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一
　
は
じ
め
に

つ
い
に
高
く
飛
翔
し
た
我
が
表
象
力
は
こ
こ
に
尽
き
た
。

し
か
し
、
す
で
に
中
心
か
ら
等
距
離
で
回
る
輪
の
よ
う
に

我
が
望
み
と
我
が
意
志
を
回
し
て
い
た
、

太
陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す
愛
が
（
１
）
。

ダ
ン
テ
（D

ante Alighieri, 1265–1321

）『
神
曲
』
の
結
末
部

で
す
。
そ
の
最
終
行
はam

or

、
す
な
わ
ち
愛
と
い
う
言
葉
で
は
じ

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
愛
は
私
た
ち
が
ふ
つ
う
に
考
え
る
愛
と
は
違

い
ま
す
。
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、人
間
が
人
間
に
た
い
し
て
、

あ
る
い
は
神
に
た
い
し
て
抱
く
愛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
愛
は「
太

陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す
」
の
で
す
。
ど
う
や
ら
ダ
ン
テ
は
、
私
た
ち

が
も
は
や
忘
れ
て
し
ま
っ
た
種
類
の
愛
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　「
太
陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す
愛
」
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
愛
が
『
神
曲
』
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
ダ
ン
テ
以
降
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
愛
を
見

失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、

西
洋
の
神
学
、
哲
学
、
そ
し
て
科
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

二
　 
神
へ
の
愛

　「
太
陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す
愛
」
と
い
う
観
念
は
、
ダ
ン
テ
の
独

公
開
講
演
会

愛
は
世
界
を
動
か
す
　
―
前
近
代
宇
宙
論
に
お
け
る
神
、
知
性
、
天
球

　
　
坂
　
本
　
邦
　
暢

（
＊
）
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創
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
の
第

一
二
巻
で
、
天
の
回
転
が
ど
の
よ
う
に
起
き
て
い
る
か
を
説
明
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
の
議
論
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
考
え
る
宇
宙
像
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
（
２
）

。

　
図
一
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
宇
宙
は
巨
大
な
球
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
（
３
）
。
中
心
に
あ
る
の
は
地
球
で
す
。
そ
の
ま
わ
り
を
星
々
が
回
転

し
て
い
ま
す
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
、
星
を
運
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
天

球
が
回
転
し
て
い
ま
す
。天
球
に
よ
る
回
転
運
動
の
組
み
あ
わ
せ
が
、

天
の
運
行
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
す
。

　
な
ぜ
天
球
は
回
転
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

れ
ば
、
そ
の
原
因
は
一
番
外
側
の
天
球
の
回
転
に
あ
り
ま
す
。
一
番

外
の
回
転
が
内
に
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
す
べ
て
の
天
球
が
動
く
の

で
す
。
で
は
一
番
外
側
の
天
球
が
回
転
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
外
に
は
も
は
や
回
転
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ

て
こ
の
天
球
を
回
転
さ
せ
る
原
因
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
動
か
ず

に
天
球
を
動
か
す
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
動

か
ず
に
動
か
す
者
の
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
不
動
の
動
者
」

と
呼
び
ま
し
た
。
こ
れ
が
神
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
不
動
の
動
者
は
、
私
た
ち
が
物
を
動
か
す
よ
う
に
、
動
者
の
方
か

ら
作
用
を
お
よ
ぼ
し
て
天
球
を
動
か
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い

う
の
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
不
動
の
動
者
は
純
粋
な
思
考

 1 

 

 

 

図一 伝統的な宇宙像 

 

図１　伝統的な宇宙像
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で
あ
り
、
し
か
も
自
己
自
身
に
つ
い
て
思
考
す
る
も
の
な
の
で
、
外

部
に
能
動
的
に
作
用
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
不
動
の

動
者
が
な
に
か
を
動
か
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
運
動
の
作
用
因
と
し

て
で
は
な
く
、
目
的
因
と
し
て
動
か
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
事

態
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
不
動
の
動
者
は
「
愛
さ
れ
る
も
の
が
動

か
す
よ
う
に
、〔
天
を
〕
動
か
す
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
（
４
）
。
神

へ
の
愛
こ
そ
が
世
界
を
回
転
さ
せ
る
原
因
な
の
で
す
。

　
で
す
が
神
と
い
う
第
一
の
不
動
の
動
者
だ
け
で
は
、
天
に
み
ら
れ

る
複
雑
な
運
動
は
生
み
だ
せ
な
い
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
ま
し

た
。
そ
こ
で
彼
は
第
一
の
不
動
の
動
者
と
は
別
に
、
数
多
く
の
他
の

不
動
の
動
者
を
想
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
者
も
ま
た
、
第
一
の

不
動
の
動
者
と
お
な
じ
く
、
も
っ
ぱ
ら
思
考
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
は
、
後
世
の
哲
学
者
や
神
学
者
に
よ
っ

て
興
味
深
い
か
た
ち
で
受
容
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
第
一
の
不
動
の
動

者
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
神
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が

大
半
で
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
そ
の
他
の
不
動
の
動
者
は
、
知
性

（intelligentia

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
も
っ

ぱ
ら
思
考
活
動
を
行
う
か
ら
で
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
天
の
知
性
は
、

ア
ラ
ビ
ア
の
哲
学
者
に
よ
り
天
使
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
同
一
視
は
ラ
テ
ン
中
世
世
界
に
も
引
き
つ
が
れ
、
図
像
表

現
も
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 2 

 

 

図二 天球を回転させる天使たち 

 

図２　天球を回転させる天使たち
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図
二
は
一
四
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
両
端
に
二

人
の
天
使
が
い
て
、
彼
ら
が
天
球
を
手
で
ま
わ
し
て
い
ま
す
（
５
）
。

　
以
上
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
キ
リ
ス

ト
教
の
神
学
が
融
合
し
た
世
界
で
は
、
神
へ
の
愛
を
究
極
の
根
拠
と

し
て
、
神
と
天
使
た
ち
が
宇
宙
を
動
か
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
世
界
観
を
ダ
ン
テ
も
ま
た
継
承
し
て
い
ま
す
（
６
）

。
た
と
え
ば
「
天

国
篇
」
に
は
、「
あ
な
た
〔
神
〕
を
希
求
す
る
が
ゆ
え
の
あ
の
回
転
」

（1.76–77

）
と
い
う
表
現
や
、「
他
の
全
宇
宙
を
自
身
に
よ
っ
て
引

き
連
れ
て
い
く
こ
の
天
空
が
、
最
も
愛
に
燃
え
、
最
も
知
を
湛
え
る

火
輪
に
該
当
す
る
の
で
す
」（28.70–72
）
と
い
う
詩
行
が
み
ら
れ

ま
す
。
こ
の
回
転
を
引
き
お
こ
す
の
が
「
星
を
動
か
す
諸
知
性
体
」

で
す
（8.110

）。
知
性
の
役
割
は
、『
饗
宴
』
で
よ
り
は
っ
き
り
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ま
っ
た
く
そ
の
あ
る
も
の
の
思
弁
に
、
諸

天
の
回
転
が
追
随
す
る
。
こ
れ
世
界
の
統
治
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は

そ
の
原
動
者
た
ち
の
思
弁
に
お
い
て
智
解
せ
ら
れ
た
い
わ
ば
一
つ
の

秩
序
づ
け
ら
れ
た
法
政
で
あ
る
（
７
）
」。
天
使
の
思
考
が
世
界
に
秩
序
を

も
た
ら
す
と
い
う
わ
け
で
す
。

三
　
神
の
愛

　
ダ
ン
テ
の
世
界
で
は
、
神
へ
の
愛
が
天
球
を
回
転
さ
せ
て
い
る
の

で
し
た
。
し
か
し
『
神
曲
』
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
宇
宙
論
的
な
愛

が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
「
神
へ
の
愛
」
と
は
方
向
を

逆
に
し
た
も
の
で
す
。「
神
の
愛
」
で
す
。
た
と
え
ば
神
は
「
天
空

を
支
配
す
る
愛
よ
」
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
（「
天
国
篇
」1.74

）。
ま

た
「
神
の
知
性
の
な
か
に
は
こ
れ
〔
天
球
〕
を
回
転
さ
せ
て
い
る
愛

と
、
こ
れ
の
降
ら
せ
る
力
が
燃
え
輝
い
て
い
ま
す
」
と
も
い
わ
れ
ま

す
（27.110–111

）。
神
自
身
の
う
ち
に
あ
る
愛
が
天
球
を
回
転
さ

せ
る
の
で
す
。

　
神
の
愛
に
よ
り
天
が
動
く
と
い
う
考
え
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
ダ
ン
テ
の
着
想
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
古
代
末
期
の
哲
学
者
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス（Boethi-

us, 480–524/25

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ

ス
の
『
哲
学
の
慰
め
』
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。

万
物
の
か
か
る
秩
序
を
つ
な
ぐ
も
の
、
そ
れ
は
陸
と
海
を
支
配

し
、
ま
た
天
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
愛
（am

or

）
だ
。
愛
が

手
綱
を
放
せ
ば
、
い
ま
相
互
に
睦
ん
で
い
る
も
の
が
絶
え
ざ
る

戦
い
を
戦
う
で
あ
ろ
う
。
い
ま
統
一
的
忠
実
さ
で
、
美
し
く
動

い
て
い
る
世
界
機
構
（m

achina

）
が
、
き
そ
っ
て
崩
壊
す
る

で
あ
ろ
う
。
愛
は
維
持
す
る
、
国
民
間
の
聖
な
る
盟
約
を
。
愛

は
結
合
す
る
、
純
潔
な
相
愛
者
の
結
婚
を
。
愛
は
規
定
す
る
、

忠
実
な
交
友
の
法
則
を
。
お
お
、汝
ら
人
類
は
幸
い
な
る
か
な
、

け
だ
し
天
を
支
配
す
る
そ
の
愛
が
、
汝
ら
の
心
を
も
支
配
す
る

な
ら
ば
（
８
）
。
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「
天
を
支
配
す
る
そ
の
愛
が
、
汝
ら
の
心
を
も
支
配
す
る
」
な
ら
幸

せ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、ダ
ン
テ
の
「
我
が
望
み
と
我
が
意
志
を
回
」

す
「
太
陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す
愛
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

四
　「
天
国
篇
」
に
お
け
る
二
つ
の
愛

　
ダ
ン
テ
の
世
界
で
は
、
神
へ
の
愛
と
神
の
愛
の
双
方
が
天
を
回
転

さ
せ
て
い
ま
す
。
正
反
対
の
方
向
性
を
も
つ
ふ
た
つ
の
愛
が
、
お
な

じ
現
象
の
原
因
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の

点
を
、
ダ
ン
テ
が
「
天
国
篇
」
で
展
開
す
る
宇
宙
論
に
そ
く
し
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　「
天
国
篇
」
は
宇
宙
の
中
心
に
あ
る
地
球
を
脱
し
て
、
天
球
か
ら

な
る
階
層
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ぼ
っ
て
い
く
過
程
を
歌
う
叙
事
詩
で

す
。
上
昇
を
つ
づ
け
た
ダ
ン
テ
は
、
第
三
〇
歌
で
一
番
外
の
天
球
を

離
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
決
定
的
な
転
機
を
む
か
え
ま
す
。
と
い
う
の

も
こ
こ
に
お
い
て
通
常
の
意
味
で
の
宇
宙
は
終
わ
る
か
ら
で
す
。
そ

こ
か
ら
先
は
も
は
や
回
転
す
る
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
回
転
し
て

い
な
い
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
物
質
か
ら
な
る
世
界
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
は
も
は
や
、
神
の
精
神
（m

ente

）
そ
の
も
の
で
す
。

 

 3 

 

 

図三 『神曲』の至高天 
 

図３　『神曲』の至高天
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図
三
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
場
所
を
満
た
す
の
は
光
で

あ
り
愛
で
あ
り
善
で
あ
り
喜
び
で
す
（
９
）
。
そ
こ
に
い
る
の
は
天
使
で
あ

り
マ
リ
ア
で
す
。
つ
ま
り
こ
こ
こ
そ
が
天
国
な
わ
け
で
す
。
こ
の
場

所
を
ダ
ン
テ
は
至
高
天
、
あ
る
い
は
エ
ン
ピ
レ
オ
と
呼
ん
で
い
ま
す）
（1
（

。

　
天
国
に
は
天
使
、
マ
リ
ア
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
存
在
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
神
で
す
。
三
位
一
体
の
神
で
す
。

お
お
、
永
遠
の
光
よ
、
た
だ
ご
自
身
の
中
に
の
み
あ
ら
せ
ら
れ
、

ご
自
身
だ
け
が
自
ら
の
す
べ
て
を
知
る
あ
な
た
は
、
自
ら
に
知

ら
れ
、

自
ら
を
知
り
つ
つ
愛
を
微
笑
ま
れ
る
。（「
天
国
篇
」33.124–126

）

「
自
ら
に
知
ら
れ
、
自
ら
を
知
り
つ
つ
」
と
は
、
第
一
の
位
格
で
あ

る
父
が
、
第
二
の
位
格
で
あ
る
子
と
た
が
い
に
知
り
あ
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
こ
の
結
果
神
は
「
愛
を
微
笑
ま
れ
る
」。
こ
う
し
て
第

三
の
位
格
で
あ
る
愛
、
す
な
わ
ち
聖
霊
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
生
み
だ
さ
れ
た
愛
を
通
じ
て
、
父
で
あ
る
神
が
子
を
「
深
く
見
つ

め
る
」（「
天
国
篇
」10.3

）
こ
と
に
よ
り
、
世
界
の
す
べ
て
の
事
物

の
原
型
（l’essem

plo;

「
天
国
篇
」28.55

）
た
る
御
言
葉
が
考
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。神
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
世
界
の
原
型
、

こ
れ
こ
そ
『
神
曲
』
最
終
歌
の
核
心
部
で
ダ
ン
テ
が
ま
の
あ
た
り
に

す
る
も
の
で
す
。

そ
の
深
淵
の
中
に
私
は
見
た
、

宇
宙
全
体
に
散
り
散
り
に
な
っ
て
散
逸
し
て
い
る
紙
片
が
、

愛
に
よ
っ
て
た
だ
一
冊
の
書
物
に
綴
じ
ら
れ
、
収
め
ら
れ
て
い

る
の
を
。

つ
ま
り
実
体
と
偶
有
と
そ
の
両
者
の
相
互
関
係
で
あ
り
、

あ
た
か
も
溶
解
し
た
か
の
よ
う
に
合
わ
さ
っ
て
い
た
。

そ
の
様
子
を
語
る
我
が
言
葉
は
そ
の
か
す
か
な
反
射
で
し
か
な

い
が
、

こ
の
結
び
つ
き
を
成
り
立
た
せ
る
全
宇
宙
に
普
遍
的
な
形
相

（la form
a universal

）
を

私
は
見
た
と
信
じ
て
い
る
。（「
天
国
篇
」33.85–92

）

　
世
界
の
原
型
た
る
「
全
宇
宙
に
普
遍
的
な
形
相
」
は
、
い
か
に
至

高
天
を
超
え
て
、
現
実
世
界
に
実
現
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ

で
ダ
ン
テ
は
光
の
比
喩
を
も
ち
い
ま
す
。
光
源
で
あ
る
父
か
ら
発

せ
ら
れ
る
光
線
が
、「
全
宇
宙
に
普
遍
的
な
形
相
」、
す
な
わ
ち
イ

デ
ア
で
す
。
イ
デ
ア
は
「
生
命
を
も
た
ら
す
光
」、
あ
る
い
は
「
生

命
を
も
た
ら
す
力
」
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
（「
天
国
篇
」13.56, 

30.108

）。
こ
の
生
命
原
理
と
し
て
の
光
（
そ
し
て
力
）
が
、
聖
霊

で
あ
る
愛
と
一
体
化
し
な
が
ら
（13.57

）、
世
界
を
貫
き
ま
す
。
す

る
と
世
界
の
諸
部
分
は
、
そ
の
高
貴
さ
に
お
う
じ
て
光
を
反
射
し
、

輝
き
ま
す
（1.1–3

）。
こ
の
輝
き
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
事
物
は
生
じ

る
の
で
す
。

　
し
か
し
こ
う
し
て
世
界
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
い
ま
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あ
る
よ
う
な
世
界
の
秩
序
が
実
現
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神

の
構
想
は
、単
に
光
が
世
界
に
一
様
に
広
が
っ
て
も
実
現
し
ま
せ
ん
。

光
は
適
切
な
か
た
ち
で
配
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の

役
割
を
に
な
う
の
が
天
球
の
回
転
で
す
。
こ
の
回
転
は
神
の
愛
を
そ

な
え
た
光
が
直
接
的
に
引
き
お
こ
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ず
光
の
反
射
と
し
て
、
天
使
と
天
球
が
創
造
さ
れ
ま
す
（「
天
国
篇
」

7.130–132

）。
天
使
た
ち
は
善
を
求
め
、
最
高
の
善
で
あ
る
神
を

理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
理
解
が
達
成
さ
れ
た
と
き
、
天
使
た

ち
の
う
ち
に
愛
が
燃
え
あ
が
り
ま
す
。
こ
の
愛
が
回
転
運
動
を
引
き

お
こ
す
の
で
す）
（（
（

。
回
転
に
よ
っ
て
生
命
を
も
た
ら
す
光
（
力
）
が
下

界
に
適
切
に
分
配
さ
れ
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
世
界
の
秩
序
が
実
現

す
る
わ
け
で
す
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、神
が
愛
を
も
っ
て
生
み
だ
し
た
イ
デ
ア
が
、

天
使
の
愛
が
引
き
お
こ
す
天
球
の
回
転
を
つ
う
じ
て
分
配
さ
れ
る
こ

と
で
、
こ
の
世
界
は
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　『
神
曲
』
に
は
ふ
た
つ
の
宇
宙
論
的
な
愛
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。
神
の
愛
と
、
神
へ
の
愛
で
す
。
こ
の
ふ
た

つ
の
両
方
を
、
ダ
ン
テ
は
そ
の
神
学
的
な
宇
宙
論
の
う
ち
に
組
み
こ

み
ま
し
た
。
こ
の
構
想
に
よ
り
ダ
ン
テ
は
、
創
造
主
と
被
造
物
の
距

離
を
適
切
な
も
の
に
保
と
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
キ
リ

ス
ト
教
の
前
提
と
し
て
、
神
は
全
事
物
の
創
造
主
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で
神
の
愛
が
す
べ
て
の
事
物
の
源
泉
と
な
る
の

は
ゆ
ず
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
愛
が
個
々
の
現
象
の
直
接
的
な
原

因
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
創
造
主
と
被
造
世
界
の
距
離
が
縮
ま
り
す

ぎ
て
、
す
べ
て
が
神
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
逆

に
創
造
主
が
被
造
物
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
神
の
否
定
に
つ
な
が

り
ま
す
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
自
律
性
を
そ
な
え
た
神
へ
の
愛

で
す
。
こ
れ
に
よ
り
神
と
は
区
別
さ
れ
た
世
界
の
領
域
が
確
保
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
自
律
的
な
領
域
が
神
と
の
結
び
つ
き
を

失
っ
て
し
ま
え
ば
、
神
と
は
別
の
知
性
た
ち
が
世
界
を
統
治
す
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
多
神
教
で
は
な
い
か
。
こ
の
帰

結
を
回
避
す
る
た
め
、
神
へ
の
愛
は
神
の
愛
の
反
射
の
産
物
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
自
律
性
を
そ
な
え
た
知
性
も
、
究
極

的
に
は
神
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、

ダ
ン
テ
に
お
い
て
は
、
神
の
愛
が
神
と
世
界
を
接
続
し
、
神
へ
の
愛

が
神
と
世
界
を
区
別
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
う
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
ダ
ン
テ
の
構
想
は
じ
つ
は
危
う
い
バ

ラ
ン
ス
の
う
え
に
な
り
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

神
の
愛
と
神
へ
の
愛
の
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
い
っ
ぽ
う
に
力
点
を
お
き

す
ぎ
る
な
ら
た
だ
ち
に
危
険
な
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
す
か
ら
。
で

は
こ
れ
ら
の
愛
が
、
ダ
ン
テ
ほ
ど
に
は
慎
重
で
な
い
人
物
、
あ
る
い

は
ダ
ン
テ
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
世
界
理
解
の
方
法
を

手
に
し
て
い
た
人
間
の
手
に
わ
た
っ
た
と
き
、
な
に
が
起
こ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
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五
　
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム

　
じ
つ
は
ダ
ン
テ
以
前
に
、
神
の
愛
が
世
界
を
動
か
す
と
い
う
考

え
を
発
展
さ
せ
て
い
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
一
二
世
紀
前
半
に
活

動
し
た
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
（G

ulielm
us de Conchis, ca. 

1090–ca. 1154

）で
す
。
そ
の
最
初
期
の
著
作『
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス「
哲

学
の
慰
め
」注
解
』の
な
か
で
ギ
ヨ
ー
ム
は
、大
胆
に
も
断
言
し
ま
す
。

世
界
霊
魂
は
自
然
の
力
で
あ
り
、
こ
の
力
に
よ
っ
て
あ
る
も
の

は
動
か
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
成
長
し
、
あ
る
も
の
は
感
覚
し
、

あ
る
も
の
は
認
識
す
る
。
こ
こ
で
こ
の
自
然
の
力
と
は
な
ん
で
あ

る
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
の
自
然
の
力
と
は
、
私
に
は
聖
霊
、
す
な

わ
ち
神
的
で
恵
み
深
い
調
和
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
神
的
な
愛
と
調
和
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
動
か
さ
れ
、

生
き
、
成
長
し
、
感
じ
、
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
然

の
力
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
の
愛

に
よ
っ
て
生
き
、
活
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
世
界
霊
魂
と

呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
た
だ
神
の
愛
と
慈
悲
に
よ
っ
て
の

み
世
界
に
生
き
る
す
べ
て
の
も
の
は
生
き
る
か
ら
で
あ
る）
（1
（

。

ギ
ヨ
ー
ム
に
よ
る
と
、
世
界
霊
魂
と
は
自
然
の
力
で
あ
り
、
そ
れ
は

聖
霊
で
あ
り
、
神
の
愛
で
す
。
さ
ら
に
ギ
ヨ
ー
ム
は
プ
ラ
ト
ン
の

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
依
拠
し
て
、
世
界
霊
魂
が
天
の
運
動
を
引
き

お
こ
し
て
い
る
と
論
じ
ま
す）
（1
（

。
こ
れ
は
つ
ま
り
神
の
愛
が
天
を
回
転

さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
の
愛
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
宇

宙
に
あ
る
す
べ
て
の
活
動
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
愛
は

万
物
に
浸
透
し
て
お
り
、
こ
れ
が
場
所
に
よ
っ
て
違
っ
た
あ
ら
わ
れ

か
た
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
起
こ
る
の
で
す
。

　
ギ
ヨ
ー
ム
は
後
年
の
著
作
で
は
、
世
界
霊
魂
に
触
れ
る
こ
と
が
す

く
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
界
霊
魂
と
聖
霊
の
同
一
視

が
、
創
造
主
と
被
造
物
の
混
同
で
あ
る
と
の
批
判
を
招
い
た
か
ら
で

し
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
ギ
ヨ
ー
ム
が
神
学
的
に
穏
健
な
方

向
に
舵
を
切
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
創
造
主
と
被
造

物
の
混
同
を
徹
底
し
て
避
け
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
自
然
現
象
が

被
造
世
界
内
で
完
結
す
る
か
た
ち
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
『
宇
宙
の
哲
学
』
と
い
う
著
作
に
は
、
世
界
霊
魂
の

概
念
が
い
ぜ
ん
と
し
て
多
少
あ
ら
わ
れ
る
も
の
の
、
天
の
運
動
は
火

の
回
転
運
動
と
し
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
ま
た
最
後
の
著
作
『
ド
ラ
グ

マ
テ
ィ
コ
ン
』
で
は
、
世
界
霊
魂
に
関
す
る
節
は
削
除
さ
れ
、
す
べ

て
の
現
象
が
自
然
の
力
の
作
用
と
し
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
し
た）
（1
（

。

　
ギ
ヨ
ー
ム
の
う
ち
に
私
た
ち
は
、
世
界
の
原
理
と
し
て
導
入
さ
れ

た
神
の
愛
が
、
や
が
て
力
と
し
て
自
然
の
う
ち
に
の
み
こ
ま
れ
る
の

を
み
ま
す
。
こ
の
自
然
主
義
は
し
か
し
中
世
で
広
い
支
持
を
集
め
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
に
か
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
ピ
ー
ス
が
埋
め
ら
れ
る
の
は
、
数
百
年
あ
と
の
こ
と
で
し
た
。
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六
　
カ
ル
ダ
ー
ノ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル

　
神
の
愛
と
神
へ
の
愛
の
亀
裂
は
、
一
六
世
紀
半
ば
に
表
面
化
し
ま

す
。
こ
の
亀
裂
を
よ
く
し
め
す
の
が
、
当
時
二
人
の
医
学
者
の
あ

い
だ
で
行
わ
れ
た
論
争
で
し
た
。
そ
の
二
人
と
は
、
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・

カ
ル
ダ
ー
ノ
（G

irolam
o Cardano, 1501–1576/77

）
と
ユ
リ

ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
ス
カ
リ
ゲ
ル
（Julius Caesar Scaliger, 

1484–1558

）
で
す
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
神
の
愛
に
重
点
を
お
き
、
ス

カ
リ
ゲ
ル
は
神
へ
の
愛
を
強
調
し
ま
し
た）
（1
（

。

　
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
と
類
似
の
説
を
、
ギ
ヨ
ー
ム
と
は
異

な
る
土
台
の
う
え
に
発
展
さ
せ
た
と
い
え
ま
す
。
ギ
ヨ
ー
ム
と
お
な

じ
く
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
も
世
界
霊
魂
の
学
説
を
採
用
し
ま
す
。
神
に
由

来
す
る
ひ
と
つ
の
力
が
世
界
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。
こ
の
力
は
結
合

す
る
対
象
に
よ
っ
て
違
っ
た
あ
ら
わ
れ
方
を
し
ま
す
。
天
上
で
あ
ら

わ
れ
る
と
き
は
知
性
、
地
上
で
人
間
の
身
体
と
結
合
す
る
と
き
に
は

人
間
霊
魂
、
動
植
物
と
結
合
す
る
と
そ
の
霊
魂
に
な
る
と
い
う
わ
け

で
す
。

　
こ
の
力
を
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
三
位
一
体
の
教
義
と
結
び
つ
け
ま
す
。

彼
に
よ
れ
ば
、神
に
は
三
重
の
性
質
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。力
、精
神
、

そ
し
て
愛
で
す
。
こ
の
三
重
の
力
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
ま

す
。
た
と
え
ば
人
間
は
力
に
よ
っ
て
身
体
を
動
か
し
、
精
神
に
よ
っ

て
現
象
を
理
解
し
、
愛
に
よ
っ
て
自
ら
が
望
む
も
の
を
欲
す
る
の
で

す
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
い
い
ま
す
。「
し
た
が
っ
て
あ
き
ら
か
な
こ
と

は
、
こ
の
三
重
に
し
て
、
不
可
分
な
力
は
三
位
一
体
の
し
る
し
と
し

て
、
最
小
の
事
物
に
い
た
る
ま
で
流
れ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る）
（1
（

」。
こ
の
力
の
一
角
を
愛
が
し
め
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
神

の
愛
が
世
界
に
浸
透
し
て
い
る
と
み
な
す
世
界
観
と
い
え
ま
す
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
も
の
と
さ
ほ
ど
変

わ
り
な
い
で
す
し
、ダ
ン
テ
の
考
え
と
も
近
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
新
た
な
要
素
を
加
え
ま
す
。
万
物
に
浸
透
す

る
力
を
熱
と
同
一
視
す
る
の
で
す
。
こ
の
着
想
は
注
釈
者
ア
ヴ
ェ
ロ

エ
ス
（ca. 1126–98

）
か
ら
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
熱

こ
そ
が
万
物
の
原
理
と
な
り
、
ギ
ヨ
ー
ム
の
考
え
た
自
然
の
力
、
お

よ
び
ダ
ン
テ
が
構
想
し
た
生
命
を
与
え
る
光
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
神
が
世
界
に
熱
を
あ
た
え
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
現
象

を
引
き
お
こ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
神
の
愛
を
力
と
み

な
す
こ
と
か
ら
自
然
主
義
へ
い
た
る
と
い
う
点
で
は
ギ
ヨ
ー
ム
と
お

な
じ
道
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
自
然
主
義
は

は
る
か
に
徹
底
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す）
（1
（

。

　
熱
に
よ
る
一
元
論
的
な
自
然
主
義
に
反
発
し
た
の
が
、
ス
カ
リ
ゲ

ル
で
し
た
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
天
体
の
運
動
の
原
因
を
あ
ま
り
論
じ
な

い
の
で
す
が
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
こ
の
問
題
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
ま

す
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
単
一
の
原
因
が
宇
宙
の
動
き
を
制
御

し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
天
の
運
動
の
多
様
性
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を
説
明
で
き
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
天
を
動
か
す
多
数
の
者
を
想
定

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
知
性
（
天
使
）
が
多
く
の
天
球

を
回
転
さ
せ
る
と
い
う
古
典
的
な
モ
デ
ル
へ
の
回
帰
で
す
。
で
は
天

球
は
ど
の
よ
う
に
回
転
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
答
え

ま
す
。私

た
ち
は
こ
れ
ま
で
に
も
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
〕『
形
而
上
学
』
第
一
二
巻
の
内
容
を
く
り
か
え
し
述
べ
て

き
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
第
一
の
天
球
を
動
か
す

知
性
は
、
こ
の
運
動
を
た
だ
自
ら
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
達
成
す
る
。〔
中
略
〕
第
一
の
知
性
は
自
ら
が
そ
の
た
め
〔
第

一
の
天
球
を
動
か
す
た
め
〕
に
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
す

る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
理
解
は
神
へ
の
愛
と
、
神
と
の
一

致
を
生
み
だ
す
の
み
な
ら
ず
、
わ
ざ
を
も
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
巨
大
な
天
が
円
運
動
を
行
う
こ
と
に
な
る）
（1
（

。

知
性
は
自
ら
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
が
神
に
よ
っ
て
創
造

さ
れ
た
と
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
神
へ
の
愛
を
か
き
た
て
ら
れ
ま
す
。

ま
た
同
時
に
自
分
が
神
に
よ
っ
て
天
球
を
動
か
す
た
め
に
創
造
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
知
性
が
も
つ
愛
は
、

天
球
を
動
か
す
と
い
う
欲
求
に
な
り
、
こ
の
欲
求
に
よ
っ
て
天
が
動

く
の
で
す
。
特
徴
的
な
こ
と
に
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
こ
の
一
連
の
過
程

に
力
は
け
っ
し
て
関
与
し
な
い
と
強
く
主
張
し
ま
す
。
知
性
は
力
に

よ
っ
て
天
球
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
欲
求
か
ら
天
球
を
動
か

す
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
力
に
よ
る
一
元
論
と
い
う

カ
ル
ダ
ー
ノ
の
構
想
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
い
る
の
で
す
。

　
力
の
追
放
は
天
の
領
域
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で
詳

し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
力
が
天
で
は

た
ら
く
こ
と
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
天
か
ら
地
上
へ
と
力
が
降

り
そ
そ
ぐ
と
い
う
考
え
も
強
く
警
戒
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え

て
し
ま
え
ば
、
結
局
は
天
か
ら
来
る
単
一
の
原
理
に
す
べ
て
が
し
た

が
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
よ
う
な
一

元
論
に
着
地
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
ダ

ン
テ
と
も
決
別
し
ま
し
た
。『
神
曲
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
、
神
の

愛
が
天
の
運
動
を
か
い
し
て
地
上
へ
と
分
配
さ
れ
る
と
い
う
理
論
も

拒
否
さ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
、
単
一
の
力

が
分
か
れ
て
多
様
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
お
よ
そ
拒
否
し

ま
し
た
。
そ
の
力
が
物
質
と
み
な
さ
れ
た
と
き
、
極
端
な
自
然
主
義

が
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
む
し
ろ
最
初
か
ら
多
様

な
事
物
が
、
神
へ
の
愛
の
も
と
で
協
力
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
世

界
に
秩
序
が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
を
支
持
し
ま
す）
（1
（

。

　
こ
う
し
て
神
の
愛
は
切
り
す
て
ら
れ
、
神
へ
の
愛
が
世
界
を
動
か

す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。神
の
愛
に
力
点
を
お
く
思
考
は
、コ
ン
シ
ュ

の
ギ
ヨ
ー
ム
の
と
き
と
お
な
じ
く
、
主
流
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
事
実
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
哲
学
が
異
端
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
の
と

は
対
照
的
に
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
著
作
は
大
学
の
教
科
書
と
し
て
ひ
ろ
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く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
愛
を
め
ぐ
る
対
立
は
こ
れ
で
終
わ
り
を
む
か
え
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
転
機
は
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
著
作
を
一
八
歳

の
と
き
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
手
に
と
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
ま
す
。

七
　
神
の
愛
と
新
し
い
天
文
学

　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
（Johannes K

epler, 1571–1630

）

は
天
文
学
の
領
域
で
画
期
的
な
成
果
を
あ
げ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
で
す
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
ケ
プ
ラ
ー
を
現
代
の
天
文
学

者
や
宇
宙
物
理
学
者
の
よ
う
に
み
な
し
て
よ
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ケ
プ
ラ
ー
は
元
来
大
学
で

神
学
を
修
め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
天
文
学
に
専
念
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
神
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
天
の
理
論

を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。そ
の
た
め
ケ
プ
ラ
ー
の
構
想
に
は
、

神
の
愛
と
い
う
観
念
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
ま
た
神
の
精
神
の
う
ち
に

あ
っ
て
宇
宙
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
、
根
源
的
イ
デ
ア
と
い
う
考
え

も
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
ダ
ン
テ
に
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
観
念
は
、

ケ
プ
ラ
ー
の
な
か
で
は
根
本
的
な
変
容
を
こ
う
む
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
彼
の
新
し
い
天
文
学
で
す
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
プ
ラ
ー
の
考
え
る
宇
宙
は
伝
統

か
ら
お
お
き
く
離
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
宇
宙
か
ら
は
天
球
が
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
星
は
天
球
が
運
ぶ
の
で
は
な
く
、
ケ
プ
ラ
ー
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら
「
鳥
た
ち
が
大
気
中
を
飛
ん
で
い
く
よ
う
に
」
宇

宙
空
間
を
飛
ぶ
の
で
す）
11
（

。
こ
の
飛
行
の
原
因
と
し
て
、
知
性
を
想
定

す
る
の
は
不
適
当
だ
と
ケ
プ
ラ
ー
は
考
え
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、

天
球
な
し
に
星
々
を
適
切
に
回
転
さ
せ
る
た
め
に
は
、
知
性
に
莫
大

な
計
算
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
こ
れ
以
上
に
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
ケ
プ
ラ
ー
の
宇
宙
論

は
、
伝
統
か
ら
決
別
し
て
い
ま
し
た
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
否
定

で
あ
り
、
天
動
説
の
否
定
で
あ
り
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（N

icolaus 
Copernicus, 1473–1543

）
と
地
動
説
の
肯
定
で
す
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
天
体
は
円
軌
道
を
え
が
く
と
い
う
前
提
す
ら
ケ
プ
ラ
ー
は

放
棄
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
前
提
こ
そ
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
自
分
か

ら
「
時
間
を
奪
っ
た
盗
人
」
で
す
。
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
た

ち
の
権
威
で
武
装
し
て
い
る
う
え
に
、
と
く
に
形
而
上
学
に
も
ふ
さ

わ
し
い
の
で
、
と
り
わ
け
有
害
だ
っ
た
」
と
い
わ
れ
ま
す）
1（
（

。
こ
の
盗

人
を
追
放
し
、
理
論
を
観
測
結
果
と
一
致
さ
せ
た
と
き
、
惑
星
は
楕

円
軌
道
を
え
が
く
と
い
う
結
論
が
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
で
は
こ
の
楕
円
軌
道
の
原
因
は
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
。
も
は
や
知

性
は
想
定
で
き
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
す
べ
て
の
天
体
が
太
陽
の
ま
わ

り
を
回
転
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
太
陽
が
天
体
を
動
か
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
太
陽
に
は
ど
ん
な
原
因
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
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は
太
陽
に
あ
る
霊
魂
か
ら
の
直
接
の
作
用
で
は
な
い
と
ケ
プ
ラ
ー
は

考
え
ま
す
。
も
し
霊
的
な
作
用
に
よ
り
回
転
し
て
い
る
な
ら
ば
、
軌

道
は
円
に
な
る
は
ず
で
す
。
よ
っ
て
太
陽
に
あ
る
原
因
は
物
理
的
な

力
だ
と
ケ
プ
ラ
ー
は
結
論
づ
け
ま
す
。
し
か
も
そ
の
力
は
磁
気
、
あ

る
い
は
磁
気
に
類
似
し
た
な
ん
ら
か
の
力
だ
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら

に
重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
磁
気
的
な
力
に
よ
る
回
転
軌
道
は
、
幾
何

学
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
表
現
が
い
わ
ゆ
る
ケ
プ

ラ
ー
の
法
則
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん）
11
（

。

　
じ
つ
は
ケ
プ
ラ
ー
に
と
っ
て
こ
の
幾
何
学
的
な
表
現
の
根
拠
こ
そ

が
、
神
の
愛
と
、
神
の
う
ち
の
イ
デ
ア
で
し
た
。
神
の
う
ち
に
あ

る
世
界
の
原
型
（archetypus

）
が
、
ま
さ
に
幾
何
学
な
の
で
す
。

こ
れ
を
手
本
と
し
て
物
理
的
世
界
は
創
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て

世
界
は
幾
何
学
的
な
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
構

造
は
た
だ
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る

も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
神
の
う
ち
の
幾
何
学
が
、

神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
の
知
性
の
う
ち
に
も
刻
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
プ
ロ
ク
ロ
ス
か
ら
ケ
プ
ラ
ー
は
引

用
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
精
神
は
ど
ん
な
説
明
も
書
き
こ
ま
れ
て
い

な
い
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
で
は
な
い
。
い
つ
も
書
き
こ
み
の
あ
る
書
板
で

あ
る）
11
（

」。
幾
何
学
を
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
精
神
は

物
理
的
世
界
に
実
現
さ
れ
た
幾
何
学
を
理
解
で
き
る
の
で
す
。
世
界

理
解
の
根
拠
と
な
る
幾
何
学
は
ど
う
し
て
人
間
の
精
神
に
与
え
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
創
造
主
で
あ
る
神
が
人
間
を
愛
し
て
い

る
か
ら
で
す
。
じ
つ
に
人
間
精
神
は「
創
造
主
た
る
神
の
最
愛
の
娘
」

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん）
11
（

。
神
の
愛
ゆ
え
に
、
人
は
世
界
を
理
解
で
き
る

の
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
新
し
い
天
文
学
の
構
想
の
う
え
に
た
っ
て
、
ケ
プ

ラ
ー
は
伝
統
的
な
不
動
の
動
者
の
理
論
を
論
評
し
ま
す
。

し
か
も
か
の
哲
学
者
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
は
運
動
が
永
遠
に
続

く
と
し
た
の
で
、
主
動
者
も
ま
た
永
遠
な
も
の
と
し
た
。
す
る

と
主
動
者
は
無
限
の
時
間
に
わ
た
っ
て
運
動
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
質
料
を
も
つ
ど
ん
な
も
の
も
無

限
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
主
動
者
も

質
料
を
も
た
ず
独
立
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
動
の
始
原
だ
と
し

た
。さ
ら
に
運
動
の
永
続
性
か
ら
宇
宙
の
永
続
性
を
立
て
た
が
、

本
質
の
こ
う
し
た
持
続
こ
そ
、
悪
し
き
消
滅
と
相
反
す
る
宇
宙

全
体
の
善
さ
で
あ
り
完
全
さ
な
の
で
、
彼
は
そ
の
始
原
に
、
至

高
の
完
全
さ
と
そ
の
自
覚
、
正
し
い
自
覚
に
よ
り
善
を
正
し
く

行
う
意
志
を
配
し
た
。
こ
う
し
て
独
立
し
た
知
性
、
よ
う
す
る

に
神
々
を
、天
体
の
永
続
的
運
動
の
管
理
者
と
し
て
導
入
し
た
。

〔
中
略
〕
宇
宙
の
始
ま
り
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
か
、
も

し
く
は
始
ま
り
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
な
か
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
、
そ
の
役
割
を
運
動
の
起
動
者
自
身
に
帰
さ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
信
奉
者
た
ち
や
、
信
仰
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告
白
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
て
い
る
ス
カ
リ
ゲ
ル
ま

で
も
、
公
然
と
、
天
球
の
こ
の
運
動
が
自
発
的
な
も
の
で
、
そ

の
意
志
の
始
原
は
天
球
の
自
覚
と
欲
求
だ
と
論
じ
て
い
る）
11
（

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
異
教
徒
で
あ
っ
た
た
め
、
世
界
の
創
造
を
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
っ
て
宇
宙
の
秩
序
だ
っ
た
運
行
を
説
明
す
る
た

め
に
は
、
知
性
と
い
う
独
立
し
た
神
々
を
導
入
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
創
造
を
知
る
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
は
、
知
性
を
導
入

し
て
多
神
教
に
傾
く
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
む
し
ろ
最
初
の

知
性
で
あ
る
創
造
神
に
直
接
秩
序
の
源
泉
を
も
と
め
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
か
。

　
こ
う
し
て
神
へ
の
愛
を
に
な
う
知
性
は
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
天
文
学
的
に
不
合
理
な
天
球
の
存
在
を
前
提
に
し
て
お

り
、
し
か
も
神
学
的
に
は
多
神
教
の
名
残
り
だ
と
さ
れ
た
の
で
す
。

残
っ
た
の
は
神
の
愛
、
そ
し
て
神
の
う
ち
に
あ
る
原
型
、
ダ
ン
テ
の

表
現
を
使
う
な
ら
「
全
宇
宙
の
普
遍
的
形
相
」
で
し
た
。
だ
が
愛
も

原
型
も
お
お
き
な
変
容
を
こ
う
む
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
原
型
は
生

命
を
与
え
る
力
の
源
泉
で
は
な
く
、
幾
何
学
と
な
り
ま
し
た
。
神
の

愛
は
力
と
し
て
世
界
を
つ
つ
む
の
で
は
な
く
、
原
型
が
人
間
精
神
の

う
ち
に
も
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
保
証
す
る
役
割
を

は
た
し
ま
す
。
い
ま
や
愛
と
原
型
は
、
世
界
は
数
学
的
に
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
人
間
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
理
解
で
き
る
と
い
う

と
い
う
、
一
七
世
紀
哲
学
、
そ
し
て
自
然
科
学
を
支
え
る
確
信
を
基

礎
づ
け
る
の
で
す
。
ダ
ン
テ
に
お
い
て
は
愛
に
よ
っ
て
綴
じ
ら
れ

て
い
た
宇
宙
と
い
う
書
物
は
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（G

alileo 
G

alilei, 1564–1642

）
に
よ
っ
て
数
学
の
言
語
で
書
か
れ
た
書
物

と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
で
し
ょ
う）
11
（

。

　
こ
の
強
力
な
世
界
観
は
し
か
し
、
創
造
主
と
被
造
物
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
深
刻
な
問
題
を
引
き
お
こ
し
ま
し
た
。
宇
宙
が
物
理
的
な

力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
宇
宙
は
、
い
う
な
れ

ば
ひ
と
つ
の
機
械
、
と
り
わ
け
巨
大
な
時
計
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
機
械
仕
掛
け
の
宇
宙
に
、
神
は
は
た
し
て
必
要
な
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
事
態
を
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
（Blaise Pascal, 

1623–1662

）
以
上
に
適
切
に
表
現
し
た
人
物
を
私
は
知
り
ま
せ
ん
。

私
は
デ
カ
ル
ト
を
許
せ
な
い
。
彼
は
そ
の
全
哲
学
の
な
か
で
、

で
き
る
こ
と
な
ら
神
な
し
で
す
ま
せ
た
い
も
の
だ
と
、
き
っ

と
思
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
世
界
を
動
き
だ
さ
せ
る

た
め
に
、
神
に
ひ
と
つ
爪
弾
き
を
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
さ
き
は
、
も
う
神
に
用
が
な
い
の
だ）
11
（

。

神
の
愛
を
自
然
の
う
ち
に
埋
め
こ
む
と
い
う
ギ
ヨ
ー
ム
の
試
み

は
、
つ
い
に
完
成
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
す
。
パ
ス
カ
ル
と
お
な
じ

種
類
の
懸
念
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Isaac N

ew
ton, 

1642–1727

）
に
よ
っ
て
も
鋭
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

時
計
が
時
計
師
の
助
け
な
し
に
も
動
き
つ
づ
け
る
の
と
同
様

に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
機
械
と
し
て
の
世
界
が
神
の
介
在
な
し
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本
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に
も
動
き
つ
づ
け
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
唯
物
論
と
宿
命
論

の
も
の
で
あ
り
、（
神
を
「
超
世
界
知
性
体  Supra-M

undane 
Intelligence

」
に
す
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
）
神
の
摂
理
と

現
実
支
配
と
を
こ
の
世
界
か
ら
排
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
す）
11
（

。

こ
こ
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
神
に
よ
る
介
入
を
つ
ね
に
必
要
と
す
る

世
界
と
い
う
考
え
を
推
し
す
す
め
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
努
力

も
む
な
し
く
、
そ
の
後
の
科
学
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
懸
念
を
具
現
化
す

る
方
向
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
パ
ス
カ
ル
の
み
な
ら
ず
、
ケ
プ

ラ
ー
、
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
意
図
に
も
ま
っ
た
く
反
す
る
か

た
ち
で
、
神
へ
の
愛
も
神
の
愛
も
な
く
な
っ
た
世
界
で
、
宇
宙
は
力

に
よ
っ
て
回
転
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
神

を
愛
す
る
知
性
を
、
神
の
愛
が
の
み
こ
み
、
そ
し
て
神
も
ま
た
消
え

去
っ
た
と
き
、
愛
だ
け
が
重
力
と
し
て
残
っ
た
の
で
し
た）
11
（

。

八
　
失
わ
れ
た
愛
を
求
め
て

　
神
、
知
性
、
天
球
が
存
在
す
る
世
界
の
な
か
で
ダ
ン
テ
は
『
神
曲
』

を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
世
界
は
、
そ
れ
か
ら
三
〇
〇
年
以
上
あ
と
に

書
か
れ
た
叙
事
詩
で
も
な
お
生
き
て
い
ま
し
た
。
ミ
ル
ト
ン
（John 

M
ilton, 1608–1674

）
は
歌
い
ま
す
。

そ
の
頃
、
球
形
を
な
し
て
い
る
こ
の
宇
宙
の

（
そ
の
最
も
外
側
に
原
動
天
［first convex

］
が
あ
り
、
こ
れ

が
「
混
沌
」
と

年
老
い
た
暗
黒
の
侵
入
を
防
ぐ
一
方
、
内
側
に
あ
る

い
く
つ
か
の
輝
く
球
層
を
守
る
障
壁
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
が
）

こ
の
宇
宙
の
薄
暗
い
球
面
の
上
に
、
サ
タ
ン
が
舞
い
降
り
、

歩
い
て
い
た）
11
（

。

　
で
す
が
ミ
ル
ト
ン
は
同
時
に
、
自
分
が
も
は
や
ダ
ン
テ
と
は
違
う

世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
新
し
い
天
文
学
を

知
ら
ず
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
『
失
楽

園
』
で
は
、
太
陽
が
宇
宙
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
太
陽
が
磁
力
を
も
つ
光
線
に
よ
っ
て
星

を
回
転
さ
せ
る
と
い
う
ケ
プ
ラ
ー
の
説
ま
で
登
場
し
ま
す
（3.583–

587

）。
だ
が
こ
の
新
し
い
宇
宙
と
、
神
、
サ
タ
ン
、
そ
し
て
人
間
が

つ
く
り
だ
す
失
楽
園
の
物
語
は
両
立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

だ
が
、
も
し
地
球
が
し
し
と
し
て
自
ら

東
方
に
旅
を
し
て
昼
を
運
ん
で
き
て
、
太
陽
の
光
線
に
背
を
向

け
た

部
分
で
は
夜
と
出
逢
い
、
他
の
部
分
で
は
そ
の
光
を
う
け
て
終
始

輝
き
つ
づ
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
昼
と
夜
の
車
輪
〔
原

動
天
〕
な
ど
と

い
う
も
の
は
、
信
ず
る
必
要
は
な
く
な
る）
1（
（

。

も
し
原
動
天
が
な
い
な
ら
、
サ
タ
ン
は
ど
こ
に
舞
い
降
り
れ
ば
い
い

の
で
し
ょ
う
。
降
り
る
場
所
が
な
く
、
人
を
誘
惑
す
る
こ
と
が
で
き
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

ず
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
失
楽
園
は
起
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
知
性
も
、
天
球
も
、
愛
も
な
い
宇
宙
で
、
楽
園
の
場
所

を
定
め
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
を
、
ミ
ル
ト
ン
は
教
え

て
く
れ
ま
す

　
ダ
ン
テ
の
宇
宙
は
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
う

し
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
に
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
し
か

し
そ
ん
な
私
た
ち
に
も
、
な
に
か
の
拍
子
に
、
い
ま
で
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
中
世
に
お
け
る
愛
の
諸
相
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
チ
ョ
ー
サ
ー

（G
eoffrey Chaucer, ca. 1343–1400

）
の
作
品
を
読
む
と
き
で

す
。『
ト
ロ
イ
ル
ス
と
ク
リ
セ
イ
デ
』
で
は
、
恋
に
お
ち
た
ト
ロ
イ

ル
ス
が
愛
を
う
た
い
ま
す
。

大
地
と
海
を
治
め
た
も
う
愛
（Love

）
よ
、

高
い
天
空
に
て
指
揮
な
さ
る
愛
よ
〔
中
略
〕

世
界
は
確
固
た
る
信
念
を
持
ち

調
和
を
保
ち
つ
つ
季
節
を
変
え
る
、

調
和
し
た
が
ら
ぬ
地
水
火
風
の
四
元
素
は

永
遠
の
絆
を
保
つ
、

日
輪
フ
ォ
イ
ボ
ス
は
薔
薇
色
の
日
々
を
も
た
ら
し
、

月
は
夜
を
統
べ
る
、

こ
れ
す
べ
て
愛
が
成
し
た
も
う
、そ
の
力
を
称
え
よ
う
！〔
中
略
〕

自
然
の
創
造
者
た
る
神
よ
、
願
わ
く
は

愛
が
そ
の
鎖
も
て
そ
の
力
に
よ
り

喜
ん
で
あ
ら
ゆ
る
人
の
心
を
取
り
囲
み
、し
っ
か
り
縛
り
た
ま
え
、

そ
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
出
口
を
誰
に
も
知
ら
れ
ぬ
よ
う
に
。

〔
中
略
〕
そ
し
て
心
が
ま
こ
と
で
あ
る
人
々
を
守
り
た
ま
え）
11
（

！

「
守
り
た
ま
え
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
も
ち
ろ
ん
守
ら
れ
ま
せ
ん
。

ト
ロ
イ
ル
ス
は
ク
リ
セ
イ
デ
に
裏
切
ら
れ
て
叫
び
ま
す
。「
君
の
愛

は
ど
こ
に
あ
る
の
か）
11
（

」。
こ
の
嘆
き
が
い
っ
そ
う
悲
痛
に
ひ
び
く
の

は
、
太
陽
を
す
べ
、
月
を
す
べ
、
昼
と
夜
を
す
べ
、
季
節
を
す
べ
る

ほ
ど
の
力
を
も
つ
は
ず
愛
が
、
ひ
と
り
の
人
間
の
心
す
ら
つ
な
ぎ
と

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
宇
宙
の
愛
と
人
間
の
愛
の

あ
い
だ
に
は
し
る
亀
裂
こ
そ
が
、
チ
ョ
ー
サ
ー
の
悲
劇
を
悲
劇
た
ら

し
め
て
い
る
の
で
す
。

　
た
し
か
に
私
た
ち
は
世
界
を
動
か
す
愛
を
見
失
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
れ
を
無
理
に
と
り
も
ど
そ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ミ
ル
ト

ン
よ
り
も
な
お
困
難
な
地
点
に
お
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
な
お
、
私
た
ち
が
ト
ロ
イ
ル
ス
の
嘆
き
理
解
し
よ
う
と
す

る
な
ら
、
私
た
ち
は
せ
め
て
そ
の
よ
う
な
愛
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
思
い
だ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、
ほ
ん
の
す
こ

し
の
あ
い
だ
だ
け
、
私
た
ち
の
表
象
力
は
高
く
飛
翔
し
、
そ
の
望
み

と
意
志
は
ま
わ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
太
陽
と
星
々
を
め
ぐ
ら
す

愛
に
よ
っ
て）
11
（

。
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註（＊
）
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
二
日
に
上
智
大
学
で
開
催
さ
れ

た
講
演
会
「
中
世
に
お
け
る
愛
の
諸
相
」（
中
世
思
想
研
究
所
主
催
／

女
性
神
秘
家
研
究
会
共
催
）
の
講
演
原
稿
で
あ
る
。
講
演
会
開
催
に

尽
力
い
た
だ
い
た
阿
部
善
彦
博
士
、
梅
田
考
太
博
士
に
御
礼
申
し
上

げ
る
。
発
表
の
さ
い
に
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
津
崎
良
典
博

士
か
ら
貴
重
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
あ
ら
わ
し
た

い
。
最
後
に
講
演
原
稿
の
『
史
苑
』
へ
の
掲
載
を
提
案
い
た
だ
い
た

小
澤
実
氏
に
感
謝
す
る
。

（
１
）
ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
天
国
篇
」33.142–145

。『
神
曲
』
か
ら
の

引
用
は
す
べ
て
原
基
晶
訳
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
に

依
拠
す
る
。
以
下
の
「
天
国
篇
」
理
解
も
原
の
解
説
に
お
お
く
を

負
っ
て
い
る
。
こ
の
画
期
的
訳
業
へ
の
さ
さ
や
か
な
注
と
し
て
本

稿
が
読
ま
れ
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。「
天
国
篇
」
末
尾
の
解
説
と

し
て
は
以
下
も
見
よ
。Peter D

ronke, “L’am
or che m

ove il 
sole e l’altre stelle,” Studi m

edievali , 3
a serie, 6 (1965): 

389–422, repr. D
ronke, The M

edieval Poet and H
is W

orld  
(R

om
e: Storia e Letteratura, 1984), 439–475; 

長
谷
川
悠
里

「
機
械
時
計
と
神
的
リ
ズ
ム
―
『
神
曲
』
天
国
篇
第
二
四
歌
に
お
け
る

A
E

Q
U

ALITAS

」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
六
一
巻
、
二
〇
一
一
年
、

一
―
二
二
頁
。

（
２
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
の
解
説
と
し
て
、
Ｇ
・
Ｅ
・
Ｒ
・
ロ
イ

ド
［
川
田
殖
訳
］『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
―
そ
の
思
想
の
成
長
と
構
造
』

（
一
九
七
三
年
、
み
す
ず
書
房
）
一
二
〇
―
一
三
六
頁
を
見
よ
。

（
３
）
図
一
は
、Johannes H

evelius, Selenographia: sive, lunae 
descriptio (D

anzig: Andreas H
ünefeld, 1647), 161 

か
ら
と
っ

た
。
こ
の
宇
宙
像
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
想
定
と
異
な
る
点
を
も
つ

が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

（
４
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
［
出
隆
訳
］『
形
而
上
学
』
第
一
二
巻
第
七

章1072b18–21

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
　
一
七
」（
岩
波
書
店
、

一
九
七
二
年
）
四
一
八
頁
。

（
５
）
図
二
は
、British Library, m

s Yates Thom
pson 31, fol. 45 

か
ら
と
っ
た
。
天
体
の
運
動
の
原
因
に
関
す
る
中
世
の
議
論
に
つ
い

て
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
グ
ラ
ン
ト
［
小
林
剛
訳
］『
中
世
に
お
け
る
科

学
の
基
礎
づ
け
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
四
―
一
七
七
頁

を
見
よ
。

（
６
）「
天
国
篇
」26.37–39

「
こ
の
よ
う
な
真
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
永
遠
な

る
実
体
の
第
一
の
愛
を
私
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
方
が
、
私
の
知
能
へ

平
易
に
示
し
て
い
ま
す
」。

（
７
）
ダ
ン
テ
［
中
山
昌
樹
訳
］『
饗
宴
』
第
二
篇
「
ダ
ン
テ
全
集
　
五
」（
新

生
堂
、
一
九
二
五
年
）
一
一
三
頁
。

（
８
）
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
［
畠
中
尚
志
訳
］『
哲
学
の
慰
め
』
第
二
部
八
（
岩

波
文
庫
、一
九
三
八
年
）
八
三
―
八
五
頁
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
『
神
曲
』

「
天
国
篇
」10.124–126

に
登
場
す
る
。
中
世
に
お
け
る
ボ
エ
テ
ィ

ウ
ス
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
［
村

井
則
夫
訳
］「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
―
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
論
理
学
の
中
世
へ
の
継
承
」『
中
世
哲
学
の
源
流
』（
創
文
社
、

一
九
九
五
年
）
七
七
―
一
二
七
頁
を
見
よ
。

（
９
）「
天
国
篇
」30.38–42

「
私
達
は
最
も
大
き
な
星
体
か
ら
外
に
抜

け
出
し
て
純
粋
な
光
で
で
き
た
空
に
入
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
叡
智

の
光
で
あ
り
、
愛
に
満
ち
て
い
ま
す
、
そ
れ
は
真
実
の
善
の
愛
で
あ

り
、
歓
び
に
満
ち
て
い
ま
す
、
そ
の
歓
び
は
あ
ら
ゆ
る
甘
美
を
超
越

し
て
い
ま
す
」。
図
三
は
、
ポ
ー
ル
・
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ド
レ
（Paul 

G
ustave D

oré, 1832–1888

）
が
「
天
国
篇
」
第
三
一
歌
に
添
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

え
た
挿
絵
。Il Purgatorio e il Paradiso  (Paris: H

achette, 
1868) 

に
初
出
。

（
10
）
ダ
ン
テ
の
至
高
天
理
解
に
つ
い
て
は
、Christian M

oevs, 
T

he M
etaphysics of D

ante’s C
om

edy  (O
xford: O

xford 
U

niversity Press, 2005), 15–35 

を
見
よ
。
至
高
天
と
天
国
の

同
一
視
に
つ
い
て
は
、
平
岡
隆
二
『
南
蛮
系
宇
宙
論
の
原
典
的
研
究
』

花
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
四
二
―
五
五
頁; 

平
岡
「
イ
エ
ズ
ス
会
と

キ
リ
シ
タ
ン
に
お
け
る
天
国
（
パ
ラ
イ
ソ
）
の
場
所
」
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
、

小
澤
実
編
『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
―
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
ン
テ

レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）

三
六
二
―
三
八
六
頁
を
見
よ
。

（
11
）「
天
国
篇
」26.28–30

「
な
ぜ
な
ら
善
と
は
、
善
で
あ
る
が
ゆ
え
、

理
解
さ
れ
る
と
即
座
に
愛
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
か
ら
で
す
」。
天
使
の

愛
が
な
ぜ
回
転
運
動
を
引
き
お
こ
す
の
か
は
完
全
に
は
は
っ
き
り
し

な
い
。
ひ
と
つ
の
説
明
と
し
て
、M

oev, M
etaphysics of D

ante’s 
C

om
edy  (note 10), 29–30 

を
見
よ
。

（
12
）W

illiam
 of Conches, G

uillelm
i de C

onchis G
losae super 

B
oetium

, ed. L. N
auta (Turnhout: Brepols, 1999), 169–170. 

ギ
ヨ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
ト
ゥ
ッ
リ
オ
・
グ
レ
ゴ
リ
ィ
［
飯
尾
都
人
・

近
藤
映
子
訳
］「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
然
学
導
入
以
前
の
中
世
哲
学
に

お
け
る
自
然
観
―
一
二
世
紀
（
正
）」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
一
七
巻
、

一
九
六
九
年
、
一
〇
八
―
一
二
九
頁
の
一
一
六
―
一
一
八
頁; 

大
谷

啓
治
「
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
注
釈
」
上
智

大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
』（
創
文

社
、一
九
八
五
年
）
一
三
三
―
一
五
四
頁; 

大
谷
「
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー

ム
の
『
宇
宙
の
哲
学
』」
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世
の
自

然
観
』（
創
文
社
、一
九
九
一
年
）
五
七
―
七
五
頁; 

大
谷
「
コ
ン
シ
ュ

の
ギ
ヨ
ー
ム
に
お
け
る
学
問
の
擁
護
」
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所

編
『
中
世
の
学
問
観
』（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）
九
五
―
一
一
一
頁

を
見
よ
。

（
13
）W

illiam
 of C

onches, G
losae super B

oetium
, 172.

（
14
）
神
崎
繁
「
解
説
」
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
［
神
崎
、
金
澤
修
、
寺

本
稔
訳
］『
宇
宙
の
哲
学
』
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、
岩
熊
幸
男

編
訳
・
監
修
『
中
世
思
想
原
典
集
成
　
八
　
シ
ャ
ル
ト
ル
学
派
』（
平

凡
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
七
〇
―
二
八
四
頁
の
二
七
五
―
二
七
六
頁

を
見
よ
。

（
15
）
本
節
は
、K

uni Sakam
oto, Julius C

aesar S
caliger, 

R
enaissance R

eform
er of A

ristotelianism
: A

 Study of 
E

xotericae E
xercitationes  (Leiden: B

rill, forthcom
ing in 

2016) 

に
依
拠
す
る
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
に
関
し
て
は
、
榎
本
恵
美
子
『
天

才
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
肖
像
―
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
叙
伝
、占
星
術
、夢
解
釈
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
も
見
よ
。

（
16
）G

irolam
o C

ardano, D
e arcanis, in O

pera om
nia 

(Lyon: Jean-A
ntoine H

uguetan, 1663; repr. Stuttgart: 
From

m
ann, 1966), vol. 10, fol. 6a. 

ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
地
獄
篇
」

3.5–6

で
は
、
地
獄
の
門
を
つ
く
っ
た
の
は
「
神
の
力
、
至
高
の
知
、

第
一
の
愛
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

（
17
）
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
熱
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
「
ル
ネ

サ
ン
ス
の
星
辰
医
学
―
占
星
術
の
変
容
か
ら
普
遍
医
薬
の
探
究
へ
」

『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
―
四
一

頁
の
三
四
―
三
七
頁
を
見
よ
。

（
18
）Julius Caesar Scaliger, E

xotericae E
xercitationes  (Paris: 

M
ichel V

ascosan, 1557), 359.8, 464r.

（
19
）
同
種
の
思
考
は
発
生
現
象
に
つ
い
て
の
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
議
論
に
も
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愛
は
世
界
を
動
か
す
（
坂
本
）

認
め
ら
れ
る
。
坂
本
邦
暢
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
救
え
―
一
六
世
紀

の
ス
コ
ラ
学
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
改
革
」『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
』（
前

掲
注
一
〇
）
二
五
二
―
二
七
九
頁
を
見
よ
。

（
20
）
ケ
プ
ラ
ー
［
岸
本
良
彦
訳
］『
新
天
文
学
』（
工
作
舎
、二
〇
一
三
年
）

第
二
章
、
一
〇
九
頁
。

（
21
）
ケ
プ
ラ
ー
［
岸
本
訳
］『
新
天
文
学
』
第
四
〇
章
、
三
八
八
頁
。

（
22
）
ケ
プ
ラ
ー
の
天
文
学
に
つ
い
て
は
、
山
本
義
隆
『
世
界
の
見
方
の

転
換
　
三
　
世
界
の
一
元
化
と
天
文
学
の
改
革
』（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
一
四
年
）
九
五
九
―
一
一
一
二
頁
（
お
よ
び
「
付
記
Ｃ
」）
を
見
よ
。

（
23
）
ケ
プ
ラ
ー
［
岸
本
良
彦
訳
］『
宇
宙
の
調
和
』（
工
作
舎
、二
〇
〇
九
年
）

第
四
巻
第
一
章
、
三
〇
六
頁
。

（
24
）
ケ
プ
ラ
ー
［
岸
本
訳
］『
宇
宙
の
調
和
』
第
五
巻
第
七
章
、四
五
三
頁
。

（
25
）ケ
プ
ラ
ー［
岸
本
訳
］『
宇
宙
の
調
和
』第
二
章
、一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

（
26
）
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
［
山
田
慶
児
、
谷
秦
訳
］『
偽
金
鑑
識
官
』

豊
田
利
幸
責
任
編
集
『
ガ
リ
レ
オ
』「
世
界
の
名
著
　
二
六
」（
中
央

公
論
社
、
一
九
七
九
年
）
三
〇
八
頁
。

（
27
）
パ
ル
カ
ル
［
前
田
陽
一
、由
木
康
訳
］『
パ
ン
セ
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
一
年
）
上
巻
、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
28
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
［
米
山
優
、
佐
々
木
能
章
訳
］「
ク
ラ
ー

ク
の
第
一
返
書
」『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ク
ラ
ー
ク
と
の
往
復
書
簡
』
下

村
寅
太
郎
他
監
修
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
　
九
　
後
期
哲
学
』（
工

作
舎
、
一
九
八
九
年
）
二
六
八
頁
。
ク
ラ
ー
ク
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
見

解
を
代
弁
し
て
い
る
。

（
29
）
重
力
概
念
の
歴
史
と
し
て
、
山
本
義
隆
『
磁
力
と
重
力
の
発
見
』

全
三
巻
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）; 

奥
村
大
介
「
重
力
の
観
念

史
」『
哲
学
』
三
田
哲
學
會
、
第
一
二
九
巻
、
二
〇
一
二
年
、
四
三
―

七
二
頁
を
見
よ
。

（
30
）
ミ
ル
ト
ン
［
平
井
正
穂
訳
］『
失
楽
園
』3.418–423

、（
岩
波
文
庫
、

一
九
八
一
年
）
上
巻
、
一
四
〇
頁
。

（
31
）
ミ
ル
ト
ン
［
平
井
訳
］『
失
楽
園
』8.136–140

、
下
巻
、
五
二
頁
。

ダ
ン
テ
と
ミ
ル
ト
ン
を
比
較
す
る
着
想
は
、
三
浦
逸
雄
「
ダ
ン
テ
と

天
の
説
」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
二
一
巻
、
一
九
七
三
年
、
一
一

―
二
四
頁
の
二
四
頁
か
ら
え
た
。
ミ
ル
ト
ン
と
天
文
学
に
つ
い
て
は
、

渡
辺
正
雄
「『
失
楽
園
』
と
新
天
文
学
」『
文
化
史
に
お
け
る
近
代
科
学
』

未
来
社
、
一
九
六
三
年
、
二
三
―
四
三
頁
を
見
よ
。

（
32
）
チ
ョ
ー
サ
ー
［
笹
本
長
敬
訳
］『
ト
ロ
イ
ル
ス
と
ク
リ
セ
イ
デ
』

4.1744–1771

（
英
宝
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
一
二
頁
。
ダ
ン
テ
と

チ
ョ
ー
サ
ー
の
愛
に
つ
い
て
の
詩
行
を
関
連
づ
け
た
研
究
と
し
て
、

D
ronke, “L’am

or che m
ove il sole e l’altre stelle” (note 1) 

を

見
よ
。

（
33
）
チ
ョ
ー
サ
ー
［
笹
本
訳
］『
ト
ロ
イ
ル
ス
と
ク
リ
セ
イ
デ
』5.1676

、

一
九
二
頁
。

（
34
）
講
演
会
に
お
い
て
津
崎
良
典
博
士
は
、
宇
宙
論
的
な
愛
と
ハ
ル
モ

ニ
ア
（
調
和
）
の
観
念
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
指
摘
し
た
。
残
念
な

が
ら
本
稿
は
こ
の
指
摘
に
こ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
の
よ
う
な

文
献
を
手
が
か
り
に
今
後
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ジ
ョ
ス

リ
ン
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
［
斉
藤
栄
一
訳
］『
星
界
の
音
楽
―
神
話
か
ら
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
ま
で
　
音
楽
の
霊
的
次
元
』（
工
作
舎
、
一
九
九
〇

年
）; 

名
須
川
学
「
鳴
り
響
く
永
遠
真
理
―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
数

理
思
想
の
一
七
世
紀
的
展
開
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
―
教
父
研
究
』
第

一
三
号
、二
〇
〇
九
年
、八
五
―
一
〇
二
頁; 

長
谷
川
悠
里「
ダ
ン
テ『
神

曲
』
天
国
篇
―
天
球
運
動
が
織
り
成
す
調
和
」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』

第
六
〇
巻
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
一
―
一
三
三
頁
。（本

学
兼
任
講
師
）


