イ

ム
史
観

の
意
味
す

る
も

の

四

マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
研
究
者

に
よ
る

パ
ラ
ダ

イ

ム
論
議

五

そ

の
問

題
性

ω

パ

ラ
ダ
イ

ム
概
念

の
誤

用

②

「
科
学
」

に
対
す

る
誤
解

六

代
替
的

パ
ラ
ダ

イ

ム
論
議

へ
向
け

て

エ
ピ

ロ
ー
グ
ー

i
質

問

へ
の
回
答
1
ー

105
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ご

ヰ

フ

ロ

ロ

ー

ク

　
ユ

　

第
三
五
回
日
本
商
業
学
会
全
国
大
会

の
統

一
論
題
は

『
流
通
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
ー
ー
そ

の
再
検
討
と
展
開
i

』

で
あ

っ
た
。

こ
の

統

一
論

.題

に
よ

っ
て
意

義

深

い
の
は
次

の
三
点

に
あ

る
。

第

一
は
、
「
流
通

研
究

」

と

い

っ
た
表

現

が
用

い
ら

れ

た

こ
と

で
あ

る
。

商
業
、

マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
な

ど

の
表
現

が
避
け

ら
れ

て
、
「
流

通
」
と

い
う
概

念
、

用

語

が
採

用

さ
れ

た

こ
と

で
あ

る
。

穿

っ
て
み
る

な
ら
ば
、

「
商

業

」

は

や
や
時
代

的
要
請

に
そ

ぐ
わ

ぬ
概

念

で
あ

ろ
う

か
ら
採

用

さ
れ

な

い
の
は
納
得

が

い
く

と

し
て
も
、

つ
い
最
近

ま

で
あ

れ

ほ
ど
多

用
さ

れ
、

も

て

は
や

さ
れ

て
来

た

「
マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
」

ま

で
も

が
、

商
業
学

会

に
お

い
て

"
過

去

の
も

の
"

へ
と
押

し
や
ら

れ

つ

つ
あ

る
と
推

測
さ

れ

る
こ
と

で
あ

る
。

し
か
も
、

そ

の

理

由

と
し

て
、

か

つ
て

の

副
配

給

L
や

「
商
業

」

に
代

わ

っ
て

こ
の
分
野

に

「
マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
」

を
も

っ
て
あ

て
た

の
だ
け

れ

ど
も
、

結

局
そ

れ
も

う
ま

く

い
か
な

い
ー

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
研
究

の
名

の
下

に
体

系
立

っ
た
理
論

ま

た

は
方

法
論

が
ま
だ
確

立

さ
れ
・兄
な

い
と

い
う
意

味

に
お

い
て
l

l

の

で
、

こ

の
際

椚
流

通
L

と

い

っ
た
視
角

か
ら
新

た

に
取
組

む

こ
と

に
し
よ
う

と

の
意

図

が
感

じ
ら
れ

る

こ
と

で
あ

魏
㌍

も

つ
と
も
・

実
際

の
と

こ
ろ

は
・

あ

る
視
角

か
ら
す

る
と

「
マ
ー

ケ
テ

ィ
ソ
グ
」

よ

り

は

「
流

通
」

の
方

が
広

い
領
域

ま

た
は

対
象

を
含

む

よ
う

に
見

え
、

従

っ
て
広

く

パ
ラ
ダ

イ

ム
論

議

を
期
待

す

る
意
味

で

「
流
通

研
究

」

と

し
た

の
か
も
知

れ

な

い
。
あ

る

い
は

「
商

品
流

通
」

を
前
提

に
し
て

い
る
ま
た

は
強

調

し
た

い
の
で
あ

れ
ば

、

こ

の
場

合

に
は

「
流
通

」

の
方

が
適

切

で
あ

る
か
ら
な

の
か
も

知

れ
な

い
。

い
ず

れ

に
し
て
も
、

「
マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
」

で
は
な

く

「
流

通
」

が
選
ば

れ

た

こ

と

に
か
わ
り

な
く
、

い
ま
す

こ
し
言
う

な

ら
ぽ

、

「
マ
ー

ケ
テ

ィ
ソ
グ
研

究

」
が
意

図
的

に
避

け

ら
れ

た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

果

し

て

「
マ
ー
ケ
テ

ィ
ソ
グ
研

究
」

は
、
過

去

の
遺
物

と
化

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
ほ
ど
未

熟

な
出
来
ば

え

で
し
か
な

か

っ
た

の
で
あ

ろ

う

か
。
も

し
そ
う

だ

と
す
れ
ぽ

、

そ

の
原

因

は
何

処

に
求

め
ら
れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

「
マ
ー

ヶ
テ

ィ
ン
グ
」

と

い
う

名
辞

が
適
切

で
な

か
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っ
た

の
か
。

い
や
そ

ん
な

こ
と
は

な

か
ろ
う
。

研

究

(者
)

の
側

に
問

題

が
あ

っ
た

の
で

は
な

か

ろ
う

か
。

た
と
え
ば
、

ア
プ

ロ
ー
チ

の

仕

方
、

す

な
わ

ち
方

法
論

上

の
誤

り
が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

第

二

は
、

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

が
研
究

者
個

人

の
段

階

で

は
な

く
て
商

業

学
会

レ
ベ

ル
に
お

い
て
、

し

か
も

統

一
論

題

と
し

て
初

め

て
取

り

上
げ

ら
れ

た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

こ
に
は
、

遅

れ
ば

せ
な
が

ら
、

科

学
論

や

社
会
科

学

に
お
け

る
論
議
、

潮

流

を
み

て
と

っ
て
、

自

ら

の
研
究

分
野

に
お

い
て
も
議

論
す

る
必
要

性
を
感

じ

て

い
る

こ
と

が
知
れ

る
。

こ

の
事
態

を
、

こ

の
分

野

の
研

究
者

に
よ

る
社
会

科

学

の

一
部

で
あ

る

と

の
自

覚
ま

た
は
決
意

表

明

で
あ

る
と

し

て
文
字

通

り
受

け

と

っ
て
よ

い
の
だ

ろ
う

か
。

あ

る

い
は
、

例

に
よ

っ
て
、

時
代

の
流
行

語

や
概

念

を
先

取

り
す

る

こ
と

に
か
け

て

は
天

性

の
才

の
あ

る

こ

の
分

野

の
研
究
者

に
特
有

の

一
過
的

現
象

で
あ

る

の
だ
ろ

う

か
。

統

一
論
題

か
ら

読

み
と

る

こ
と

の
で
き

る
第

三

の
意
義

は
、

第

一
、

第

二

の
そ

れ

と
関
連

す

る

こ
と

で

は
あ

る
が
、

流
通

研
究

に
せ
よ

マ
ー

ケ
テ

ィ

ン
グ
研
究

に
せ

よ
、

そ

こ

で
言
わ

ん
と
す

る
研
究

が
、

こ
れ
ま

で
の
や

り
方

で
は
時

代
的

要
請

に
応

え

る

こ
と
が

で
き

ず
、

こ

の
こ
と
が
明

ら

か

に
な

っ
て
来

た

た

め
、

そ

し

て
そ

の

こ
と

を
こ

の
分

野

の
研
究

者
自

ら

が
認

め
、

何

か

し
ら

の
新

し

い
理
論
枠

組

と

し

て
の

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

を
模
索

し

よ
う

と
す

る
現

わ
れ

で
あ

る
と

み
な
す

こ
と

が

で
き

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

も

う
す

こ
し
言
う

な

ら
ぽ

、

こ

の
分

野

の
研

究
者

が
、
自

ら
が

採
用

し

て
来

た
従

来

の
や

り
方

ま

た

は
理
論
枠

組

に
決

別

せ

ん
と
す

る
意
志

の
現

わ
れ

と

し
て

み
な
す

こ
と

が

で
き

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
う

で
あ

る

と
す

る
な
ら
ば

、

こ
れ

ま

で

の
や
り

方
、

理
論

枠
組

は
、

な
ぜ

来

た
る

べ
き

時
代

の
要
請

に
応

え

る

こ
と

が
困
難

に
な

っ
て
し

ま
う

の
か
。

こ
れ

ま

で
の
や
り
方

、

理
論
枠

組

と

は
何

か
、

そ

し

て
来

た
る

ぺ
き

新

し

い
時

代

の
そ
れ

ら

と

は
何

か
。

大

会

の
結

果

は

ど
う

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。

以

上

に
述

べ
た
、
統

一
論

題

に
よ

っ
て
読

み
取

る

こ
と

の
で
き

る
幾

つ
か

の
意
義

と
そ

れ

に
対
す

る
疑

問

は
、

こ
の
大

会

に

お

い
て
確

認

さ
れ

た

の
だ

ろ
う

か
。

あ

る

い
は
解

消

さ
れ

た

の
だ

ろ
う

か
。
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こ
れ

ら

に

つ
い
て
は
、
参

加

し
た
研

究
者

に
ょ

る
回
答

と
評
価

に
待

た

ね
ば

な
ら

な

い
。

ま

た
、

あ

る
程
度

の
時

間

的
経
過

が

必
要

で

あ

ろ
う
。

筆

者

は
、
自

ら
大

会

で
報
告

し
た

一
人

で
あ

る

か
ら
、

い
ま

こ

こ
で
、
そ

れ
ら

に

つ
い
て
回
答

ま
た

は
評
価

す

る

こ
と

は
避
け

よ
う
。

む

し

ろ
、

前
述

し
た
統

一
論

題

か
ら
読

み

と

る
こ
と

の
で
き

る
意

義

と
疑
問

を
予

め
抱

き

つ
つ
大

会

に
臨

ん
だ
筆
者

の
報
告

を
、

こ
こ

に
活
字

の
形

で
再

現

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

れ

ら

に
代

え

よ
う

と
思

う
。

(
3
)

以
下
は
、
大
会
で
の
実
際

の
報
告
内
容
を
論
稿

ス
タ
イ

ル
に
再
構
成
し
か

つ
拡
張
し
た
も

の
で
あ

る
。

問
題
の
所
在

近
年

、

一
部

の

マ
i

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
研

究
者

に
よ

っ
て

「
パ
ラ
ダ

イ

ム
」
用

語

が
使

用
さ
れ

、

ま

た

パ
ラ
ダ

イ

ム
論

議

が
な

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
来

て

い
る
。

と
こ

ろ
が
、

そ
れ

ら

は

こ
の
用
語

の
オ
リ

ジ
ナ

ル
な
意

味

や
用
法

と

か
な

り
相
違

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

だ
け

な
ら
ば

「
用

語

の
定

義

に
関

わ

る
問

題
」

と

し
て
解
決

さ

れ

る
が
、
実

は
よ

り
基

本

的

な
問
題

性

が
そ

こ

に
認

め
ら
れ

る
の

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

「
科
学

」

に

つ
い
て

の
認

識
論

、

方

法
論

上

の
曖
昧

性

ま
た

は
誤
解

と

し
て
位
置
づ

け

ら
れ

る
こ
と

で
あ

る
。

な
ぜ
、

科
学

に
対

す

る
無

理
解

が

パ
ラ
ダ

イ

ム
論

議

お

よ
び

マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
研

究

と

の
関
連

に
お

い
て
問

題
視

さ

れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
次

の
理
由

に
よ
る
。

第

一
は
、

T

・
ク
ー

ン
に
端
を

発
す

る

パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

は
、

一
口
に
言

え
ば

「
科

学

と

は
何

か
」

に

つ
い
て

の
議

論

を
実
質

的
内

容

に
し

て
お

り
、

従

っ
て
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

は
科

学

に

つ
い
て

の
認
識

論
、

方

法
論

上

の
理
解

を
前
提

に
し
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

第

二
は
、

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ
研
究

が
推
進

す

べ
き

方

向

が
科
学

で
あ

る

な
ら
ば

、
あ

る

い
は
別

の
道

で
あ

る

に
せ

よ
、

科
学

史
や
科

学
哲

学

で
な

さ
れ

て

い
る

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

を
正
確

に
把
握

す

る

こ
と
が

こ
の
分

野

の
研
究

の
今
後

に
と

っ
て
有
意

義

だ
と

思
わ

れ

る
か
ら

で

あ

る
。

マ
ー

ヶ

テ

ィ
ン
グ
研

究

は
ー

い
や
流
通

研
究

で
も

よ

い
ー
ー

、

こ
れ

の
み
諸

科
学

の
中

で
孤

立

し
て
存
在

し
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。



そ

れ

が
販
売

活
動

で
あ

れ
、

商
品

流

通

で
あ

れ
、

交
換

ま

た

は
取
引

で
あ

れ
、

人
間

と
そ

の
社
会

に
お
け

る
事
象

を
扱

う

か
ら

に
は
托
会

科
学

で
あ

る
。

も

っ
と
言

う
な

ら
ば
、

知

性
史

の

一
部
を
形

成

し

て

い
る
は
ず

で
あ

る
。

だ
と
す

れ
ぽ
、

わ

れ

わ
れ
は
、

パ
ラ
ダ

イ

ム
概

念

や

パ
ラ
ダ

イ

ム
論

議

を
、

こ
て
先

の
ま

た

は
表

層
的

な
次
元

に
お

い
て
扱

っ
て
仲

間
内

だ
け

で
満

足

し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
。

そ

う

し
た

こ
と
が

こ

の
分
野

の
研
究

に
お

い
て
許

さ
れ

る
段
階

は
終

わ
り

と
せ
ね
ば

な

ら
な

い
。

代

わ

っ
て
、

広
く

正
確

に
知

性

史

や
科

学
論

の
次
元

に
お

い
て
、

も

ち
ろ

ん

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ
研
究

と

関
連

さ

せ

つ
つ
論

じ

る

の
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

本
報

告

は
、

か
か

る
問

題
意

識

の
下

に
、

マ
ー
ヶ

テ

ィ
ン
グ
研

究

に
お
け

る

い
ま

{
つ
の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

を
自

ら

な
そ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
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二

丁

・
ク

ー

ン
と
パ

ラ
ダ

イ

ム
概

念

パ
ラ
ダ
イ

ム

(穿

書

)
慧

は
、
T

ク
↓

に
ょ
る

冗

五
九
年

の
藩

会

で
初

め
て
公
け

に
さ
絢
)
一
九
六
二
年

に
出
版
さ
れ

た

『
科
学
蕃

の
構
造
』

(寒

ぎ

ミ
鳶

ミ

⑦
§

§

謁
§

、ミ
塾

に
よ

っ
て
広
く
知
れ
渡
る
こ
と
に
な

っ
た
・
そ
し
て
・
科
学
史
・

科
学
哲
学
、
自
然
科
学
、
社
会
思
想
史
、
社
会
学
、
経
済
学
な
ど

の
分
野

と
そ

の
研
究
者

た
ち
の
間
に
セ
ソ
セ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
き
起
こ
し
、

二
十
余
年
を
経
た

い
ま
で
も

「
パ
ラ
ダ
イ

ム
論
議
」

は
継
続
中

で
あ

る
。

ク
ー

ソ
は
、
そ

の
著

に
お
い
て
、

ま
ず
、
「
時
代

お
く
れ

に
な

っ
た
科
学

の
理
論
と
実
状

に
眼
を
向
け
て
み
る
と
、

私
が
そ
れ
ま
で
に

持

っ
て
い
た
科
学

の
本
性
と
科
学
が
特

に
成
功

を
収
め
た
理
由
に

つ
い
て
の
私

の
基
本
的
思
想

の
若
干

は
、
根
底

か
ら

ぐ
ら

つ
い

て
来

　
　
　

た
」

と
述

べ
、

理
論
物

理

学
者

と

し

て

ス
タ

ー
ト
し
た
彼

が
、

な
ぜ

科
学

史
家

へ
と
転
向

す

る

こ
と

に
な

っ
た

の
か
そ

の
動

機

に

つ
い
て

回
想

す

る
。

ク
ー

ン
を
し

て

「
そ
れ

ま

で

の
基

本
的

な
考

え
方

」

と

は
、

「
大

部
分

の
科

学
者

た

ち
が

ほ
と

ん
ど
す

べ

て

の
時
間

を
注

い

で
い
る
通
常
科
学

の
研
窪

、
世
界
は

い
か
な
る
も

の
か
を
科
学
者
集
団
は
す

で
に
知

っ
て

い
る
、
と
い
う
仮
定

の
上

に
立

っ
て
い
島

)
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あ

る

い
は
・
「
も

し
、

科
学

と

い
う
も

の
が
、

現
在

の
教

科
書

に
集

め
ら
れ

て

い
る

よ
う

な
事
実
、

理
論
、

方

法

の
群

で
あ

る

の
な
ら
、

　
お

　

科

学
者

と

は
、

あ

る
特
定

の

一
群

に
、

成
功

す

る

と
否
と

を
問

わ
ず
、

あ

る
要

素

を
加

え

よ
う

と
努

力

し

て

い
る
人
間

の

こ
と
」

で
あ

り
、

　
　

　

従

っ
て

「
科

学

の
発
展

と

は
、
科

学
的

知
識

や

テ

ク

ニ

ッ
ク

の
山

を

だ

ん
だ

ん
大
ぎ

く
積

み
上
げ

て

い
く
過

程
」

で
あ

る
、

と

い

っ
た
発

言

に
み
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

一
口

に
言

う
な
ら
ば

、

ク

ー

ソ
に
と

っ
て
従

来

の
基

本
的

な
考

え
方

と

は
、
科
学

に
対
す

る
累
積

ま

た

は

連

続
史
観

の
こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

ク
ー

ン
は
次

の
と

お
り
述

べ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

問
題

性

を
提

示

す

る
。

し

か
し
、
近

年

に
至

っ
て

一
部

の
科

学
史
家

は
、

「
累

積

に
よ
る
発
展

」

と

い
う
科

学
観

に
も

と
つ

い
て
や

っ
て

い
け

な

い
こ
と

に

だ

ん
だ

ん
と
気

が

つ
い
た
。

累
積

し
て

い
く
過

程

の
年

表

を

つ
く

る
上

で
研
究

を
深

め
れ
ば
深

め
る

ほ
ど
、
酸
素

は

い

つ
発
見

さ
れ

た

か
、
誰

が
初

め

に

エ
ネ

ル
ギ

ー
保

存

の
法

則
を

思

い
至

っ
た
か
、

と

い
う
問
題

に
答
え

る

こ
と

は
易

し
く
な

る
と

い
よ
り
も

ま
す

ま
す

困
難

に
な
る

こ
と

に
気
付

い
た
。

そ

こ
で
彼

ら

は

こ
う

い
う

種
類

の
疑

問

を
発
す

る

こ
と

が
そ
も

そ
も

誤
り

で
は
な

い
か

と
考

・兄
出

し

た
。

お
そ
ら

く
科
学

は
、

個

々
の
発

見

や
発
明

の
累

積

と

し

て
発
展

す

る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

ろ
う
。

同

時

に
そ

の
同
じ
科

学
史

家

た
ち

は
、

過

去

の
観
察
、

信
条

の
う

ち

の

「
科

学
的

」

要
素

と
、

先

人
た

ち
が
簡

単

に

「
誤

り
」

と
か

胴
迷

信

」
と

か

い

っ
て
片
付

け

へ
10

)

て

し
ま

っ
た
も

の
と

を
区
別

す

る

こ
と

が
ま
す

ま
す
難

し
く

な

っ
て
来

た
と
感

じ

て

い
る
。

こ
う
述

べ
て

か
ら

ク
ー

ソ
は
、
彼

固

有

の
科
学
観

と
科

学

史

の
方
法

論

を
展

開
さ

せ
て

い
く
。

こ
の
種

の
疑

問
や
難
点
を
す
べ
て
検
討
し
て
ゆ
く
と
、

ま
だ
始
ま

っ
た
ば

か
り
で
あ
る
が
、
科
学
論

の
歴
史
方
法
論
的
革
命

に
い
た



る
の
で
あ
る
。
徐

々
に
、
自
ら
意
識
し
な

い
こ
と
も
多

い
が
、
科
学
史
家
た
ち
は
、
新
し

い
種
類

の
疑
問
を
発

し
、
科
学

の
発
展

コ
ー

ス
の
単
な
る
累
積

と
は
違

っ
た
線
を
描
き
出
そ
う
と
し
始

め
て
来

た
。

現
在

の
水
準

に
対
す
る
昔

の
科
学

の
永
久
不
変

の
貢
献
度
を
求

め
る
か
わ
り
に
、
そ

の
時
代

に
お
け
る
科
学

の
歴
史
的
な
実
態
を
示
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、

ガ
リ
レ
オ
の
考

え
と
近
代
科
学
と

の

関
係

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
彼

の
考

え
と
彼

の
グ

ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
彼

の
科
学
上

の
先
生
や
仲
間
や
直
接

の
弟
子
た
ち

の
関
係
を
求

め
よ
う
と
す

る
。
さ
ら

に
、
近
代
科
学

の
観
点
と
は
全
く
離
れ
て
、
そ

の
グ

ル
ー
プ

の
、
あ
る

い
は
そ

の
他

の
見
解

の
中

で
、

当
時

の

考
、兄
で
は
最
も
内
部
矛
盾

な
く

い
ぎ
、
自
然
界
と
最
も

よ
く
合
う
も

の
は
何

か
、

と
い
う
観
点
か
ら
研
究
す
ぺ
き

だ
と
主
張
す
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
研
究
を
通
し
て
み
る
と
、
…
…
科
学
は
、
も

は
や
か
つ
て
の
歴
史
研
究
法

の
伝
統
下

に
あ
る
諸
家
が
論
じ

(
11

)

た
よ
う
な
も

の
と
は
同
じ
事
業
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
観
を
呈
す
。
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こ
う

し
て
ク
ー

ン
は
、
科
学

の
営
み
ま
た
は
発
展
を
、
論
理
的
構
成
物

の
精
緻
化
と
し
て
の
論
理
上

の
そ
れ
、
あ
る

い
は
理
論
対
自
然

界

(事
実
)

の
照
合

に
よ
る
そ
れ
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
研
究
者
集
団

の
心
理
的
要
素
、
そ

の
時
代

の
支
配
的
思
想

(知
の
エ
ト

(
12

)

ス
)、

あ

る

い
は
社
会

的
文

脈

な
ど

と

い

っ
た
観

点

か
ら

と
ら

え

る
と

い
う
科

学
観

と
そ

の
方

法
論

を
提

示
す

る

こ
と

に
な

る
。

そ

う

し

て
彼

は
、
幾

つ
か

の
キ
ー

・
コ
ン
セ
プ

ト
を
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

科

学
革
命

の
構
造

を
解

明

し
、

そ

の
考

え
方

に

一
般

性

を
も

た

せ
る
。

「
パ
ラ
ダ

イ

ム
」
、

「
通
常

科

学
」
(ぎ
慧

m
『

。ぎ

8
)
、
「
パ
ズ

ル
解

き

」

(℃
壽
Nす
。。。ζ

轟
)、

「
変

則

性
」
(き
。
書

恥q
)、

「
非

常

時
科

学
」

(震
齢話
o巳
ぎ
鋤
署

。。息
①馨
Φ)、

そ

し

て

「
科

学
革

命

」

(。。n…。註

簿

「2
。
ζ
δ
・
)

等

々
で
あ

る
。

い
ま

こ
れ
ら

の
諸

概
念

を
翔

い
て

ク
ー

ン
の
思
想

を
述

べ
る
な
ら

ば
、

た

と
え
ば

次

の
と

お
り

図
式
化

さ

れ
、

そ

し

て
説

明
さ

れ

よ
う
。

通

常
科

学
1

↓
非

常
時

科
学

i

↓
科
学

革
命

f

↓
新
…パ
ラ
ダ

イ

ム

へ
の
乗

り
換

え

=

=

ヘ
パ
ズ

ル
解

き
)

(変
則
性

の
多

発
)
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(
13
)

ま
ず

、
「
特
定

の
科

学

者
集

団

が
、

一
定

期

間
、

一
定

の
過
去

の
科
学

的
業

績

を
受

け

入
れ
、

そ

れ
を
基
礎

と
し

て
進

行
さ

せ

る
研
究
」

と

し
て
規
定

さ
れ

る

「
通

常
科
学

」
が
あ

る
。

こ

の
下

で
は
、

胴
う

ま
く

い

っ
た
仕
事

と

い
う

の
は
、

た

い
て

い
、

た

と
え

か
な
り
無

理

を

し

て
も
、

そ

の
科

学
者

集

団

の
仮
定

を
護

ろ
う

と

す

る
ー
!
人

こ
の
作
業
を

「
パ
ズ
ル
解
き
」
と
い
う
)

志

向

か
ら
得
ら

れ

た

も

の

で
あ

(14

)

(15

)

確
立

さ
れ

た

ル
ー

ル
に
従

い
行

動
す

る
よ
う

に
教
え

込
ま

れ

て

い
る
L

る
。
L
そ
れ

は
、

【、科

学
者

は

バ
ズ

ル
解

き

を
行

な

う
者

と

し

て
、

か

ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
、

科
学

者
集

団

の
仮

定

か
ら
逸

脱
す

る

よ
う
な
現
象
、

問
題

が
山
積

し
、

す

な

わ

ち

「
変

則

性
」

(ま
た
は
変
則

事
例
)
が
多

発
す

る
よ
う

に
な

る
と
、
通
常

科
学

は
次
第

と
混
乱

し

て
く
る
。

と

い
う

の
は
、

層
科

学
者

は

一
方

に
お

い
て
、

自

然
界

そ
れ

自

体

に
よ

っ
て
指
令

さ
れ

る
以
外

に
何
ら

の

ル
ー

ル
も

問
題

と

し
な

い
開
拓
者

ま
た

は
創
造

者
と

し

て
自
ら

を
見

な
す

よ
う

に
教

え

こ
ま

(16

)

れ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
L
そ
し
て
、
「
専
門
家
た
ち
が
、
も
は
や
既
存

の
科
学
的
伝
統
を
覆
す
よ
う
な
変
則
性
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う

に
な

っ
た
時
、

つ
い

に
そ

の
専

門
家

た
ち

を
新

し

い
種
類

の
前
提
、
新

し

い
科
学

の
前

提

へ
と
導

く

と

い
う
異
常

な
追
求

1

(こ

(
17
)

の
時
期
を

「非
常
時
科
学
」
と
い
う
)-
1

が
始

ま

る
L

の
で
あ

る
。

そ
う

し

て
、

つ

い
に
、

「
古

い
パ

ラ
ダ

イ

ム
が
そ

れ
と

両
立

し
な

い
新

(
18
)

し

い
も

の
に
よ

っ
て
、

完

全

に
、

あ

る

い
は
部

分
的

に
置

き
換

え
ら

れ

る

(「新

パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
乗
り
換
、兄
」
)
と

い
う
現
象

L、

す

な

わ
ち

「
科
学

革
命

」

が
生
ず

る

の
で
あ

る
。

で

は
、
「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」
は
、

こ
れ

ら

の
プ

ロ
セ
ス

の
中

で
、

具

体
的

に
ど

の
よ
う

な
意
味

に
お

い
て
関

わ

っ
て
く

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

ク

ー

ソ
は
、

当
初
、

パ
ラ
ダ

イ

ム
を

闇
一
般

に
認

め
ら
れ

た
科
学

的

業
績

で
、

一
時

期

の
間
、
専

門

家

に
対

し

て
問

い
方

や
答

え
方

の

モ

(
19
)

デ

ル
を
与

え

る
も

の
L

と
定

義

し

つ
つ
も
、

実

際

に
は

か
な
り

弾
力

的

に
用

い
た
。

こ

の
こ
と
が
後

に
、

パ
ラ
ダ

イ

ム
概
念

の
曖

昧

さ
、

(
20
)

多

義

性
と

し

て
指
摘

さ
れ
、

批

判
さ

れ

る

こ
と

に
な
る

わ
け

だ
が
、

ク
ー

ン
は
、

こ
の
用

語

に
と

り
わ
け

二

つ
の
意
味

を

こ
め
て
使

用
し

へ
21

)

た
。

後

に

(第

二
版
、

一
九

七
〇
年

、
補

章
)
、

ク

ー

ン
自

身

に

よ

っ
て

明

ら

か

に
さ

れ
、

指

摘

さ

れ

る

よ

う

に
、

一
つ
は
、

「
あ

る

研

究

者

(
22

V

集

団

の
成

員

に
よ

っ
て
共
通

し

て
持

た
れ

る
信

念
、
価

値
、

テ

ク

ニ
ッ
ク
な
ど

の
全
体
的

構
成

」

と

し
て

の
意

味

で
あ

る
。

こ
れ

を

ク
ー
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ソ
は
第

二
版

で

は

「
専

門

母
体

一
(店
廟。。身

ぎ
ゆ認

塁

什舞

)
と

言

い
替

え

た
。

い
ま

一
つ
は
、

「
前

者

(そ
れ
)
を
構

成
す

る

一
要

素
、

つ
ま

(
23

)

り

モ
デ

ル
や
例

題

と
し

て
使

わ
れ

る
具
体

的
な

パ
ズ

ル
解
き

を

示
す
も

の
」

と

し

て

の
意

味

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

こ

れ

は

「、見
本

例
」

(巽
。日
や
苺
。。)
と
し

て
言

い
替

え

た
。

前
者

の
意
味

は
、

あ

る

い
は
そ

の

一
部

が
切

り
取

ら

れ

て
、
後

に
他

の
分
野

、

と

り
わ
け

社
会

科
学

の
分

野

の
研
究

者

に
よ

っ
て
、

概

念
枠

組
、

概
念

装
置
、

基
礎

理
論
、

そ

し

て
場

合

に
よ

っ
て
は
時
代
精

神

や

世
界
観

と

い

っ
た
意
味

に
ま

で
拡

張

さ
れ
、

解
釈

さ
れ

て

い

る

パ
ラ
ダ

イ

ム
の
意
味

に
通
ず

る
。

も

っ
と
も
、

ク
ー

ン
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
概
念

の
オ
リ
ジ

ナ
リ

テ

ィ
は
、

「
共
有

す

る
例
題
と

し

て

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
と

は
、

本
書

の
中

で
私

が
最

も
斬

新

で
し

か
も

最
も

理
解

さ
れ

て

い
な

い
面

だ
と
考

え

る
も

の

の
な

か

の
中

心
的

要

素

で
あ

(24

)
る
」
と
彼

自
身

が
述

べ

て

い
る
よ
う

に
、

後

者

に
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
見

本

例
l
I

(パ
ズ

ル
解
き

の
際

に
標
準
と
な
る

「問
題
ー

解
」
の

成
功
例
)
ー
1

と

し
て

の

パ
ラ
ダ

イ

ム
が
存

在
す

る
と

い
う

こ
と

は
、

「
学

生

は
既

に
出
会

っ
た
問
題

を

モ
デ

ル
と

し
て
、

そ
れ

と

の
ア
ナ

(
25

)

ロ
ジ

ー
か
ら
新

し

い
問
題

に
取

り
組
む

の
で
あ

る
」

か
ら
、

そ
れ

ら

が
収

め
ら
れ

て

い
る

「
標
準

的
教
科

書

」
が
存

在

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

マ
ス
タ
ー

マ
ン
の

い
う

「
人

工
物

パ
ラ
ダ

イ

ム
」

ま
た

は

胴
構

成
的

パ
ラ
ダ

イ

①
パ
ラ
ダ
イ
ム
(11
専
門
母
体
㌧

パラダイムの二つの意味

形而上的部分

記 号的一般化

値価

誹見 本 例　
 
②

パ
ラ
ダ
イ

ム

(%

)

ム
L

の
こ
と

で
あ

る
。

要

す

る

に
、

ク
ー

ン
の

い
う

パ

ラ
ダ

イ

ム
と

は
、

そ

の
形

而

上
的

部
分
、

記
号

的

一

般

化
、
価

値
、

そ

し

て
見

本
例

か
ら
成

る
構
成

物

の

こ
と

で
あ

り
、

こ

の
構
成

物

全
体

を
指

し

て
言

い
、

ま
た

一
方

で
、

最
後

の
構

成
物

と

し

て

の
見
本

例

の
こ
と
も

パ
ラ
ダ

イ

ム
と

い
う

の
で
あ

る
。

図
解
す

る
な
ら

ぽ
、

た
と
え
ば

上

の
よ
う

に
な

ろ
う
。
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三

パ
ラ
ダ
イ
ム
史
観
の
意
味
す
る
も
の

以
上

に
み
ら

れ

る

よ
う

に
、

T

・
ク
ー

ソ
に
よ
る

パ
ラ
ダ

イ

ム
概

念

の
提

唱

は
、

彼

固
有

の
科

学
観

1
1

こ

れ

を

「
パ

ラ

ダ

イ

ム
史

観

」
と

こ
こ

で
呼

ぶ

こ
と

に
し

よ
う
ー

へ
と

導

か
れ

る
。

そ

の
科
学

観

に
よ
れ
ば
、

先

に
述

べ

た

よ
う

に
、
科

学

は
、

理

論

と
事
実

の

照
ら

し
合

わ
せ
、

そ

し

て
そ

れ

に
基

づ

く

理
論

の
論

理
的
精
緻

化

に

よ

っ
て
漸

次

「
進

歩

」

し
て

い
く
と

い
う

よ
り

は
、

む

し

ろ
研

究

者

お

よ
び

研
究

者
集

団

の
心
理

的
要
素

、
社

会

分
脈

的
状

況
、

当
時

の
支

配
的

思
想

な

ど

に
依
拠

し

つ

つ

冊
変

遷

L

し
て

い
く
も

の
で
あ

る
。

そ

こ
で

は
、

あ

る
パ

ラ
ダ

イ

ム
が
危

機

に
陥

り
、
代

わ

っ
て
別

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
が
研
究

者

集
団

に
よ

っ
て
採

用

さ
れ

る
わ
け

で
あ

る

が
、

こ

の
場

合
、

旧

パ

ラ
ダ

イ

ム
と
新

パ
ラ
ダ

イ

ム
と

は
原
則

と
し

て

「
共
約

不
可
能

」

(陣コ8
日
日
。コ。。¢
.騨匡
.)

で
あ

っ
て
、

な

る
が
故

に
科
学

「
革

命

」
な

の
で
あ

り
、
「
不
連

続
」
史

観

な

の
で
あ

る
。

伝
統
的
な
科
学
観

の
下
で
は
、
仮
説
t

演
繹
-

験
証
-
ー
仮
説

の
採
用
ま
た
は
修

正
と

い

っ
た
プ

ロ
セ
ス
の
循
環

に
よ
る
科
学
的

知
識

(客
観
的
知
識
)
へ
の
漸
次
的

ま

た

は
連

続

的
到
達

を
前

提

に
し

て

い
た
。

そ

こ

で
は

「
一
つ

の
事
実
、

つ
ま

り
反

証

例
が
理

論

を
打

ち
倒
す

の
で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
」

そ
う

し
た
批
判

的

テ

ス
ト

に
さ
ら

さ
れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

科
学

理
論

は
そ

の
経
験

的
内

容

を
豊

か

に
さ

せ
る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

り
、

よ
り

確

か
な
も

の
、

真

理

へ
と
接

近

し

て

い
く

は
ず

で
あ

っ
た
。

}
科

学
者

は
、

理
論
家

で
あ

れ
実

験
家

で
あ

れ
、

言

明

も

し
く

は
言

明

の
体
系

を
提

示

し
、

そ

れ

ら
を

一
歩

一
歩

着

実

に
テ

ス
ト
す

る
。

経
験
科

学

の
分
野

で
は
と

り

(
27

)

わ
け

、
彼

は
仮

説
、

ま

た
は
理
論

の
体

系

を
構

成

し
、

そ
れ

ら

を
観

察

と
実
験

に
よ
る
経
験

に

つ
き

あ

わ

せ
て

テ

ス
ト
す

る
L

と

い

っ
た

態

度

を
と

る
も

の
と

し

て
前
提

視

さ
れ

て

い
た

わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

ク
ー

ン
に
よ
る

パ
ラ
ダ

イ

ム
史
観

は
、

科

学

に
対

す

る
全

く
別

の
新

し

い
視
角

を
も

た
ら
す

こ
と
と

な

っ
た
。

「
し

か

し
、

テ

ス
ト
さ

れ

る

の
は
彼

の
個

人
的

な
推

測

だ
け

で
あ

る
。

そ

の
推
測

的
な

パ
ズ

ル
解

き

が

テ

ス
ト
を
通

過

し
な

い
場

合
、

非
難

さ

れ
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る

の
は
彼

自
身

の
能

力

で
あ

っ
て
、

現

行

の
科

学

の
集

合
体

の
方

で
は
な

い
。

要

す

る

に
、

通
常

科
学

に
お

い
て

テ

ス
ト
は

し
ば

し
ば

行

わ
れ

る
け
れ

ど
も
、

こ
れ
ら

の
テ

ス

ト
は
特
殊

の
種
類

の
も

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

結
局

の
と

こ
ろ

テ

ス
ト
さ
れ

る

の
は
、

現
在

通

(
28

㌧

用

し

て

い
る
理
論

と

い
う

よ
り

は
む

し
ろ
個

々

の
科

学

者

の
方

だ
か
ら

で
あ

る
。
」
別
言

す
れ
ば

、

科
学

者

は
、

理
論

そ

の
も

の
を

テ

ス

ト

に
か
け

る
こ
と

は
通
常

は
し
な

い
で
、

理
論

か
ら

導

出
さ

れ

る
仮

説

に
逸
脱

す

る
変
則

賢
例

を

パ
ズ

ル
と
し

て
扱

い
、

そ
れ

を
理
論

に

合
致
す

る

よ
う

に
解

く

こ
と

を

日
常
的

科
学

活
動

に
し

て

い
る
。

つ
ま
り
、

理

論

を

テ

ス
ト

に
か
け

て
批

判
的

に
扱

う

の
で
は
な

く
て
、

な

ん
と

か

し
て
そ

れ
を
護

ろ
う

と
す

る
、

と

い
う

の
で
あ

る
。

ク
ー

ン
に
よ

る

パ
ラ
ダ

イ

ム
史

観

の
提

示

が
、

い
か

に
衝

激
的

で
あ

っ
た
か

は
、

科
学

史
、

科
学

哲

学

に
お
け

る
そ

の
後

の
パ
ラ
ダ
イ

ム
論

争

を
辿

る

こ
と

に
よ

っ
て
知

る

こ
と
が

で
き

る
。

ま
ず
、

正

面

か
ら
批

判

を
受
け

た

か
た

ち

に
な

っ
た
科

学
哲

学

の
正
統
派
、

す

な

わ

ち
K

.
R

・
ポ

パ

ー
を
統

帥

と
す

る
批

判
的

合

理
主
義

の
グ

ル
ー
プ

か
ら
、

と
く

に
ー

・
ラ
ヵ

ト

シ

ュ
に
よ

っ
て

ク
ー

ソ

へ
の
反

批
判

(
29
)

が

な

さ
れ

た
。

そ

し

て
、

か

つ

て

ポ

パ

ー
派

に
属

し

た

P

・
K

・
フ

ァ
イ

ヤ

ァ

ー

ベ

ソ
ト

が

ク

ー

ソ
以

上

に

ポ

パ

!
派

に
反

撃

を

加

え

て

(
3⑪
)

い
く

シ
ナ

リ
オ

は
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
史

観

が
、

い
か

に
科
学

の
基

本

的
本

性

を
言

い
当

て

て

い
る

か

の
現

わ

れ

と
し

て
み
な
す

こ
と

が

で
き

よ
う
。

こ
れ

ら

に

つ
い
て

こ
こ
で
さ

ら

に
論

究
す

る

こ
と

は
、

こ

の
報
告

を

マ
i

ヶ
テ

ィ

ン
グ
研
究

か
ら

ま
す

ま
す
遠
ざ

け

る
こ
と

に
な

る

の
で
、

こ
れ
以

上

は
控

え
る

こ
と

に
し
よ
う
。

こ
う

し
た
経

緯

の
中

で
、

重

要

な
点

は
次

の
二
点

に
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

そ

し

て

こ
の

二
点

が
、

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
史

観

の
意
味

す

る
も

の
」

と
し

て
、

こ

こ

で
確
認

さ

れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と

で
あ

る

よ
う

に
思
わ
れ

る
。

第

一
点

は
、

ク
ー

ン
を
批
判

す

る

ラ
ヵ

ト
シ

ュ
で
さ
え
、

ポ
パ

ー

の
反
証

主
義

に
お

い
て
は
捨
象

さ

れ

て

い
た

「
時

間

」

の
観

念

を
採

用

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た
し
、

ま

た
、

ポ
パ

ー

の
唱

え

る
素
朴

な

戸
反
証

理
論
L

を

一
部
修

正

ま

た
は
緩
和

せ
ね
ば

な

ら
な

か

っ
た

(
31
)

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

ク
ー

ソ
の
考

え
方

の

一
部
採

用

を
同
時

に
意

味
す

る
。

ラ
カ

ト

シ

ュ
に
よ
れ

ば
、
科

学

の
発
展

は
、
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理
論

と

事
実

の
照

合

に
よ

る
反
証

テ

ス
ト
と

い
う
形

で
単
純

に
進

歩

す

る
も

の
で
は
な

く
、

一
連

の
諸

理
論

(科
学
的
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
、

S
R
P
)
と
別

の
そ
れ

ら

と

の
競

合

に
よ

っ
て
特

色

づ
け

ら
れ

る
、

と

い
う
。

そ

し

て
、

こ

の
S
R

P

は
中
核

部
分

(}回騨
「鎌
60H①)
と
防
御

(
32

)

…帯

(寓
。§

馨

①
げ①
5

と

か
ら

成

り
、
後

者

の
部

分

が

ク
ー

ン
の
い
う

通
常

科
学

の
対

象

に
な

る
わ

け

で
あ

っ
て
、

全
体

と
し

て
は
ポ

パ

ー

の
反
証

理
論

の
考

え
方

が
あ

て

は
ま

る
と
す

る
も

の
で
あ

る
。

第

二
点

は
、

ク
ー

ソ
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
史

観

は
科

学

史

の
方

法

に
新

し

い
ペ

ー
ジ
を
拓

く

こ

と

に
な

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

従

来
、

科
学

の
プ

ロ
セ

ス
は

「
発

見

の
文
脈

」

と

「
正

当

化

の
分

脈

」
と

に
識

別

さ
れ

る
と

の
考

え

か
ら
、

前

者

に
関

わ

る

こ
と

は
論

理
的

に
確

定

さ

れ
え

な

い
が
故

に
科

学

心
理
学

ま

た

は
科

学
社

会
学

の
分
野

に
、

こ
れ

に
対

し
後

者

は
論

理

の
世

界
1
ー

ポ

パ

ー

の

い
う

「
世

界

鋒

1

で
あ
り
・

従

っ
て
科
学
哲
学

の
分
野

に
委

ね
ら
れ
て
来

た
・

そ
し
て
・
科
学
史

は
専
ら
前
者
を
対
象

に
し
、
科
学
理
論
が
ど

の

よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
歴
史
的
車
実

の
記
述
、
分
析

の
中
で
解
明
し
て
い
く

こ
と
を
内
容

に
し
て

い
た
。

こ
れ

に
対
し
、
パ
ラ
ダ
イ

ム
史
観

の
提
示

は
、
「
発
見

の
文
脈
」

に
関
わ
る
こ
と
と

「
正
当
化

の
分
脈
」

に
関
わ
る

こ
と
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
別
個

に
無
関
係

に
は

進
行

し
え
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

パ
ラ
ダ
イ

ム
史
観
と
そ

の
方
法
論

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
科
学
理
論

の
あ
り
様
を

正
確

に
描
写
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
科
学
史

は
、
科
学
哲
学
と
科
学

心
理
学

お
よ
び
科
学
社
会
学

の
両
方

の
次
元
を
同
時

に
包
含
す

る
の

(34

)

で
な

け

れ
ば
な

ら
な

く
な

っ
た
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

四

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
ゲ
研
究
者
に
よ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
議

で
は
、

マ
ー
ヶ

テ

ィ

ソ
グ
研
究

に
お
け

る
こ
れ

ま

で

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

と

は

い
か
な

る
も

の
で
あ

っ
た

の
か
。

あ

る

い
は
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
は

マ
ー
ヶ

テ

ィ
ソ
グ
研

究
者

に
よ

っ
て
ど

の
よ
う

に
解
釈

さ

れ
、

使

用

さ
れ

て
来

た

の
で
あ

ろ
う

か
。

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

と

い
う

用

語

を
用

い
て

こ

の
論

議

に
参

画

し
て

い
る
研
究

者

は
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

者

全
体

か
ら

み
れ
ば

ご
く
わ
ず

か

で
あ

る
。

こ
こ

で
は
、



そ

れ
ら

の
中

か
ら
荒

川
祐
吉

、

田
村

正
紀
、

R

・
P

・
バ

コ

ッ
チ
、

そ

し

て
L

・
J

・

下

は
、

こ
れ

ら

の
研
究

者

に
よ

る

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

の
解

釈

ま
た

は
使

用

例

で
あ

る
。

β
ー

ゼ

ン
バ

ー

グ

を

あ

げ

る

こ

と

に

し

よ

う
。

以
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①

荒

川
祐
吉

「
マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
論

パ

ラ
ダ

イ

ム

の
展

開

と
そ

の
問
題

牲
」

『
マ
ー

ケ
テ

ィ
ソ
グ

・
サ
イ

エ
ソ

ス
の
系
譜

』

第

四
章

所

収
、

一
九

七

八
年
。

荒

川

が

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

を
ど

の
よ
う

に
解

釈

し
、

用

い
て

い
る

か
は
次

の

一
節

よ

り
明
ら

か

で
あ

る
。

「
一
九

七
〇
年

前
後

か
ら
、

マ
ー

ケ
テ

ィ

ン
グ

は
新

し

い
発

想

と
そ
れ

に
基

づ

く
新

し

い
パ

ラ
ダ

イ

ム
の
形
成

の
時

代

に
入
り

つ

つ

あ

る

と

い
わ

れ

る
。

そ

れ

は

一
般

に
、

マ
ー
ケ
テ

ィ

ン
グ
論

の
研

究

対
象

の
領

域

の
拡
大

と
、

そ

れ

に
対
応
す

る
基
礎

概
念

の
変
革

・

特

に
そ

の

一
般

化

と
し

て
特

徴
づ

け

ら
れ

る
。

し

か
し
、

こ
の
よ
う

な
方

向

は
、

他
方

に
お

い
て
、

塾
い

卵
外

わ

め
め
論

獅

静

か
挙

跡

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

体
系

と
し

て

の
存
在

の
基

礎
を
堀

り

く
ず

す
危

険

性

を
内

蔵

し

て

い
る
。

こ

の
よ
う
な
事

態

の
認
識

が
、

マ
ー
ケ
テ

ィ

ン
グ
研
究

者

の

間

に
、

い
わ

ゆ

る

『
マ
ー
ケ

テ

ィ

ン
グ
論

の
境

界
論
争

』

を

ひ
き

起

こ
す

に

い
た

っ
て

い
る

こ
と

は
周
知

の
事
実

で
あ

る
。

本

章

は
・

こ

の
よ
う

な
事

態

と

の
関
連

に
お

い
て
、

マ
i

ヶ
テ

ィ

ン
グ
論
展

開

の
歴
史
的

経
緯

を

そ

こ

に
出

現

し

た
代
表

的

パ

ラ
ダ

イ

ム
、

擬
似

パ

ラ
ダ

イ

ム
の
特
徴

と
、

そ

れ

を
も

た
ら

し
た

マ
ー

ケ

テ

ィ

ソ
グ
論

自
体

の
内

在

的
要

因

な
ら

び

に
環
境
状

況

と

の
関
連

に
お

い
て
・

再
構

成
し
、

そ

の
よ
う
な

パ

ラ
ダ

イ

ム
展

開

の
方

法

論

的
評
価

を
試

み

る

こ
と

を
通

し

て
、

熟
い

伽
弥

わ
め
ハ
論

か
秤

箏

艀
伽

卿
伽

の

た
め
の
、
華

の
基
本
的
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
研
究
展
開
の
た
め
の
か
法
論
か
獣

葎

駅

と
す
る
も
の
で
あ
華

」

荒

川

は

こ

の
よ
う

に
述

べ
て
か

ら
、

四
分

の
三
世

紀

を
経

た

マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
研

究

は
、

現

在

ま

で

に
方
法
無

自
覚

時
代

と
科

学
化

探

求

時
代

に
分

け

ら
れ
、

さ

ら

に
後

者

は
、

マ
ネ
ジ

リ

ア

ル

・
マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
時

代

と

ソ
シ

ァ

ル

・
マ

ー
ヶ

テ

ィ

ン
グ
時

代

に
分
け

ら
れ

る
と

い
う
。

そ

し

て
そ

れ
ぞ

れ

の
時
代

は
、

次

の
よ
う
な
幾

つ
か

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
に

よ

っ
て
特

徴

づ
け

ら

れ

る
と

い
う
。

方

法
無
自

覚
時



118商 経 論 叢 第21巻 第1号

代

は

蚕

業

活

勲

ラ
ダ

イ

ム

へ袋

的
研

究
者

を

A

・
W

・
シ

・
ウ
、
以
下

同
様
)
L

レ
し
「
流

通

機

構

び

フ
ダ

イ

ム

、
R

.
F

.
ど

フ
イ

ヤ
ー
)
」

に
・
マ
ネ

ジ

リ

ァ

ル

・
マ
ー

ヶ

テ

ィ

ソ
グ

時

代

は

「
独

占

競

争

パ

ラ
ダ

イ

ム

(
G

.
ミ

ッ
ク
ウ

ィ
ッ
ツ
)
」
、
「
産

業

組

織

論

パ

ラ
ダ

イ

ム

(
E

.

T

●
グ

レ
イ

サ
ー

)
」
・

「
O

B

S

パ

ラ

ダ

イ

ム

(W

・
オ

ル
ギ

う

)
」
、

「
マ
ネ

ジ

リ

ァ

ル

・

了

ヶ

テ

ィ

ソ

グ

・
パ

ラ

ダ

イ

ム

(J

.
A

.
ハ

ワ
ー

ド
・

E

・
J

・
ケ

リ

ー
)
」

に
、

そ

し

て

、

ソ

シ

ァ

ル

・

マ

ー

ヶ

テ

ィ

ン

グ

時

代

は

「
社

会

交

換

パ

ラ

ダ

イ

ム

(
P

.
コ
ト

ラ

ー
、

R

.
P

・
パ

ゴ

ッ
チ

)
」

に

分

け

ら

れ

る

と

い

う

。

②

田
村

正
紀

「
流
通

シ
ス
テ

ム
論
」

『
日
本
流

通

研
究

の
展

望
』
第

一
章
所
収

、

一
九

八
四
年
。

田
村

は
次

の
と

お
り

い
う
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
(こ
の
)
小
論

で
試

み

よ
う

と
思

う

の
は
、

現

在

の

日
本

の
流

通

研
究

者

に
依

然

と
し

て
影
響

力
を
与

え

て

い
る
主
要

な
業
績

の
展

望

で
あ

る
。

現

在

の
研
究

者

が

日
常

の
研
究
作

業

を
行

な
う

に
さ

い
し

て
念
頭

に
お
か

ね
ば

な
ら

な

い
パ

ラ
ダ

イ

ム
、

基

礎
概
念

、

仮

説
・

実

証
結

果

お
よ
び

そ
れ

ら
を

め
ぐ

る
論

点
が

こ

こ
で

の
焦
点

に
な

る
。

…
…
流

通

シ

ス
テ

ム
研
究

を

め
ぐ

る
様

々
な
名
称

の
氾

濫

(は
)・
こ
れ

ほ
ど

日
本

の
流

通
研
究

史

を
特

徴
づ

け

て

い
る
も

の
は

な

い
。
『
商

学
』
、
『
商

業
学
』
、
『
配

給
論
』
、
『
マ
ー
ヶ
テ

ィ

ソ
グ
論
』
、

『
マ
ク

ロ

・
マ
ー

ケ
テ

ィ

ン
グ
論
』
、

『
流

通
論

』

等

々
が
、

流

通

シ

ス
テ

ム
に
か

か
わ

る
研

究

の
表
題

と

し
て
用

い
ら
れ

て
来

た
。

こ

れ
ら
の
名
称
の
氾
漫

・
沁
教

訟

み

諏

、
露

、
か
奪
螺

獣

怠

券

論
争
を
象
微
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し

か
し
・

こ

の
問
題

を

め
ぐ

っ
て
現
在

の
研

究

者

に
依

然

と

し
て
強

い
影
響

力

を
も

っ
て

い
る

の
は
次

の
三

つ

の

パ

ラ

ダ

イ

ム
で

あ

璽こ
う

し
て

田
村

は
、

わ

が
国

の
流

通

(シ
ス
テ
ム
)
研
究

の
場

合

に
限
定

し
、

ω
古

典

的
配

給
論

パ

ラ
ダ

イ

ム
、

②
商
業

資
本
論

パ

ラ

ダ

イ

ム
・

③

流
通

論

パ

ラ
ダ

イ

ム
を
挙
げ

、

そ

し

て
、

こ
れ
ら

を
批
判

的

に
止

揚

・
統
合
す

る
㈲

流
通

シ

ス
テ

ム
パ

ラ
ダ
イ

ム
を
自

ら
模



索
す

る
。

田
村

に
よ
れ
ば
、

古
典

的

配
給

論

パ

ラ
ダ

イ

ム
は
向
井

鹿
松
、

谷

口
吉

彦
、

福

田
敬
太

郎

ら

の
配

給
論

か
ら
成

り
、

商
業

資
本
論

パ

ラ

ダ

イ

ム
は
い
う

と

こ
ろ

の

「
森

下

モ
デ

ル
」

の
こ
と

で
あ

り
、

流
通

論

パ

ラ
ダ

イ

ム
は
荒

川
を

代
表

に
み
ら
れ

る
研

究
努
力

と
業
績

か
ら

成

る
と

い
う
。
も

っ
と
も
、

流

通
論

パ

ラ
ダ

イ

ム
の
先

鞭

は
、

林

周

二

『
流
通
革

命
』

二

九
六
二
年
)

に
よ

っ
て

つ
け
ら
れ
、

荒
川

は
・

こ
れ

に
刺

激
を
受

け
、

他

方

で
商
業
資

本
論

パ

ラ
ダ

イ

ム
の
問
題

性

を
克

服
す

る

こ
と

か
ら
そ

の
構
築

を
思

い
た

っ
た

の
だ

と

い
う
。

さ

ら

に
そ
れ

は
、

今

日
、

荒
川
、

飯

尾
、

上
野
、

江

尻
、

久
保

村
、

林
、

林

・
田
島
、

森
、

佐

藤
、

田
村
、

鈴

木

・
田
村

等

に
よ
る
業
績

と

成

果

か
ら
成

る
と

も

い
う
。
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③

R

.
P

.
パ

ゴ

ッ

チ

蟄
竃

ゆ
蒔
。
酔
貯
σq

掌。
。。

P目
蓉

冨

ロ
αq
ρ
、、
、
§

ミ

ミ

ミ

さ

幕

ミ
覧
薦

℃

<
。
ピ

。。
Φ

(9

ε
げ
㊦
二

零

い
)

バ

ゴ

ッ
チ
は
、

こ

の
論

文

の
冒

頭

で
次

の
と

お
り

い
う
。

「
交
換

パ

ラ
ダ

イ

ム

(ひ
o
o蓉
冨
ロ
αq①
冨
話
黛
印Q
日
)
は
、

マ
ー
ヶ

テ

ィ
ソ
グ
行

動

を
概
念

化

す

る
際

の
有
用

な
枠

組

と
し

て

現

わ

れ

て

来

た
。

実
際

、
今

日

の

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
定
義

の
ほ
と

ん
ど
が
、

明
ら

か

に
そ

の
表

現

の
中

に
交
換

を
含

ん

で
い
る
。

さ
ら

に

〃
概

念

拡
張
〃

に
関
す

る
今

日
的

論
議

は
、

交
換

と

い
う
観
念

そ

の
も

の
、

す

な
わ

ち
そ

の
特

質
、

範

囲
、

そ

し
て

マ
i

ヶ
テ

ィ

ン
グ

に
お

け

る
効

力

に
焦

点
を

合
わ
す

も

の
で
あ

る
。

…
…

こ

の
論

文

で
は
、

マ
ー

ケ
テ

ィ

ン
グ
文

献

の
中

で
こ
れ
ま

で
扱

わ
れ

て
来

な
か

っ
た
交

(37

)

換

パ

ラ
ダ

イ

ム
の
も

つ
多

く

の
次

元
を

分
析

す

る
。
」

こ

の
よ
う

に
述

べ
て
、

次

の
よ
う

な
交
換

の

タ
イ
プ

を
提

示
す

る
。

ω

限
定

型
交
換
、

②

一
般
型

交
換
、

㈹

複
合

型
交
換

で
あ

り
、

こ

れ

ら
交
換

の
意

味

は
、

㈱

功

利

主
義

的
交

換
、

㈲

象
徴

物
的

交
換
、

◎
混

合
交
換

に
分

け

ら
れ

る

と

い
う
。

そ

し

て
、

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ

交
換

は
、

こ
れ
ら

す

べ
て

の
次

元
を
含

む

と

い
う
。
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④

L

・
J

・
ロ
ー
ゼ

ソ
バ

ー
グ

、、"
Φ<
巨
。
ゑ
轟

ζ
舘
苓

含

αq

ζ
留

麟
囎
ヨ
Φ具

{。
「
↓
ぽ

Z
㊦
≦

勺
曽『・。象
σq
ヨ

国
H・。㍉
.
お
。。
卯

ロ
ー
ゼ

ソ
バ

ー
グ

は
、

論
文

の
タ
イ

ト

ル

「
新

パ

ラ
ダ

イ

ム
時
代

へ
向
け

て

の

マ
ー
ケ

テ

ィ

ソ
グ

.
マ
ネ

ジ

メ

ソ
ト

の
改

訂
」

に
み
ら

れ

る

よ
う

に
、

来

た

る
べ
き
時
代

の

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ

に

つ
い
て
論
じ

る
。

そ
れ

は
、

現
代
社

会

(米

国
社

会
)
が

パ

ラ
ダ

イ

ム

.
シ

フ

ト

の
状

況
下

に
あ

る
と

の
基
本

的

理
解

に
立

つ
も

の
で
あ

る
。

論
文

の
冒
頭

で
次

の
と

お
り

い
う
。

「
本

日
、
開

催

さ
れ

た
会
議

は
、
米
国

社
会

の
古

い
パ

ラ
ダ

イ

ム
に
関
連

す

る
も

う

一
つ
の
分
野

の

"
終

焉
〃

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

こ

の
衰

退
す

る
最

新

の
も

の
と

い
う

の
は
、

一
般

に

『
マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
』

と
呼
ば

れ

て
来

た

こ
と

で
あ

る
。

二
五
人

の
会
議

へ
の
参

加
者

た
ち
は
、

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ソ
グ

の
分
野

は

三
〇
年

前

に
そ

う

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
し

か
な

い
と
認

め
た
。
集

ま

っ
た

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ソ
グ

学
者

は
、

自
分

た

ち

の
こ
と
を

『
ネ
オ

(新
)

マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
学

者
』

ま

た

は

『
ポ

ス
ト

(脱
)

マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
学
者

』

と

し

て
呼

ぶ

の
を
好

ん
だ
。
彼

ら

は
、

こ
の
米

国

に
し

の
び

よ

る
パ

ラ
ダ
イ

ム

・
シ

フ
ト
は
、

自
分

た

ち

の
分
野

を
、

も

は
や

こ
れ
ま

で

の
関
連

分
野

で
は
な

い
も

の
に
す

る
点

に
お

い
て
具
体

化

さ

せ

て
来

て

い
る
と

結
論

し

た
。

新
分
野

の
定
義

が
、
今
後

の
会
議

に
お

い

(
認

)

て
探
索

さ
れ

よ
う
。
」

こ

の
よ
う

に
述

べ

て
か
ら
、

マ
ク

β

・
マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ

に
お
け

る
パ

ラ
ダ

イ

ム

・
シ

フ
ト
と

い

っ
た
視

角

か
ら
、
今

日
支

配

的

な

マ

ク

戸

・
マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ

・
パ

ラ
ダ

イ

ム
と
来

た
る

べ
き

そ
れ

と

の
諸
仮

定

を
対

峙

さ
せ

つ

つ
論

じ

て

い
く
。

も

っ
と
も
、

来

た
る

べ
き

新

パ

ラ
ダ

イ

ム
が
具

体
的

に
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る

か

に

つ
い
て
は
、

筆
者

自

身

(
ロ
ー
ゼ
ソ
バ
ー
グ
)
が
既
存

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
に
位
置

し

て

い
る
か
ら
、

そ
れ

は
わ

か
ら

な

い
と

い
う

。
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五

そ
の
問
題
性

ω

パ

ラ
ダ

イ

ム
概

念

の
誤

用

以

上

に
明
ら

か
な

よ
う

に
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研

究
者

に
よ
る

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

の
使

用
例

は
、

T

・
ク

ー

ソ
が

こ

の
概

念

に
託

し
た

意

味
内

容

と
、

か
な
り
ず

れ

た
も

の
で
あ

る

か
、

あ

る

い
は
そ

の

一
部

を

切

り
取

っ
た
も

の

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

中

山
茂

に
よ
れ
ば
、

ク
ー

ン
の
提
唱

以
来
、

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

は
概

ね
次

の
三

つ
の
意
味

の
い
ず

れ

か
に
解

釈

さ
れ
、

用

い
ら
れ

て
来

て
い
る
と

い
う
。

第

一
は
、

ク
ー

ソ

の
い
う

「
パ
ラ
ダ

イ

ム
」
1
↓

「
変

則
性
」
1
↓

「
科

学
革
命

」
1
↓

「
新

パ

ラ
ダ

イ

ム
の
採

用
」

と

い
う

ヘ

へ

科

学
発

展

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
を
法

則

の
よ
う

に
考

え

る
も

の
、

第

二
は
、

自

ら

の
学

問
、

デ

ィ
シ
プ

リ

ン
に
適

用

し
て
学
問

論

や
そ

の
問

い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

直

し
論

を
展

開
さ

せ

る
た

め

の
道

具

と
し

て
と

ら
え

る
も

の
、

第

三

は
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
と

い
う
流
行

語

を

レ
ト
リ

ッ
ク
と
し

て
装
飾
的

に

(39
)

使

お
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

こ

の
分

類

に
従
う

な

ら
、

先

に
提

示

し

た

マ
ー

ケ

テ

ィ

ン
グ
研
究
者

に
ょ

る

「
パ

ラ
ダ
イ

ム
」

の
使
用

例

は
、

「
自

ら

の
学
問
、

デ

ィ

シ
プ

リ

ン
に
適

用

し

て
学
問

論

や
そ

の
問

い
直

し
論

を

展

開
さ

せ

よ
う
と

す

る
も

の
」

に
位
置

づ

け
ら
れ
、

こ
の
意

味

で
は
、

科

学
論

お

よ
び
科

学

史
以
外

で

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

に
お
け

る
す

う
勢

に
従

っ
て

い
る

よ
う

に
見
う
け

ら

れ

る
。

と

こ
ろ
が
、

そ

の
場
合

に

マ
ー

ケ

テ

ィ

ソ
グ

研
究

者
が

用

い
る

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

の
意

味

は
、

概

念
枠

組
、

概

念
装

置
、

基
礎

理
論
、

あ

る

い
は
時

代
精
神

や
世
界
観

と

い

っ
た
も

の
に
代
替

が
可
能

で
あ

っ
て
、

従

っ
て
中

山
茂

の
い
う
そ

れ
と

も
内

容
を

異

に
す

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

パ

ラ
ダ

イ

ム
概
念

は
、

先

に

レ
ビ

ュ
ー
し

た
よ
う

に
、
科

学
革

命

の
構

造

を
解

明

し
、

再
構

成

す

る
際

の
キ
ー

・
コ
ソ
セ
プ

ト

で
あ

っ

て
、

し

か
も
幾

つ
か

の
そ

の
他

の
概

念

と

の
連

関

に
お

い
て
意

味
を

も

っ
て
く

る
も

の
で
あ

る
。

そ
う

し

て
、

全
体

と
し

て
そ

れ

は
、

あ

る

一
定

の
科

学
観

を
構
成

し

て

い
る

の
で
あ

り
、

そ

の
特

色

は
科

学

の
歴

史

理
論

に
あ

る
。

別

言
す

る
な
ら
ぽ
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
概

念

と
そ
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れ

に
よ

っ
て
構

成

さ
れ

る

パ

ラ
ダ

イ

ム
史
観

の
意

義

は
、

科

学

の
歴

史
制
度

化

と
相

対
化

に
あ

る
。

ま

た
、

そ

の
用
語

と

し
て

の
オ
リ
ジ

ナ

リ

テ

ィ
は
、

そ

れ
が

幾

つ
か

の
構
成
要

素

か
ら
成

る

「
専
門

母
体

」

で
あ

る

こ
と

と
、

問
題

l
I

解

の

「
見
本

例
」

と
し

て

の
意
味

に

あ

る
。

従

っ
て
、
「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

を
持

ち

出
す

際

に
、

い
ま

述

べ
た
諸
点

が

捨
象

さ

れ

て

い
る
よ
う

で
あ
れ
ば

、

誤
用

と

い

っ
て
、

あ

る

い
は

一
部
切

り
取

り

ま
た

は

レ
ト

リ

ヅ
ク

で
あ

る
と

い

っ
て

さ
し

つ
か

え
な

か
ろ
う
。

先

に
あ
げ

た

マ
ー
ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

者

の
い
ず

れ

の
使

用
例
も
、

こ

の
意

味

で
は
誤

用
、

一
部

切

り
取

り
、

ま

た

は

レ
ト
リ

ッ
ク
で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

が
問
題

性

の
第

一

点

で
あ

る
。

②

「
科
学
」

に
対
す

る
誤

解

い
ま
右

に
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
研
究

に

お
け

る

こ
れ

ま

で

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

の
問
題

性

を
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
概
念

の
誤

用

と
し

て
位
置

づ
け

た
が
、

そ

れ
は
多

分

に
、

言

葉

の
問
題
、

す

な
わ

ち
用
語

の
定

義
づ

け

の
問
題

で
あ

っ
て
、

従

っ
て
論
理

的

に
は
玲

末
な
事

柄

で
あ

る
。

も

っ
と
重
要

で
基
本

的

な
問
題

性

は
、

そ
れ

ら

の
論

議

が
、

「
科
学

」

に
対

す

る
誤

解

を
露

呈
す

る

こ
と

に
な

る
点

に
お

い
て
求

め

ら

れ

る
。

先

に
例
証

し
、

指
摘

し

た
よ
う

に
、

と
り

わ
け

わ

が
国

の

マ
i

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研

究
者

が

「
パ
ラ
ダ

イ

ム
」

を
用

い
る
際
、

そ
れ

は
、

概

ね
、

概
念
枠

組
、

概
念
装

置
、

あ

る

い
は
基

礎

理
論

と

い

っ
た
意

味

に
お

い
て

で
あ

る
。

し

か
も

、

そ
う

し

た
意

味

で
の
パ

ラ
ダ

イ

ム
は
、

マ
ー
ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

の
独

自
性
、

対

象
、

境

界
と

範
囲
、

中

心
概

念
、

一
般
理
論
、

方

法
論

等

々
に

つ
い
て

の
議
論

と

の
関
連

に
お

い

て
必
ず
用

い
ら

れ

る
。

と

い
う

の
は
、

そ

れ
ら

の
事

柄

に

つ
い
て
探

求

し
、

明

確

に
さ

せ
、

体

系
化

ま

た
は
構
築

す

る

こ
と
が
、

マ
ー

ケ

テ

ィ
ソ
グ
研
究

の
科

学

化
、

サ
イ

エ
ン
ス
化
、

そ

し

て
科

学
的

知
識

の
探

求

に

つ
な
が

る
と

の
大
前

提

ま
た

は
基

本
的

思

い
込

み
が
あ

る

か

ら

で
あ

ろ
う
。

だ

と
す

れ
ば

、

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

の
用
語

の
問
題

は
措
く

と

し
て
も
、

従

っ
て

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」

と

い
う
用
語

は
捨

象



し
て
議
論
を
な
す
と
し
て
も
、

か
か
る
や
り
方
に
聞
題
性
を
認

め
な

い
わ
け

に
は
い
か
な

い
ひ
そ
れ
は
、
彼
ら

の
議
論

ー
i

バ
ラ
ダ
ィ

ム

概
念

の
意
味
を
誤
用
し
て
い
る
と
し
て
も

ー

が
、
無
意
識

の
う
ち
に
も
実
質
的
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
論
議
を
志
向
ま
た
は
そ
れ
に
突

入
し

つ

つ
あ

る
も

の
と
し

て
読

み
と

る

こ
と
が

で
ぎ

る

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

彼

ら

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
論
議

は
、

「
科
学
」

へ
の
志
向

を
強

調

し
・

ま

た
科

学

を
構

成
す

る
要
素

に

つ
い
て
も

言
及
す

る
も

の
と
し

て
位

置
づ
け

ら

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

そ

の
や

り
方

の
ど

こ

に
重
要

で
基

本
的

な

問
題

性

が
あ

る
と

い
う

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

に
回
答

す

る

た
め

に
は
、

次

の

一
節

を

引
用
・

提

示
す

る

こ
と
が
適

切

で
あ

ろ
う
。

ポ
パ

ー
は

い
う
。

(も

っ
と
も
、
彼
は
、
自
ら
の
科
学
哲
学
を
展
開
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
次

の
引
用
文
の
中
で
は
あ
え
て

「
科
学
」
と
い

う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
。
)
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物
理
学
と
か
生
物
学
と
か
考
古
学
と
か
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
「
算

」
警

齢

L
琢

奪

な

紫

雰

卦
慧

卦
伽
で
凶
恥
ざ
わ
か
ど
い
が
係
魯
幡
、
恥
諭
ど
い
外
恥
か
が
も
わ
臣
伽
ゆ
簿
掛
か
ひ
肝
発
い
か
も
で
幡
か
か
加
い
ど
静
ひ
か
か
で
い
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

時
代

の
残
津

で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
、兄
る
。
だ
が
主
題
と
か
物
集

の
種
類

と
か
は
、

わ
た
く
し
の
考
え

で
は
学
問
を
区
別
す

る
基
礎

に
は
な
ら
な
い
。
学
問
が
区
別
さ
れ
る

の
は
、

一
部

に
は
歴
史
上

の
理
由
や
行
政
上

の
便

宜

(教
師
や
任
用
の
制
度
と

い

っ
た
)
と

い
う

理
由
に
ょ
る
の
で
あ

り
、

一
部
に
は
、
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
わ
れ
わ
れ

の
構
築
す
る
諸
理
論
が
統

一
さ
れ
た
体
系

へ
と
成
長
し
て

い
く
傾
向
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
分
類
や
区
分
は
、
ど
れ
も
比
較
的
つ
ま
ら
な
い
浅
薄
な
携

で
あ
る
・
わ
か
わ

融

像

激

紮

慰

像

黙

臨

慰

算

瀞
独

雰

を
・
そ
し
て
・
慰

蜜

㌘

慰

憩

や
鯨

総

界
慰

慰

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(
04

)

に
横
切

っ
て
生

じ

う

る

の
で
あ

る
。
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こ
れ

に
よ

っ
て
、

科

学

(ooO　①コ
6Φ)

の
性
格

と

は
、

ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る

か
を
、

ま

た
そ
れ

は
学

問

(舞
。。。一冨
営
.)

の
性
格

と
ど

の

よ
う

な
点

に

お

い
て
相

違
す

る
か

に

つ
い
て
知

る

こ
と
が

で
き

る
。

繰

り
返

し
引

用

す

る
な

ら
ば

、

わ
れ
わ
れ

が
科
学

的

知
識

の
獲

得

を

め
ざ
す

の
で
あ

れ
ば

、

わ

れ

わ
れ

は

「
ど

の
よ
う

な
主
題

や
学

問

の
境

界
を
も

も

ろ
に
横

切

っ
て
生

じ

る
」

"
問
題
〃

に
注

目
す

る

こ
と

か
ら
始

め
る

の
み
で
よ

い
。

あ

る
問

題
情

況
を

認

め
て
、

そ

の
因

果
関
係

を
論

理
的

か

つ
経
験

的

に
確

定
す

る

た
め

に
、

仮
説

を
形
成

し
、

演
繹

し
・

験
証

し
、

…
…

か

か
る
プ

ロ
セ

ス
を
通

じ

て
、

先

の
仮

説

を
批
判

的

テ

ス
ト
に
さ
ら

せ

て

い
け
ぽ

よ

い

の
で
あ

る
。

そ

こ
に
は
、

対
象

の
本
質

規
定

だ

と

か
、

主
題

の
確
立

と

そ
れ

に
基
づ

く
固

有

の
領
域

だ

と

か
、

ま

た

は
独

自

の
方
法
論

だ

と

か

い

っ
た
も

の
は
必
要

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
い
。
そ
れ
ら

は
・
後

に
恥

伍
で
、
制
度
的
ま
た
は
教
育
上

の
配
慮

か
ら

一
応

の
区
分
け

と
し
て
与
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

研
究
や
理
論

が

一
定

の
方
向

に
収
束

し
て
い
く
性
格
を
も

つ
が
故

に
、
結
果
的

に
区
分
ま
た
は
体
系
化
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。
方
法
論

に

つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
す

で
に

「
科
学
的
方

法
」

(仮
説
演
繹
的
な
実
証
主
義
的
方
法
)
を
獲
得
し
て
い
る

の
で
あ

る
か
ら
、

い

ま
さ
ら
そ
れ
を
新

た
に
探
求
す
る
必
要

は
な
い
の
で
あ

る
。

　れ

　

こ
れ

に
対

し
、

わ
れ

わ
れ
が
も

し
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

を

「
学
」
(ヨ

ω器
鵠
訂
ε

と

し
て
、

す

な

わ

ち
固
有

の
方

法

(と
対
象
)
を

も

つ
独

立

し
た

「
マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ
学

」

と

し
て
確
信

ま

た
は
構

築

し

よ
う
と

い
う

の
で
あ

れ
ば

、

わ
れ

わ
れ

は

ひ
と

ま
ず

「
科

学

(的

方
法
)」
を
捨

て
ね
ば

な
ら

な

い
。

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
研

究

の
サ
イ

エ
ン

ス
化

へ
の
道

と

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
学

の
構
築

へ
の
道

は
認
識
論

ま

た
は
方
法
論
的
立
場
を
異

に
す
る
が
故
箱

容
れ
な
い
か
ら

鼠

罷
・

た
と
え

る
な
ら
、

わ
が
国

の

了

ヶ
テ
ィ
ソ
グ
研
究
者
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
論
議

に
特
徴

的

に
み
ら
れ

る

よ
う

に
、

「
科

学
的

知

識

の
探
求

を

一
方

で

め
ざ

す
」

と

い

い
、

同
時

に
他
方

で
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ

論

(ま
た
は
研
究
)

を
、

「
独
自

の
基
礎
概

念
、

そ

の
体

系
的
連

関
、

探

求
方

向
、

そ

し
て
内

容
を

も

つ
、

相

対
的

に
独
立

し

た
科

学

と
し

て
婁

し
よ
う
と
す
塑

こ
と
は
・

「
科
学
」

に
対
す
る
誤
解
を
藁

す
る
こ
と
に
、
あ
る
い
は
方
法
塗

の
基
本
的
誤
ち
を
犯
す

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。
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こ
う
し
た
論
理

に
対
し
て
、

い
や
そ
こ
で
い
う
科
学
は
演
繹
実
証
科
学

の
そ
れ
で
は
な
い
、
と

の
反
論
を
用
意
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ

の

「
科
学
」
が
予
め
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

や
は
り
彼
ら
は
、

「
科
学
」
的
方
法

の
何

た
る
か
を
誤
解
し

て

い
た

に
ち
が
い
な

い
。
あ

る
い
は
、

「
科
学
」
と

い
う
も

の
を
崇
高
な
も

の
と
み
な
す
が
あ
ま
り
、

そ
れ
は
方
法
論

の
次
元
を
超
え
て
存
在
す

る
も

の
と
の
思
い
込

み
が
あ

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
「
科
学
」
と

「
学
問
」
と

「
学
」
を
混
同
し
て

い
る
に
ち
が

い
な

い
。

こ
う
し
た
事
例
に
象
徴
さ
れ
る
こ
と
が
、

と
り
わ
け
わ
が
国

の

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ
研
究
者
に
ょ
る
パ
ラ
ダ
イ

ム
論
議

に
お

い
て
指
摘

で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
問
題
性
の
第

二
点

で
あ
る
。

六

代
替
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
議

へ
向
け
て

パ

ラ
ダ

イ

ム
概

念
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

に
ま

つ
わ
る

こ
れ
ま

で

の
議
論

は
、

マ
i
ヶ

テ

ィ

ン
グ
研

究

の
課
題

と

い
う
視
角

に
お

い
て
眺

め

る
と
き
、

ど

の
よ
う

な
打

開

の
方

向

へ
と
収

れ

ん
す

べ
き

で
あ

る

の
だ
ろ

う

か
。

あ

る

い
は
、

ど

の
よ
う

な
内
容

の
下

で
パ

ラ
ダ

イ

ム

論

議

を
な

せ
ぽ

、

マ
ー

ヶ

テ

ィ

ン
グ
研
究

に
と

っ
て
創

造

的

で
あ

る

の
だ
ろ
う

か
。

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
研

究

に

お
け

る
こ
れ
ま

で

の
パ

ラ

ダ

イ

ム
論
議

の
表
層

性

を
指
摘

し
た

わ
け

で
あ

る

か
ら
、

こ
こ

で
代

替
案

を
示

す

必
要

が
あ

ろ
う
。

わ
れ

わ
れ

は
、

こ
れ

ま

で

の
議
論

を
通

じ

て
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
概

念

に

つ
い
て
理
解

を
深

め
る
と
と
も

に
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

へ
参

画

す

る
際

に
は
、

認

識
論

的
立

場
を

明
確

に
し
、

か

つ
ま

た
、

と
り

わ
け
科

学

の
性
格

と

方
法

に

つ
い
て
し

っ
か
り

把
握

し

て
お
く

の

で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い

こ
と
を
学

ん
だ
。

そ

し

て
そ

の

一
つ
の
帰
結

と

し

て
、

仮
説

演

繹
的
方

法

を
採
用

す

る
新
実

証

主
義

(批
判
的
合
理
主
義
や

論
理
実
証
主
義
)

の
立
場
に
立

っ
て
科
学
的
知
識

の
獲
得
を
め
ざ
す

の
か
、
そ
れ
と
も
別

の
認
識
論
的
立
場
ー

も
ち
ろ

ん
そ
れ

は
本

質

主
義

(歴
史
法
則
主
義
)

で
は
あ

り
え

な

い
だ

ろ

う
ー

i
を
確

立

し
、

そ

の
下

に

マ
ー

ヶ
テ

ィ
ソ
グ

研
究

を
独

自

の
方
法

(と
対
象
)
を

も

つ

マ
ー
ヶ

テ

ィ

ン
グ
学

と
し

て
構

築

し

て

い
こ
う

と
す

る

の
か
を
、

マ
ー
ヶ

テ

ィ

ン
グ
研

究

を
な

す
際

に
予

め
確

認

し
て

お
く

の

で
な

け
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れ
ば

な
ら

な

い

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
う

し
た
議

論
を

な
す

こ
と
が
、

ま
ず
代

替

的

パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

の

一
つ
と
し

て
あ

げ

ら
れ

よ
う
。

第

二

は
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

と
そ

の
科

学
史

観

は
、

ク
ー

ン
自

ら
が

「
科

学

論

の
方
法

論

的
革
命

に

い
た
る
」

と
述

べ

て

い
る
よ
う

に
、

学

説

史
研
究

の
有

用

な

フ

レ
ー

ム
ワ

ー

ク
ま

た

は
方

法
論

と
し

て
援

用

で
き

そ
う

で
あ

る
。

例

え
ぽ

、

ク
ー

ン
の

「
科

学
革

命

の
構
造
」

の
展

開

の
プ

ロ
セ
ス
に
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研

究

の
変

遷

を

あ

て
は

め
ー
ー
あ

て

は
め
る

こ
と

が
可
能

か
ど

う

か
も
議
論

を

構
成

し

よ
う

ー

、

マ
ー
ケ

テ

ィ

ソ
グ

研
究

の
構
造

や
性
格

を
描

写

し
、

解

明
す

る

の
も

一
つ
の
や
り
方

で
あ

ろ

う
。

た
と

え
ば

そ

こ
で

は
、

マ
ー

ケ

テ

ィ

ソ
グ
研
究

を
構

成
す

る
研
究

者

集

団
を
選

定

し
、

そ

の
通
常

研
究
、

共
通

の
信
念
、

価

値
、

記
号

的

一
般
化
、

テ

ク

ニ
ッ
ク
、

標
準

的
教

科

書
、
見

本

例
な
ど

(
に
対
応
ま
た
は
準
ず
る
も
の
)
が
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
か
を

い
ち

い
ち
探

り
出
し
、

と

い

っ
た
具

合

で
、
ク

ー

ソ
が
科

学

に
対

し

て
用

い
た
分
析
枠

組
、
概

念
装

置
、

方

法

を
援

用

す

る

こ
と

が
考

え

ら
れ

よ
う
。

こ
れ

は
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ン
グ
研
究

の
科

学
成

熟

度

の
ク
ー

ン
流
評

価
基

準

を

提
供
す

る

こ
と

に
も

な

ろ
う
。

あ

る

い
は
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

を
、

一
定

の
タ
イ

ム
ス
パ

ソ
に
お

い
て
眺

め
、

例

の

「
通
常
科

学

1
↓
変

則

性
1
↓

科

学
革

命

ー

↓
新

パ

ラ
ダ
イ

ム

へ
の
乗

り
換

え
」

と

い

っ
た
科
学

革
命

の
プ

ロ

セ

ス
に
準
じ

た
パ

ラ
ダ

イ

ム
転
換

が

マ
ー
ヶ
テ

ィ
ソ
グ
研

究

に
お

い
て
あ

っ
た

の
か
ど

う

か
も
議
論

を

構
成

し

よ
う
。

も

っ
と
も

、
基

本

的
な

こ
と

と

し
て
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研

究
が

パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

を
な
す

に
足

る
だ
け

の
内

容

を
備

え

た
も

の
で
あ

る
か
ど

う

か
、

別
言

す
れ
ば
、

マ
ー

ヶ

テ

ィ
ソ
グ
研
究

に
パ

ラ
ダ

イ

ム
と

呼
び

う

る

よ
う
な
も

の
が
あ

る

の
か
ど
う

か
と

い

っ
た
観
点

か

ら

の
議
論

も
可
能

で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
、

「
無

い
」

と
判

断

さ
れ

る

の
で
あ

れ
ば

、

そ

の
理

由

は
ど

こ

に
求

め
ら
れ

る

の
か

を
考
察

し

て

い
く

こ
と

に
な

ろ
う
。

恐

ら
く

そ

れ

は
、

単

に

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ

研
究

の
み

の
問

題

に
あ

ら
ず

し
て
、

社
会
科

学
全

般

に
か

か
わ

る
問
題

情

況

と
し

て
浮

び

上
が

る

で
あ

ろ
う
。

ま

た
、

ひ

い
て
は
社

会
科
学

に
お
け

る
伝

統
的

な
方

法
論
争

を
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
論
争

に
塗
り
変

え

る

か
あ

る

い
は
パ

ラ
ダ
イ

ム
史
観

の
視

角

か
ら
再
構

成
す

る

こ
と

に
な
る

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

が
第

三

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

と
し

て
措

定

さ

れ

よ
う
。
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第

四

は
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

の
科

学

化

へ
の
道

で
は
な
く

、

マ
ー

ヶ
テ

ィ

ソ
グ
研
究

に
固
有

の
方

法
が
あ

る
、

す
な

わ

ち

マ
ー

ヶ

テ

ィ
ソ
グ
学

の
存

在
ま

た

は
構

築

を
確

信

し
て

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議
も

可
能

で
あ

ろ
う
。

別
言
す

れ
ば

、

マ
i

ヶ
テ

ィ

ン
グ

学

の
認

識
論

的
立

場

を
確
定

す

る

に
あ

た
り
、

そ

れ

が
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
史
観

の
認
識

論

お
よ
び

方

法
論

と
共
有

す

る

か
、

ま

た
接
点

を
も

つ
か
ど
う

か

を
論

究

し
、

か

か
る
結

果
を

ふ
ま

え

た
上

で
、

マ
ー

ケ
テ

ィ

ソ
グ
思
想

の
知

性

史
的
意

義

を
問

う
、

と

い

っ
た
議

論

の
こ
と

で
あ

る
。

第

三
節

で
考

察

し

た
よ
う

に
、

パ

ラ
ダ

イ

ム
史

観

の
意

義

の

一
つ
は
、

科

学
哲

学

を
科
学

社
会

学

の
次
元

に
ま

で
引

き
ず

り

下
ろ
す

こ
と

の

必
要

性

に
理
論

的
根

拠

を
与

え

た
点

に
あ

る
。

つ
ま
り
、

科

学

と

い
う

も

の
が
、

研
究

者

と
研
究

者
集

団

の
心
理
的
要

素
、

そ

の
時

代

の

支
配

的

思
想
、

あ

る

い
は
社
会

的
文

脈

な

ど
と
無

関
係

に
、
論

理

レ
ベ

ル
に
お

い
て

の
み
進

行
す

る
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
、

論

理
的

か

つ
経

験
的

に
指

摘

し

た
点

に
あ

る
。

深
読

み
す

る
な
ら
ば

、

ク

ー

ン
に
ょ

る
そ

う

し
た
認
識

お
よ
び
方

法

は
、
近

代
合

理
主

義

に
対
す

る

挑
戦

で
あ

る

よ

う

に
思

わ
れ

る
。

と

い
う

の
は
、

こ
こ

で
近

代
合

理
主
義

を

「
現

象

の
中

に
理
論

的
法

則

性

の
存
在
を

認

め
、

そ
れ
を
認

識

で
き

る

の
は
理

性

で
あ

る

と
し

て

理
性
を
絶

対

視

し
、

な

る
が

故

に
そ

の
正
統

な
獲

得
方

法

の
確

立
を

め
ざ

し
、

方

法
を

通
じ

て
得

ら

(
44
)

れ

た
理
性

に
よ

っ
て
経
験
世
界
を
説
明
、
制
御
、
予
測
し
よ
う
と
す
る
や
り
方
」

で
あ

る
と
す
る
と
き
、

こ
れ

に
対
し
て
パ
ラ
ダ
イ

ム
史

観
は
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
ば
相
対
主
義

に
通
じ
、

し
か
も
理
性

の
世
界
と
実
在

の
世
界
と
を
方
法
論
的

に
不
可
分
な
も

の
に
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
古
典
物
理
学

や
新
古
典
派
経
済
学

が
想
定
す
る
世
界
が
、
孤
立
系

の
概
念
、
原
子
論
的

ア
プ

ロ
ー
チ
、
定
量

化
な

(45

)

る
三

つ
の
分
析
手
法

の
採
用
を
前
提
視
す

る
近
代
合
理
主
義

の
世
界

で
あ

る
と
す

る
と
き
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
学

の
想
定
す
る
世
界
が
、

(46

}

仮

に
開

シ

ス
テ

ム
の
概
念
、

統

合
的

ア
プ

ロ
ー
チ
、

主
体

的
制
御

に
よ

っ
て
特
徴

づ

け
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
と
す

る
な
ら
ば

、

そ
れ

は
実

在

と
理
性

と

の
混

同
を
意

味

し

て
お

り
、

従

っ
て

こ

の
意

味

か
ら
、

マ
ー

ヶ
テ

ィ
ン
グ
思

想
が
知

性

史

に

お
い
て

パ

ラ
ダ

イ

ム
史
観

の
方

法
論

に
通

ず

る
も

の
と

な

る
と

い
う

こ
と

が

で
ぎ

よ
う
。

た
と

え
ば
、

こ

の
よ
う

に
し

て
パ

ラ
ダ

イ

ム
論
議

を
な
す

の
で
あ

る
。
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エ
ピ

ロ
ー
グ
ー

質
問

へ
の
回
答
-

以

上

の
報
告

に
対

し
、

大

会

の
席

で
、

掘

田

一
善

(慶
応
大
学
)、

野

村

順

一

(東
洋
大
学
)
、
吉

村
寿

(
日
本
大
学
)
各

教
授

か
ら
質

問

を

受

け
、

回
答

し
た
。

そ
れ

ら

を
以

下

に
再
構

成
す

る

こ
と

に

し

よ
う
。

(も
ち
ろ
ん
以
下
は
、
当
日
の
録
音

テ
ー
プ
に
基
づ
く
精
確
な

再
生
と

い

っ
た
も

の
で
は
な

い
。
あ
く
ま
で
も
現
時
点
で
の

「再
構
成
」
で
あ
る
。
)

堀

田
教
授

は
、

次

の
三

点

に

つ
い
て
質

問

さ
れ

た
。

〈質
問

1
>

科

学

と
学
問

の
区

別

を
ど

う

つ
け

る

の
か
。

〈
質
問

2
V

ク
ー

ン
と

ポ

パ

ー

の
両
方

の
論

理

を
採
用

し
て

い
る
が
、

報

告

者

(上
沼
)

は
そ

の
い
ず

れ

の
立

場

を
と

る

の
か
。

〈質
問

3
>

新
実

証

主
義

に
論

理
実
証

主
義

と
批
判

的

合
理

主
義

を
含

め
て

い
る
が
、
論

理
実

証

主
義

と
批
判

的

合
理
主
義

は
ど

の
よ

う

に
区
別

さ
れ

る

の
か
。

野

村
教
授

は
、

い
ろ

い
ろ
言

わ
れ

た
が
、

次

の
点

を
質

問
さ

れ

た

の
だ
と
思

わ
れ

る
。

〈質
問

4
>

パ

ラ
ダ

イ

ム
用
語

の
使

用

を

め
ぐ

る
報
告

者

の
指
摘

が

正
確

で
あ

る

と
し

て
も
、

わ
れ

わ
れ
、

実

践

の
場

に
精

通

し

て

い

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

し
か
も

諸
科

学

か
ら

の
概

念
、

理
論
、

技
法

等

々
の
援

用

を
常

と
す

る

マ
ー

ケ
テ

ィ
ソ
グ
研
究

者

は
、
あ

る
用
語

ま

た

は
新
概

念

の
使

用

に
際
し
、

今
後

は
、

い
ち

い
ち

オ

リ
ジ

ナ

ル
な
意

味

に
気

を
配

っ
て
正
確

さ
を
保

っ
て

い
か
な
け

れ
ば

な

ら
な

い

の
か
。

そ

う
し

な

い
と
批
判

さ
れ

て
し
ま

う

の
か
。

(そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら

マ
ー
ケ
テ

ィ
ソ
グ
研
究
者
は
息
が
詰

っ
て
し
ま
う
。
)

吉

村
教

授

は
、

要

す

る

に
次

の
こ
と
が
言

い
た

か

っ
た
ら
し

い
。

〈
質
問

5
>

報
告

(時
間
四
〇
分
)

の
う

ち
、

三
五
分

に
相
当

す

る
部
分

は
、

い
わ
ぽ

研

究

(者
)
に
と

っ
て
基
礎

的

ま
た

は
前
提

的
作
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業

で
あ

っ
て
、

こ

の
意

味

か
ら
報

告
者

の
三

五
分
間

は
必
要

な

か

っ
た
。

(商
業
学
会

の
大
会

の
場
で
あ
え
て
報
告

す

る

ほ
ど

の
こ
と

で
は
な

い
。
)
残

り

の
五
分

間

の
箇

所

と
そ
れ

以

降

の

こ
と
を
も

っ
と
展
開

さ

せ
る

べ
き

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
が

ど

う

か
。

以

上

の
質
問

の
そ

れ
ぞ

れ

に
対

し
、

次

の
と

お
り

回
答

し

た
。

〈
回
答

1
>

科

学

と
学
問

の
区
別

は
、

報
告

の
中

で
の
ポ

パ

ー

の
発

言

(引
用
箇
所
)

に
尽
き

る
が
、

改

め
て
言

い
直
す

な
ら
ば

、

次

の
と

お
り

に
な

ろ
う
。
「
科
学
」

(ooO一ΦコO①)
が
、
認
識

論

的
立

場

か
ら

㈲

対
象

の
性

質

に
求

め

る
本

質
主
義
、

㈲

獲
得

さ
れ

た
知

識

の
性
質

に
求

め
る
約
束

主
義

、
◎

知
識

の
取

り
扱

い
方

に
求

め

る
実

証
主

義

の
三

つ
に
分

け
ら

れ

る
と
す

る
な
ら

ば

、

も

ち
ろ

ん

こ
こ

で
は
実

証

主
義

の
科
学

を
も

っ
て

「
科

学
」

と
す

る
。

す

な

わ
ち
、

仮

説
演
繹
的

方

法

に
ょ

る
経
験

的

事
実

と

の
照

合

(検
証
ま
た
は
験
証
)
を
内

容

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の
立

場

に
は
今

日
、
論

理
実

証

(ま
た
は
経
験
)

主

義

と
批
判

的
合

理

主
義

が
認

め
ら
れ

る

が
、

広

義

に
お

い
て
は

こ
れ
ら

を

「
新

実
証

主

義
」

と
し

て

ひ
と

ま

と
め

に
考

、兄
て

い
る
。

狭

義

に

は

「
科
学
」

を
、

批

判
的

合

理
主
義

の
方
法

論
的

規
則

ま

た

は
境

界
設
定

基
準

、

た
と

え
ば

①
仮

説

主
義

②

演

繹
主
義

③

験

証
主

義

④

反
証

主
義

に
従

う
も

の
と

し

て
と

ら

え

る
。

「
学
問
」

(ユ
曽
覧

幕

)

は
、

あ

る

知

識
体

系

が
社
会

的
制

度

と

し
て
確

立
す

る

こ
と
、
す

な
わ

ち
大
学

学

部

の
学
科

目
と

し

て
認

め
ら

れ
、
そ

れ
ら

の
研
究

や
教

授

に
従
事

す

る
研
究

者
集

団

や
学

会

が
制
度

的

に
確

立

し
て

い

る
場
合

に
、

そ

れ
と

し

て
認

知

さ
れ

る
。

従

っ
て
、

学

問

は
必
ず
し

も
科
学

で
あ

る
必
要

は
な

い
が
、

科

学

は
今

日
最
も

確

固
と

し

た
学

問

で
あ

る
と

い
え

る
。

ま

た
、

神
学

や
文
学

は
今

日
科

学

で
は
な

い
が
、

逆

に
中

世

に
お

い
て
科

学

は
学

問

で
は
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
科

学

は
知
識

獲
得

の

方

法

に
よ

っ
て
判
定

さ
れ

る

の
に
対

し
、

学

問

は
、

そ

れ

が
社

会
制

度

化
さ
れ

て

い
る

か
否

か
が
判
定

基
準

に
な

る
、

と

考

、兄
る
。

私

(報
告
者

)
は
、

こ
れ
ら

に
対

し
、

い
ま

一
つ
の
次

元

を
実

は
考

え

て
い
る
。

そ

れ

は

「
学
」

(≦
蕾
9
。訂
hご
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〈
回
答

2
>

〈
回
答

3
>

で
あ

る
。

「
学
」

は
、

先

に

い
う
認

識
論

の
次

元

に
お

い
て
科

学
と

は
別
個

の
知
識

獲

得

の
方
法

に
求

め
ら

れ

る
。

先

に
、

「
科

学
」

を

「
知
識

の
取

り
扱

い
方

に
求

め
る
」

と
し

て
実

証

主
義

を
も

っ
て
あ

て
た
が
、

実

は
実
証

主
義

以
外

の
知
識

の
取

り
扱

い
方

が
あ

る
は
ず

で
あ

り
、

そ

の
代
替

的
方

法

に
対

し

て
、
(も
う

一
つ
の
科
学
と
か
別
の
科
学
と
か
い
う
と
用
語
上

の
混
乱
を
も
た
ら
す

の
で
)
「
学

」

を
あ

て

る
わ
け

で
あ

る
。

要

す

る

に

「
学
」

は
方

法

に
重
点

を
置
く

か
ら
㈲

で
も

㈲

で

も

な
く

、

ま

た

い
ま
述

べ
た
よ
う

に
、

と

い

っ
て
実
証

主
義

の
や

り
方

で
も
な

い
そ
れ
以
外

の
も

の
で
あ

る
。

私

が

マ
ー

ケ
テ

ィ

ン
グ

「
学
」

と

い
う
と
き

は
、

い
ま
述

べ
た
次

元

を
考

え

て

い
る
。

し
か

し
、

そ
れ
が

具
体
的

に
ど

の
よ
う

に
定

式

化

さ
れ

る
か

に

つ
い
て
は
、

ま
だ
明

確

に
な

っ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。

仮

に

「
実

践
主
義

的
方

法
」

に
基
づ

く
も

の

と
し
て
想
定

し

て

い
る
。

ヘ

へ

「
回
答

1
」

で
述

べ
た
と

お
り
、

(狭
義
の
)
科

学

の
哲

学

に

つ
い
て
は

ポ
パ

ー

(批
判
的
合
理
主
義
)
の
立
場

を
採
用

す

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

か
し
、

科

学

の
歴
史

に

つ
い
て

は

ク
ー

ソ
の
立
場

に
立

つ
。

つ
ま
り
、

あ

る
べ
き
科

学

に

つ
い
て
は

ポ
パ

ー

の
科

学
哲

ヘ

へ

学
を
、
科

学

の
実

際

に

つ
い
て
は

ク

ー

ソ
の
パ

ラ
ダ

イ

ム
史
観

を
採

用
す

る
。

こ
れ

は
論

理
矛
盾

の
よ
う

に
見
え

る

し
、

そ
う

な

の
か
も
知

れ

な

い
が
、
私

の
現

在

の
立

場

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
解

決

を
今
後

の
課
題

と
し

た

い
。
も

っ
と
も
、

私

が

パ

ラ
ダ

イ

ム
論

議

を

こ
う
し

て
持

ち
出

す

こ
と
自
体

、
第

三
者

か
ら

み
れ
ば
、

基

本
的

に

ク
ー

ン
の
立

場

に
立

っ
て

い

る

こ
と

だ
と
思

う
。

も

っ
と

い
え
ば
、

知
識

(科
学
を
含
む
)
に
対

す

る
相
対

主

義
観

を

も

っ
て

お
り
、

こ

の
意
味

で
は
、

後

年

の

フ

ァ
イ

ヤ

ア
ー
ベ

ソ
ト

の
立
場

に
近

い

の
か
も

知

れ
な

い
。

(こ
れ
に
つ
い
て
は
当
日
の
報
告
で
は
時
間

の
都
合
で
回
答
し
て
い
な
い
。
)
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、

批
判

的
合

理
主
義

と
論

理
実

証

主

義

と

は
広
義

の
新
実

証
主
義

に
含

ま
れ

る
が
、

次

の
点

に
お

い
て
異

な

る
。

歴
史

的

に
は
、

論

理
実
証

主
義

の
境

界

設
定

基
準

の
論

理
的

矛
盾

を
指
摘

、

批
判

す

る

か
た
ち

で
批
判

的
合

理
主

義
が

登
場

し

た
。

論

理
実

証

主
義

は
、

形

而

上
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〈
回
答

4
>

学
を
排

除
す

る

こ
と

に
第

一
義
的

目

的
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

知
識

の
真

理
性

を
、

経
験

的
事

実

と

の

一
致

に
求

め
る
科

学
哲

学

を
唱

え

た
。
「
検
証

主

義
」

と
呼
ば

れ

る
よ
う

に
、

科

学

と
他

の
知
識

と

の
境

界
設

定

を
検
証

(く
ΦN雛
婁

喜

)
可

能

性

に
求

め
た
わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
批

判
的

合
理

主
義

は
、

「
反
証

主

義
」

と

い
わ
れ

る

よ
う

に
、

理
論

命
題

の

真

理

基
準

を
、
反

証

(箪

吻漆
8
江
8
)
可
能

性

に
求

め

た
。

検
証

に
代

わ

っ
て
験

証

(8
き

げ
。翼

営

)
の
概
念

を
用

い
る

の

は
こ

の
た

め

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

あ

る
命
題

が
真

で
あ

る

こ
と

が
確
定

さ

れ
る

た

め

に
は
、

い
く

ら
多

く

の
検
証

例
を
も

っ
て
し

て
も

不

可
能

な

こ
と
か
ら
、

理
論
命
題

は

い
ま

の
と

こ
ろ
反
証

さ
れ

て

い
な

い
だ
け

で
あ

っ
て
あ
く

ま

で
も
暫

定

的

な
も

の

で
あ

る
と
す

る
。
「
い
か

に
多

く

の
黒

い
ヵ

ラ

ス
の
事

例

を
わ
れ

わ
れ

が
観
察

し

た

に
し

て
も
、

こ
の
こ
と

は
、

す

べ

て

の
カ

ラ

ス
は
黒

い
、

と

い
う

結

論

を

正
当
化

す

る
も

の
で
は
な

い
。
」

(ポ
パ
ー
)
か
ら

で
あ

る
。

要
す

る

に
、

論

理
的

に
は
、

帰
納

の
原

理
を
採

用

す

る
論

理
実

証

主
義

は
批

判
的

合

理
主
義

に
よ

っ
て
論

駁

さ
れ

た
と

い
え

る
。

用
語

(概
念
)

は
誰

の
も

の
で
も
な

い
し
、

こ
れ

こ
れ

し

か
じ

か

で
な
げ

れ
ば

な
ら

ぬ
と

い
う
も

の

で
も

な

い
。

研

究

者

に
よ

っ
て
自

由

に
解

釈

さ
れ
、

使
用

さ

れ

て

い

っ
こ
う

に
か
ま

わ
な

い
。

そ

れ
ゆ

え
、

先

に
、

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン
グ
研
究

者

に
よ

る
パ

ラ
ダ

イ

ム
用
語

の
使

用

が
誤
用

で
あ

る
と

し

て
も

そ
れ

は
用
語

の
定

義

に
か

か
わ

る
問

題

で
あ

る
か
ら
論

理
的

に
は
環

末
な
事

柄

で
あ

る
、

と
述

べ
た
わ
け

で
あ

る
。

要

は
、

そ

の
用
語

の
解

釈
、

使

用
が

研
究

者

の
文
脈

の
中

で
整
合

性

を
も

っ
て

い
れ

ば

よ
い

わ
け

で
あ

る
。

し
か

し
、

一
方

に
お
い
て
研
究

者

は
、
真

空

状
態

の
中

で
研

究
活
動

を
営

ん
で

い
る
わ
け

で

は
な

い
。

研
究

者

の
発

言

は
、

そ

の
者

が

学
会

に
お

い
て
指

導

的
立

場

に
あ
れ
ば

あ

る

ほ
ど
、
他

の
研
究

者

た

ち

に
、

そ

し

て
そ
れ
ら

を
手
本

に
し
て
続
く

若
き

研
究

者

や
学

生

た
ち

に
、

ひ

い
て

は
社

会
全
体

に
影
響

を
及
ぼ
す

の

で
あ

る
。

あ

る

い
は
、

あ

る
用
語

の
誤
用

ま

た

は

レ
ト
リ

ッ
ク
的
使

用

は
、

そ

の
用

語

の
オ
リ

ジ
ナ

ル
な
専
門
分

野

の
研

究

者

た
ち

か
ら
、

そ

の

こ
と

に
気

づ

か
れ

た
時
、

軽
蔑

こ
そ
す

れ
尊

敬

さ
れ

る

こ
と

は
な

い
だ

ろ
う
。

そ
う

し
て
、

マ
ー
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〈
回
答

5
>

ケ
テ

ィ
ソ
グ
研
究

の
分
野

は
徐

々
に
全
体
と
し
て
外
部
か
ら

の
評
価
を
失
墜
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、

研
究
者
は
、
他

の
分
野

か
ら

の
用
語
、
概
念

の
導
入
に
際
し
て
極
め
て
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ん
や
、
そ
の

研
究
者
が
歴
史
研
究
を
採
用
す

る
者
や
方
法
論
を
歴
史
法
則
主
義

に
負

っ
て
い
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
ー
ー

パ
ラ
ダ

イ
ム
論

議
を
な
す
先

の
わ
が
国

の
研
究
者
は
こ
の
立
場

に
あ
る
ー

、
用
語
は
す
な
わ
ち
事
象

(の
本
質
)
の
表
現

で
あ

る

の
だ

ろ
う

か
ら
、

ま

し
て
用
語

に
対

し
て
慎

重

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
は
ず

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
意

味

か
ら
、
論

理

的

に
は
珀

末

な

こ
と
と
し

つ

つ
も

パ

ラ
ダ

イ

ム
用

語

の
使

用
を

め
ぐ

っ
て
問
題
視

し
、

と
り
あ
げ

た
わ
け

で
あ

る
。

お

っ
し

ゃ
る
と

お

り
、

報
告

内
容

の
大
半

は
、
あ

え
て
報

告
す

る

ほ
ど

の
こ
と

で

は
な

か

っ
た

の
か
も
知

れ
な

い
。

し

か

し
、

逆

に
言
え
ば

、

こ
の
分

野

の
研
究

は
、

先

進
学

科

で
あ

れ
ば

前

提

で
あ

っ
て
議

論
す

る

必
要
も

そ

の
暇
も

な

い
基

本

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

的
事
項
を
、
学
会
の
場

で
議
論
、
報
告
せ
ね
ぽ
な
ら
な

い
ほ
ど
特
異
な
段
階

に
あ

る
と
私

に
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ
以
上
の
こ
と
を
申
し
上
げ

る
必
要

は
な

い
と
思
う
。

注(
1
)

第
三
五
回
日
本
商
業
学
会
全
国
大
会

は
、
昭

和
六
〇
年

五
月

一
七
日
～

一
九
日

の
日
程
で
、
桃

山
学
院
大
学

に
て
開
催

さ
れ
た
。

(2
)

約

一
〇
年
前
、
す
な
わ
ち
第

二
六
回
全
国
大
会

(昭
和
五

一
年
)

の
統

一
論
題
は

「
マ
ー
ケ
テ

ィ
ソ
グ
理
論
の
こ
れ
か
ら

の
方
向
」
で
あ
り
、
学
会
全
体
を
あ
げ

て

マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
理
論

や

マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
研
究

の
方
法

に
つ
い
て
真
剣

に
取
組

ん
で
い
る
姿
勢

が

う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
確
認
ま
た
は
展
開

さ
れ
た

「
問

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

題
性
」
が
、
学
会

の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
そ
の
後

ど

の
よ
う

に
し
て
克

服
ま
た
は
解
消
さ
れ
て
い

っ
た
の
か
定

か
で
は
な

い
。
そ
れ
か
ら
約

一
〇
年
を
経
過

し
た
今

回
の

統

一
論
題

「流
通
研
究

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
ー

そ

の
再
検
討
と
展
開
」
と

の
差
異
は
、
世
間

で

「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と

い
う
言
葉
が
当
時
ほ
ど
騒
が
れ
な
く
な

っ
た

こ

と
を
反
映
し
て
、
単

に

「
マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ
」

が

「流
通
」

に
置
き
替
え
ら
れ
た
だ
け

で
あ

り
、
研
究
そ

の
も
の
の
深
化
と

は
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
商
業

学
会
編

『
マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
理
論
1

こ
れ
か
ら

の
方
向
』

(日
本
商
業
学
会
年
報
、

一
九
七
六
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(3
)

筆
者

の
報
告

は
、
『流
通
研
究

の
方
法
』

の

セ

ッ
シ
ョ
ソ
会
場
に
お

い
て
、
「
マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ

研
究

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
ー
i

い
ま

一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
論
議

ー

」
と

題

し
て
、

一
八
日

(土
)
午
前

一
一
時
～

=

一時

に
行
な
わ
れ
た
。

(
4
)

吉
田
忠

「
パ
ラ
ダ

イ

ム
雑
感
」
『
パ
ラ
ダ

イ

ム
再
考
』
中
山
茂
編
、

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
.房
、

一
九

八
四
年
、
三

一
頁
。
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(5
)

↓
ぎ
舅
器

ψ

閑
島
p

寒

曽
・ミ

ミ
馬
亀

憲

ミ
警

尋

ミ

ミ
§

南

↓
ぎ

q
薯

。暮

矯
。
剛
o
ぼ
溶

。
宰
霧

』

ま
蝉

(
6

)

T

・
ク

ー

ン

『
科

学

革

命

の

構

造

』

中

山

茂

訳

、

み

す

ず

書

房

、

一
九

七

一
年

、

i

頁

。

(
7

)

T

・
ク

ー

ソ
、

同

上

邦

訳

書

、

六

頁

。

(
8

)

T

・
ク

!

ソ
、

同

上

邦

訳

書

、

一
一頁

。

(
9

)

T

・
ク

ー

ン
、

同

上

邦

訳

書

、

二

頁

。

(
10

)

T

・
ク

:

ン
、

同

上

邦

訳

書

、

二

ー
1

三

貰

。

(
11

)

T

・
ク

ー

ソ
、

同

上

邦

訳

書

、

三

ー
ー

四

頁

。

(12
)

た
と
え
ば
、
伊
東
俊
太
郎

「
転
換
期

に
お
け
る
経
済
学
i

科
学
理
論
発
展
の
構
造
に
即
し
て
ー

」
『
経
済
学
の
知
性
史
的
考
察
』
(講
座
現
代
経
済
思
想
第

一
巻
)

早

坂

忠

・
伊

東

俊

太

郎

・
竹

内

啓

編

、

東

洋

経

済

新

報

社

、

一
九

七

六

年

、

と

く

に

六

七

1

ー

七

〇

頁

。

(
13

)

T

・
ク

ー

ン
、

前

掲

邦

訳

書

、

一
一
責

。

(
14

)

T

・
ク

ー

ン
、

前

掲

邦

訳

審

、

六

頁

。

(
15
)

吉

田

忠

、

前

掲

論

文

、

三

二

頁

。

(
16

)

吉

田

忠

、

同

上

。

(
17
)

T

・
ク

ー

ン
、

前

掲

邦

訳

書

、

七

頁

。

(
18
)

T

・
ク

ー

ソ
、

前

掲

邦

訳

書

、

一
〇

四

頁

。

(
19
)

T

・
ク

ー

ン
、

前

掲

邦

訳

書

、

V
頁

。

(
20
)

た

と

え

ば

、

マ

ス

タ

ー

マ

ン

に

よ

っ
て

、

ク

ー

ン

の

「
パ

ラ

ダ

イ

ム
」

は

二

一
通

り

の

異

な

っ
た

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

る

と

指

摘

さ

れ

た

。

マ

ー
ガ

レ

ッ
ト

・
マ

ス

タ

ー

マ

ソ

「
パ

ラ
ダ

イ

ム

の
本

質

」

『
批

判

と

知

識

の
成

長

』

1

・
ラ

ヵ

ト

シ

ュ
/

A

・

マ

ス
グ

レ

ー
プ

編

、

(森

博

監

訳

)

木

鐸

社

、

一
九

八

五

年

、

八

七

1

ー

一

三

〇

頁

。

竃

畦
σq
胃

。
陣
竃
器
仲
①
§

臼。
調

、.↓
冨

Z
卑
臼

。

。
{
陶

剛
胃
践

一σq
β

.、
ぎ

ぎ

器

ピ
罫

卑
霧

隅
巳

≧

碧

竃

甑

鴨
騨
話

巴

y

O
ミ

ミ

肋
ミ

黛
ミ

怖富

9

§

ミ
}

ミ

き

　§

ト

偽
薫

、
9

目
ぼ

舟

。

¢
艮
話

邑

齢判
'

一
鶏

P

唱

.
8

ー

り
P

(
21
)

↓
ぎ
日
器

卯

閑
嘗

瓢

罫

憩
ミ
亀
ミ
軸
ミ

曾
静
ミ
鷺
"
寄

§
、§

葺

N
註

a
.鵯
。巳
胃
聯q
a
.
↓
ぽ

¢
巳
く
o
邑
苗

o略
O
ぽ
琶

謬

一〇
δ
・

(
22
)

T

・
ク
ー

ン
、
前
掲
邦
訳
書
、

一
九
八
頁
。

(
23
)

T

・
ク
ー

ン
、
前

掲
邦
訳
書
、

一
九

八
頁
。

(24
)

T

・
ク
ー

ン
、
前

掲
邦
訳
書
、
一
=

三
頁
。

(
25
)

吉

田
忠
、
前
掲
論
文
、
三
四
頁
。

(
26
)

マ
ス
タ
ー

マ
ン
は
、

ク
ー
ソ
の

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
」
が
一
二

通

り
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
指
摘

し

つ
つ
、
自
ら
そ
れ
ら
を
三

つ
の
主
要

な
グ

ル
ー
プ

に
分
け
た
。

第

一
は

「
形
而
上
的
パ
ラ
ダ

イ
ム
」

ま
た
は

「
メ
タ

・
パ
ラ
ダ

イ

ム
」
で
あ
り
、
第
二
は

「社
会
学

的
パ

ラ
ダ

イ

ム
」
で
あ

り
、
第
三
は

「
人
工
物

パ
ラ
ダ

イ

ム
」
ま
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た

は

「
構

成

的

パ

ラ

ダ

イ

ム
」

で
あ

る

。

マ
ー

ガ

レ

ッ
ト

・
マ

ス

タ

ー

マ

ン
、

前

掲

邦

訳

書

、

九

七

-

九

八

頁

。

憲

p
お
母
9

ζ

婁

o
琶

窪

瞳
魯

噌

"
費

算

①
μ

(
27

)

K

.
R

・
ポ

パ

ー

『
科

学

的

発

見

の

論

理

』

(
上

)
、

大

内

義

一

・
森

博

訳

、

恒

星

社

厚

生

閣

、

一
九

七

一
年

、

三

〇

頁

。

(
28

)

T

・
ク

:

ン

「
発

見

の

論

理

か

研

究

の

心

理

学

か
」
、

1

・
ラ

ヵ

ト

シ
/

A

・

マ

ス
グ

レ

ー
プ

編

、

前

掲

邦

訳

書

、

一
五

頁

。

↓
げ
o
目
器

内
島

P

.、ピ
o
唯
。

9

9

甲

8

話

鑓

母

唱
昌
畠

9
。
題

。
h
切
霧
Φ
餌
誘
F
..
ヨ

囲・
『

訂

齢8

帥
巳

♪
.
ζ

臣

αq
諺

ぐ
①

巴

2

§

.

9
ご

掌

9

(
29

)

1

.
ラ

ヵ

ト

シ

ュ

「
反

証

と

科

学

研

究

プ

ロ
グ

ラ

ム

の

方

法

論

」
、

1

・
ラ

ヵ

ト

シ

ュ
/

A

・

マ

ス
グ

レ

ー

プ

編

、

前

掲

邦

訳

書

、

一
三

一
I

l

二

七

八

頁

。

穿

器

冨

訂

δ
ジ

.哨
。。
置

b
婁

δ
鵠

・
巳

竃

①
窪
a

。
葺

嘱

。
h
ω
6
歪

監

。

幻
①
の
①
山
「
昏

牢

。
αq
冨
白
ヨ
β

、.
ヨ

戸

訂

訂

榊8

自
巳

鋭

ζ

臣

鵯
帥
話

a

y

曇

ら
曇

峯

り
一
-
一
㊤
9

(
30

)

P

。
K

.
フ

ァ

イ

ヤ

ア

ー

ベ

ン

ト

①

「
専

門

バ

カ

へ

の

慰

め
」
、

1

・
ラ

カ

ト

シ

ュ
/

A

・

マ

ス
グ

レ
ー

プ

編

、

前

掲

邦

訳

書

、

二

七

九

-

三

二

二

頁

。

評

巳

閏
畠
①冨
げ
Φ巳
・
、、ρ
)鵠
9
鉾
δ
話

{。
二

幕

ω
雇

睡践

。。酔㌔
、
ぎ

轡

冨
訂
δ
。・
窪
臨
》
・
ζ
島
四
笛く
Φ
a
2

愚
・
ら
舞
噛
噂
ヤ
6
甲
N
ω
ρ

②

『
方
法

へ
の
挑
戦
』

村
上
陽

一
郎

・

渡
辺
博
訳
、
新
曜
社
、

一
九
八

一
年
。
③

『
自
由
人

の
た
め
の
知
』
村
上
陽

一
郎

・
村
上
公
子
訳
、

新
曜
社
、

一
九
八
二
年
。

(
31
)

1

・
ラ

カ
ト

シ

ュ
、
前
掲
論
文
。
闘幽
ご
薯
曳
。ψ

Q
世

藁

.

(32
)

ラ
カ
ト
シ

ュ
は
次

の
と
お
り
い
う
。

「
テ
ス
ト

の
矢
面

に
立

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、

ま
た

こ
う
し
て
強
化
さ
れ
た
核
を
守
る
た
め
に
調
整

さ
れ
た
り
再
調
整

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
す

っ
か
り
取
り
替
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
補
助
諸
仮
説
か
ら
成

る
こ

の
防
護
帯
な

の
で
あ
る
。」

1

・
ラ
カ
ト
シ

ュ
、

前
掲
邦
訳

君

(論
文
)
、

一
九

一
頁
。

[

ピ
算
母
。p

匙
9
ミ

・"
℃
・
一ω
ω
.

(33
)

「
世
界
1
」
、
「
世
界
2
」
、
「
世
界
3
」
と

い
う

考
え
方
は
、
ポ
パ
ー
が
唱

え
た
も

の
で
あ

る
。
要

点

に
の
み
注
目

し
て
整
理
づ
け
る
な
ら
、
次

の
と
お
り

に
な
る
。

世
界

1

(第

一
世
界
)
…
…
物
理
的
対
象
ま
た
は
物
理
的
状
態

の
世
界
。

世
界

2

(第
二
世
界
)
…
…
意
識

の
状
態

ま
た
は

心
的
状
態
、
ま
た
は
行
動

性
向

の
世
界
。

世
界

3

(第
三
世
界
)
…
・:
思
惟

の
、
と
り
わ
け

科
学

お
よ
び
詩
的
思
考

と
芸
術
作
品

の
、
客
観
的
内
容

の
世
界
。

K

.
R

・
ポ
パ

ー

『
客
観

的
知
識
』
森
博
訳
、
木

鐸
社
、

一
九
七
四
年
、

一
二
三
頁
。

(
34
)

大
谷
隆
剥

「後
衛

の
科

学
史
」
『
科
学
史

の
哲

学
』
村
上
陽

一
郎
編
、
朝
倉

講
店
、

一
九

八
〇
年

、
第
二
章

、
と
く
に
四
七
頁
。

(35
)

荒
川
祐
吉

「
マ
ー
ヶ
テ

ィ
ン
グ
論
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
展
開
と
そ

の
問
題
性
」
『
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ン
グ

・
サ
イ

濫
ン
ス
の
系
譜
』

千
倉
書
房
、

一
九

七
八
年

、
二
八
三
頁
。

(
36
)

田
村
正
紀

「流
通

シ
ス
テ
ム
編
」
『
日
本
流
通
研

究

の
展
望
』
田
村
正
紀

・
石
原
武
政
編
、
千
倉

書
房
、

一
九
八
四
年
、

一
ー
二
頁
。

(
37
)

器

。
訂

己

㍗

ロロ
臼
αq
§

r

.、ζ
・
昂

。
茸

αq

器

穿

6
訂

昌
σq
ρ
.、
腎

§

ミ

ミ

さ

蕃

ミ

蹟

℃
<
。
ド

ω
⑩

(0
9

げ
・
二

㊤
謡

)
・
暑

.
器

1

ρ

(
38
)

訂

趣

一
・
菊
。
・・窪

げ
①
頭

..渕
Φ
馨

δ
巳
お

竃

罠

巴

謁

竃

帥
鵠

αq
①
ヨ
魯

二

。
二

冨

Z
睾

評

「巴

貫
ヨ

卑

。
㌔
.
〉

譲

實

℃
§

①
巨
註

缶
=

9

芝

自
訂

ぎ

唱
。
肱

・≧

8
ヨ

豊

ぎ

勺
震
巴

陣αq
ヨ

写

竃
鍵

冨

葺

αq
"
..
ω
智

旨
呂
H
巴

ξ

》
ヨ
鼠

$

竃
母
犀
Φ
含

αq

>
。・
。・a

p・
二
8

凶
巳

G
巳
く
。
邑

蔓

。
{
菊
げ
a

①

匠

碧

F

一
㊤
。。
ω
引

(
こ

の
資

料

は

、

関

東

部

会

に

ロ

ー

ゼ

ン
バ

ー
グ

が

講

演

に

来

た

際

に

配

布

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。
)

(
39

)

中

山

茂

「
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

の
展

開

」
、

中

山

茂

編

、

前

掲

書

、

七

頁

。

(
40
)

K

・
R

・
ポ

パ

ー

『
推

測

と

反

駁

』

藤

本

隆

志

・
石

垣

壽

郎

・
森

博

訳

、

法

政

大

学

出

版

、

一
九

八

〇

年

、

一

一

一
頁

。



(41
)

『
哲
学
辞
典
』

(平
凡
祉
、
二
二
八
頁
。
)
に
よ
れ
ば
、
学

鍵

茨
①鵠
。訂
ε

に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
解
釈
が
み
ら
れ
る
。
「学

と
は
体
系
化
さ
れ
た
知
識

で
あ
る
。
知

識

が
体
系
性

を
も

つ
と
き

は
学
と
よ
ば
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
し
た
が

っ
て
学
は
必
ず

し
も
科
学
を
意

味

し
な

い
。
ド

イ
ツ
語

の

芝
凶羅

コ
鴇
ゲ
魯

は

こ
の
体
系

性
を
も

っ

と
も
よ
く
示

し
て

い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ

ス
、

フ
ラ
ン
ス
語

の

鷲
貯
昌需

は
こ
の
点

に
つ
い
て
や

や
狭

い
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

…
…
≦

一馨

ロ
8
訂
津

に
は
こ
の
よ
う
な
意
味

の
か
た
よ
り
は
な
く
、
そ

れ
は
い

っ
さ
い
の
体
系
的
知
識

を
意
味

し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
学

は
哲
学

と
科
学
と
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
・
」

(42
)

拙
稿

「
マ
ー
ヶ
テ

ィ
ア
グ
学

の
生
誕

へ
向
け

て
」
『商
経
論
叢
』
(神
奈
川
大
学
経
済
学
会
)
第

一
九
巻
第
四
号
、

一
九
八
四
年
、
六
六
ー
1

一
〇
九
頁

を
参
照
さ
れ

た
い
。

(43
)

荒

川
袖
吉

、
前
掲
書

、
二
八
兀
頁
。

(44
)

拙
稿
、
前
掲
論
文
、

一
〇
二
頁
。

(45
)

村
上
泰
亮

『産
業
社
会

の
病

理
』
中
央
公
論
祉

、

一
九

七
五
年
。

と
り
わ
け
二
二
〇
1
ー
一
ご
一七

頁
。

(
46
)

拙
稿

「
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ソ
グ
管

理
論

の
理
論
枠
組

と
方
法
論
的
意
義
」
『商
経
論
集
隔

(早
稲

田
大
学

商
学
研
究
科
)
第

四
　二
号
、

一
九
八
二
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

※
本
稿

の
全
体
を
通

じ
て
、
引

用
箇
所

の
傍
点
は
筆
者

の
加
筆

に
よ
る
。

〔
付

記
〕

。
報
告

の
際
、
討
議

の
司
会

と

ロ
メ
ソ
テ
イ

タ
ー
を
し
て

い
た
だ

い
た
原

田
俊

夫
教
授

(早

稲

旧
大
学
)
に
は
、

こ
の
場
を
借
り

て
感
謝
申

し
上
げ

る
。

。
本
稿

か
ら

「
プ

ロ

ロ
ー
グ
」
と

「
エ
ピ

ロ
ー
グ
」
を
削

除
し
、
さ
ら

に
ダ
イ

ジ

ェ
ス
ト
し
た
も

の
を
日
本
商
業
学
会
年
報

(
一
九
八
五
年
度
版
)

に

掲
載

し
た
。
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