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せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
の
宇
宙
構

造
の
モ
デ
ル
を
初
め
と
す
る
自
然
哲
学
は
、

後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
い
ま

す
。

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
停
滞

│
│
キ
リ
ス
ト
教
が
欧
州
へ
広
ま
る
と
と

も
に
気
象
学
を
含
む
自
然
哲
学
が
停
滞
し

た
理
由
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ロ
ー
マ
時
代
に
入
る
と
建
築
技
術
な
ど

の
実
用
的
な
学
問
が
重
要
視
さ
れ
、
自
然

哲
学
は
廃
れ
て
い
き
ま
す
。
拍
車
を
か
け

た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
で
し
ょ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
が
自
然
を
つ
く
り
、

操
作
し
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
雷
な
ど

の
災
害
は
神
の
怒
り
で
あ
り
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
あ
る
と
し
た
の
で
す
。

と
く
に
、
神
の
意
志
と
は
関
係
な
く
、

天
体
の
影
響
で
も
の
ご
と
が
決
ま
る
と
考

え
る
占
星
学
は
、
人
間
の
宗
教
心
で
は
覆

で
す
。「
気
象
学
」
を
意
味
す
る
英
語
の

「m
eteorology

」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
著
書
『M

eteorologica

（
気
象
論
）』

が
語
源
で
す
し
、「
気
候
」
を
意
味
す
る

「clim
ate

」
も
、『
気
象
論
』
に
使
わ
れ

て
い
た
言
葉
「clim

a

（
太
陽
の
傾
き
）」
に

由
来
し
ま
す
。
彼
は
太
陽
の
傾
き
に
応
じ

て
気
候
帯
が
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
主
張

し
、
熱
帯
は
灼
熱
で
、
極
域
は
酷
寒
の
た

め
人
間
は
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え

ま
し
た
。

ほ
か
に
も
虹
や
彗
星
な
ど
の
現
象
が
ど

の
よ
う
に
し
て
起
き
る
の
か
、
そ
の
原
因

を
考
え
、
ま
た
宇
宙
を
含
む
世
界

の
構
造
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。そ

れ
ま
で
も
日
食
や
雨
、
雲
な

ど
個
々
の
天
体
・
気
象
現
象
に
つ

い
て
考
察
し
た
人
は
い
ま
し
た
が
、

彼
の
よ
う
に
宇
宙
を
含
め
て
体
系

的
・
俯
瞰
的
に
論
じ
る
人
は
い
ま

空
気
な
ど
の
万
物
が
変
化
す
る
「
地
上

界
」
と
、
月
か
ら
上
の
永
久
不
変
の
世
界

で
あ
る
「
天
上
界
」
に
わ
け
ら
れ
、
彼
は

天
上
界
の
天
体
の
動
き
が
気
象
を
含
め
て

地
上
界
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え

ま
し
た
。
植
物
の
動
き
や
潮
汐
が
太
陽
や

月
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
考

え
は
極
め
て
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。

│
│
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
聞
く
と
、
哲
学

の
印
象
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
気
象
学

に
も
足
跡
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
万
学
の
祖
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
思
索
の
幅
は
本
当
に
広
い

古
代
ギ
リ
シ
ャ
（
紀
元
前
六
〜
四
世
紀
）

で
は
、
わ
ず
か
二
百
〜
三
百
年
あ
ま
り
の

間
に
幅
広
い
分
野
で
学
問
が
花
開
き
、
偉

大
な
哲
学
者
や
数
学
者
を
数
多
く
輩
出
し

ま
し
た
。
当
時
の
自
然
に
対
す
る
探
求
を

自
然
哲
学
と
呼
び
ま
す
が
、
な
か
で
も
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
哲
学
の
中
で
独

自
の
宇
宙
理
論
を
唱
え
ま
す
。

こ
れ
は
「
二
元
的
宇
宙
論
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
こ
の
宇
宙
は
土
や
水
、
火
、

考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
。

紀
元
前
三
千
年
ご
ろ
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

を
治
め
た
シ
ュ
メ
ー
ル
人
は
、
天
体
の
動

き
を
観
察
し
、
太
陽
が
動
く
道
を
黄
道
と

定
義
し
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
星
座

は
黄
道
十
二
星
座
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

そ
れ
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に

伝
わ
っ
て
、
天
体
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
が

決
ま
る
と
い
う
、
後
の
占
星
学
や
占
星
気

象
学
と
な
り
ま
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る

│
│
気
象
学
の
歴
史
を
遡
る
と
、
天
文
学

や
占
星
学
な
ど
の
起
源
と
も
重
な
る
よ
う

で
す
ね
。

古
代
か
ら
、
農
作
物
の
出
来
を
左
右
す

る
気
象
の
動
き
は
、
人
々
の
関
心
の
的
で

も
あ
り
ま
し
た
。
雨
乞
い
の
儀
式
を
行
っ

た
り
、
雷
や
嵐
が
起
き
た
ら
そ
の
意
味
を
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古
来
、天
気
の
動
き
は
耕
作
や
漁
、交
通
な
ど
と
強
く
結
び
つ
い
て
き
た
。

人
々
は
ど
の
よ
う
に
空
の
動
き
を
予
想
し
、天
気
予
報
の
精
度
を
上
げ
て
き
た
の
か
。

気
象
学
の
歴
史
に
詳
し
い
国
立
環
境
研
究
所
の
堤
之
智
さ
ん
に
、

古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
歩
み
に
つ
い
て
聞
い
た
。

天
を
仰
い
だ
科
学
者
た
ち

気
象
学
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
発
展
し
て
き
た

アリストテレスによる『気象論』


