
パラダイムでたどる科学の歴史

1415

第1章 「科学」と「科学史」をどう読むか

先
輩
の
仕
事
を
ま
ね
て
い
る
だ
け
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
は
評
価
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
う
っ
か
り
す
る
と
剽
ひ
ょ
う

窃せ
つ

だ
と
い

う
そ
し
り
を
受
け
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
科
学
、
と
く
に
近
代
科
学
は
し
っ
か
り
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
に
し
っ
か
り
し
た
伝
統
を
つ
く
り
上

げ
て
い
き
ま
し
た
。
通
常
科
学
は
先
輩
の
剽
窃
で
は
な
く
、
新
し
い
も
の
を
そ
の
知
識
の
体
系
に
付
け
加
え
る
立

派
な
仕
事
で
す
。そ

も
そ
も
科
学
と
は
何
か
？

科
学
史
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
史
）
の
解
説
に
入
る
前
に
、
科
学
史
や
科
学
を
考
え
る
と
き
に
つ
き
も
の
の
い
く
つ
か

の
言
葉
（
用
語
あ
る
い
は
概
念
）
の
説
明
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
本
書
の
編
集
部
の
面
々
か
ら
私
に
寄

せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
編
集
部
の
人
が
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
読
者
の
方
々
も
疑
問
に
思
っ
て
い
る
可

能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

最
初
に
問
わ
れ
た
の
は
、「
科
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
科
学
者
の
素
養
を
持
つ
科
学
史
を
専

門
と
す
る
科
学
史
家
で
す
。
ふ
つ
う
科
学
史
家
は
科
学
の
定
義
な
ど
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、

科
学
の
定
義
は
常
に
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
、
と
い
う
の
が
科
学
史
家
の

考
え
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
は
じ
め
か
ら
定
義
し
て
し
ま
う
と
、
科
学
と
い
う
も
の
が
固
定
し
て
し
ま
っ
て
、
そ

の
歴
史
的
な
発
展
が
つ
か
み
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
ま
ず
い
の
で
す
。

2
0
0
〜
3
0
0
年
前
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
発
展
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
再
興
し
、
現
代
の
科
学
に
つ

な
が
る
も
の
だ
け
、
つ
ま
り
西
洋
科
学
だ
け
が
科
学
と
い
え
る
、
と
い
う
定
義
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
を

科
学
と
定
義
す
れ
ば
、
そ
う
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
他
の
知
的
活
動
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
最
近
で

は
そ
れ
以
外
の
時
代
や
地
域
に
も
同
じ
よ
う
な
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。だ

か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
科
学
を
定
義
し
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
科
学

と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
科
学
は
違
う
も
の
で
す
し
、
そ
の
定
義
も
違
っ
て
い
い
は
ず
な
の
で
す
。

「
科
学
と
は
伝
達
で
き
る
知
識
」で
あ
る

そ
も
そ
も
定
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
厳
密
に
意
識
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
で
も
、
と
く

に
文
科
系
の
人
で
は
、「
科
学
的
」
と
い
う
言
葉
を
「
合
理
的
」
と
い
う
言
葉
と
ほ
と
ん
ど
区
別
な
し
に
使
っ
て

い
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
も
結
構
な
数
の
人
が
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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第1章 「科学」と「科学史」をどう読むか

も
っ
と
も
、「
合
理
的
」
と
い
う
の
は
、「
科
学
的
」
と
は
や
は
り
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
孔
子
の

『
論
語
』
の
中
に
「
怪
力
乱
神
ヲ
語
ラ
ズ
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
怪
し
げ
な
オ
カ
ル
ト
的
な
も
の
は
問
題

に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
な
ど
は
儒
教
の
持
つ
非
常
に
「
合
理
的
」
な
性
格
を
示
す
も
の
で
は
あ
り

ま
す
が
、「
科
学
的
」
と
ま
で
は
い
い
切
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
科
学
の
定
義
は
時
代
に
よ
り
場
所
に
よ
り
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
す
の
で
、
全
部
の
科
学
に
共
通

す
る
定
義
が
「
こ
れ
だ
」
と
は
な
か
な
か
い
え
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
私
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
上
を
伝
達
さ
れ
る

歴
史
（
科
学
史
）
を
研
究
す
る
者
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
定
義
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、「
科
学
と
は
伝
達
で
き
る
知
識
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
伝
達
で
き
る
」
と
い
う
限
り

は
、「
伝
達
で
き
な
い
」
知
識
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
孔
子
の
『
論
語
』
の
話
で
例
に
あ
げ
た
「
神
が
か
り

の
も
の
」
な
ど
は
必
ず
し
も
伝
達
で
き
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。『
論
語
』
の
世
界
が
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
科
学

的
と
ま
で
は
い
い
切
れ
な
い
と
し
た
の
は
、
こ
の
私
流
の
科
学
の
定
義
に
よ
っ
て
判
断
し
た
結
果
な
の
で
す
。

儒
教
の
仁
、
義
、
礼
、
知
、
信
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
主
徳
は
、
必
ず
し
も
正
確
に
伝
達
で
き
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
科
学
と
い
う
の
は
、
誰
で
も
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
理
解
で
き
る
も
の
で
す
。
科

学
の
定
義
は
し
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
知
識
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
科
学
が
扱
う
対

象
は
多
く
は
モ
ノ
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
義
的
に
定
義
で
き
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ
た
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
論
（
相
対
性
理
論
）
と
い
え
ば
、「
わ
か
ら
な
い
」
の
が
通
り
相
場
の
よ
う
に
い
わ


