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は
じ
め
に

　

前
五
│
六
世
紀
を
中
心
と
し
て
起
こ
っ
た
「
精
神
革
命
」
と
、
十
六
│

十
七
世
紀
に
起
こ
っ
た
「
科
学
革
命
」
は
、
前
者
は
「
世
界
宗
教
」
の
起

源
と
な
り
、
後
者
は
「
近
代
科
学
」
の
成
立
と
な
っ
た
が
、
こ
の
両
者
は

果
し
て
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
の
か
。

　

云
い
か
え
れ
ば
、「
宗
教
」
と
「
科
学
」
は
ど
こ
ま
で
も
相
容
れ
な
い

目　

次

は
じ
め
に

第
一
章　

世
界
宗
教
の
起
源
と
し
て
の
「
精
神
革
命
」

第
二
章　
「
精
神
革
命
」
と
「
横
へ
の
超
越
」

第
三
章　
「
水
平
超
越
」
の
根
源
と
し
て
の
「
宇
宙
連
関
」

第
四
章　
「
科
学
革
命
」
と
「
宇
宙
連
関
」

お
わ
り
に

も
の
と
し
て
拮
抗
し
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
何
ら
か

の
仕
方
で
、
両
者
は
結
合
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
多
く

の
書
物
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
い
く
た
び
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
に
も

拘
ら
ず
、
未
解
決
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
本
日
の

講
演
は
、
こ
の
問
題
へ
の
解
決
を
め
ざ
す
方
向
を
示
す
一
つ
の
試
み
で
あ

る
。

第
一
章　

世
界
宗
教
の
起
源
と
し
て
の
「
精
神
革
命
」

　

筆
者
の
研
究
領
域
は
「
科
学
史
・
科
学
哲
学
」
と
「
比
較
文
明
・
文
化

論
」
で
あ
る
が
、
と
く
に
こ
の
十
年
ほ
ど
は
「
精
神
革
命
」
の
比
較
研
究

に
打
ち
込
ん
で
き
た
。「
精
神
革
命
」（Spiritual R

evolution

）
と
は
、

筆
者
の
考
え
て
い
る
比
較
文
明
史
の
人
類
史
的
段
階
、「
人
類
革
命
」

講
演
論
文

「
精
神
革
命
」
と
「
科
学
革
命
」

伊 

東　

俊 

太 

郎
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「
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
」（
魂
）
の
発
見
に
始
ま
り
、
こ
の
「
魂
」
の
対
象
と
な

る
「
イ
デ
ア
」
の
認
識
を
経
て
、
つ
い
に
そ
の
最
高
の
も
の
と
し
て
そ
の

「
善
」
の
イ
デ
ア
の
把
握
に
い
た
る
。

　

中
国
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」
は
、
周
時
代
の
「
天
」
が
地
上
に
引
き

下
ろ
さ
れ
て
人
倫
化
さ
れ
「
道
」
と
な
り
、
孔
子
の
儒
教
に
お
い
て
そ
れ

は
当
初
「
礼
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
礼
」
の
根
底
に
「
仁
」
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
見
抜
か
れ
て
完
成
に
い
た
る
。

　

イ
ン
ド
の
仏
陀
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
の
「
苦
」
の
問
題
に
発
し
て
、

そ
の
苦
の
も
と
と
な
る
「
執
着
」
の
対
象
が
、
実
は
変
化
し
て
止
ま
ら
な

い
非
実
体
の
「
縁
起
」

│
つ
ま
り
「
空
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
自

覚
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
世
界
に
対
す
る
「
慈
悲
」
が
出
現
す
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
律

法
」
の
概
念
の
形
式
化
が
、
イ
エ
ス
に
よ
り
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、
そ
れ

を
超
え
た
直
接
的
な
神
の
「
愛
」
が
強
調
さ
れ
て
、
人
々
の
真
の
救
済
へ

と
向
か
う
。

第
二
章　
「
精
神
革
命
」
と
「
横
へ
の
超
越
」

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
「
精
神
革
命
」
の
最
後
に
出
て
く
る
「
善
」

（ἀγαθόν

）、「
仁
」（rén

）、「
慈
悲
」（m

aitrī-karṇā

）、「
愛
」

（ἀγάπη
）
は
、
本
質
的
に
云
っ
て
対
人
関
係
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
つ
ま
り

他
者
に
対
す
る
我
々
の
生
き
方
の
行
動
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
筆

（A
nth

ropic R
evolution

│
人
類
の
成
立
）、「
農
業
革
命
」

（A
gricultural R

evolution

│
農
耕
牧
畜
の
開
始
）、「
都
市
革
命
」

（U
rban R

evolution

│
都
市
文
明
の
出
現
）、「
精
神
革
命
」（
哲
学
と
世

界
宗
教
の
誕
生
）、「
科
学
革
命
」（Scienti�c R

evolution

│
近
代
科
学

の
形
成
）
の
五
段
階
の
う
ち
第
四
の
段
階
の
変
革
期
を
指
す
。
そ
し
て
人

類
は
現
在
さ
ら
に
「
科
学
革
命
」
の
次
の
「
環
境
革
命
」

（E
nvironm

ental R
evolution

│
人
間
と
自
然
的
世
界
の
再
調
整
）
の
時

代
に
入
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
宗
教
と
科
学
の
問
題
は
、
こ

の
第
四
段
階
の
「
精
神
革
命
」
と
第
五
段
階
の
「
科
学
革
命
」
が
、
い
ま

だ
う
ま
く
接
合
さ
れ
な
い
ま
ま
、
そ
の
対
立
が
今
日
の
「
環
境
革
命
」
の

時
代
ま
で
、
と
り
残
さ
れ
て
き
た
と
も
云
え
る
。

　

さ
て
こ
の
第
四
の
人
類
史
の
大
変
革
期
と
考
え
ら
れ
る
「
精
神
革
命
」

は
、
具
体
的
に
云
え
ば
、
前
六
世
紀
以
降
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学

0

0

0

0

0

0

の
形
成
と
イ

ン
ド
に
お
け
る
仏
教
0

0

、
中
国
に
お
け
る
儒
教

0

0

、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ユ

ダ
ヤ
教
を
起
源
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

0

0

0

0

0

の
出
現
と
い
う
、
ま
さ
に
「
世
界
宗

教
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
の
成
立
し
た
画
期
的
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は

人
類
史
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
人
間
の
こ
こ
ろ

0

0

0

の
内
部
の
変
革
、
そ
の
精0

神
史

0

0

の
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
精
神
革
命
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
を
こ
こ
に
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
書
か
れ
た
拙
稿（
1
）を

参
照
し
て
い
た
だ
く
ほ

か
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
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神
革
命
」
の
典
型
的
な
遺
産
で
あ
り
、
今
日
で
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て

い
る
。（
図
2
）

図 2

神
⇅

自然⇄自己⇄他者
⇅
無

図 1

自然⇄自己⇄他者

　

筆
者
は
こ
の
「
精
神
革
命
」
の
遺
産
、
そ
の
「
縦
へ
の
超
越
」
を
無
視

し
た
り
、
軽
視
し
た
り
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
否
、
現
在
に
お
い

て
も
そ
れ
は
貴
重
な
遺
産
と
し
て
保
持
さ
れ
、
重
視
さ
れ
る
意
義
を
担
っ

て
い
よ
う
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
い
て
よ
い
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
従
来
の
考
え
方
を
一
変
さ
せ
、
人
と
人
、
人
と
自

然
と
の
横
の
結
び
つ
き
こ
そ
、
実
の
と
こ
ろ
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
実
現
す
る
「
横
へ
の
超
越
」
の
ほ
う
が
第
一
次
的
に
重
要
で
、「
神
」

や
「
無
」
へ
の
「
垂
直
超
越
」
は
、
こ
の
「
水
平
超
越
」
を
可
能
に
す
る

た
め
に
二
次
的
に
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
今

日
の
文
化
文
明
的
状
況
に
お
い
て
は
、
東
と
西
の
宗
教
的
対
立
や
、
科
学

と
宗
教
の
不
毛
な
拮
抗
を
根
本
的
に
超
え
出
て
ゆ
く
、「
横
へ
の
超
越
」

の
根
源
と
し
て
の
「
宇
宙
連
関
」
な
る
も
の
を
、
新
た
に
提
起
し
て
お
き

た
い
の
で
あ
る
。

者
は
「
横
へ
の
超
越
」（lateral transcendence

）
な
い
し
「
水
平
（
方

向
の
）
超
越
」（horizontal transcendence

）
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

今
日
で
は
、
こ
の
「
横
へ
の
超
越
」
の
対
象
と
な
る
「
他
者
」（others

）

と
し
て
、「
人
」
だ
け
で
は
な
く
、「
自
然
」
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
注

目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
と
人
と
の
相
互
関
係
と
、
人
と
自
然
と

の
相
互
関
係
と
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
と
も
に
「
生
き
も
の
」
の
絆
を
形

成
す
る
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
「
横
へ
の
超
越
」
と
は
、
こ

の
よ
う
な
他
者
と
の
相
互
関
係
を
自
覚
的
に
創
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。（
図
1
）

　

と
こ
ろ
で
「
精
神
革
命
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
横
へ
の
超
越
」
が

「
縦
へ
の
超
越
」（vertical transcendence
）
に
よ
り
媒
介
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
縦
へ
の
超
越
」
に
は
「
上
へ
」
と
「
下
へ
」
の

超
越
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
「
上
へ
の
超
越
」
と
は
「
神
」（G

od

）
へ

の
超
越
で
あ
り
、
後
者
「
下
へ
の
超
越
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
「
空
」
が
中

国
化
さ
れ
た
「
無
」（nothingness

）
へ
の
超
越
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

と
イ
ス
ラ
ム
教
（
そ
れ
ら
の
先
駆
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
）
は
前
者
で
あ

り
、
仏
教
の
あ
る
も
の
（
と
く
に
禅
宗
）
で
は
、
イ
ン
ド
の
「
空
」

（śūnya

）
が
変
様
し
て
後
者
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
前
者
で
は
「
神
が
汝

を
愛
す
る
よ
う
に
、
汝
は
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
。
人
か
ら

「
神
」
と
上
っ
て
い
っ
て
人
と
人
と
の
関
係
に
移
る
。
後
者
で
は
人
が
座

禅
な
ど
に
よ
り
「
無
」
の
境
地
へ
下
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
戻
っ

て
人
と
人
、
人
と
自
然
と
が
結
ば
れ
る
。
こ
れ
が
西
と
東
に
お
け
る
「
精
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に
お
い
て
も
生
じ
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
こ
こ
に
ひ
と
り
の
人
が

悲
し
ん
で
い
る
と
す
る
。
そ
の
悲
し
み
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
ニ
ュ
ー
ロ

ン
の
部
位
を
今
で
は
f 

M 

R 

I
な
ど
で
観
測
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
と
き
そ
れ
を
見
て
い
る
人
（
た
と
え
ば
私
）
の
大
脳
の
同
じ
部

0

0

0

位0

の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
や
は
り
発
火
し
て
い
る
（
活
動
し
て
い
る
）
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
の
と
き
私
は
そ
の
人
の
悲
し
み
と
同
じ
悲
し
み
（
た
と
え

強
度
の
違
い
は
あ
れ
）
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
同
情
0

0

と
か

憐
憫
0

0

と
か
の
感
情
移
入
（em

pathy

）
が
起
こ
る
。
つ
ま
り
「
ミ
ラ
ー
ニ

ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
の
は
、「
他
者
の
意
識
、
喜
び
や
悲
し
み
を
直
接
に

理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
も
の
で
、
自
己
を
他
者
へ
と
つ
な
げ
る

「
他
者
理
解
」
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
云
え
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
脳
に

は
生
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の

よ
う
な
も
の
が
出
来
上
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
背
景

に
あ
る
共
通
の
進
化

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
前
提
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
の
社
会
関
係

│
そ
の
道
徳
性
の
起
源
な
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
宇
宙
的
「
つ
な
が
り
」
の
進
化
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
宇
宙
連
関
」
の
諸
相
は
、
最
近
の
諸
科
学
、
諸

学
問
の
領
域
で
ま
だ
各
個
別
分
散
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
そ

れ
ら
の
成
果
が
次
第
に
統
合
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
全
貌
も
や
が
て
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
宇
宙

連
関
」
こ
そ
が
、「
横
へ
の
超
越
」
を
可
能
に
す
る
根
源
だ
と
認
め
ら
れ

第
三
章　
「
水
平
超
越
」
の
根
源
と
し
て
の
「
宇
宙
連
関
」

　

人
と
人
、
人
と
自
然
と
を
結
び
つ
け
、「
水
平
超
越
」
を
可
能
と
す
る

「
宇
宙
連
関
」（cosm

ic correlation, kosm
ischer Zusam

m
enhang

）

と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

　

そ
れ
は
宇
宙
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
日
の
人
類
社
会
が
出

来
上
が
る
ま
で
の
、
素
粒
子
の
結
び
つ
き
、
細
胞
の
結
び
つ
き
、
生
物
相

互
の
結
び
つ
き
、
人
間
の
結
び
つ
き
を
実
現
せ
し
め
て
い
る
、
あ
え
て
大

和
言
葉
で
云
え
ば
、「
と
も
い
き

0

0

0

0

の
き
づ
な

0

0

0

」
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
的
規

模
で
の
連
関
の
構
造
は
、
現
在
の
素
粒
子
論
や
生
命
論
や
生
態
学
、
動
物

行
動
学
、
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
、「
心
の
理
論
」
な
ど
の
発
達
に
よ

り
、
き
わ
め
て
明
ら
か
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
一
例
と
し
て
「
ミ
ラ

ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」（m

irror neuron

）
の
研
究
を
挙
げ
て
お
こ
う（

2
）。

　

こ
れ
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
で
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
大

学
に
お
け
る
ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
を
中
心
と
す
る
脳
神
経
科
学
者

た
ち
の
成
果
で
あ
る
。
最
初
は
ア
カ
ゲ
ザ
ル
の
運
動
に
か
か
わ
る
脳
神
経

の
研
究
を
し
て
い
て
、
実
験
者
が
餌
と
し
て
バ
ナ
ナ
を
「
つ
か
み
と
る
」

と
き
、
そ
の
実
験
者
の
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
す
る
部
位
と
同
じ
部
位

（
F 

5
野
）
が
、
被
実
験
者
サ
ル
の
脳
に
お
い
て
も
、
ま
る
で
「
鏡
に
う

つ
し
と
っ
た
よ
う
に
」
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
現
象
は
、
サ
ル
だ
け
で
は
な

く
、
人
と
人
と
の
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
学
習
と
か
感
情
や
情
緒
の
生
起
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プ
ラ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
ら
に
よ
る
近
代
天
文
学
、
近
代
力
学
の
確
立
を
経

て
、
そ
れ
が
他
の
分
野
の
諸
科
学
の
近
代
化
に
も
波
及
し
て
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
支
配
し

て
き
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
地
球
中
心
の
天
動
説
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ

る
「
コ
ス
モ
ス
的
世
界
像
」
に
よ
る
宇
宙
観
と
自
然
像
が
根
本
的
に
転
覆

し
、
代
っ
て
近
代
科
学
の
基
礎
を
つ
く
り
上
げ
る
新
し
い
自
然
観
が
形
成

さ
れ
た
。
そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
の
も
の
を
思
想
的
基
盤
と
し

て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　

そ
の
第
一
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
り
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
「
機
械
論
的
自
然

観
」（the m

echanistic view
 of nature

）
で
あ
り
、
第
二
は
フ
ラ
ン
シ

ス
・
ベ
イ
コ
ン
に
よ
り
創
唱
さ
れ
た
「
自
然
支
配
の
理
念
」（the idea of 

dom
inance over nature

）
で
あ
る
。
続
く
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
前
者

は
「
啓
蒙
思
想
」
を
生
み
出
し
、
後
者
は
「
産
業
革
命
」
を
つ
く
り
出

し
、
と
も
に
近
代
文
明
を
形
成
し
発
展
さ
せ
る
重
要
な
思
想
的
源
泉
と
な

っ
た
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自
然
観
」
も
ベ
イ
コ
ン
の
「
自
然

支
配
の
理
念
」
も
、
そ
れ
以
前
の
思
想
体
系
に
は
な
く
、「
科
学
革
命
」

に
よ
っ
て
初
め
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

た
し
か
に
十
七
世
紀
西
欧
の
「
科
学
革
命
」
以
前
に
も
、
世
界
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
形
態
の
「
科
学
」
は
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
科
学
、
中
国
科
学
、

イ
ン
ド
科
学
、
イ
ス
ラ
ム
科
学
、
中
世
ラ
テ
ン
世
界
の
科
学
な
ど
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
い
づ
れ
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
つ
の
思
想
（
機
械
論
的

る
日
が
来
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
か
ら
道
徳
、
倫
理
、
そ
し
て
宗
教
の
在

り
方
も
根
本
的
に
再
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
「
宇
宙
連
関
」
は
、
各
文
化
圏
の
地
域
性
や
特
殊
性
に
拘
束
さ
れ

て
は
い
な
い
こ
と
に
ま
ず
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
圏
に
も
、
仏
教
圏
に
も
、
イ
ス
ラ
ム
圏
に
も
通
底
し
て
あ
て
は
ま
る
事

実
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
的
相
互
作
用
を
手
が
か
り
と
し
て
、
地
域
的
文
化

的
差
異
を
超
え
て
、
ま
た
宗
教
と
科
学
の
対
立
を
超
え
て
、
二
十
一
世
紀

の
こ
れ
か
ら
の
人
類
が
生
き
合
っ
て
ゆ
く
地
球
的
な
精
神
原
理
が
新
た
に

創
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、「
科
学
革
命
」

以
来
の
科
学
の
在
り
方
の
ほ
う
も
、
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

第
四
章　
「
科
学
革
命
」
と
「
宇
宙
連
関
」

　

十
七
世
紀
を
中
心
と
し
て
、
西
欧
世
界
に
の
み

0

0

起
こ
っ
た
「
科
学
革

命
」
は
、
筆
者
の
比
較
文
明
論
の
枠
組
み
で
云
え
ば
、
人
類
史
の
第
五
の

大
変
換
期
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
全
世
界
に
拡
が
り
、
現
代
に
ま
で
連
な

る
「
近
代
文
明
」
の
骨
格
を
つ
く
り
上
げ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後

三
五
〇
年
ほ
ど
経
過
し
た
今
日
で
は
、
そ
の
再
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
い

る
面
が
あ
る
と
云
え
る
と
思
う
。

　

ま
ず
、「
科
学
革
命
」
の
内
容
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
近
代

科
学
の
成
立
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
十
六
世
紀
中
葉
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
に
よ
る
太
陽
中
心
の
地
動
説
に
始
ま
り
、
十
七
世
紀
の
ガ
リ
レ
オ
、
ケ
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形
、
大
き
さ
だ
け
を
も
っ
た
一
様
な
幾
何
学
的
「
延
長
」（extensa

）
に

還
元
さ
れ
、
こ
の
量
的
延
長
を
切
り
刻
ん
だ
粒
子
の
運
動
に
よ
っ
て
す
べ

て
は
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
質
的
な
も
の
、
生
命
的
な
も
の
、
意
識
的

な
も
の
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
。
他
方
デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
「
我
思
う
、

ゆ
え
に
我
在
り
」（cogito, ergo sum

）
の
言
葉
の
よ
う
に
、
そ
の
自
然

を
認
識
す
る
人
間
の
側
に
は
「
思
惟
」（cogitatio

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
自
然
の
外
に
出
て
し
ま
っ
て
、
自
然
を
も
っ
ぱ
ら
操
作
し

支
配
す
る
も
の
と
な
る
。
デ
カ
ル
ト
の
つ
く
っ
た
近
代
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
は
、
こ
の
「
思
惟
」
と
「
延
長
」
の
二
元
論
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。

そ
こ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
自
然

の
機
械
化
、
つ
ま
り
自
然
の
「
死
物
化
」
が
あ
る
。
そ
し
て
自
然
を
認
識

す
る
人
間
は
、
自
ら
は
自
然
の
外
に
立
っ
て
こ
れ
を
分
析
す
る
と
い
う
自

然
の
「
外
物
化
」
が
あ
る
（
本
来
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
）。
そ
し
て
さ
ら
に
自
然
か
ら
そ
の
創
発
的
発
展
、
つ
ま
り
自
律

的
な
自
己
形
成
性
を
ま
っ
た
く
奪
う
こ
と
と
な
っ
た（
3
）。
最
後
に
自
然
は
機

械
と
し
て
そ
の
部
品
、
つ
ま
り
そ
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
要
素
の
確
認
に
力

が
注
が
れ
、
す
べ
て
を
そ
の
要
素
に
還
元
し
て
み
る
「
要
素
還
元
主
義
」

に
陥
っ
て
ゆ
く
。
要
素
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
な
い

わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
要
素
探
究
は
疑
い
も
な
く
重
要
で
、
こ
の
点
で
デ
カ

ル
ト
の
「
機
械
論
」
は
大
い
に
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
し
か
し
現
在
で
は

バ
ラ
バ
ラ
な
要
素
、
成
分
の
確
認
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て

ゆ
く
も
の
の
研
究
の
ほ
う
が
枢
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
素

自
然
観
と
自
然
支
配
の
理
念
）
は
な
く
、
こ
の
両
者
は
「
科
学
革
命
」
が

新
た
に
つ
く
り
出
し
た
、
そ
の
思
想
的
基
盤
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た

「
科
学
」
と
「
宗
教
」
の
対
立
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
西
欧
「
科
学
革
命
」

以
後
、
と
く
に
そ
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
出
現
し
た
「
啓
蒙
思
想
」
以
後

の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
伝
統
の
下
に
な
い
そ
の
以
前
の
諸

「
科
学
」（
ギ
リ
シ
ア
科
学
、
イ
ス
ラ
ム
科
学
な
ど
）
に
お
い
て
は
、
こ
の

両
者
の
対
立
な
ど
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
。
な
お
因
み
に
、
デ
カ
ル
ト
、
ベ

イ
コ
ン
、
ガ
リ
レ
オ
、
ケ
プ
ラ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
ら
「
科
学
革
命
」
初
期

の
科
学
者
た
ち
は
、
み
な
篤
信
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ

の
自
然
研
究
の
な
か
に
神
の
存
在
の
根
拠
を
求
め
た
と
さ
え
云
え
る
。
し

か
し
そ
の
後
の
人
間
理
性
に
よ
る
「
神
の
棚
上
げ
」
に
と
も
な
う
近
代
科

学
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
宗
教
」
と
「
科
学
」
の
分
離
闘
争
が

起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
源
泉
は
、
あ
く
ま
で
「
科
学
革
命
」
に
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
思
想
的
基
礎
を
据
え
た
さ
き
の
二
つ
の
新
た
な
「
思
想
原
理
」

が
、
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
の
内
容
を
今
一
度
吟
味
し
て
み
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ら
は
近
現
代
の
文
明
形
成
の
根
底
を
つ
く
っ
た
大
き
な
功
績
を

も
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
日
の
第
六
の
転
換
期
「
環
境
革
命
」
の
時
代

に
お
い
て
は
、
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自
然
観
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
自
然
を
「
機
械
」

で
あ
る
と
み
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
切
の
外
的
自
然
は
、
す
べ
て
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あ
る
知
」
に
よ
り
長
く
収
奪
さ
れ
続
け
て
き
た
自
然
は
、
今
や
耐
え
か
ね

て
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
を
た
て
て
崩
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
現
在
の

「
環
境
問
題
」
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
を
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

現
在
「
科
学
」
は
し
ば
し
ば
「
科
学
技
術
」
と
よ
ば
れ
、「
技
術
」
と

一
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
は
じ
め
は
「
科
学
・
技
術
」
と
中
に
点
が

入
っ
て
い
た
が
、
今
で
は
そ
れ
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
英
語
で
は

science and technology 

と
し
て
こ
の
二
つ
は
別
物
で
あ
る
が
、
日
本

で
は
一
体
化
し
、
む
し
ろ
「
技
術
」
の
ほ
う
に
重
点
が
お
か
れ
て
「
科

学
」
が
評
価
さ
れ
る
気
味
さ
え
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
倒
錯
で
あ
る
。

「
科
学
」
は
あ
く
ま
で
も
「
宇
宙
連
関
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
知

的
行
為
で
あ
っ
て
、
技
術
は
そ
の
知
識
を
利
用
し
て
人
工
物
を
つ
く
り
、

人
間
の
利
便
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し

た
技
術
の
も
た
ら
す
利
益
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
益
々
発
展
し
て
ゆ
く

こ
と
は
確
実
に
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
技
術
的
応
用
・
発
展
に
は
ま

た
多
く
の
危
険
も
伴
っ
て
い
る
。
原
爆
や
原
発
の
よ
う
な
核
科
学
の
技
術

的
応
用
、
ゲ
ノ
ム
の
人
工
的
配
列
に
よ
る
人
造
人
間
の
製
造
、
人
間
そ
の

も
の
の
ロ
ボ
ッ
ト
化
の
よ
う
な
き
わ
め
て
危
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
進

め
方
に
は
充
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
の
考
え
で
は
「
科
学
」
は
あ
く
ま
で
も
「
宇
宙
連
関
」
を
研
究
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、「
技
術
」
は
そ
の
二
次
的
結
果
と
し
て
生
ず
る
が
、

「
科
学
」
は
も
と
も
と
「
技
術
」
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

粒
子
論
に
お
け
る
素
粒
子
と
素
粒
子
を
結
び
つ
け
る
媒
介
粒
子
の
研
究
と

か
、
分
子
生
物
学
の
遺
伝
子
相
互
の
関
係
を
研
究
す
る
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ

ク
ス
と
か
、
さ
ら
に
は
細
胞
間
の
情
報
交
換
の
研
究
、
霊
長
類
の
集
団
形

成
、
人
間
同
士
を
結
び
つ
け
る
社
会
脳
の
研
究
な
ど
み
な
そ
う
で
あ
っ

て
、
機
械
論
的
な
要
素
「
還
元
主
義
」（reductionism

）
に
対
し
て
、

「
統
合
論
」（holosophy
│
筆
者
の
造
語
）
の
必
要
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
つ
な
が
り
」
の
研
究
を
さ
ら
に
層
的
に
つ
な
げ
て
ゆ
け

ば
、
そ
れ
が
こ
こ
で
云
う
「
宇
宙
連
関
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
科

学
は
、
こ
の
よ
う
に
「
宇
宙
連
関
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
研
究

し
、
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
と
云
え
る
。

　

つ
ぎ
に
ベ
イ
コ
ン
の
「
自
然
支
配
の
理
念
」
の
ほ
う
は
ど
う
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
ベ
イ
コ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
の
よ
う

な
も
の
は
、
た
ん
に
思
弁
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
自
然
に
対
す
る

支
配
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
新
た
に
「
実
験
」
の
重

要
性
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
に
浸
透
す
る
「
力
あ
る
知
」（
知

は
力
で
あ
る
│scientia potentia

）
を
実
現
し
、
自
然
の
上
に
「
人
間
の

王
国
」
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
精
神
は
、
そ
の
後
の
「
ロ
イ
ヤ

ル
・
ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
」
に
う
け
つ
が
れ
、
や
が
て
「
産
業
革
命
」
の
出
現

と
な
り
、
実
現
さ
れ
た
。
ベ
イ
コ
ン
が
し
ば
し
ば
「
産
業
革
命
の
預
言

者
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
が
望
ん
だ
、
自
然
の
上
の

「
人
間
の
王
国
」
は
今
日
立
派
す
ぎ
る
ほ
ど
に
建
設
さ
れ
、
我
々
は
近
代

科
学
技
術
文
明
の
果
実
を
十
二
分
に
享
受
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
力



No. 81, 2018　18モラロジー研究

神
に
よ
る
「
創
造
」
な
ど
信
ぜ
ず
と
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
何
か
一
種
の

som
ething great 

の
力
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
何
も

神
秘
主
義
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
学
問
的
努
力
に
よ
っ
て
一
歩
一
歩
と
解

決
さ
れ
て
ゆ
く
偉
大
な
事
実
な
の
で
あ
る
。「
宗
教
」
の
と
こ
ろ
で
論
じ

た
「
水
平
超
越
」
と
は
、
こ
の
「
科
学
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

「
宇
宙
連
関
」
の
果
て
に
あ
る
。
か
く
し
て
「
宗
教
」
と
「
科
学
」
は
統

合
さ
れ
る
と
き
が
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
も
、
こ
う
し
た
「
宇
宙
連
関
」
を
感
じ
と
っ
て
い

た
人
々
は
い
た
と
思
う
。
東
西
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
挙
げ
て
お
く
と
す
れ

ば
、
東
か
ら
は
宮
沢
賢
治
、
西
か
ら
は
ゲ
ー
テ
で
あ
る
。

　

賢
治
は
そ
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
随
所
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

「
宇
宙
連
関
」
的
感
情
を
う
た
っ
て
い
る
し
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
道
行

き
の
最
後
で
も
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ン
パ
ネ
ラ
は
宇
宙
と
一
体
化
し
て
お

わ
る
。

　

ゲ
ー
テ
は
論
説
「
自
然
に
つ
い
て
」（Ü

ber die N
atur

）
に
お
い
て
、

や
は
り
人
間
と
自
然
と
の
「
宇
宙
連
関
」
的
関
係
を
述
べ
て
い
る
し
、
そ

の
有
名
な
詩
「
旅
人
の
夜
の
歌
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
感
情
を
吐

露
し
て
い
る
。

Ü
ber allen G

ipfeln

Ist R
uh,

In allen W
ipfeln

が
ベ
イ
コ
ン
の
「
力
あ
る
知
」
の
理
念
が
浸
透
発
展
し
て
強
化
さ
れ
、
な

に
か
そ
の
間
に
逆
転
現
象
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
改
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う（
4
）。

お
わ
り
に

　
「
宗
教
」
と
「
科
学
」
は
、
今
日
で
は
こ
の
両
者
の
間
に
「
宇
宙
連
関
」

と
い
う
共
通
項
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ず
と
統
合
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
が
最
近
た
ど
り
つ
い
た
結
論
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
は
、
ま
っ
た
く
新
し
く
て
ま
だ
提
出
さ
れ
た
こ
と

が
な
い
か
ら
、
に
わ
か
に
う
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
今
後
い
つ
の
日
か
見
直
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ

に
提
起
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

　
「
宇
宙
連
関
」
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
多
く
の
隙

間
が
埋
め
ら
れ
て
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
素
粒
子
か
ら
我
々

の
社
会
ま
で
、
一
連
の
つ
な
が
り
の
連
続

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ
る
こ
と
は
、「
ビ
ッ

グ
バ
ン
」
か
ら
「
社
会
脳
」
の
形
成
に
到
る
進
化
の
歴
史
を
顧
み
て
も
、

今
や
疑
い
得
な
い
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
い
っ
た
い
こ
の
さ
ま
ざ

ま
な
段
階
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
い
る
、
こ
の
大
き
な
「
つ
な
が
り
」
の

体
系
と
し
て
の
「
宇
宙
連
関
」
は
、
何
が
そ
の
「
つ
な
が
り
」
を
つ
く
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
驚
き
で
あ
る
と
と
も
に
謎
で
あ
る
。
人
格
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同
（
二
〇
一
七
）「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」（
1
）

│
古
代
イ

ス
ラ
エ
ル
の
社
会
と
思
想
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
二
号
。

　

同
（
二
〇
一
八
）「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」（
2
）

│
イ
エ
ス

を
中
心
と
し
て
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
三
号
（
予
定
）。

（
2
）　

ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
＆
コ
ラ
ド
・
シ
ニ
ガ
リ
ア
（
二
〇
〇
九
）

『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
』
柴
田
裕
之
訳
・
茂
木
健
一
郎
監
修
、
紀
伊
國
屋
書
店

（G
iacom

o R
izzolatti &

 C
orrado Sinigaglia, M

irrors in the B
rain – H

ow
 

O
ur M

inds Share A
ctions and E

m
otions, O

xford U
niversity P

ress, 

2006.

）

　

マ
ル
コ
・
イ
ア
コ
ボ
ー
ニ
（
二
〇
〇
九
）『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
』
塩

原
通
緒
訳
、
早
川
書
房
（M

arco Iacoboni, M
irroring People: T

he N
ew

 

Science of H
ow

 W
e C

onnect w
ith O

thers, F
rrar, Straus and G

iroux, 

N
ew

 Y
ork, 2008.

）

　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
（
二
〇
一
六
）『
共
感
脳
』
立
木
教
夫
・
望
月

文
明
訳
、
麗
澤
大
学
出
版
会
（C

hristian K
eysers, T

he E
m

pathic B
rain; 

H
ow

 the D
iscovery of M

irror N
eurons C

hanges O
ur U

nderstanding of 

H
um

an N
ature, Social B

rain Press, 2011.

）

（
3
）　

自
然
の
自
律
的
発
展
・
展
開
を
否
定
し
た
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自
然

観
」
へ
の
代
替
と
し
て
、
自
然
の
「
創
発
的
自
己
組
織
性
」
を
主
張
し
た
筆
者

の
論
文
「
創
発
自
己
組
織
系
と
し
て
の
自
然
」、
伊
東
俊
太
郎
（
二
〇
一
三
）

『
変
容
の
時
代

│
科
学
・
自
然
・
倫
理
・
公
共
』
麗
澤
大
学
出
版
会
所
収
を

参
照
。

（
4
）　

こ
の
章
の
記
述
は
、
同
じ
こ
ろ
書
か
れ
た
拙
稿
「
世
界
宗
教
と
科
学
」
日

本
科
学
協
会
編
『
科
学
と
宗
教　

対
立
と
融
和
の
ゆ
く
え
』
中
央
公
論
新
社

（
二
〇
一
八
）
の
第
一
章
第
5
節
の
記
述
「「
科
学
革
命
」
と
「
宇
宙
連
関
」」

と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

Spürest du

K
aum

 einen H
auch;

D
ie V

ögelein schw
eigen im

 W
alde.

W
arte nur, balde

R
uhest du auch.

す
べ
て
の
頂い

た
だき

に
、
憩
い
あ
り

す
べ
て
の
梢こ
ず
えに

、
そ
の
風
も
吹
き
止
み
、

森
で
は
小
鳥
も
、
静
か
に
默も
だ

せ
り
。

待
て
暫し
ば

し
、
や
が
て

汝
も
亦
憩い
こ

わ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、
自
分
も
ま
た
や
が
て
「
宇
宙
連
関
」
の
な
か
へ
安
ら
か
に

戻
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
い
う
、
ゲ
ー
テ
の
想
い
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

注
（
参
考
文
献
）

（
1
）　

伊
東
俊
太
郎
（
二
〇
〇
八
）「「
精
神
革
命
」
の
時
代
（
Ⅰ
）

│
ソ
ク
ラ

テ
ス
・
孔
子
・
仏
陀
・
イ
エ
ス
の
比
較
研
究
」『
比
較
文
明
研
究
』（
麗
澤
大
学

比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
第
一
三
号
。

　

同
（
二
〇
一
三
）「
中
国
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」

│
孔
子
を
中
心
と
し
て
」

『
比
較
文
明
研
究
』
第
一
八
号
。

　

同
（
二
〇
一
五
）「
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」

│
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ

ダ
を
中
心
と
し
て
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
〇
号
。




