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本
博
士
学
位
請
求
論
文
（
以
下
、
本
論
文
）
は
、
昭
和
初
期
に
活
動
し
た
文
学
者
た
ち
が
、
理

論
物
理
学
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
領
域
の
学
術
的
知
見
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ま
た
そ
こ
に
ど

の
よ
う
な
思
考
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
総
合
的
な
表
現
営
為
の
あ
り
よ
う
を

解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
モ
ダ

ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
時
代
思
潮
の
な
か
で
、
先
鋭
的
な
感
度
を
持
っ
た
文
学
者
や
芸
術
文
化
の
担

い
手
た
ち
が
、
こ
ぞ
っ
て
理
論
物
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
自
然
科
学
へ
と
着
目
し
、
そ
こ
に

ひ
と
つ
の
潮
流
を
築
き
上
げ
て
い
た
こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
概
し
て

一
過
性
の
流
行
現
象
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
現
状
そ
の
方
法
論
的
な
探
究
が
充
分
に

考
察
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
「
科
学
」
と
「
文
学
」
を
媒
介
す
る
書
き
手
た
ち
の
問
題

意
識
の
実
質
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
双
方
の
領
分
を
横
断
す
る
言
説
空
間
の
総
体
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
論
文
で
は
、
昭
和
初
期
の
論
壇
・
文
壇
へ
と
分
け
入
っ
て
い
き
、
同
時
代
の
文
学
場
に
お
け

る
自
然
科
学
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
眼
か
ら
は
一
括
り
に
み
な
さ
れ
て

し
ま
い
が
ち
な
「
科
学
」
的
な
も
の
の
諸
相
を
、
通
時
的
・
共
時
的
に
問
い
な
お
す
こ
と
を
試
み

る
。
以
降
、
本
論
で
は
「
科
学
」
と
「
文
学
」
の
か
か
わ
り
を
単
に
一
方
向
的
な
手
段
‐
目
的
の

関
係
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
双
方
を
含
み
込
ん
だ
総
体
的
な
文
化
現
象
と
し
て
再
定
位
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
い
。

本
論
文
は
、
全
三
部
八
章
に
序
論
・
結
論
を
加
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
論
で
は
、
ま
ず
近

代
自
然
科
学
の
成
立
と
展
開
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
な
背
景
を
概
観
し
た
う
え
で
、
二
〇
世
紀
物
理

学
に
お
い
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
七
世
紀
以
降
の
理
論
物
理
学
史
上
に
お
い
て
き

わ
め
て
稀
な
こ
と
に
、
理
論
知
が
実
践
知

、
、
、
、
、
、
、
を
超
脱
す
る
か
た
ち
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
特
異
な

、
、
、
分、

野、
で
あ
っ
た

、
、
、
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
相
対
性
理
論
や
量
子
力
学
の
考
え
方
に
お
い
て
、
私
た

ち
が
素
朴
に
感
得
す
る
経
験
的
な
尺
度
は
全
く
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
こ
に
介
在
し
て
い
る
の
は
、

自
然
科
学
の
方
法
論
に
包
含
さ
れ
る
学
術
的
な
問
題
系
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
種
の
解
釈
学

的
な
（
＝
出
来
事
や
法
則
の
理
解
の
仕
方
に
か
か
わ
る
）
問
題
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
昭
和
初
期

の
文
学
者
た
ち
は
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
創
造
的
表
現
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
昭
和
初
期
文
壇
の
な
か
で
理
論
物
理
学
の
学
術
的
知
見
が
初
め
て
本
格
的
に
援
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義
科
学
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
機
械
論
・
唯
物

論
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
素
朴
実
在
論
に
支
え
ら
れ
た
唯
物
思
想
の
立
場
を
前
提
に
し
て

み
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
科
学
と
結
び
つ
か
な
い
理
論
物
理
学
の
成
果
は
一
括
り
に

断
罪
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
だ
が
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
、
従
来
の
素
朴
実
在
論
に
支
え
ら
れ
た

古
典
物
理
学
と
並
存
す
る
か
た
ち
で
、
そ
の
存
立
機
制
を
問
い
な
お
す
よ
う
な
現
代
物
理
学
の
萌

芽
が
同
時
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
科
学
を
は
じ
め
と
し
た
単

一
の
思
想
潮
流
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
多
層
的
な
厚
み
が
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
重
層
性
を
圧
縮
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
抽
出
し
て
み
る
こ
と
は
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
い
う
時
代
に
お
け
る
総
合
的
な
言
説
空
間
の
あ
り
よ
う
を
描
き
出
す
た
め
の
大
き
な
一
歩
と

な
る
だ
ろ
う
。

第
一
部
で
は
、
個
別
の
作
家
・
作
品
に
分
け
入
っ
て
内
在
的
に
考
察
を
展
開
す
る
足
が
か
り
と

し
て
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
活
動
の
あ
り
方
を
枠
づ
け
て
い
た
思
潮
動
向
に
焦
点
を
当
て
て
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論
じ
て
み
た
い
。

第
一
章

「
「

科
学
的
精
神
」
の
修
辞
学

―
一
九
三
〇
年
代
の
「
科
学
」
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
で
は
、

一
九
三
〇
年
代
を
中
心
に
「
科
学
的
精
神
」
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
た
言
説
群
を
跡
づ
け
て
い

く
こ
と
で
、
「
科
学
的
精
神
」
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
表
現
の
あ
り
方
が
、
同
時
代
の
文
化
・
社

会
情
勢
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
磁
場
の
も
と
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
成
立
と

変
転
の
諸
相
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
、
専
門
知
と
し
て
の
「
科
学
」
の
領
分
に
「
科
学

的
精
神
」
と
い
う
修
辞

レ
ト
リ
ッ
ク

が
施
さ
れ
る
こ
と
で
、
両
者
の
包
摂
す
る
概
念
圏
域
を
不
可
避
的
に
混

淆
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
言
説
の
力
学
が
、
お
の
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。こ

の
章
で
の
目
的
は
、
論
壇
・
文
壇
・
科
学
者
共
同
体
に
お
け
る
論
者
た
ち
の
意
向
が
、
相
互

に
交
響
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
思
想
圏
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
論
の
様
態
が
、
互
い
に
緊
張
関
係
を
切
り
結
ぶ
瞬
間
を
描
き
出
す

こ
と
に
あ
る
。
各
々
の
論
者
た
ち
は
、
「
科
学
的
精
神
」
と
い
う
表
現
を
戦
略
的
に
駆
使
し
つ
つ

も
、
そ
の
表
現
自
体
が
織
り
な
す
場
の
力
に
翻
弄
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
時
代
の
言
論
環
境

に
お
い
て
、
議
論
の
土
台
と
な
る
は
ず
の
「
知
」
の
制
度
が
、
複
数
の
言
表
行
為
の
な
か
で
協
同

的
に
構
築
さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
協
同
性
を
突
き
崩
し
て
し
ま
う
よ
う
な
亀
裂
を
抱
え
込

ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
導
か
れ
る
考
察
は
、
一
九
三
五

年
前
後
の
「
偶
然
文
学
論
争
」
が
、
つ
い
に
生
産
性
の
あ
る
議
論
へ
と
帰
着
し
な
か
っ
た
こ
と
の

理
由
に
つ
い
て
も
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
視
座
を
提
示
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
章

「
「

現
実
」
ま
で
の
距
離

―
石
原
純
の
自
然
科
学
的
世
界
像
を
視
座
と
し
て
」
で
は
、

大
正
後
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
文
壇
・
論
壇
で
広
く
活
躍
し
て
い
た
理
論
物
理
学
者
で
あ

る
石
原
純
の
論
説
を
検
討
す
る
。
石
原
に
よ
れ
ば
、
近
代
自
然
科
学
に
お
け
る
現
実
概
念
と
は
、

人
び
と
の
内
在
的
な
経
験
の
な
か
で
「
世
界
形
像
」
と
し
て
「
統
一
」
化
さ
れ
る
ま
で
の
心
的
過

程
に
お
い
て
出
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
私
た
ち
の
現
実
認
識
も
ま
た
、
そ
う
し
た
「
抽

象
」
＝
「
綜
合
」
化
の
機
制
に
よ
っ
て
知
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
芸
術
活
動
に
お
け
る
現
実
認
識
に
も
敷
衍
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
石
原
は

「
科
学
」
の
み
な
ら
ず
「
文
学
」
の
領
域
に
お
い
て
も
ま
た
、
新
し
い
現
実
概
念
を
め
ぐ
る
記
述

作
法
の
必
要
性
を
繰
り
返
し
講
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
石
原
独
自
の
「
科
学
」
論
な
い
し
「
芸
術
」
論
は
、
一
九
三
五
年
前
後
の
文
壇
・

論
壇
に
お
い
て
巻
き
起
こ
っ
た
諸
々
の
論
争
の
理
論
的
な
基
盤
を
下
支
え
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
や
中
河
與
一
の
「
偶
然
文
学
論

」
、

さ
ら
に
は
同
時
代
歌
壇
に
お

け
る
「
現
実
主
義
論
争
」
な
ど
を
並
行
的
に
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
ナ
イ
ー
ヴ

に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
現
実
概
念
に
対
す
る
認
識
布
置
の
転
換
を
促
す
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
了

解
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
総
じ
て
、
石
原
が
考
究
し
つ
づ
け
た
「
現
実
を
新
た
に
創
造
す
る
た
め
の

方
法
」
と
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、

こ
の
時
期
の
文
学
者
た
ち
の
活
動
の
な
か
で
、
単
な
る
知
的
な
装
飾
と
し
て
二
〇
世
紀
物
理
学
の

学
術
的
知
見
が
援
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
の

様
相
と
同
時
代
の
科
学
的
方
法
論
が
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も

な
っ
て
い
よ
う
。
今
日
の
文
学
研
究
に
お
い
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
そ
れ
ら
の
影
響
関
係

の
実
態
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
、
以
降
の
各
論
の
土
台
を
な
す
部
分
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
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第
二
部
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
「
文
学
」
と
「
科
学
」
が
有
機

的
な
交
錯
を
果
た
し
た
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
、
新
感
覚
派
の
旗
手
と
し
て
名
高
い
横
光
利
一
と

理
論
物
理
学
の
交
錯
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

第
三
章
「
新
感
覚
派
の
物
理
主
義
者
た
ち

―
横
光
利
一
と
稲
垣
足
穂
の
「
現
実
」
観
」
で
は
、

と
も
に
新
感
覚
派
の
一
員
と
し
て
括
ら
れ
る
横
光
利
一
と
稲
垣
足
穂
が
、
理
論
物
理
学
の
学
術
的

知
見
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
受
容
の
道
筋
を
た
ど
り
な
お
す
こ

と
で
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
両
者
の
世
界
認
識
の
差
異
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
横
光
の
理

論
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
の
論
説
「
感
覚
活
動
」
で
展
開
さ
れ
る
人
び
と
の
認
識
作
用
を
仲
立

ち
と
し
た
主
観
‐
客
観
の
運
動
図
式
は
、
科
学
思
想
史
の
領
域
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る

Ｅ
・
マ
ッ
ハ
の
現
象
論
的
物
理
学
と
親
和
性
が
高
い
。
こ
こ
か
ら
、
新
感
覚
派
時
代
の
横
光
の
方

法
論
的
な
功
績
を
、
あ
る
種
の
形
而
上
学
批
判
（
＝
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た

「
実
体
」
な
る
も
の
の
否
定
）
と
し
て
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
同
時
代
の
足
穂
は
、
む
し
ろ
二
〇
世
紀
物
理
学
に
お
け
る
Ａ
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
一
般
相
対
性
理
論
と
親
和
性
を
持
つ
よ
う
な
時
空
間
表
象
の
遊
動
性
に
眼
を
配
っ
て
い
た
。
横

光
の
拘
泥
し
た
認
識
論
的
な
問
題
系
に
は
興
味
を
示
さ
ず
、
足
穂
は
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
超
え
出

よ
う
と
す
る
無
数
の
存
在
様
式
と
し
て
の
異
世
界
の
姿
に
思
い
を
馳
せ
た
。
言
わ
ば
、
足
穂
に
と

っ
て
理
論
物
理
学
と
は
、
現
象
世
界
の
多
元
的
な
様
相
を
肯
定
す
る
た
め
の
思
弁
的
な
橋
頭
堡
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
両
作
家
の
方
法
意
識
の
隔
た
り
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
学
活
動
を
よ
り
立
体
的
に
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
。

第
四
章
「
観
測
者
の
使
命

―
『
雅
歌
』
に
お
け
る
物
理
学
表
象
」
で
は
、
横
光
の
な
か
で
本

格
的
に
「
心
」
＝
「
内
面
」
の
問
題
と
「
科
学
」
の
問
題
が
結
び
合
わ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の

作
品
と
し
て
、
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
長
編
小
説
『
雅
歌
』
を
検
討
す
る
。
『
雅
歌
』
の
本

文
は
、
当
初
『
報
知
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
初
出
版
と
、
横
光
の
死
後
す
ぐ
に
刊
行
さ
れ
た
改
造

社
版
『
横
光
利
一
全
集
』
に
所
収
の
全
集
版
と
の
あ
い
だ
に
、
少
な
く
な
い
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。

そ
の
修
正
箇
所
を
注
意
深
く
追
っ
て
み
る
と
、
初
出
版
に
比
べ
て
全
集
版
の
語
り
で
は
、
明
ら
か

に
羽
根
田
の
「
物
理
学
者
」
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
全
体
の
よ
そ
お

い
も
ま
た
新
た
に
再
調
律
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
後
年
に
施
さ
れ
た
修
正
で

あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
科
学
」
的
な
も
の
へ
の
指
向
性
は
、
初
め
の
連
載
時
点
で
す

で
に
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
観
測
者
と
し
て
の
羽
根
田
の
言
動
に
は
、
同
時

代
の
横
光
が
直
面
し
て
い
た
認
識
論
的
な
躓
き
が
、
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、

ひ
と
つ
の
切
迫
し
た
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

併
せ
て
、
具
体
的
な
物
語
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
科
学
者
で
あ
る
主
人
公
の
羽
根
田
は
、

「
観
測
」
と
い
う
行
為
を
物
理
学
的
に
考
究
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
、
ゆ
え
に
み
ず
か
ら

の
「
心
」
を
「
観
測
」
す
る
こ
と
の
原
理
的
な
困
難
に
嵌
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
が
、
ま
さ

に
一
九
三
〇
年
前
後
の
理
論
物
理
学
に
お
い
て
は
、
観
測
者
は
観
測
対
象
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で

不
可
避
的
に
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
っ
た
立
場
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
理
論
的
な

中
枢
を
占
め
て
い
た
も
の
こ
そ
、
Ｗ
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理
に
集
約
さ
れ
る
量
子

論
・
量
子
力
学
の
学
術
的
知
見
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
認
識
論
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
と
い
う
共
時
的
な
文
脈
を
紐
帯
と
し
て
、
「
文
学
」
と
「
科
学
」
の
双
方
に
ま
た
が
る
時
代
精

神
の
表
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
前
提
を
も
と
に
、
横
光
の
な
か
で
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も
「
未
完
成
」
と
自
認
さ
れ
て
い
た
こ
の
作
品
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
一
九
三
〇

年
前
後
の
横
光
に
「
転
回
」
を
も
た
ら
し
た
思
想
的
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

第
五
章

「
「

あ
る
唯
物
論
者
」
の
世
界
認
識

―
『
上
海
』
と
二
〇
世
紀
物
理
学
」
で
は
、
一

九
三
〇
年
前
後
の
横
光
が
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
経
て
相
対
性
理
論
へ
と
接
近
す
る
と
き
、
そ
の
理

論
的
な
要
諦
を
「
現
象
」
と
「
物
自
体
」
の
二
項
関
係
の
な
か
で
意
味
づ
け
た
こ
と
が
、
図
ら
ず

も
民
衆
の
行
動
原
理
を
基
礎
づ
け
て
い
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
〝
国
粋
精
神
〟
に
眼
を
ひ
ら
か
せ

る
契
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
長
編
小
説
『
上
海
』
の
言
説
分
析
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
一
九

三
〇
年
前
後
の
文
壇
・
論
壇
に
お
け
る
自
然
科
学
の
受
容
は
、
大
き
く
精
神
生
理
学
の
領
域
に
偏

重
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
横
光
は
自
然
科
学
が
担
う
べ
き
と
さ
れ
た
「
真

理
」
を
探
究
す
る
た
め
の
方
法
論
を
、
同
時
代
の
理
論
物
理
学
に
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
『
上
海
』
に
お
け
る
〈
身
体
〉
と
〈
肉
体
〉
を
分
か
つ
表
現
様
式
の
差
異
に
顕
著
に
見
い
だ

さ
れ
る
。

横
光
は
、
触
知
不
可
能
な
「
物
自
体
」
の
理
念
を
〈
肉
体
〉
や
「
愛
国
心
」
の
機
制
と
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
同
時
代
に
蔓
延
し
て
い
た
唯
物
論
的
な
世
界
認
識
と
は
異
な
る
「
物
理

主
義
」
の
思
想
を
醸
成
さ
せ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
多
分
に
逆
説
性
を
帯
び
た
重
層
的
な
理
路
は

次
第
に
忘
却
さ
れ
、
横
光
は
そ
の
後
き
わ
め
て
素
朴
な
か
た
ち
で
観
念
論
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
信

仰
へ
と
没
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
を
通
覧
す
る
こ
と
で
、
前
章
と
併
せ
て
一
九
三
〇

年
前
後
ま
で
の
横
光
の
文
学
的
方
法
論
の
根
幹
に
、
同
時
代
の
理
論
物
理
学
の
発
想
が
確
か
な
存

在
感
を
も
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
三
部
で
は
、
よ
り
広
く
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
文
学
者
た
ち
と

数
理
諸
科
学
と
の
邂
逅
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
共
通
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
合
理
」

か
ら
「
非
合
理
」
へ
の
逸
脱
と
い
う
主
題
系
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第
六
章

「
「

合
理
」
の
急
所

―
中
河
與
一
「
偶
然
文
学
論
」
の
思
想
的
意
義
」
で
は
、
横
光

と
と
も
に
新
感
覚
派
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
る
中
河
與
一
の
代
表
的
な
論
説
「
偶
然
文
学
論
」

に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
量
子
力
学
の
学
術
的
知
見
が
援
用
さ
れ
た
部
分
の
理
論
的
骨
格
を
検
討
し
、

同
時
代
思
潮
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
一
九
三
五
年
前
後
に
お
け
る
言

説
空
間
に
お
い
て
は
、
「
合
理
」
的
な
思
考
様
式
に
支
え
ら
れ
た
「
法
則
」
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て

〝
歴
史
〟
を
体
系
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
左
派
論
壇
と
、
「
非
合
理
」
性
へ
の
捻
転
を
軸
と
し
た

日
本
浪
曼
派
的
な
心
性
（
＝
「
デ
カ
ダ
ン
ス

」
）

は
、
と
も
に
「
合
理
」
と
「
非
合
理
」
の
二
元

論
的
な
体
系
に
よ
っ
て
成
立
す
る
論
理
構
造
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
奇
し
く
も
共
犯
関
係
を

結
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。

中
河
の
「
偶
然
文
学
論
」
は
、
あ
い
ま
い
で
振
れ
幅
の
あ
る
書
き
振
り
が
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
表
現
様
式
に
こ
そ
、
同
時
代
の
言
論
布
置
の
間
隙
を
突
く
よ
う
な
〝
脱
構
築
的
〟
と

も
言
え
る
戦
略
の
あ
り
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
同
時
代
に
お
け
る
田
邊
元
の

数
理
哲
学
と
の
隣
接
性
や
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
文
化
思
潮

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
ま
た
、
共
時
的
な
並
行
関
係
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
一
九
三
五
年

を
境
と
し
て
急
速
に
古
典
回
帰
の
志
向
を
強
め
て
い
く
中
河
の
世
界
認
識
の
転
換
に
対
し
て
も
、

ひ
と
つ
の
見
通
し
の
良
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
七
章
「
多
元
的
な
も
の
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

―
稲
垣
足
穂
の
宇
宙
観
」
で
は
、
第
三
章
で
も

検
討
し
た
稲
垣
足
穂
の
「
宇
宙
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
群
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
創
造
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営
為
の
源
泉
を
改
め
て
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
足
穂
は
、
幻
想
的
で
風
変
わ
り
な
レ
ト
リ
ッ

ク
を
得
意
と
す
る
一
種
の
寓
話
作
家
と
し
て
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
同
時
に
ま
た
最

新
の
宇
宙
科
学
や
理
論
物
理
学
に
対
す
る
熱
烈
な
執
心
も
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
稀
有
な
書
き
手
で

あ
っ
た
。
新
感
覚
派
の
作
家
と
し
て
登
場
し
て
以
来
、
足
穂
は
「
必
然
」
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た

「
生
理
学
」
的
な
世
界
認
識
か
ら
脱
却
し
、
絶
え
ざ
る
運
動
現
象
を
析
出
す
る
「
物
理
学
」
的
な

世
界
認
識
に
よ
っ
て
物
語
世
界
を
描
く
べ
き
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

足
穂
の
小
説
作
品
で
は
、
し
ば
し
ば
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
姿
か
た
ち
が
天
体
の
運
動
と
等
価
に
記
述

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
従
来
の
「
内
面
」
＝
「
近
代
的
自
我
」
と
い
う
観
念
形
態
へ
の
ひ
と

つ
の
強
力
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
り
え
て
い
よ
う
。

加
え
て
、
足
穂
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
や
Ｗ
・
ド
＝
ジ
ッ
タ
ー
の
膨
張
宇
宙
モ
デ
ル
を
参

照
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
世
界
の
仕
様
を
「
物
質
」
と
「
場
」
の
相
互
作
用
が
織
り
な
す

ド
ラ
マ
（
＝
「
タ
ル
ホ
劇
場

」
）

へ
と
還
元
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方

を
「
私
」
と
物
語
世
界
の
関
係
に
敷
衍
さ
せ
て
み
れ
ば
、
足
穂
の
言
う
「
劇
場
」
の
比
喩
が
、
き

わ
め
て
正
統
な
根
拠
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
特
異
な
方
法
意
識
は
、

初
の
単
行
本
作
品
と
な
る
『
一
千
一
秒
物
語
』
か
ら
後
年
の
随
想
『
僕
の
〝
ユ
リ
ー
カ
〟
』
ま
で
、

足
穂
文
学
に
お
い
て
つ
ね
に
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
差
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
た
、
同
時
代
の
「
内
面
」
中
心
主
義
的
な
宇
宙
論
に
対
す
る
批
評
的
視
座
を
持
ち
え
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
八
章

「
「

怪
奇
」
の
出
現
機
構

―
夢
野
久
作
『
木
魂
』
の
表
現
位
相
」
で
は
、
夢
野
久
作

の
短
編
『
木
魂
』
の
考
察
を
通
じ
て
、
同
時
代
の
夢
野
が
主
張
し
て
い
た
「
本
格
探
偵
小
説
」
の

圏
域
か
ら
お
の
ず
と
「
怪
奇
」
的
な
表
徴
が
出
現
す
る
ま
で
の
回
路
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み

る
。
『
木
魂
』
に
お
い
て
「
彼
」
を
懊
悩
さ
せ
て
い
た
「
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
と
矛
盾
と
を
含
ん
だ

公
式
と
方
程
式
」
は
、
直
観
よ
り
も
思
惟
を
優
先
す
る
理
知
的
な
世
界
認
識
の
果
て
に
立
ち
あ
ら

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
論
理
主
義
・
形
式
主
義
に
も
と
づ
い
た
思
考
の
枠
組
み
が
、
同
時
に
自

然
現
象
に
対
す
る
「
彼
」
の
経
験
の
仕
方
を
も
根
拠
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
で
、
逆
説
的
に
「
彼
」

は
「
数
理
的
な
頭
で
は
カ
イ
モ
ク
見
当
の
付
け
様
の
無
い
神
秘
作
用
」
の
側
へ
と
取
り
込
ま
れ
て

し
ま
う
。

作
中
に
お
い
て
、
そ
れ
は
表
現
様
式
の
水
準
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
物
語
の
序
盤

で
は
語
り
の
効
果
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
数
学
的
な
秩
序
体
系
へ
の
信
頼
は
、
後
半
に
な
る

に
つ
れ
て
意
味
論
的
な
逸
脱
を
志
向
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
「
彼
」
の
数
学
的
理
性
が
「
非
数
理

的
な
還
境
」
を
も
「
直
覚
」
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
対
応
し
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
彼
」
の

狂
気
は
、
妻
子
を
亡
く
し
た
こ
と
の
悲
嘆
に
拠
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
「
彼
」
が
全
幅
の
信
頼

を
寄
せ
て
い
た
数
学
の
記
号
操
作
が
抱
え
込
ん
で
い
る
構
造
的
な
問
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
了
解

さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
彼
」
が
直
面
し
て
い
た
認
識
論
的
な
懐
疑
は
、
同
時
代
に
お
い
て
「
探

偵
小
説
」
か
ら
「
怪
奇
小
説
」
へ
の
様
式
的
な
転
化
を
肯
定
す
る
た
め
の
視
座
を
も
担
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
「
論
理
」
性
を
追
究
す
る
「
本
格
探
偵
小
説
」
と
「
怪
奇
」
性
を
追
究
す
る
「
変
格
探
偵

小
説
」
が
、
も
と
よ
り
類
別
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
夢
野
独
自
の
文
学
的
理

念
と
も
ま
た
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

結
論
部
で
は
、
改
め
て
昭
和
初
期
と
い
う
時
代
が
、
近
現
代
理
論
物
理
学
の
成
立
と
崩
壊
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
同
時
に
受
容
し
た
特
異
な
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
な
か
で
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文
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
精
神
的
動
機
の
も
と
で
理
論
物
理
学
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
か
を

検
討
す
る
。
昭
和
初
期
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
の
言
説
空
間
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ

る
「
自
己
言
及
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
決
定
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
す
る
議

論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
時
局
に
お
い
て
そ
れ
は
、
図
ら
ず
も
任
意
の
秩
序
体
系
に
完
結
性
を

与
え
る
〝
超
越
的
な
も
の
〟
を
招
来
す
る
契
機
と
な
り
え
て
も
い
た
。
そ
れ
は
、
柄
谷
行
人
が
指

摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
形
式
化
」
の
論
理
に
顕
著
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
「
合
理
」
と
「
非
合
理
」
が
限
り
な
く
漸
近
す
る
時
代
情
勢
に
お
い
て
、
先
鋭
的

な
感
性
を
持
っ
た
書
き
手
た
ち
の
興
味
・
関
心
は
、
か
つ
て
な
く
同
時
代
の
科
学
思
想
と
隣
接
す

る
こ
と
に
な
る
。
言
わ
ば
、
近
代
自
然
科
学
の
内
側
か
ら
そ
の
「
形
式
体
系
」
自
体
を
裂
開
さ
せ

て
し
ま
う
よ
う
な
同
時
代
の
学
術
動
向
に
お
い
て
、
昭
和
初
期
の
文
学
者
た
ち
は
、
そ
の
理
解
度

は
措
く
と
し
て
も
、
そ
こ
に
確
か
な
文
学
的
想
像
力
の
鉱
脈
を
求
め
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
論
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
き
た
「
合
理
」
か
ら
「
非
合
理
」
へ
の
逸
脱
の

仕
方
や
、
現
実
概
念
の
認
識
論
的
／
存
在
論
的
な
転
回
を
物
語
世
界
の
創
作
原
理
と
し
て
昇
華
し

よ
う
と
い
う
試
み
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
各
々
の
書

き
手
た
ち
が
取
り
組
ん
で
き
た
表
現
営
為
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
再
考
に
値
す
る
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
問
い
を
放
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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初
出
一
覧

序
論
（
書
き
下
ろ
し
）

第
一
章

「
「

科
学
的
精
神
」
の
修
辞
学

―
一
九
三
〇
年
代
論
壇
の
「
科
学
」
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」

（
『

日
本
近
代
文
学
』
第
九
八
集
、
二
〇
一
八
・
五
）

第
二
章
「
石
原
純
の
自
然
科
学
的
世
界
像
と
昭
和
初
期
文
壇
へ
の
影
響
」

（
『

科
学
史
研
究
』
第
Ⅲ
期
、
第
二
八
四
号
、
二
〇
一
八
・
一
）

第
三
章
「
新
感
覚
派
の
物
理
主
義
者
た
ち

―
横
光
利
一
と
稲
垣
足
穂
の
科
学
観
」

（
『

横
光
利
一
研
究
』
第
一
五
集
、
二
〇
一
七
・
三
）

第
四
章
「
観
測
者
の
使
命

―
横
光
利
一
『
雅
歌
』
に
お
け
る
物
理
学
表
象
」

（
『

横
光
利
一
研
究
』
第
一
六
集
、
二
〇
一
八
・
三
）

第
五
章

「
「

あ
る
唯
物
論
者
」
の
科
学
観

―
横
光
利
一
『
上
海
』
と
二
〇
世
紀
物
理
学
」

（
『

昭
和
文
学
研
究
』
第
七
五
集
、
二
〇
一
七
・
九
）

第
六
章

「
「

合
理
」
の
急
所

―
中
河
與
一
「
偶
然
文
学
論
」
の
思
想
的
意
義
」

（
『

文
藝
と
批
評
』
第
一
二
巻
六
号
、
二
〇
一
七
・
一
一
）

第
七
章
「
稲
垣
足
穂
の
「
新
し
い
」
宇
宙
観
」

（
『

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
（
別
冊

）
』

第
二
四
巻
一
号
、
二
〇
一
六
・
九
）

第
八
章

「
「

怪
奇
」
の
出
現
機
構

―
夢
野
久
作
『
木
魂
』
の
表
現
位
相
」

（
論
旨
の
一
部
を
日
本
近
代
文
学
会
二
〇
一
七
年
度
秋
季
大
会
で
口
頭
発
表
）

結
論
（
書
き
下
ろ
し
）

※
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
初
出
時
か
ら
大
幅
な
改
稿
を
施
し
て
い
る
。


