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科
学
史
か
ら
見
る
近
代
（
そ
の
四
）

―
近
代
科
学
形
成
期
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
神
学
の
影
響
―

髙

橋

秀

裕

一
、
は
じ
め
に

　

近
代
科
学
が
展
開
し
た
機
械
論
的
世
界
観
（
自
然
観
）
の
普
及
は
、
機
械
に
よ
っ
て
自
然
を
制
御
し
、
こ
れ
を
人
類
の
た
め
に
利

用
す
る
と
い
う
考
え
方
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
自
然
を
単
純
化
し
、
数
学
的
、
機
械
論
的
に
説
明
で
き
る
も
の
と
し
て
捉

え
よ
う
と
い
う
新
た
な
自
然
観
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
一
七
世
紀
の
こ
う
し
た
機
械
論
へ
の
転
換
が
哲
学
に
も
た

ら
し
た
意
義
は
大
き
い
。
と
い
う
の
も
、
世
界
の
実
相
の
仕
組
み
を
明
か
す
物
質
粒
子
と
い
う
新
し
い
物
質
概
念
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
は
、
実
在
の
世
界
が
機
械
論
の
こ
と
ば
で
記
述
で
き
る
と
す
れ
ば
、
神
は
ど
う
自
然
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問

題
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
時
計
の
よ
う
に
動
く
宇
宙
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
役
割
が
神
に
託
さ
れ
て
い
る
の
か
」、「
一
定
の
法
則
に
縛
ら
れ
た
体
系
を
最
初

に
創
造
し
た
こ
と
に
神
の
役
割
を
限
定
し
、
創
造
以
降
の
啓
示
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
を
否
定
す
る
〈
理
神
論
者
〉
の
考
え
に
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賛
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」、「
万
物
が
機
械
論
的
な
法
則
へ
究
極
的
に
還
元
さ
れ
る
な
ら
ば
、
神
の
特
殊
な
摂
理
、
つ
ま
り

神
は
人
々
の
暮
ら
し
に
対
し
て
特
別
に
配
慮
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
危
う
く
な
ら
な
い
か
」。
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
現
代
の
世
俗
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

科
学
と
宗
教
の
断
絶
あ
る
い
は
対
立
と
い
っ
た
捉
え
方
で
解
決
で
き
そ
う
に
も
思
え
る
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
話
は
単
純
で
も
な
く
、

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
機
械
論
を
積
極
的
に
導
入
し
た
一
七
世
紀
の
自
然
哲
学
者
た
ち
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で

宇
宙
に
お
け
る
神
の
活
動
と
い
う
概
念
を
骨
抜
き
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
た
と
い
う
逆
説
的
な
例
も

あ
る（
１
）。

　

そ
う
し
た
事
例
を
こ
こ
で
包
括
的
に
論
ず
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
制
約
か
ら
で
き
な
い
が
、
こ
の
小
論
で
は
、「
自
然
法
則
を
証
明

し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
そ
こ
に
時
計
職
人
の
不
在
で
は
な
く
、
神
の
永
遠
の
存
在
を
見
て
い
た
」
と
い
う
例
を
足
が
か
り
に
、
一
七

世
紀
の
近
代
科
学
の
形
成
期
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
神
学
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
一
瞥
を
与
え
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
全
体
的
世
界
像
の

一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
的
世
界
観
」
に
つ
い
て
は
、
前
々
稿
（「
科
学
史
か
ら
見
る
近
代

（
そ
の
二
）」、『
現
代
密
教
』
第
二
十
三
号
所
収
）
で
取
り
上
げ
た
が
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
神
学
が
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
」
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
さ
さ
や
か
な
が
ら
そ
の
補
遺
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す
。

二
、
ヤ
ヌ
ス
的
な
巨
人
ニ
ュ
ー
ト
ン

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
と
い
え
ば
、
ま
っ
先
に
「
科
学
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
。
確
か
に
、
彼
は
こ
の
一
〇
〇
〇
年
間
で
最
大
の

科
学
者
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
科
学
者
」（scientist

）
と
い
う
言
葉
も
職
業
分
野
も
、
一
九
世
紀

に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
こ
の
類
型
に
あ
て
は
め
て
彼
を
扱
う
こ
と
は
大
変
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
が
経
済
学
者
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
、「
最
後
の
魔
術
師
、
最
後
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
人（
２
）」

と
言
わ
れ
て
か
ら
す
で
に
半
世

紀
以
上
が
過
ぎ
た
。
こ
の
間
、
と
く
に
一
九
六
〇
年
以
降
、
膨
大
な
遺
稿
群
に
基
づ
く
ニ
ュ
ー
ト
ン
研
究
の
目
覚
ま
し
い
進
展
は
、

近
代
自
然
科
学
の
祖
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
像
を
塗
り
替
え
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
こ
四
半
世
紀
は
、
い
わ
ば
破
壊

さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
偶
像
を
全
体
像
と
し
て
改
変
し
再
構
成
す
る
歴
史
的
基
礎
作
業
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

一
六
九
六
年
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
造
幣
局
監
事
に
就
任
す
る
た
め
（
そ
の
三
年
後
に
は
造
幣
局
長
官
と
な
る
）、
三
十
五
年
間
に
わ

た
り
学
究
生
活
を
送
っ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
後
に
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
書
き
た
め
た

膨
大
な
研
究
文
書
を
大
き
な
櫃
に
詰
め
込
ん
で
い
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
、
こ
の
文
書
櫃
は
姪
の
夫
ジ
ョ
ン
・
コ
ン
デ
ュ
イ
ッ
ト

（
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
造
幣
局
長
官
と
な
る
）
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
、
結
局
す
べ
て
一
つ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
そ
の
子
孫
に
一

五
〇
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
一
八
七
二
年
に
そ

の
扱
い
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
が
委
託
さ
れ
、
そ
の
後
、
自
然
科
学
関
係
の
も
の
は
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
が
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
伯
爵
家

に
還
さ
れ
た
残
り
の
部
分
（
錬
金
術
、
年
代
学
、
神
学
関
係
の
ノ
ー
ト
な
ど
）
は
、
一
九
三
六
年
七
月
ロ
ン
ド
ン
で
競
売
に
付
さ
れ

た
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
ケ
イ
ン
ズ
の
努
力
に
よ
り
、
現
在
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
図
書
館
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
以
降
の
草
稿
群
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
研
究
は
、
こ
の
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
重
要
な
基

本
文
献
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る（
３
）。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
ヤ
ヌ
ス
的
双
面
を
、
単
一
の
精
神
の
所
産
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
も
そ
も
彼
の
二
面
性
自
体
は
現
代
の
錯
覚
が
も
た

ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
ド
ッ
ブ
ズ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
像
は
、
一
般
の
認
識
を
新
た
な
レ
ベ
ル
へ
と
引
き
上
げ
、
再
び
「
近
代
科

学
」
観
の
批
判
的
問
い
直
し
を
迫
る
も
の
だ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
光
学
、
力
学
、
数
学
、
錬
金
術
、
神
学
、
年
代
学
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
研
究
を
し
て
い
る
が
、
彼
の
研
究
活
動
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
神
を
究
極
の
拠
り
所
と
す
る
唯
一
つ
の
「
真
理
」
へ
の
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ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

三
、
数
学
思
想
の
転
換

◆
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
数
学

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
数
学
や
力
学
の
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
他
の
研
究
分
野
の
場
合
と
同
様
に
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
学
生
時
代
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
英
国
の
内
乱
・
激
動
期
の
中
、
王
政
復
古
の
翌
年
一
六
六
一
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

に
入
学
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
沈
滞
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
ペ
ス
ト
の
流
行
で
大
学
は
二
度
に
わ

た
っ
て
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
は
明
ら
か
に
プ
ラ
ス
に
作
用
し
た
。
大
学
は
居
住
と
研
究

の
場
所
を
提
供
し
、
豊
富
な
図
書
を
利
用
さ
せ
て
く
れ
る
所
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
彼
に
自
由
に
研
究
で
き
る
時
間
を
与
え
て

く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
基
本
的
に
独
学
で
研
究
を
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

入
学
当
初
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
中
世
後
期
に
発
展
し
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
形
式
に
基
づ
く
伝
統
的
な
教
育
を
受
け
た
が
、

そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
退
屈
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
の
諸
原
理
』
を
通
読
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
も
の
と
し
、

ま
た
ほ
ぼ
同
時
に
、
数
学
の
研
究
も
開
始
し
た
。
一
六
六
三
年
、
彼
は
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
と
デ
カ
ル
ト
の
『
幾
何
学
』

を
購
入
す
る
。
し
か
し
そ
の
時
、
彼
は
『
原
論
』
の
方
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
放
り
出
し
て
し
ま
い
、
デ
カ
ル
ト
の
『
幾
何
学
』

を
熟
読
し
た
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
著
作
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
エ
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
代
数
解
析
法
を
ほ
ぼ
今
日
の
形
に
発

展
さ
せ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
読
ん
だ
の
は
ス
ホ
ー
テ
ン
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
訳
第
二
版
で
、
こ
れ
に
は
豊
富
な
注
解
も
付
け
ら
れ

て
い
た
た
め
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
書
物
こ
そ
当
時
の
最
先
端
の
数
学
的
成
果
が
吸
収
で
き
る
ま
さ
に
数
学
の
教
科
書
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
を
出
発
点
と
し
、
代
数
解
析
的
技
法
の
知
識
に
立
っ
て
運
動
概
念
に
基
づ
く
微
分
積
分

学
の
知
見
に
達
し
て
い
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
ペ
ス
ト
禍
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
が
閉
鎖
さ
れ
ウ
ー
ル
ス
ソ
ー
プ
に
帰
郷
し
て
い
た
と
き

に
、
彼
は
そ
れ
ま
で
の
成
果
を
彫
琢
し
て
、
微
分
積
分
学
に
関
す
る
最
初
の
論
考
「
一
六
六
六
年
一
〇
月
論
文
（
無
題
）」
を
仕
上

げ
た
。
数
学
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
誕
生
で
あ
っ
た
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
創
始
し
た
微
分
積
分
学
を
「
流
率
法
」
と
い
う
。
そ
の
核
心
は
、
曲
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
部
分
の
面
積
の
計
算

法
（
＝
積
分
法
）
が
、
曲
線
に
接
線
を
引
く
計
算
法
（
＝
微
分
法
）
の
逆
操
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
今
日
、

「
微
分
積
分
学
の
基
本
定
理
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
代
数
的
記
号
法
に
基
づ
く
解
析
的
技
法
に
よ
っ
て
、
求
積
問
題
と
求
接
線
問
題

を
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
扱
う
数
学
理
論
が
ま
さ
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
流
率
法
だ
っ
た
。
彼
は
こ
の
理
論
を
駆
使
し
て
、
現

代
の
微
分
積
分
学
で
扱
わ
れ
て
い
る
多
く
の
結
果
を
導
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
一
六
七
〇
年
代
か
ら
明
確
に
デ
カ
ル
ト
派
の
代
数
解
析
的
数
学
に
批
判
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
古
代
ギ

リ
シ
ャ
幾
何
学
を
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
研
究
し
、
自
ら
の
流
率
法
を
総
合
幾
何
学
的
ス
タ
イ
ル
に
書
き
換
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
時
期
以
降
の
流
率
法
を
「
幾
何
学
的
流
率
法
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
そ
の
数
学
ス
タ
イ
ル
で
『
プ
リ
ン
キ

ピ
ア
』
を
記
述
し
た
。
青
年
期
以
降
の
彼
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
相
違
し
て
高
く
評
価
し
た
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
総
合
幾
何
学
の

直
観
的
厳
密
性
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
そ
の
よ
う
な
価
値
規
範
に
基
づ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
の
代
数
解
析
的
数
学
に
反
発
し
、
自

己
の
数
学
理
論
を
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ど
う
し
て
自
己
の
数
学
ス
タ
イ
ル
を
こ
の
よ
う
に
転

換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
事
情
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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◆
デ
カ
ル
ト
自
然
哲
学
に
対
す
る
反
逆

　

一
六
七
〇
年
代
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学
（
と
く
に
、
機
械
論
的
哲
学
）
に
い
わ
ば
反
逆
の
姿
勢
を
見
せ
始
め

る
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
自
然
学
の
最
も
特
徴
的
な
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
物
質
と
延
長
空
間
と
を
同
一
視
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
（「
物
質

即
延
長
説
」）
に
原
子
論
的
立
場
か
ら
批
判
を
向
け
た（
４
）。

そ
れ
は
ま
ず
、
一
六
六
〇
年
代
後
半
か
ら
遅
く
と
も
一
六
七
二
年
ま
で
に

書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
、
今
日
「
重
力
な
ら
び
に
流
体
の
平
衡
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
手
稿
に
登
場
す
る（
５
）。

こ
の
中
で
彼
は
、

デ
カ
ル
ト
『
哲
学
の
諸
原
理
』
の
主
と
し
て
、
第
二
部
、
第
三
部
に
見
ら
れ
る
運
動
、
延
長
、
空
間
な
ど
の
基
礎
的
概
念
へ
の
批
判

を
目
指
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
の
運
動
と
場
所
に
関
す
る
相
対
主
義
的
概
念
を
否
定
し
、
絶
対
運
動
と
絶
対
空
間
の
概
念
を
提
起
す

る
。
彼
は
ま
ず
場
所
、
物
体
、
静
止
、
運
動
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
、
こ
れ
ら
を
出
発
点
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
相
対
運
動

を
批
判
し
始
め
る
。

定
義
１　

場
所
と
は
事
物
が
一
様
に
満
た
し
て
い
る
空
間
の
部
分
で
あ
る
。

定
義
２　

物
体
と
は
場
所
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

定
義
３　

静
止
と
は
同
じ
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

定
義
４　

運
動
と
は
場
所
の
変
化
で
あ
る
。

ウ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
定
義
に
い
わ
ゆ
る
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
主
義
者
の
臭
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
上
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
定
義

は
「
物
体
と
空
間
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（
６
）。

エ
ピ
ク
ロ
ス
、
あ
る
い
は
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
の
原
子
論
以
来
、
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原
子
の
二
大
基
本
性
質
は
充
実
性
（
＝
不
可
透
入
性
）
と
運
動
性
（
＝
可
動
性
）
に
あ
っ
た
が
、
確
か
に
こ
こ
で
の
定
義
は
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
が
こ
れ
ら
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
定
義
４
で
運
動
を
「
場
所
の
変
化
」、
す
な
わ
ち
「
物
体
の
場
所
か
ら
場
所
へ
の
移
動
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
。

こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
普
通
の
意
味
に
お
け
る
運
動
」
と
「
本
来
の
意
味
に
お
け
る
運
動
」
に
関
し
て
、
後
者
の
定
義
を
排

除
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
言
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
場
所
」
に
関
係
づ
け
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
「
本
来
の
意
味
に
お
け
る
運
動
」

の
定
義
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
運
動
に
は
何
ら
か
の
定
ま
っ
た
速
さ
、
方
向
、
軌
跡
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
一
つ
の

運
動
が
終
了
し
た
と
き
、
当
の
物
体
が
最
初
に
あ
っ
た
場
所
を
指
摘
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
批
判
す
る
。
そ

し
て
、
定
義
１
で
「
場
所
と
は
事
物
が
一
様
に
満
た
し
て
い
る
空
間
の
部
分
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
か
ら
、
諸
物
体
の
運
動
に

言
及
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
空
間
と
い
う
も
の
を
明
確
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
７
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
批
判
が
数
学
の
分
野
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。

◆
古
代
ギ
リ
シ
ャ
数
学
の
研
究

　

一
六
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
近
代
の
解
析
家
た
ち
を
批
判
し
始
め
る
。
例
え
ば
、
一
六
七
〇
年
代
後
半
に
書
か
れ

た
と
さ
れ
る
論
考
「
古
代
人
の
立
体
軌
跡
問
題
の
解
法
」
の
、
解
析
家
た
ち
へ
の
あ
る
種
の
警
告
的
内
容
を
も
つ
序
論
「
古
代
人
の

立
体
軌
跡
の
復
元
」
の
中
で
、
彼
は
デ
カ
ル
ト
『
幾
何
学
』
に
お
け
る
パ
ッ
ポ
ス
問
題
の
解
法
に
つ
い
て
論
評
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

確
か
に
、
彼
ら
〔
古
代
人
〕
の
方
法
は
、
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
優
美
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
〔
デ
カ
ル
ト
〕
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は
代
数
計
算
に
よ
っ
て
諸
結
果
を
達
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
（
古
代
人
の
著
述
の
仕
方
を
踏
襲
し
て
）
言
葉
に
置
き
換
え
て

み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
嫌
悪
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
冗
長
で
も
つ
れ
て
お
り
、
理
解
さ
れ
そ
う
に
も
な
い
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
〔
古
代
人
〕
は
あ
る
単
純
な
比
例
に
よ
っ
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
異
な
る
他
の
形
式
で

書
か
れ
た
も
の
は
一
切
読
む
に
値
し
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
結
果
、
自
分
た
ち
の
作
図
法
を
見
出
す
の
に
用
い
た
解
析
を
隠
し

て
お
い
た
か
ら
で
あ
る（
８
）。

こ
こ
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、「
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
も
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
も
、
そ
の
ほ
か
誰
も
完
全
に
は
解
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
」

を
自
分
が
成
し
遂
げ
た
と
自
慢
す
る
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
い
わ
ば
古
代
人
の
権
威
を
も
っ
て
攻
撃
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
六
七
〇
年
代
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学
（
と
く
に
、
機
械
論
的
哲
学
）
に
反
逆
の
姿
勢
を
見
せ
始
め
た
の

と
並
行
し
て
、
デ
カ
ル
ト
派
の
数
学
に
対
し
て
も
批
判
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
実
際
、
一
六
七
〇
年
代
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
再
度
デ
カ

ル
ト
『
幾
何
学
』
の
ス
ホ
ー
テ
ン
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
訳
第
二
版
（
一
六
五
九
年
）
を
精
読
し
、
デ
カ
ル
ト
の
数
学
的
誤
謬
を
発
見
し
、

そ
の
欄
外
の
八
箇
所
に
「
誤
謬
」、
三
箇
所
に
「
幾
何
学
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
デ
カ
ル

ト
『
幾
何
学
』
の
誤
謬
」
と
い
う
論
考
も
書
き
、「
デ
カ
ル
ト
が
幾
何
学
的
と
呼
ん
で
い
る
あ
ら
ゆ
る
曲
線
が
パ
ッ
ポ
ス
問
題
に
お

い
て
す
べ
て
役
に
立
つ
、
と
い
う
彼
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（
９
）。

こ
う
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
一
六
七
八
年
頃
か

ら
八
〇
年
代
中
頃
ま
で
と
一
六
九
一
年
か
ら
九
五
年
ま
で
の
間
、
少
な
く
と
も
自
発
的
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
幾
何
学
の
研
究
に
一
〇
年

以
上
に
も
わ
た
っ
て
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
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◆
錬
金
術
と
神
学
の
研
究

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
古
代
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
始
め
た
の
は
、
必
ず
し
も
数
学
関
係
の
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
さ

ら
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
も
、
近
年
の
手
稿
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

　

ド
ッ
ブ
ズ
等
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
一
六
六
八
―
七
五
年
の
時
期
に
大
変
に
周
到
か
つ
厳
密
に
最
初
の
錬
金
術
研
究

を
し
て
い
る
。
と
く
に
、
彼
は
古
代
人
の
錬
金
術
の
知
識
を
復
元
し
よ
う
と
し
た
。
古
代
人
は
わ
ざ
わ
ざ
秘
儀
的
言
語
の
内
に
彼
ら

の
秘
密
を
隠
し
た
と
い
う
観
念
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
強
固
に
信
じ
て
い
た
。
ド
ッ
ブ
ズ
は
現
存
す
る
手
稿
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
錬
金
術

の
方
法
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
が
、
彼
女
は
そ
の
う
ち
の
最
初
の
「
研
究
す
べ
き
資
料
の
選
択
」
の
段
階
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
が
錬
金
術
師
た
ち
の
最
も
秘
儀
的
で
、
最
も
神
秘
的
な
著
作
に
傾
倒
し
て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
摘
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
綿
密
な
研
究
の
対
象
と
し
て
、
古
代
人
の
大
い
な
る
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
よ

う
な
資
料
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る）

10
（

。

　

実
際
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
マ
イ
ヤ
ー
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
古
代
の
錬
金
術
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
マ
イ
ヤ
ー
は
錬
金
術
研
究
に
お
け
る
「
古
代
の
知
恵
」（prisca sapientia

）
の
教
説
の
、
第
一
の
唱
道
者

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ド
ッ
ブ
ズ
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ロ
ウ
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
影
響
関
係
の
可

能
性
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ド
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
哲
学
」
す
る
上
で
実
験
や
帰
納
法
、
そ
し
て
数
学
化
が

い
か
に
重
要
か
、
そ
の
確
固
た
る
方
向
づ
け
を
バ
ロ
ウ
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
。
ド
ッ
ブ
ズ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
れ
と
並
行

し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
デ
カ
ル
ト
の
厳
密
な
機
械
論
と
対
立
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
立
場
か
ら
、
錬
金
術
を
合
理
的
な
精
査
の
俎

上
に
乗
せ
る
こ
と
を
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
か
ら
学
ん
だ
よ
う
に
、
バ
ロ
ウ
に
よ
っ
て
実
験
に
よ
る
錬
金
術
研
究
に
開
眼
さ
せ
ら
れ
た
と
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
錬
金
術
へ
関
心
を
向
け
た
の
は
、
機
械
論
的
思
考
が
自
然
哲
学
に
課

し
た
堅
苦
し
い
制
限
に
対
す
る
「
反
逆
」
の
現
れ
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
で
ウ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

は
根
本
的
か
つ
重
要
な
意
味
で
機
械
論
哲
学
者
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
言
う
。
実
際
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、「
エ
ー
テ
ル

媒
質
」
に
よ
っ
て
重
力
を
説
明
す
る
と
い
う
な
か
ば
機
械
論
的
と
言
っ
て
よ
い
重
力
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

点
で
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
が
「
反
逆
」
と
い
う
言
葉
が
い
さ
さ
か
強
す
ぎ
、
こ
れ
を
「
部
分
的
反
逆
」
と
言
い
換
え
た
こ
と
は
至

当
で
あ
る
と
い
え
よ
う）

12
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
万
有
引
力
と
い
う
、
い
わ
ば
超
機
械
論
的
な
概
念
に
到
達
す
る
の
も

こ
う
し
た
錬
金
術
研
究
の
延
長
上
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
時
期
最
も
顕
著
な
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
聖
書
の
解
釈
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
神
学

研
究
は
、
時
期
的
に
も
内
容
の
上
か
ら
も
彼
の
錬
金
術
研
究
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
錬
金
術
と
同
様
に
神
学
に
お
い
て
も
、
純
粋
に
古
典
的
な
原
理
が
歴
史
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
間
に
歪
め
ら
れ
、

少
な
く
と
も
古
代
に
は
存
在
し
た
真
の
宗
教
が
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
原
理
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る

文
献
の
徹
底
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
復
興
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
聖
書
の
原
典
解
読

を
通
し
て
、
自
分
自
身
を
神
に
よ
っ
て
ノ
ア
に
啓
示
さ
れ
た
人
類
の
原
始
宗
教
を
復
興
す
る
こ
と
の
で
き
る
解
釈
者
の
残
存
者
に
属

す
る
人
間
で
あ
る
と
考
え
始
め
る
。
彼
は
こ
の
知
識
が
ノ
ア
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
賢
人
か
ら
モ
ー
ゼ
を
通
し
て
エ
ジ
プ
ト
に
伝
わ
っ
た

と
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
聖
書
研
究
の
多
く
は
古
代
近
東
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、
ニ

ュ
ー
ト
ン
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
へ
と
伝
え
ら
れ
た
知
識
や
知
恵
の
起
源
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る）

13
（

。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ま
た
、
真
の
宗
教
は
聖
職
者
と
支
配
者
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
と
も
主
張
し
て
い
る）

14
（

。
彼
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の

偶
像
崇
拝
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
一
視
し
た
。
彼
は
ま
た
、
地
球
中
心
主
義
、
あ
る
い
は
デ
カ
ル
ト
派
の
機
械

論
的
な
見
方
に
基
づ
く
よ
う
な
間
違
っ
た
自
然
哲
学
は
、
神
学
的
観
点
か
ら
潜
在
的
に
危
険
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
か
た
く
な
に
信

奉
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
主
義
を
信
奉
す
る
「
近
代
人
」
は
か
な
り
前
に
始
ま
っ
た
堕
落
過
程

の
行
為
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
数
学
が
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
認
識
論
的
理
由
を
明
確
な
形
で
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
神
は
プ
ラ
ト

ン
の
神
と
同
じ
よ
う
に
、「
幾
何
学
す
る
神
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
彼
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
数
学
は
神
の
言
葉
で
あ
っ
た）

15
（

」。

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
古
代
幾
何
学
者
た
ち
の
失
わ
れ
た
書
物
を
復
興
す
る
こ
と
と
、「
古
代
の
知
恵
」
を
回
復

す
る
試
み
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
派
の
数
学
は
、
ま
さ
に
デ
カ

ル
ト
派
の
哲
学
と
同
様
に
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
出
版
後
、
古
代
人
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
畏

敬
の
念
は
さ
ら
に
一
層
本
格
的
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
一
六
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
初
期
の
解
析
的
な
流
率

法
の
表
現
を
改
め
、
デ
カ
ル
ト
派
の
代
数
解
析
的
ス
タ
イ
ル
の
痕
跡
を
拭
い
去
っ
た
幾
何
学
的
な
総
合
的
証
明
を
そ
の
基
礎
に
据
え

た
、
幾
何
学
的
流
率
法
の
建
設
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。
こ
の
転
換
の
延
長
線
上
に
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
数
学
思
想
を
よ
り
明
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
六
八
〇
年
代
以
降
、
数
学
思
想
の
転
換
以
後
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
数
学
、
と
り
わ
け
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス-

パ
ッ
ポ
ス
的
数
学
は

神
の
行
う
業
同
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
さ
せ
て
い
っ
た
。
確
か
に
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
自
然
哲
学
の
基

礎
を
新
た
に
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
ガ
リ
レ
オ
と
デ
カ
ル
ト
の
数
学
的
自
然
学
思
想
を
体
現
し
て
み
せ
た
近
代
科
学
の
最
高
傑
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作
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
創
造
主
で
あ
る
神
へ
の
溢
れ
る
ば
か
り
の
讃
歌
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
『
プ

リ
ン
キ
ピ
ア
』
を
神
学
に
貢
献
す
る
も
の
と
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
十
分
想
像
さ
せ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
神
は
「
力
学
と
幾
何
学

に
大
変
熟
達
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

四
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
全
体
的
世
界
像

◆
一
般
読
者
に
と
っ
て
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
万
有
引
力
理
論
に
基
づ
い
て
運
動
法
則
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
地
上
と
天
上
の
運
動
の
数
学

的
法
則
を
統
一
的
に
扱
う
力
学
の
理
論
体
系
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
、
科
学
史
上
の
最
高
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
主
著
『
自
然

哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』（
通
称
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』）
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
が
創
り
上
げ
た
数
々

の
成
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
嫌
い
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
が
出
版
さ
れ
た
の
も
、
ハ
リ
ー
彗
星
で
有
名
な
エ
ド
マ
ン
ド
・
ハ
リ
ー
の

献
身
的
な
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
を
一
六
八
七
年
に
世
に
問
う
こ
と
に
な
る
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
一
六
八
四
年

八
月
の
ハ
リ
ー
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
訪
問
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
ハ
リ
ー
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
会
話
の
模
様
を
あ
る
記
録
か
ら
引

用
し
て
み
よ
う
。

一
六
八
四
年
ハ
リ
ー
博
士
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
彼
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
を
訪
ね
た
。
し
ば
ら
く
一
緒
に
時
を
過
ご
し
た
後
、
博
士

は
、
太
陽
に
向
か
う
引
力
が
太
陽
か
ら
惑
星
ま
で
の
距
離
の
二
乗
に
反
比
例
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
惑
星
の
描
く
曲

線
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
お
考
え
で
す
か
、
と
尋
ね
た
。
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ア
イ
ザ
ッ
ク
卿
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
は
楕
円
で
あ
ろ
う
と
答
え
た
。
博
士
は
喜
び
と
驚
き
に
打
た
れ
て
、
ど
う
し
て
そ
の
こ
と
を

ご
存
じ
な
の
か
と
質
問
し
た
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
私
は
以
前
に
そ
れ
を
計
算
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
と
彼
が
言
う
と
、

ハ
リ
ー
博
士
は
す
ぐ
に
も
そ
の
計
算
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
卿
は
論
考
類
の
中
を
探
し
た
が
そ
れ
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
再
び
や
り
直
し
、
後
で
送
る
と
約
束
し
た）

16
（

。

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
約
束
を
守
り
、
ハ
リ
ー
の
も
と
に
「
運
動
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
送
付
し
た
。
こ
の
論
文
の
革
新
性
を
見
た
ハ

リ
ー
は
、
い
よ
い
よ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
著
書
の
刊
行
に
動
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
完
成
の

た
め
に
、
寝
食
を
忘
れ
て
研
究
を
続
け
た
。
ホ
ワ
イ
ト
サ
イ
ド
の
算
定
に
よ
れ
ば
、「
一
週
間
に
七
日
、
一
日
に
一
六
時
間
」
研
究

に
励
ん
だ
と
い
う
。

　

そ
れ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
同
時
代
人
に
と
っ
て
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
ど
う
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

力
の
概
念
を

中
心
に
巨
視
的
宇
宙
論
を
展
開
す
る
意
図
で
書
か
れ
た
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
、
文
字
通
り
そ
の
数
学
的
諸
原
理
を
提
示
す
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
六
八
七
年
の
初
版
刊
行
当
時
、
数
学
の
研
究
は
極
め
て
例
外
的
な
高
等
学
問
施
設
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
同
時
代
の
人
々
で
さ
え
非
常
に
難
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

17
（

。

　

し
か
し
一
方
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
少
な
く
と
も
一
部
分
を
一
般
読
者
を
も
念
頭
に
お
い
て
書
い
て
い
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
彼
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ン
ト
リ
ー
に
与
え
た
指
示
書
の
中
で
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
に
取
り
組
む
前
に

ど
の
よ
う
な
数
学
的
準
備
が
必
要
で
あ
る
か
を
一
般
知
識
人
向
け
に
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
一
方
で
高
度
な
数
学
的
準
備

を
要
求
し
、
他
方
で
少
な
い
数
学
的
予
備
知
識
で
も
と
り
あ
え
ず
読
了
す
る
よ
う
に
指
針
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
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◆
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
普
及

―
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
少
な
く
と
も
一
部
分
を
一
般
読
者
を
も
念
頭
に
お
い
て
書
い
て
い
た
と
は
い
え
、『
プ
リ

ン
キ
ピ
ア
』
が
近
づ
き
や
す
い
書
物
で
あ
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
思
想
を
普
及
さ
せ
た
の

は
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
第
三
巻
「
世
界
体
系
に
つ
い
て
」
に
盛
ら
れ
た
宗
教
的
・
哲
学
的
世
界
観
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ロ
ン
ド
ン
で
講
演
「
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ
」
を
重
ね
た
、
若
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
主

義
者
た
ち
で
あ
っ
た
。「
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ
」
と
は
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ル
が
遺
し
た
基
金
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
一
連
の
記
念

講
演
の
こ
と
で
、
そ
の
主
要
目
的
は
「
悪
名
高
い
不
信
心
者
、
つ
ま
り
無
神
論
者
・
理
神
論
者
・
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒

に
反
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
間
の
論
争
に
陥
る
こ
と
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
し
さ
を
立
証
す
る
た
め
に
、
年
八
回
の
講
話
を
行

う
こ
と
」
で
あ
っ
た）

18
（

。

　

ベ
ン
ト
リ
ー
に
よ
る
第
一
回
講
演
（
一
六
九
二
年
）
は
、「
ま
さ
し
く
現
代
生
活
に
関
係
す
る
、
無
神
論
、
お
よ
び
理
神
論
（
今

日
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
愚
か
さ
」
と
い
う
演
題
だ
っ
た）

19
（

。『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
第
三
巻
「
世
界
体
系
に
つ
い
て
」
が
明
示
的
に

言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
、
と
く
に
重
要
な
の
は
第
七
回
講
演
「
世
界
の
起
源
と
仕
組
み
か
ら
の
無
神
論
の
論
駁
」
の
中
に
現
れ
る
、

「
�
非
常
に
卓
越
し
た
神
の
よ
う
な
理
論
家
ニ
ュ
ー
ト
ン
氏
に
よ
っ
て
近
年
論
証
さ
れ
て
い
る
」
第
三
巻
命
題
六
、
す
な
わ
ち
「
物

体
は
す
べ
て
各
惑
星
に
重
力
で
引
か
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
諸
物
体
の
任
意
の
一
惑
星
に
対
す
る
重
量
は
、
そ
の
惑
星
の
中
心
か
ら
等

し
い
距
離
に
あ
っ
て
は
、
各
物
体
に
お
け
る
物
質
量
に
比
例
す
る
こ
と
」、「
普
遍
的
重
力
は
、
自
然
に
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
ら
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
機
械
論
と
物
質
的
原
因
を
超
え
て
お
り
、
も
っ
と
高
度
な
原
理
、
神
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
刻
印
か
ら

発
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
で
あ
る）

20
（

。

　

講
演
者
ベ
ン
ト
リ
ー
は
、「
現
在
の
世
界
の
仕
組
み
は
、
神
の
力
が
な
け
れ
ば
、
作
ら
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
保
持
さ
れ
る
こ
と
も
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不
可
能
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）

21
（

。
こ
う
し
て
、
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー

ズ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
を
援
用
す
る
形
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
聴
講
者
は
ロ
ン
ド
ン
の
一
般
市
民
で
あ
っ
た

か
ら
、
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ
は
ま
さ
に
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
と
市
井
を
つ
な
ぐ
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
恰
好
の
宣
伝
手
段
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

◆
成
熟
期
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
哲
学

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
思
想
の
全
体
像
が
出
版
さ
れ
た
形
で
現
れ
た
の
は
、『
光
学
』
の
ラ
テ
ン
語
版
（
一
七
〇
六
年
）
以
後
の
諸
版
に
付

け
ら
れ
た
「
疑
問
」
と
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
第
二
版
、
第
三
版
の
「
一
般
注
解
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た）

22
（

。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
渦
動
仮
説
は
多
く
の
困
難
に
圧
し
ひ
し
が
れ
て
い
ま
す
」
と
、「
一
般
注
解
」
を
「
渦
動
仮
説
」
の
論
難
で
始

め
て
い
る）

23
（

。
彼
は
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
規
則
正
し
い
運
動
が
生
じ
る
こ
と
は
、
機
械
学
〔
力
学
〕
的
原
因
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
」、「
こ

の
太
陽
、
惑
星
、
彗
星
の
壮
麗
き
わ
ま
り
な
い
体
系
は
、
至
知
至
能
の
存
在
の
深
慮
と
支
配
と
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
の
で
な

け
れ
ば
、
ほ
か
に
あ
り
よ
う
が
な
い
。
ま
た
も
し
恒
星
が
他
の
同
様
な
体
系
の
中
心
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
も
同
じ
至
知
な
る

意
図
の
も
と
に
形
づ
く
ら
れ
、
す
べ
て
唯
一
者
の
支
配
に
服
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る）

24
（

。

　

ま
た
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
重
力
の
数
学
的
法
則
が
結
局
は
神
に
起
因
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
実
験
哲
学
的
に
は
そ
の
原
因
を
導
出

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
、
次
の
よ
う
に
「
仮
説
」
に
つ
い
て
の
言
明
を
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
重
力
の
こ
れ
ら
の
特
性
の
根
拠
を
現
象
か
ら
導
く
こ
と
は
、
私
に
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
も
私
は
仮
説
を
捏
造
し
な
い
（hypotheses non fingo.

）。
と
い
う
の
は
、
現
象
か
ら
導
き
出
せ
な
い
も
の
は
ど
の
よ
う
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な
も
の
で
あ
ろ
う
と
「
仮
説
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
仮
説
は
、
そ
れ
が
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
、
自
然
学
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
隠
在
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
機
械
学
〔
力
学
〕
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、「
実

験
哲
学
」
に
は
そ
の
場
所
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
で
は
、
現
象
か
ら
命
題
が
引
き
出
さ
れ
、
後
に
帰
納
法
に
よ

っ
て
一
般
化
さ
れ
る
の
で
あ
る）

25
（

。

　

さ
ら
に
、『
光
学
』
の
「
疑
問
二
八
」
で
は
、
デ
カ
ル
ト
ら
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
機
械
論
的
な
仮
説
の
捏
造
で
あ
る
と
批
判
し

た
う
え
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
の
自
然
哲
学
の
究
極
目
標
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
自
然
哲
学
の
主
要
な
任
務
は
、
仮
説
を
捏
造
す
る
こ
と
な
く
、
ま
ず
現
象
か
ら
議
論
を
進
め
、
つ
い
で
諸
結
果
か
ら
諸

原
因
を
演
繹
し
、
つ
い
に
は
ま
さ
し
く
機
械
的
で
な
い
真
の
第
一
原
因
に
到
達
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
世
界
の
機
構
を
明

ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
解
明
す
る
に
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
物
質
の
な
い
場
所
に
は
何
が
あ
る

か
。
ま
た
太
陽
と
諸
惑
星
が
、
そ
の
間
に
密
な
物
質
な
し
に
互
い
に
引
き
合
う
の
は
何
に
よ
る
か
。
自
然
が
何
事
も
無
駄
に
し

な
い
の
は
何
に
よ
る
か
。
�
彗
星
は
何
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
の
か
。
�
無
形
の
、
生
命
あ
る
、
聡
明
な
、
遍
在
的
な
神
が

い
ま
す
こ
と
は
諸
現
象
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
か
れ
〔
神
〕
は
無
限
の
空
間
で
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
か
れ
の
感
覚
中
枢
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
事
物
が
即
座
に
か
れ
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
物
そ
れ
自
体
を
深
く
見
通
し
、
徹
底
的
に
知
覚
し
、
完

全
に
理
解
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
物
の
う
ち
、
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
さ
さ
や
か
な
感
覚
中
枢
に
運
ば
れ
た
像
だ
け

が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
知
覚
し
思
考
す
る
も
の
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
注
視
さ
れ
る）

26
（

。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
自
然
哲
学
の
目
標
と
は
、
最
終
的
に
は
「
ま
さ
し
く
機
械
的
で
な
い
真
の
第
一
原
因
」、
す
な
わ
ち
神
の

存
在
と
機
能
に
到
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
目
的
論
的
な
見
解
が
復
活
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
哲
学
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
神
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
は
、「
目
的
論
」
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

現
代
の
科
学
者
は
、
例
外
を
除
い
て
、
科
学
の
全
体
的
意
味
を
問
う
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
今
日
の
科
学
者
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
数
学
・
力
学
・
光
学
以
外

に
錬
金
術-

化
学
の
実
験
的
研
究
や
神
学
的
研
究
に
も
全
精
神
を
打
ち
込
み
、
ま
た
膨
大
な
年
代
記-

歴
史
学
的
著
述
を
行
っ
て
い
た
。

ま
さ
に
彼
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
世
界
像
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
は
極
め
て
異
な
る
、
特
異
な
生
気
論
的

思
想
や
宗
教
思
想
・
社
会
思
想
を
も
含
意
す
る
全
体
的
世
界
像
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
）
を
創
造
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
全
体
的
思
想
に
か
か
わ
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
一
八
世
紀
に
は
合
理
主
義
的
啓
蒙
主
義
の
先
駆

的
な
思
想
家
に
改
鋳
さ
れ
、
一
九
世
紀
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
立
身
出
世
主
義
に
相
応
し
い
理
想
的
科
学
者
に
仕
立
て
上
げ

ら
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
代
に
は
、
多
く
の
錬
金
術
や
神
学
に
関
す
る
草
稿
は
、「
印
刷
に

適
さ
な
い
」
と
の
理
由
で
単
純
に
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た）

27
（

。

　

近
代
科
学
の
権
化
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
思
想
は
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
き
れ
て
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
共

有
で
き
な
か
っ
た
異
質
な
学
問
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
同
時
代
の
中
心
思
想
と
し
て
依
然
と
し
て
強
固
に
生
き
続
け

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
を
歴
史
的
に
い
か
に
捉
え
直
す
か
、
科
学
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
現
代
的
危
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註（
１
）
科
学
と
宗
教
の
相
互
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
Ｈ
・
ブ
ル
ッ
ク
『
科

学
と
宗
教
―
合
理
的
自
然
観
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』
田
中
靖
夫
訳
（
工
作

舎
、
二
〇
〇
五
）
の
豊
富
な
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
が
有
益
で
あ
る
。

（
２
）
経
済
学
者
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
は
講
演
草
稿
「
人
間
ニ
ュ
ー
ト
ン
」

の
中
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。
こ
の
草
稿
は
、
一
九
四
六
年
七
月
一
七

日
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
催
さ

れ
た
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
生
誕
三
百
年
祭
」
で
代
読
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ト

ン
は
一
六
四
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
催
し
は
一
六
四
二
年

に
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
戦
争
中
で
あ
っ
た
た
め
、

実
際
に
は
四
年
後
の
実
施
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン

ズ
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
そ
の
年
の
四
月
一
二
日
、
し
た
が
っ
て
、

草
稿
は
弟
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
代
読
さ
れ
た
。
大
野

忠
夫
訳
『
人
物
評
伝
』、『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
第
一
〇
巻
（
東
洋
経
済

新
報
社
、
一
九
八
〇
年
）、
四
七
九
―
四
九
三
頁
参
照
。

（
３
）
な
か
で
も
、
Ｄ
・
Ｔ
・
ホ
ワ
イ
ト
サ
イ
ド
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
数
学
論
文

集
や
Ｒ
・
Ｓ
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
伝
、
そ
し
て
Ｂ
・

Ｊ
・
Ｔ
・
ド
ッ
ブ
ズ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
思
想
に
お
け
る
錬
金
術
の
役
割

を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
は
顕
著
で
あ
る
。D

. T
. W

hiteside, ed., 
T

he M
athem

atical P
apers of Isaac N

ew
ton, 8vols.

（Cam
bridge, 1967--1981

）. 

以
下
、M

P

と
略
記
す
る
。R. S. 

W
estfall, N

ever at R
est: A

 B
iography of Isaac N

ew
ton 

（Cam
bridge, 1980

）. 

以
下
、RSW

と
略
記
す
る
。〔
田
中
一
郎
・

大
谷
隆
昶
訳
『
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
』
Ⅰ
、
Ⅱ
（
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
）。〕 Betty Jo T

eeter D
obbs, T

he Foundations 
of N

ew
ton’s A

lchem
y or “T

he H
unting of the G

reene 
Lyon” （Cam

bridge, 1975

）. 〔
寺
島
悦
恩
訳
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
錬

金
術
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）〕 ; idem

, T
he Janus Faces of 

G
enius: T

he R
ole of A

lchem
y in N

ew
ton’s T

hought 

（Cam
bridge, 1991

）.

〔
大
谷
隆
昶
訳
『
錬
金
術
師
ニ
ュ
ー
ト
ン

―
ヤ
ヌ
ス
的
天
才
の
肖
像
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）〕。

（
４
）
デ
カ
ル
ト
が
物
質
と
空
間
を
同
一
視
す
る
と
い
う
手
続
き
を
と
っ
た

の
は
、
お
そ
ら
く
物
質
を
も
「
純
粋
数
学
の
対
象
」
と
し
て
数
学
と

同
程
度
の
確
実
性
で
扱
え
る
よ
う
に
と
い
う
意
図
の
た
め
で
あ
っ
た
。

佐
々
木
力
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
世
界
概
念
」、『
近
代
学
問
理
念
の

誕
生
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
所
収
、
三
三
五
頁
参
照
。

（
５
）“D

e gravitatione et aequipondio fluidorum
,” in A

. R. H
all 

&
 M

. B. H
all, eds., U

npublished Scientific Papers of Isaac 
N

ew
ton （Cam

bridge, 1962

）, pp.90-156.

（
６
）R. S. W

estfall, Force in N
ew

ton’s Physics: T
he Science of 

険
性
の
根
源
を
抉
る
た
め
に
も
、
こ
れ
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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D
ynam

ics in the Seventeenth Century （N
ew

 Y
ork, 1971

）, 
p.337.

（
７
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
空
間
概
念
に
つ
い
て
は
、
前
々
稿
（『
現
代
密
教
』

第
二
三
号
）、
二
九
一
―
二
九
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）M

P, IV
, pp.276f.

（
９
）M

P, IV
, pp. 336-345. 

デ
カ
ル
ト
「
幾
何
学
」
原
亨
吉
訳
『
デ
カ

ル
ト
著
作
集
』
第
一
巻
（
白
水
社
、
二
〇
〇
一
）
所
収
、
二
一
―
二

二
頁
参
照
。

（
10
）B

. T
. D

obbs,T
he Foundations of N

ew
ton’s A

lchem
y or 

“T
he H

unting of the G
reene L

yon” （Cam
bridge, 1975

）, 
pp. 111 &

 175. 

ド
ッ
ブ
ズ
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
錬
金
術
』
寺
島
悦
恩

訳
（
平
凡
社
、
一
九
九
五
）、
一
四
七
頁
、
二
三
三
頁
。

（
11
）Ibid., p. 102. 

邦
訳
、
一
三
五
頁

（
12
）RSW

, p. 301. 

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
二
六
頁
参
照
。

（
13
）Cf. F. M

anuel, Isaac N
ew

ton, H
istorian （Cam

bridge, 1963

）

; Idem
., T

he R
eligion of Isaac N

ew
ton （O

xford, 1974

）.

（
14
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
偶
像
崇
拝
者
ど
も
」「
罰
当
た
り
な
霊
界
の
姦
淫

者
ど
も
」
と
独
り
居
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
修
道
士
た
ち
を
罵
倒
し
た
。

ロ
ー
マ
教
皇
を
「
大
淫
婦
」
と
解
釈
し
、
そ
の
堕
落
を
批
判
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
英
国
国
教
会
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
観
点
か
ら
の
批
判
と
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
自
身
は
三
位
一
体
説
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
た
。RSW

, p. 
323. 

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
五
一
頁
お
よ
び
岡
崎
勝
世
『
聖
書
VS.
世
界
史
―

キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
観
と
は
何
か
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九

六
）、
一
七
四
頁
参
照
。

（
15
）Scott M

andelbrote, “A
 D

uty of the G
reatest M

om
ent: 

Isaac N
ew

ton and the W
riting of B

iblical C
riticism

,” 
B

ritish Journal for the H
istory of Science, 26

（1993

）, 
pp.281--302, on p.301.

（
16
）
こ
の
話
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
晩
年
の
取
り
巻
き
の
一
人
で
あ
っ
た
エ
イ

ブ
ラ
ハ
ム
・
ド
・
モ
ア
ヴ
ル
の
メ
モ
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
姪
の
夫
コ
ン

デ
ュ
イ
ッ
ト
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ー
自
身
も
ニ
ュ
ー
ト
ン

宛
書
簡
で
、
こ
の
訪
問
に
言
及
し
て
い
る
。I. Bernard Cohen, 

Introduction to N
ew

ton’s ‘P
rincipia’

（Cam
bridge, M

ass.
H

arvard U
niversity Press, 1971

）, p.50.

（
17
）
ホ
ワ
イ
ト
サ
イ
ド
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
『
プ

リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
技
法
的
な
内
容
を
理
解
す
る
知
識
に
到
達
し
て
い

た
人
物
は
、
ホ
イ
ヘ
ン
ス
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヨ
ハ
ン
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
、

ヴ
ァ
リ
ニ
ョ
ン
、
ド
・
モ
ア
ブ
ル
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
コ
ー
ツ
く
ら
い
で
あ

る
。D

.T
.W

hiteside,“T
he M

athem
tical P

rinciples 
U

nderlying N
ew

ton’s Principia M
athem

atica,” Journal of 
the H

istory of A
stronom

y, 1

（1970

）, pp.116-138, esp. 
p.117.

（
18
）
ボ
イ
ル
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
宗
教
思
想
と
の
関

連
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
が
詳
し
い
。

M
argaret C

. Jacob, T
he N

ew
tonians and the E

nglish 
R

evolution 1689-1720

（Cornell U
niversity Press, 1976

）

〔
中
島
秀
人
訳
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
者
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
』（
学
術
書
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房
、
一
九
九
〇
）〕; Idem

, Christianity and the N
ew

tonian 
W

orldview
, in D

avid C
. L

indberg  and R
onald L

. 
N

um
bers, eds., G

od &
 N

ature: H
istorical E

ssays on the 
E

ncounter betw
een Christianity and Science

（U
niversity 

of California Press, 1986

）, pp.238-255

〔「
キ
リ
ス
ト
教
と
ニ

ュ
ー
ト
ン
主
義
的
世
界
観
」、
渡
辺
正
雄
監
訳
『
神
と
自
然
―
歴
史

に
お
け
る
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
み
ず
ず
書
房
、
一
九
九
四
）
所
収
、

二
六
三
―
二
八
二
頁
）〕; 

佐
々
木
前
掲
書
（
一
九
九
二
）（
註
4
）、

二
九
四
―
三
〇
四
頁; 
芦
名
定
道
『
自
然
神
学
再
考
―
近
代
世
界
と

キ
リ
ス
ト
教
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
七
）、
第
2
部
第
4
章
「
ニ
ュ
ー

ト
ン
主
義
の
自
然
神
学
と
そ
の
社
会
的
機
能
」、
一
三
九
―
一
六
七
頁
。

（
19
）R

ichard B
entley, T

he Folly of A
theism

, and

（W
hat is 

N
ow

 C
alled

）D
eism

, E
ven w

ith R
espect to the P

resent 
L

ife a Serm
on P

reached at Saint M
artin's in the Fields

（London, 1692; 2011

）（pbk

）; A
lexander D

yce, ed., T
he 

W
orks of R

ichard B
entley, v.3

（A
rkose Press, 2015

）. 

佐
々
木
同
書
、
二
九
八
頁
参
照
。

（
20
）Bentley, A

 C
onfutation of A

theism
 from

 the O
rigin and 

Fram
e of the W

orld: Part Ⅱ

（London, 1693

）, p.8 &
 p.32; 

T
he W

orks, p.149 &
 p.165. 

佐
々
木
木
同
書
、
二
九
六
―
二
九

七
頁
。

（
21
）T

he W
orks, p.173. 

佐
々
木
同
上
。

（
22
）
そ
こ
で
は
、
一
八
世
紀
初
頭
の
英
国
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ニ

ュ
ー
ト
ン
主
義
が
成
熟
し
た
形
態
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
エ
ッ

セ
ン
ス
に
つ
い
て
は
佐
々
木
前
掲
書
（
一
九
九
二
）、
三
〇
四
―
三

一
六
頁
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
23
）Isaac N

ew
ton’s P

hilosophiae naturalis principia 
m

athem
atica, ed. by A

lexandre K
oyre and I. B

ernard 
Cohen

（Cam
bridge, M

ass., 1972

）, p.760. 

河
辺
六
男
訳
『
自

然
哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』（
中
央
公
論
社
・
世
界
の
名
著
、
一
九

七
一
）、
五
六
〇
頁
。

（
24
）Ibid. 

邦
訳
、
五
六
一
頁
。

（
25
）Ibid., p.764. 

邦
訳
、
五
六
四
頁
。

（
26
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
『
光
学
』
島
尾
永
康
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
）、

三
二
六
―
三
二
七
頁
。

（
27
）
佐
々
木
前
掲
書
（
一
九
九
二
）、
二
七
一
頁
参
照
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

近
代
科
学　

ニ
ュ
ー
ト
ン　

錬
金
術　

神
学　

ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義

　

全
体
的
世
界
像


