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著
書
お
よ

び
論
文

ω
著
　
　
書

　
一
、
科
学
革
命

　
二
、
哲
学
論
集

　
三
、
科
学
革
命
の
新
研
究

　
四
、
　
↓
七
世
紀
科
学
革
命
の
形
成
と
そ
の
諸
問
題

　
五
、
科
学
の
精
神

　
六
、
近
代
科
学
の
起
源

　
七
、
自
然
科
学
史

　
八
、
ニ
　
ュ
　
ー
ト
ン

　
九
、
科
学
史
夜
話
　
－
科
学
の
古
典
へ
の
招
待
1

②
論
　
　
文

　
一
、
　
「
プ
リ
ン
ピ
キ
ア
」
初
版
に
つ
い
て

　
こ
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

　
三
、
フ
ッ
ク
と
ニ
ュ
ー
ト
ン

　
四
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
源
流
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弔

辞

中

村

正

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
死
者
を
と
む
ら
う
弔
詞
を
、
私
よ
り
も
十
年
も
若
い
荻
原
君
霊
前
で
述
べ
る

こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
ま
こ
と
に
感
無
量
で
あ
り
ま
す
。

　
想
え
ば
君
と
の
出
会
い
は
も
う
二
十
五
年
く
ら
い
ま
え
の
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
か
。
不
思
議
な
縁
で
、
君
の
近
大
へ
の
就
任
に
さ
い
し
て
、
私
は
ま
っ
た

く
未
知
の
君
の
名
目
上
の
推
薦
者
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
君
と

の
、
出
会
う
こ
と
は
少
な
く
て
も
離
れ
る
こ
と
の
な
い
、
「
星
の
友
情
」
が
は

じ
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
し
だ
い
に
君
と
の
交
際
を
と
お
し
て
、
君
が
類
い
稀
な
研
究
者
に
し

て
生
活
者
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
君
に
お
い
て

は
、
研
究
と
生
活
と
が
ま
さ
に
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
知

る
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
故
田
辺
元
先
生
に
お
い
て
だ
け
前
例
を
見
い
だ
す
こ
と
の

で
き
る
こ
と
で
し
た
。
研
究
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
全
生
活
を
そ
れ
に
向
け
て
制

御
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
云
う
は
易
く
、
行
な
う
は
難
い
こ
と
で
あ

り
、
田
辺
先
生
の
よ
う
な
例
は
空
前
絶
後
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
絶
後
で
な
い
こ
と
を
荻
原
君
が
実
証
し
て
く
れ
ま
し
た
。
君
は
ま
さ
し

く
大
学
教
授
の
典
型
と
い
う
に
値
す
る
人
で
し
た
。

　
君
と
の
対
話
で
、
記
憶
に
残
る
こ
と
ば
は
多
々
あ
り
ま
す
。
君
が
何
気
な
く

「
先
月
は
サ
ラ
リ
ー
の
半
分
以
上
、
本
を
買
い
ま
し
て
ね
」
と
平
然
と
語
る
の

を
聞
い
た
と
き
な
ど
、
私
は
驚
か
さ
れ
も
し
ま
し
た
が
、
ま
た
畏
敬
の
念
を
禁

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
発
言
の

背
後
に
は
、
冬
に
も
平
気
で
夏
服
を
着
用
し
て
い
た
君
の
生
活
を
見
て
い
た
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
後
者
の
面
か
ら
だ
け
し
か
観
察
さ
れ
な
い
と
き
、
君
は

世
俗
的
に
は
多
少
奇
人
と
見
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
前
者
の
面
を
知
る

私
に
は
、
君
は
や
は
り
偉
大
と
映
り
ま
し
た
。
現
在
、
君
の
邸
宅
に
残
さ
れ
て

あ
る
三
万
冊
の
蔵
書
は
そ
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

、
君
が
全
力
を
あ
げ
て
究
明
し
た
近
代
科
学
の
形
成
が
現
代
人
の
生
活
を
根
底



か
ら
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
に
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
近
代
科
学
は
近
世

の
歴
史
に
お
い
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
歴

史
的
社
会
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
が
或
る

意
味
で
は
、
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
出
来
事
で
あ
っ
た
が
、
近
代
科
学
は
汎
世
界

的
事
件
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
科
学
革
命
の
説
を
、
君
が
熱
情
を
こ
め
て
説

く
の
を
十
数
年
ま
え
に
聞
い
た
と
き
、
思
想
史
研
究
の
異
な
る
局
面
に
取
り
く

ん
で
い
た
私
に
も
、
君
の
立
言
の
真
理
性
は
容
易
に
理
解
し
う
る
こ
と
で
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
そ
の
も
の
も
、
し
だ
い
に
理
解
と
共
感
と
の

輪
を
ひ
ろ
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
君
が
類
い
稀
な
研
究
生
活

を
と
お
し
て
遺
し
た
、
「
科
学
の
精
神
」
、
「
近
代
科
学
の
起
源
』
、
「
ニ
ュ
ー
ト

ン
』
、
「
科
学
史
夜
話
」
等
の
著
書
が
多
数
の
読
者
に
む
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
こ
と
を
立
証
し
て
余
り
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
君
は
ま
た
、
た
だ
「
研
究
の
鬼
」
と
い
う
い
わ
ば
、
ハ
ー
ド
な
一
面
性
の
人

に
つ
き
ず
、
い
は
ば
ソ
フ
ト
な
「
詩
人
の
鬼
」
を
も
っ
た
人
で
し
た
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云

と
は
、
君
の
著
書
の
中
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
や
劇
の
こ
と
ば
が
示
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
教
え
子
た
ち
へ
の
あ
た
た
か
い
指
導
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ヒ
ト

も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
に
o
o
耳
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。
語

義
辞
典
に
よ
り
ま
す
と
、
「
つ
く
り
も
の
で
な
い
」
、
「
ま
じ
り
け
の
な
い
」
、

「
い
つ
わ
り
の
な
い
」
、
「
真
実
の
」
、
「
ほ
ん
も
の
の
」
等
を
意
味
す
る
形
容
詞

と
し
て
説
明
ぎ
れ
て
い
ま
す
。
人
工
甘
味
料
だ
ら
け
の
戦
時
中
、
砂
糖
だ
け
の

甘
い
シ
ル
コ
な
ど
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
と
き
な
ど
、
そ
の
味
と
と
も
に
、
そ
れ

を
つ
く
っ
て
く
れ
た
人
の
心
情
に
ほ
っ
と
し
た
も
の
で
し
た
。
私
は
荻
原
君
に

出
合
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
人
生
の
甘
露
と
し
て
、
ほ
っ
と
し

た
者
で
す
。
終
り
に
、
君
の
さ
い
こ
の
著
書
「
科
学
史
夜
話
」
に
引
用
さ
れ
て

い
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
こ
と
ば
を
孫
引
し
て
、
こ
の
弔
辞
の
結
び
と
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
「
誰
か
知
る
こ
の
世
の
生
は

　
　
死
に
ほ
か
な
ら
ず

　
　
死
こ
そ
　
げ
に
　
生
な
ら
ず
や
」


