
は
じ
め
に

他
の
物
体
が
触
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
が
動
く
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

驚
異
の
念
に
と
ら
わ
れ
る
。
奇
術
師
が
手
を
触
れ
ず
に
動
か
す
硬
貨
に
驚
き
、
何

か
仕
掛
け
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
子
供
は
、
磁
石
が
鉄
を
引
き
つ
け
他
の

磁
石
と
牽
引
・
反
発
の
動
き
を
み
る
と
き
、
磁
石
が
他
の
物
体
に
接
し
て
い
な
い

の
に
力
が
及
ぶ
こ
と
に
目
を
見
張
る
。
物
理
学
者
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（A

lbert 

Einstein, 1879 -1955

）
が
、四
、五
歳
の
頃
、父
に
貰
っ
た
小
さ
な
羅
針
盤
の
針
が
、

触
れ
ず
と
も
一
定
の
方
向
を
向
く
こ
と
に
驚
異
し
た
逸
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

羽
の
よ
う
な
器
官
を
も
た
な
い
生
物
や
、プ
ロ
ペ
ラ
や
翼
の
よ
う
な
構
造
が
備
わ
っ

て
い
な
い
人
工
物
が
空
中
に
浮
か
ぶ
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
神
秘
の
思
い
を
抱
か

せ
も
す
る
。
宗
教
的
伝
承
の
な
か
に
と
き
に
見
ら
れ
る
〈
人
体
浮
揚
〉
の
現
象
は
、

厳
し
い
修
行
が
な
せ
る
奇
跡
の
技
と
も
、
悪
霊
の
憑
依
し
た
人
間
の
見
せ
る
兇
事

と
も
言
い
伝
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
神
秘
的
な
現
象
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
は
違
い
な
い
。
二
十
世
紀
以
降
の
世
界
各
地
の
空
に
、
鳥
で
も
流
星
で
も
飛
行

機
で
も
な
い
何
か
が
飛
翔
し
て
い
る
と
い
う
現
代
の
神
話
も
ま
た
、
そ
の
物
体
が

浮
揚
す
る
原
因
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
神
秘
的
な
の
で
あ
る（

１
）。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
離
れ
て
存
在
す
る
物
体
の
間
に
、
何
ら
か
の
引
力
や
斥

力
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
原
因
を
知
ろ
う
と
し
、

原
因
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
神
秘
で
あ
る
と
驚
く
。
こ
の
よ
う
な
力
を
〈
見
か
け
上

の
遠
隔
力
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
〈
見
か
け
上
の
遠
隔
力
〉

を
解
明
す
る
た
め
に
、
西
欧
の
思
想
史
上
導
入
さ
れ
た
〈
不
可
秤
量
流
体
〉（le 

fluide im
pondérable

）
な
い
し
は
〈
不
可
秤
量
物
〉（l’im

pondérable

）
と
い

う
概
念
の
歴
史
を
素
描
す
る
も
の
で
あ
る（

２
）。

不
可
秤
量
流
体
概
念
の
形
成

あ
の
光
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
物
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
霊
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

―
―
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
『
命
題
集
』（
須
藤
和
夫
訳
）

奥　

村　

大　

介
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一　

概
観
的
整
理

あ
ら
か
じ
め
概
観
し
て
お
く
な
ら
ば
、
古
代
世
界
に
お
い
て
、
磁
石
の
力
や
静

電
気
が
軽
い
物
体
を
引
き
つ
け
る
作
用
な
ど
、
見
か
け
上
の
遠
隔
力
は
す
で
に
知

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
概
念
的
に
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
に

は
中
世
か
ら
初
期
近
代
に
い
た
る
ま
で
大
き
な
変
化
は
な
く
、
見
か
け
上
、
離

れ
て
い
る
物
体
の
間
に
何
ら
か
の
作
用
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
媒
介
す
る

何
か
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
初
期
近
代
に
い
た
る
と
、
自
然
学
の
対

象
と
し
て
、
磁
力
・
重
力
が
概
念
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
に
も
、
こ
れ
ら
の
見

か
け
上
の
遠
隔
力
を
媒
介
す
る
物
質
が
仮
想
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
知
覚
す
る
こ

と
も
秤
量
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
微
細
な
物
質
、
い
わ
ゆ
る
不
可
秤
量
流
体
で
あ

る
。
磁
力
現
象
を
説
明
す
る
磁
気
流
体
、
電
気
現
象
を
説
明
す
る
電
気
流
体
、
そ

し
て
遠
隔
的
に
伝
達
す
る
重
力
と
光
を
説
明
す
る
エ
ー
テ
ル
概
念
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
同
時
期
に
は
、
熱
現
象
を
担
う
熱
素
、
燃
焼
現
象
に
関
与
す
る
フ
ロ
ギ
ス

ト
ン
な
ど
も
、
不
可
視
に
し
て
不
可
秤
量
の
精
妙
な
流
体
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
こ

れ
ら
の
流
体
概
念
は
十
八
世
紀
ま
で
命
脈
を
保
つ
が
、
こ
の
世
紀
の
後
半
に
燃
焼

現
象
の
本
質
が
酸
素
と
い
う
元
素
と
の
結
合
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
（
酸
化
反

応
）、
十
九
世
紀
に
は
熱
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
（
熱
力
学
）、
電
気
と

磁
気
が
電
磁
場
の
概
念
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
（
電
磁
気
学
）、
そ

れ
ぞ
れ
の
現
象
を
説
明
し
て
い
た
不
可
秤
量
流
体
の
概
念
は
、
自
然
学
上
の
説
明

原
理
と
し
て
は
、
姿
を
消
し
て
ゆ
く
。
最
後
ま
で
残
っ
た
の
は
光
と
重
力
の
伝
達

機
序
の
解
明
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ
て
い
た
エ
ー
テ
ル
概
念
は
、
世

紀
転
換
期
に
、
光
の
説
明
原
理
と
し
て
不
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
重

力
が
遠
隔
的
に
伝
達
す
る
仕
組
み
の
解
明
は
、
二
十
世
紀
以
降
に
持
ち
越
さ
れ
、

エ
ー
テ
ル
概
念
は
否
定
さ
れ
た
と
も
出
自
の
異
な
る
類
似
概
念
に
交
代
さ
れ
た
と

も
評
し
う
る
、
微
妙
な
帰
趨
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

二　

古
代
思
想
に
お
け
る
遠
隔
と
近
接
の
現
象
論

端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
の
科
学
革
命
期
以
前
、
つ
ま
り
古
代
か
ら

初
期
近
代
に
お
い
て
、
遠
隔
作
用
は
存
在
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

古
代
世
界
で
、
見
か
け
上
の
遠
隔
力
の
典
型
は
磁
石
の
力
で
あ
っ
た
。
古
代
の

自
然
思
想
に
お
い
て
、
磁
石
の
働
き
は
、
見
か
け
上
、
離
れ
た
物
体
の
間
に
作
用

し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
そ
れ
は
或
る
媒
介
物
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
た
近
接
作

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

用、
で
あ
る
と
す
る
立
場
と
、
機
序
の
委
細
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
も
実
際
に
遠

隔
作
用
が
存
在
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
立
場
が
あ
っ
た
。
前
者
を
〈
近
接
作

用
論
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（D

ém
ocrite d'A

bdère, 

v. 460-370 av. J.-C.

）、
エ
ピ
ク
ロ
ス
（Épicure, 341-270 av. J.-C.

）、
ル
ク

レ
テ
ィ
ウ
ス
（Lucrèce, v. 99-55 av. J.-C.

）
な
ど
の
原
子
論
と
、
エ
ン
ペ
ド

ク
レ
ス
（Em

pédocle, v.490-v.430 av. J.-C.

）、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
（D

iogène 

d'A
pollonie, v. 460 av. J.-C.

）、
後
期
プ
ラ
ト
ン
（Platon, 427-347 av. J.-C.

）、

プ
ル
タ
ル
コ
ス
（Plutarque, 46-v.119

）
な
ど
の
ミ
ク
ロ
機
械
論
が
属
す
る
。
後

者
、
そ
れ
以
上
説
明
は
不
可
能
だ
が
実
際
に
遠
隔
的
に
働
い
て
い
る
力
が
存
在
す

る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
立
場
を
〈
遠
隔
作
用
論
〉
と
呼
ぶ
な
ら
、
磁
力
を
神
的
・

霊
的
な
能
力
と
み
る
タ
レ
ス
（T

halès, v.624-v.546 av. J.-C.

）、
初
期
プ
ラ
ト

ン
、
そ
し
て
磁
力
を
生
命
的
・
生
理
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
ガ
レ
ノ
ス
（Galien, 

v.129-v.200
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
（A

lexandre d’A
phrodise, v.150-v.210

）

な
ど
が
属
す
る（

３
）。

不可秤量流体概念の形成
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三　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
見
る
磁
力
の
不
在
と

　
　

エ
ー
テ
ル
概
念

こ
こ
で
、
中
世
以
降
の
西
欧
科
学
思
想
へ
の
決
定
的
な
影
響
力
を
有
し
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristote, 384-322 av. J.-C.

）
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
確
認
し

て
お
き
た
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
場
所
的
に
物
体
的
運
動
を
引
き
起
こ
す
も
の
は
、
動
か

さ
れ
る
も
の
に
接
触
し
て
い
る
か
連
続
し
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
（『
自
然
学（

４
）』）、

彼
の
運
動
理
論
に
遠
隔
作
用
の
存
在
す
る
余

地
は
な
い
。
落
体
の
運
動
は
、
固
体
物
質
が
〈
土
〉
元
素
（la terre

）
か
ら
成
る

た
め
、
そ
の
固
有
の
場
所
で
あ
る
大
地
（la terre
）
を
目
指
す
た
め
に
生
じ
る
も

の
と
さ
れ
、
地
球
と
落
体
の
間
に
重
力
が
働
い
て
い
る
と
い
う
考
え
は
と
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
で
は
、
す
べ
て
の
無
生
物
的
な
物
体
は
直
接
的
な
接

触
作
用
に
よ
っ
て
動
き
、
そ
の
運
動
連
鎖
の
最
初
の
一
撃
た
る
動
因
と
し
て
「
自

ら
は
動
か
ず
し
て
他
を
動
か
す
も
の
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
生
物
に

つ
い
て
は
、
そ
の
動
因
が
霊
魂
で
あ
る
と
さ
れ
る
（『
霊
魂
論
』）。
だ
が
、
磁
石
の

も
つ
見
か
け
上
の
遠
隔
力
は
、『
自
然
学
』
の
近
接
作
用
論
と
明
ら
か
に
齟
齬
し
、

『
霊
魂
論
』
の
生
物
論
と
の
親
和
性
を
見
せ
る
が
、
経
験
的
に
は
磁
石
は
明
ら
か

に
無
生
物
で
あ
り
、
実
際
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
磁
石
が
生
物
で
あ
る
と
か
霊

魂
を
有
す
る
と
い
っ
た
記
述
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

自
然
思
想
体
系
の
な
か
に
磁
石
の
力
が
―
―
む
ろ
ん
そ
れ
を
彼
が
知
ら
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
―
―
と
る
べ
き
位
置
は
存
在
し
な
い
。

他
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
思
想
の
な
か
に
み
ら
れ
る
〈
ア
イ
テ
ー
ル
〉

（
エ
ー
テ
ル
）
と
い
う
概
念
は
、
の
ち
の
不
可
秤
量
流
体
概
念
に
と
っ
て
、
源
泉
的

意
味
を
も
つ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
か
ら
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
世
界
で
、
ア
イ

テ
ー
ル
（αἰθήρ

）
は
、
大
気
上
層
、
月
が
存
在
す
る
領
域
の
空
気
（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
で
あ
れ
ば
「
天
上
界
」）、
神
話
に
お
い
て
は
ゼ
ウ
ス
の
支
配
す
る
領
分
を
意

味
す
る
語
で
あ
っ
た
。
ア
イ
テ
ー
ル
の
原
意
は
「
光
り
輝
く
も
の
」
で
あ
り
、
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
（Parm

énide d'Élée, v.520-v.450 av. J.-C.

）
は
ア
イ
テ
ー
ル
を

大
気
上
方
の
火
焔
と
し
て
「
穏
や
か
か
つ
希
薄
で
、
一
面
に
均
一
に
広
が
る
も
の
」

と
述
べ
、
大
地
の
重
い
物
質
性
と
対
比
し
て
い
る（

５
）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学

に
お
い
て
は
、月
下
界
と
呼
ば
れ
る
地
上
世
界
は
四
種
の
元
素
―
―
土
、水
、空
気
、

火
（la terre, l'eau, l'air et le feu

）
―
―
か
ら
成
り
、
他
方
、
天
上
界
は
第
五

の
元
素
か
ら
成
り
立
つ
が
、
こ
の
〈
第
五
元
素
〉（quintessence

）
が
ア
イ
テ
ー

ル
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
天
上
界
と
月
下
界
の
弁
別
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス（Claude 

Ptolém
ée, v.83-v.168

）
の
地
球
中
心
の
太
陽
系
モ
デ
ル
と
と
も
に
中
世
を
通
じ

て
支
持
さ
れ
る
世
界
観
で
あ
る
が
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（N

icolaus Copernicus, 

1473-1543

）か
ら
ガ
リ
レ
オ（Galileo Galilei, 1564-1642

）、ケ
プ
ラ
ー（Johannes 

K
epler, 1571-1630

）、
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Isaac N

ew
ton, 1642/43-27

）
に
至
る

宇
宙
観
の
転
換
を
経
て
、
天
上
界
と
月
下
界
を
区
別
し
な
い
均
質
な
宇
宙
＝
空
間

の
概
念
が
成
立
し
、
世
界
を
構
成
す
る
物
質
も
四
大
元
素
モ
デ
ル
か
ら
、
よ
り
多

様
な
物
質
概
念
へ
と
弁
別
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
エ
ー
テ
ル
の
第
五
元
素
と
し
て

の
位
置
づ
け
も
変
容
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

近
代
の
初
頭
に
至
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
理
・
化
学
現
象
が
発
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
未
知
の
現
象
が
見
つ
か
る
た
び
に
、
そ
れ
は
一
種
の
ア
イ
テ
ー
ル
―

―
近
代
語
と
し
て
は
エ
ー
テ
ル
（l’éther

）
―
―
の
作
用
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合

も
エ
ー
テ
ル
は
〈
流
体
〉
と
し
て
表
象
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
た
と
え
ば
熱
エ
ー

テ
ル
と
い
え
ば
、
熱
現
象
を
担
う
流
体
、
す
な
わ
ち
熱
素
（le calorique

）
と
同

義
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
物
理
現
象
が
そ
の
現
象
固
有
の
〈
流
体
〉
に
よ
っ
て

不可秤量流体概念の形成
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説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
磁
気
現
象
を
説
明
す
る
〈
磁
気
流
体
〉、
電
気
現
象

を
説
明
す
る
〈
電
気
流
体
〉。
エ
ー
テ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
不
可
秤
量
流
体
概
念
の
原

型
で
あ
っ
た
。
エ
ー
テ
ル
は
そ
の
後
も
な
お
、
こ
の
名
称
の
ま
ま
に
、〈
光
の
媒
質
〉

と
し
て
、
十
九
世
紀
末
、
あ
る
い
は
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
、
概
念
的
命
脈
を
保
ち

続
け
る
。四　

流
体
表
象
の
出
自

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
各
種
の
エ
ー
テ
ル
様
の
〈
流
体
〉
に
つ
い
て
、
そ
の
表

象
と
し
て
の
性
質
と
出
自
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

流
体
（le fluide

）
と
は
、
液
体
や
気
体
の
よ
う
に
、
流
れ
る
性
質
を
有
す
る

物
質
で
あ
り
、
語
源
的
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
動
詞φ

λέω

（
流
れ
る
）
に
遡

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
エ
ー
テ
ル
が
一
種
の
精
妙
な
空
気

で
あ
り
、「
流
れ
る
」「
気
体
」
の
表
象
で
あ
る
こ
と
は
、も
と
も
と
こ
の
語
に
備
わ
っ

た
性
質
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。問
題
は
、こ
れ
が
見
か
け
上
の
遠
隔
力
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
で
あ
る
。

見
か
け
上
の
遠
隔
力
に
、
何
ら
か
の
流
体
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
記
述
の
、

確
認
し
う
る
か
ぎ
り
最
初
期
の
も
の
は
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
求
め
ら
れ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
注
釈
者
で
あ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
『
問

答
集
』
の
な
か
で
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
エ
ン
ペ

ド
ク
レ
ス
は「
磁
石
か
ら
の
流
出
物（effl

uences

）」が
周
囲
の
空
気
を
引
き
ず
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
鉄
が
牽
引
さ
れ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る（

６
）。

ま
た
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
初
期
近
代
の
科
学
思
想
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然

現
象
の
説
明
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る
精
気
（l’esprit

）
と
い
う
概
念
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
息
」
を
意
味
す
る
プ
ネ
ウ
マ
（πνεῦμα

）
概
念
に
も
由
来
す
る
。

五　

真
空
嫌
悪
の
伝
統

空
間
を
何
ら
か
の
媒
質
＝
流
体
が
満
た
し
て
い
る
と
い
う
考
え
の
背
景
に
は
、

遠
隔
作
用
の
否
定
と
と
も
に
、
真
空
の
否
定
と
い
う
哲
学
的
要
請
が
あ
っ
た
。
真

空
の
存
在
に
つ
い
て
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
世
界
を
原
子
と

真
空
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
〈
自
然
は
真
空

を
嫌
う
〉
と
し
て
、こ
れ
を
否
定
し
た
。
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
ス
ト
ラ
ト
ン
（Straton 

de Lam
psaque, v.388-v.269 av. J.-C.

）
に
は
『
真
空
論
』（D

u vide

）
の
著
作

が
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
反
し
て
真
空
の
存
在
を
認
め
た
が
、
そ
の
後
の
西

欧
思
想
史
の
な
か
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
〈
真
空
嫌
悪
〉（horror vacui

）

の
伝
統
が
根
強
く
、
こ
れ
は
初
期
近
代
に
至
る
ま
で
続
く
。
し
た
が
っ
て
、
地
上

を
空
気
が
満
た
し
て
い
る
の
と
同
様
に
天
上
界
も
何
ら
か
の
物
質
が
満
た
し
て
い

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
こ
に
仮
想
さ
れ
た
の
が
エ
ー
テ
ル
で
あ
っ
た
。

地
上
の
物
体
の
運
動
に
遠
隔
作
用
を
認
め
な
い
自
然
観
で
問
題
に
な
る
の
は
、

投
射
体
（projecta

）
の
運
動
で
あ
る
。
手
で
投
げ
た
石
は
手
か
ら
離
れ
た
の
ち

も
運
動
し
続
け
る
。
こ
れ
は
一
種
の
遠
隔
作
用
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
、
今
日
の

物
理
学
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
慣
性
運
動
と
し
て
説
明
す
れ
ば
何
ら
問
題
は
な
い
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
に
お
い
て
、
慣
性
運
動
は
ま
っ
た
く
想
定
さ
れ
て
い

な
い
。
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
の
学
者
た
ち
は
、
物
体
の
運
動
は
外
部
か

ら
力
が
継
続
的
に
加
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
持
続
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
手

を
離
れ
た
あ
と
の
石
は
、
媒
体
―
―
空
中
で
あ
れ
ば
空
気
―
―
の
後
押
し
作
用
で

運
動
を
続
け
る
と
し
た
。
石
に
よ
っ
て
押
さ
れ
る
空
気
が
後
ろ
に
回
り
込
み
、
石

を
押
す
こ
と
で
運
動
が
持
続
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
〈
ア
ン
テ
ィ
ペ

リ
ス
タ
シ
ス
〉（l'antiperistasis

）
理
論
で
あ
っ
た（

７
）。

不可秤量流体概念の形成
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同
様
に
天
上
界
の
運
動
に
お
い
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
遠
隔
作
用
は

排
さ
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
を
受
け
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
、
惑
星

や
恒
星
は
、〈
天
球
〉（la sphère céleste

）
と
呼
ば
れ
る
同
心
球
の
上
に
張
り

付
い
て
お
り
、
天
球
が
回
転
す
る
こ
と
で
、
天
体
が
運
航
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
あ
っ
て
、
元
来
天
球
は
―
―
現
代
の
位
置
天
文
学
が
想
定
す

る
仮
想
的
球
面
を
天
球
と
呼
ぶ
の
と
同
じ
く
―
―
天
体
の
運
行
を
説
明
す
る
た
め

の
純
粋
に
数
学
的
な
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
天
界
の
構
造
を
あ
ら
わ
す
実

体
的
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
―
―
も
し
そ
の
手
段
が
あ

る
な
ら
ば
―
―
触
知
し
う
る
ガ
ラ
ス
の
殻
の
よ
う
な
物
体
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

実
体
的
概
念
と
し
て
天
球
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
が
『
新
天
文
学
』

（A
stronom

ia N
ova, 1609

）
に
お
い
て
、
火
星
な
ら
び
に
他
の
惑
星
の
運
行
軌
道

が
楕
円
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
そ
の
存
在
に
疑
念
が
生
じ
る
。
複

数
の
惑
星
の
公
転
軌
道
が
同
心
を
描
き
つ
つ
軌
道
が
相
互
に
並
行
で
あ
れ
ば
、
楕

円
軌
道
で
あ
っ
て
も
天
球
は
同
心
球
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
プ

ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ケ
プ
ラ
ー
に
お
い
て
も
、

諸
惑
星
の
公
転
軌
道
は
互
い
に
偏
向
す
る
。
こ
の
と
き
実
体
的
な
天
球
を
想
定
す

る
と
、
天
球
ど
う
し
が
干
渉・嵌
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
テ
ィ
コ・

ブ
ラ
ー
エ
（T

ycho Brahe, 1546-1601

）
が
行
な
っ
た
彗
星
の
観
測
は
、
実
体

的
天
球
の
存
在
を
決
定
的
に
脅
か
し
た
。
複
数
の
惑
星
軌
道
を
貫
い
て
移
動
す
る

彗
星
は
、
天
球
を
突
き
破
っ
て
進
む
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
十
七
世

紀
に
至
り
、
天
球
概
念
は
崩
壊
す
る
。

天
球
を
失
っ
た
宇
宙
で
、
惑
星
は
何
ら
の
支
え
も
な
い
空
間
に
浮
揚
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
疑
義
に
対
す
る
答
え
を
与
え
た
の
が
エ
ー
テ
ル
で
あ
っ
た
。

エ
ー
テ
ル
は
天
球
の
間
を
満
た
す
存
在
で
あ
り
、
も
し
天
球
が
惑
星
や
恒
星
を
自

ら
の
表
面
に
張
り
付
け
て
回
転
し
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
天
体
を
支
え
、
そ

の
運
動
を
媒
介
し
て
い
る
の
は
エ
ー
テ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
エ
ー
テ
ル
概
念
の
変
容
が
見
出
さ
れ
る（

８
）。

エ
ー
テ
ル
は
単
に
空
間
の
充
満

体
（plenum

）
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
運
動
の
実
体
的
媒
介
物

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
は
デ
カ
ル
ト
（René D

escartes, 1596-1650

）
の
運

動
論
の
な
か
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
エ
ー
テ
ル
の
粒
子

が
絶
え
ず
運
動
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
。
だ
が
、
運
動
し
て
い
る
粒
子
が
動
い
て

ゆ
く
先
に
空
虚
な
空
間
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
或
る
エ
ー
テ
ル
粒
子

は
、
そ
れ
自
身
運
動
し
て
い
る
別
の
エ
ー
テ
ル
粒
子
が
空
け
た
場
所
を
と
る
こ
と

で
運
動
す
る
。
そ
し
て
一
個
の
エ
ー
テ
ル
粒
子
の
運
動
は
閉
鎖
環
状
に
連
な
っ
た

エ
ー
テ
ル
粒
子
全
体
が
一
巡
す
る
運
動
、
い
わ
ゆ
る
渦
動
（vortex

）
を
引
き
起

こ
す
と
い
う（

９
）。

デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
の
原
理
』（P

rincipia philosophiae, 1644

）

を
引
こ
う
。「
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
有
溝
粒
子
（particulae striatae

）
は
、

た
え
ず
、
星
の
中
央
を
通
過
し
、
か
つ
ま
た
、
ま
わ
り
に
広
が
る
エ
ー
テ
ル
を
通
っ

て
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
渦
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
の
で
あ

る）
33
（

」。デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
哲
学
で
は
―
―
ま
さ
に
機
械
仕
掛
け
の
中
を
動
力
が
歯
車

ど
う
し
の
接
触
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
―
―
力
は
近
接
作
用
と
し
て

の
み
説
明
さ
れ
る
。

六　

精
気
と
い
う
概
念

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
自
然
思
想
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ャ

語
原
典
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
、
そ
し
て
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス

ム
の
伝
統
の
再
生
に
よ
り
、
自
然
に
対
し
て
単
に
観
想
的
・
観
察
的
な
関
与
の
み

不可秤量流体概念の形成
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な
ら
ず
、
大
宇
宙
た
る
自
然
世
界
と
小
宇
宙
た
る
人
間
と
が
結
び
つ
き
、
天
上
界

と
地
上
世
界
と
が
結
び
つ
く
万
物
照
応
の
観
念
、あ
る
い
は
両
世
界
の
共
感
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
大
宇
宙
の
天
体
の
運
行
は
小

宇
宙
た
る
人
間
の
運
命
―
―
具
体
的
に
は
健
康
や
病
理
―
―
に
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
で
あ
り
（
占
星
術
）、
小
宇
宙
た
る
人
間
は
大
宇
宙
な
る
神
的
存
在
者
へ
と
到

達
す
る
こ
と
が
で
き
（
神
秘
主
義
）、
物
質
を
扱
う
人
間
の
精
神
は
そ
の
物
質
と

相
互
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
（
錬
金
術
）。
こ
の
と
き
、
大
宇
宙
と
地
上
の
存
在

と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
か
の
第
五
元
素
は
、〈
精
妙
な
流
体
〉
の
表
象
と

し
て
立
ち
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
と
身
体
と
の
媒
介
物
で
も
あ
り
、
天
と
地
の

紐
帯
で
も
あ
る
。
具
体
的
に
は〈
精
気
〉（spiritus

）と
い
う
も
の
が
典
型
で
あ
り
、

〈
油
性
（
燃
性
）
の
土
〉（terra pinguis
）、〈
発
散
気
〉（effl

uvia

）
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
自
然
魔
術
―
―
そ
の
物
質
科
学
の
側

面
を
見
れ
ば
キ
ミ
ア（
錬
金
術
＝
化
学
）と
い
う
こ
と
に
な
る
―
―
の
実
践
な
か
で
、

人
間
が
自
然
に
対
し
て
介
入
す
る
際
の
、
自
然
と
人
為
と
の
仲
立
ち
と
な
る
触
媒

の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
玄
妙
な
物
質
で
、
物
質
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
体
は
認
識

を
拒
み
、
不
可
視
に
し
て
不
可
秤
量
と
い
う
性
質
を
も
つ
。
こ
の
性
質
は
、
隠
れ

た
質
（proprietas occulta

）
―
―
あ
る
い
は
隠
れ
た
力
（virtus occulta

）、

隠
れ
た
作
用
（opus occultus

）
―
―
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
探
求
す
る
自
然
魔
術

の
実
践
は
隠
密
哲
学
（philosophia occulta

）
と
も
呼
ば
れ
た）

33
（

。

そ
し
て
こ
の
精
気
概
念
は
、
実
質
的
に
第
五
元
素
、
ア
イ
テ
ー
ル
と
も
重
な
り
、

万
物
照
応
と
い
う
世
界
観
に
お
け
る
天
と
地
と
の
紐
帯
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
か

ら
、
個
々
の
魔
術
的
実
践
に
よ
っ
て
生
じ
る
―
―
あ
る
い
は
生
じ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
―
―
諸
種
の
物
理
・
化
学
現
象
を
説
明
す
る
原
理
と
し
て
、
徐
々
に
分
節

化
さ
れ
、
現
象
ご
と
の
精
気
＝
流
体
＝
ア
イ
テ
ー
ル
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

七　

磁
力
と
重
力

先
述
の
と
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
十
七
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
西
欧

精
神
史
の
な
か
で
、「
虚
空
を
媒
介
な
し
に
力
が
伝
達
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
遠
隔

作
用
概
念
が
明
確
に
認
め
ら
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
多
く
は
何
ら
か
の
媒
質

＝
流
体
の
仲
介
に
よ
る
近
接
作
用
と
し
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ

こ
に
唯
一
の
例
外
が
あ
る
。
磁
石
の
力
で
あ
る
。

磁
石
の
作
用
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
そ
の
自
然
学
的
説
明
に
お
い
て
、
釈
然

と
し
な
い
も
の
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
で
は
、
物
体
は

す
べ
て
近
接
作
用
に
よ
っ
て
運
動
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か

し
磁
石
の
作
用
は
当
時
す
で
に
知
ら
れ
て
い
て
、
見
か
け
上
、
明
ら
か
に
遠
隔
的

に
作
用
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
体
系
の
な
か
で
磁
石
の
作
用
を
整
合
的

に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
こ
と
は
先
に
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
。
彼
の
膨

大
な
著
作
群
の
な
か
で
磁
石
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
『
自
然
学
』
に
お
け

る
次
の
箇
所
の
み
で
あ
る）

3（
（

。「
磁
石
の
よ
う
に
、
最
初
の
動
か
す
も
の
は
、
そ
れ
が

動
か
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
今
度
は
そ
れ
自
身
が
他
の
も
の
を
動
か
す
も
の
を

動
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
す
る
」（
二
六
七
ａ
二
）。
し
か
も
こ
の
箇

所
は
、
彼
の
運
動
理
論
―
―
い
わ
ゆ
る
〈
不
動
の
動
者
〉
を
発
端
と
す
る
運
動
の

連
鎖
―
―
を
説
明
す
る
比
喩
と
し
て
磁
石
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
磁
力
そ
の
も
の
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
一
切
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
、初
期
著
作
『
イ
オ
ン
』
の
な
か
で
、「
マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
」

の
作
用
を
神
的
・
霊
的
な
無
媒
介
の
力
と
み
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
芸
術

の
女
神
ム
ー
サ
の
も
つ
影
響
力
が
人
を
詩
人
た
ら
し
め
、
詩
人
は
ま
た
同
様
の
感

化
力
に
よ
っ
て
他
の
人
に
芸
術
の
霊
気
を
吹
き
込
む
こ
と
の
比
喩
と
し
て
、
磁
石

不可秤量流体概念の形成
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が
鉄
を
引
き
つ
け
、
引
き
つ
け
ら
れ
た
鉄
が
磁
力
を
帯
び
る
現
象
―
―
今
日
で
い

え
ば
磁
気
誘
導
―
―
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
自
然
学
的
記
載
に

主
眼
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
後
期
の
自
然
学
的
著
作
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

で
は
、
微
視
的
機
械
論
の
形
を
と
る
近
接
作
用
に
よ
っ
て
磁
石
の
力
が
説
明
さ
れ

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
呼
吸
の
仕
組
み
に
お
け
る
空
気
の
動
き
を
論
じ
た
箇
所
で
、

「
息
」
は
空
虚
に
流
れ
込
む
の
で
は
な
く
周
囲
の
空
気
を
押
し
の
け
て
ゆ
き
、
も

と
も
と
そ
の
息
が
あ
っ
た
場
所
は
、
周
囲
の
空
気
が
循
環
し
て
埋
め
る
の
で
空
虚

な
空
間
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
く
だ
り
で
あ
っ
て
（
こ
れ
は
後
の
ア

ン
テ
ィ
ペ
リ
ス
タ
シ
ス
理
論
を
思
わ
せ
る
）、
同
様
に
、
磁
石
や
琥
珀
の
牽
引
作
用

も
、
空
虚
な
空
間
に
作
用
す
る
「
引
力
」（ὁλκὴ

）
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
こ
と
を
述
べ
（79B-80C

）、
は
っ
き
り
と
は
語
ら
な
い
も
の
の
、
何
ら
か

の
近
接
作
用
の
存
在
が
仄
め
か
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

初
期
近
代
に
い
た
っ
て
、
ギ
ル
バ
ー
ト
（W
illiam

 Gilbert or Gylberde, 

1544-1603

）
が
『
磁
石
論
』（D

e m
agnete, 1600

）
の
な
か
で
、
磁
石
と
そ
の
働

き
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
考
察
を
行
な
う
。
こ
こ
で
ギ
ル
バ
ー
ト
は
基
本
的
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
遠
隔
作
用
否
定
の
立
場
を
と
る
が
、
磁
石
の
力
は
例
外

事
象
と
し
、
そ
れ
が
仲
介
物
を
要
さ
な
い
遠
隔
作
用
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

ギ
ル
バ
ー
ト
は
述
べ
る
。「
磁
石
は
単
に
距
離
を
隔
て
て
磁
性
体
を
刺
激
す
る）

3（
（

」。

磁
力
の
遠
隔
作
用
説
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
万
有
引
力
概
念
の
祖

形
と
な
っ
た
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。

ギ
ル
バ
ー
ト
の
磁
気
概
念
に
着
想
を
得
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
概
念

は
、
伝
達
媒
質
を
想
定
し
な
い
遠
隔
作
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
媒
介
物
質
と
し
て
の
エ
ー
テ
ル
の
存
在
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

一
六
七
五
年
の
論
攷
「
光
の
諸
属
性
を
説
明
す
る
仮
説
」
の
な
か
で
は
、
エ
ー
テ

ル
（æ

ther

）
あ
る
い
は
エ
ー
テ
ル
的
媒
質
（æ

thereal m
edium

s

）
に
よ
っ
て

重
力
（force of gravity

）
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る）

32
（

。
し
か
し
引
力
と
い

う
現
象
を
数
学
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
文
脈
で
は
、
引
力
の
原

因
が
判
然
と
し
な
い
以
上
、
そ
れ
に
不
用
意
な
仮
説
を
導
入
し
な
い
と
い
う
立

場
を
、
少
な
く
と
も
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』（P

hilosophiæ
 N

aturalis P
rincipia 

M
athem

atica, 1687

）と『
光
学
』（O

pticks, 1704

）に
お
い
て
は
貫
徹
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
重
力
概
念
は
伝
統
的
に
否
定
さ
れ
て
き
た
遠
隔
作
用
概
念
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
当
然
な
が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
た
ち
か
ら
批
判
を
受
け
る
。

同
時
に
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（Gottfried W

ilhelm
 Leibniz, 1646-

1716

）
ら
と
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
天
体
間
に
働
く
引
力
と
い
う
考
え
は
、ル

ネ
サ
ン
ス
の
自
然
魔
術
的
・
占
星
術
的
思
考
に
は
馴
染
み
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

当
時
の
〈
新
科
学
〉
の
リ
ー
ダ
ー
に
も
〈
旧
科
学
〉
の
擁
護
者
た
ち
に
承
認
し
が

た
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た）

32
（

。

こ
う
し
た
わ
け
で
、
十
七
世
紀
後
半
に
あ
っ
て
西
欧
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
遠

隔
作
用
論
た
る
万
有
引
力
説
と
デ
カ
ル
ト
の
近
接
作
用
論
た
る
渦
動
説
が
併
存

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
を
十
八
世
紀
初
頭
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（V

oltaire, 

1694-1778

）
は
『
哲
学
書
簡
』（L

ettres philosophiques, 1734

）
の
な
か
で
、

「
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
他
の
諸
事
万
端
と
同
様
、
哲
学
に
お

い
て
も
勝
手
が
大
分
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
か
れ
は
充
実
し
た
世
界

、
、
、
、
、
、

（le 

m
onde plein

）
を
去
っ
て
、
い
ま
や
そ
れ
が
空
虚
（vide

）
で
あ
る
こ
と
を
見
出

す
。
パ
リ
で
は
微
細
な
物
質
の
渦
動
（tourbillons de m

atière subtile

）
か
ら

成
る
宇
宙
が
見
ら
れ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
そ
う
い
っ
た
も
の
は
何
も
見
ら
れ
な

い
」
と
書
き
と
め
て
い
る）

32
（

。
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八　

さ
ま
ざ
ま
な
不
可
秤
量
流
体
概
念

十
八
世
紀
以
降
の
概
念
変
遷
は
、
や
や
錯
綜
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
自
身
の

な
か
で
重
力
理
論
（
遠
隔
作
用
）
と
エ
ー
テ
ル
理
論
（
近
接
作
用
）
が
併
存
し
て

い
る
状
況
は
そ
の
ま
ま
十
八
世
紀
の
言
説
空
間
へ
と
投
影
さ
れ
る
。
一
方
で
数
理

的
な
概
念
と
し
て
の
重
力
、他
方
で
エ
ー
テ
ル
様
の
流
体
、〈
微
細
な
流
体
〉と
か〈
不

可
秤
量
流
体
〉と
呼
ば
れ
る
一
連
の
概
念
、こ
の
両
系
統
が
併
存
す
る
よ
う
に
な
る
。

論
理
的
に
み
る
な
ら
ば
、
流
体
の
存
在
を
認
め
る
実
体
論
的
立
場
と
重
力
の
数
理

的
自
然
学
は
相
互
に
排
他
的
で
は
な
い
。

同
時
に
、
十
八
世
紀
以
降
の
西
欧
科
学
は
、
磁
力
や
重
力
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
自
然
現
象
を
陸
続
と
発
見
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
に
は
〈
見
か
け
上
の
遠
隔

力
〉
に
属
す
る
現
象
も
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
現
象
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
固
有
の

流
体
を
想
定
す
る
物
質
論
的
な
考
え
方
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
物
質
は
き
わ
め
て

微
細（subtil

）で
あ
る
た
め
に
重
量
を
測
定
で
き
な
い（im

pondérable

）の
で
、〈
不

可
秤
量
体
〉
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
き
わ
め
て
微
細
で
あ
る
た
め
に
、
い
か
な
る

穿
孔
に
も
浸
透
し
て
流
動
し
う
る
流
体
（le fluide

）
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る）

32
（

。

こ
の
よ
う
な
概
念
で
説
明
さ
れ
た
現
象
の
筆
頭
は
電
気
現
象
で
あ
ろ
う
。
電
気
現

象
に
つ
い
て
の
解
明
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
に

か
け
て
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
で
あ
る
。
電
気
が
一
種
の
流
体
の
働
き
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
背
景
に
は
デ
カ
ル
ト
流
の
エ
ー
テ
ル
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
実
験
科
学
の
流
行
と
い
う
社
会
的
条
件
が
あ
っ
た）

32
（

。

Ａ　

電
気
流
体

電
気
実
験
の
前
提
と
し
て
、
電
気
を
発
生
さ
せ
る
装
置
の
発
明
が
不
可
欠
で

あ
る
。
す
で
に
一
六
六
〇
年
に
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
リ
ケ
（O

tto von Guericke, 

1602-86

）
が
硫
黄
の
球
体
を
回
転
さ
せ
、
そ
れ
を
摩
擦
す
る
こ
と
で
静
電
気
を

生
じ
さ
せ
る
起
電
機
を
製
作
し
て
い
る
（
一
七
〇
五
年
頃
、
英
国
の
ホ
ー
ク
ス

ビ
ー
［Francis H

auksbee or H
aw

ksbee, 1660-1713

］
が
こ
れ
を
改
良
し
た

効
率
的
な
摩
擦
起
電
機
を
つ
く
る
）。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
ト
（Ew

ald 

Georg von K
leist, 1700-48

）
と
オ
ラ
ン
ダ
の
ミ
ュ
ッ
セ
ン
ブ
ル
ク
（Pieter 

van M
usschenbroek, 1692-1761

）
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
―
―
前
者
は
一
七
四
五

年
、
後
者
は
そ
の
翌
年
―
―
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
蓄
電
器
（
コ
ン
デ
ン
サ
ー
）
を
開

発
す
る
。
い
ず
れ
も
ガ
ラ
ス
瓶
の
内
外
に
金
属
箔
を
貼
っ
た
も
の
で
、
の
ち
に
そ

れ
は
ラ
イ
デ
ン
瓶
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
蓄
電
器
の
発
明
に
よ
り
実
験
用
の

電
源
を
安
定
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
電
気
学
の
実
験
研
究

は
格
段
に
進
む
。
同
時
に
、電
気
を
め
ぐ
る
理
論
的
認
識
も
こ
の
時
期
に
進
展
す
る
。

一
七
二
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
テ
フ
ァ
ン
・
グ
レ
イ
（Stephen Gray, 1666-

1736

）
に
よ
っ
て
、電
気
が
物
体
の
な
か
を
伝
わ
る
こ
と
、つ
ま
り
電
気
伝
導
が
発

見
さ
れ
る）

32
（

。
彼
は
帯
電
体
と
導
体
を
接
触
さ
せ
る
こ
と
で
、電
気
の
力
（Electrick 

V
ertue [electric virture]

）
あ
る
い
は
牽
引
力
（attractive V

ertue

）
が

伝
わ
る
が
、
こ
れ
は
帯
電
体
と
導
体
を
近
づ
け
る
だ
け
で
も
遠
隔
的
に
伝
わ
る

こ
と
を
観
察
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
電
気
の
牽
引
力
の
こ
と
を
、
電
気
的
発
散

気
（Electrick Effl

uvia

）
と
も
述
べ
、
一
種
の
流
体
的
表
象
で
捉
え
て
い
る）

（3
（

。

グ
レ
イ
の
助
手
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
デ
ザ
ギ
ュ
リ
エ
（Jean T

héophile 

D
esaguliers, 1683-1744

）は
、電
気
の
力
を
伝
え
る
物
質
を
導
体（conductors

）

あ
る
い
は
非
電
気
体
（non-electrics

）
と
呼
ん
だ
。〈
非
電
気
体
〉
と
い
う
呼
称

を
用
い
た
の
は
、
摩
擦
に
よ
っ
て
電
気
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
絶
縁
体
の
対
概

念
と
し
て
で
あ
る）

（3
（

。
当
時
の
人
々
は
、
帯
電
し
た
物
体
が
引
力
を
示
す
の
は
、
そ

の
物
体
が
或
る
特
殊
な
状
態

、
、

に
な
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
い
た）

（（
（

。
と
こ
ろ
が
、

不可秤量流体概念の形成
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ラ
イ
デ
ン
瓶
が
示
し
た
こ
と
は
、
電
気
現
象
を
引
き
起
こ
す
何
か

、
、

は
瓶
の
な
か
に

蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
ン
・
ボ
ト
ル
の
容キ

ャ
パ
シ
テ積

が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
一
層
多
く
の
葡
萄
酒
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

ラ
イ
デ
ン
瓶
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
電
気
を
溜
め
る
容キ

ャ
パ
シ
テ積

も
多
く
な
る
と
い

う
経
験
的
事
実
も
（
実
際
に
は
ラ
イ
デ
ン
瓶
の
内
外
に
貼
ら
れ
た
導
電
板
の
表
面

積
の
大
き
さ
が
静
電
容
量
を
決
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
瓶
と
い
う
形
状
の
容
積

と
静
電
容
量
と
は
無
関
係
な
の
だ
が）

（（
（

）、
電
気
は
目
に
は
見
え
な
い
が
液
状
の
物

質
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
グ
レ
イ
や
デ
ザ
ギ
ュ
リ
エ
の

解
明
し
た
電
気
の
伝
導
性
が
示
し
た
の
は
、
電
気
的
引
力
の
原
因
が
物
体
か
ら
離

れ
て
他
の
物
体
へ
と
移
る

、
、

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た）

（2
（

。
か
く
て
、
電

気
は〈
状
態
〉
と
い
う
よ
り
は
一
種
の〈
実
体
〉で
あ
る
と
い
う
理
解
が
成
立
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
実
体
に
は
―
―
今
日
で
言
え
ば
正
と
負
の
―
―
二
種
類
が
あ
る
こ

と
が
一
七
三
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ュ・
フ
ェ
（Charles 

François de Cisternay du Fay, 1698-1739

）に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
デ
ュ・

フ
ェ
の
用
語
法
で
は
正
電
気
は
ガ
ラ
ス
電
気
（électricité vitrée
）、
負
電
気
は

樹
脂
電
気
（électricité résineuse

）
で
あ
る）

（2
（

。
デ
ュ
・
フ
ェ
は
、
こ
の
二
種
類

の
電
気
の
同
種
を
帯
び
た
物
体
の
間
に
は
斥
力
が
生
じ
、
異
種
の
電
気
を
帯
び
た

物
体
の
間
に
は
引
力
が
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
デ
ュ
・
フ
ェ
門
下
の
フ

ラ
ン
ス
の
学
者
ジ
ャ
ン
＝
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ノ
レ
（Jean-A

ntoine N
ollet, 1700-

70

）
は
、
電
気
が
あ
ら
ゆ
る
固
体
・
液
体
・
気
体
に
流
入
・
流
出
す
る
微
細
物
質

の
効
果
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
を
主
張
し
た）

（2
（

。
他
方
、
英
国
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ワ
ト
ソ
ン
（W

illiam
 W

atson, 1715-87

）
が
〈
電
気
の
火
〉（Electrical Fire

）
（2
（

）

ま
た
は
電
気
エ
ー
テ
ル
（Electrical Æ

ther

）
（2
（

）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
電
気
的

な
引
力
・
斥
力
を
説
明
し
て
い
る
。
電
気
エ
ー
テ
ル
は
希
薄
な
場
合
は
不
可
視
な

流
体
で
あ
る
が
、
集
中
す
る
と
焔
に
な
る
。
こ
の
火
と
い
う
表
象
は
、
電
気
火
花

の
視
覚
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
も
あ
る
が
、
古
代
の
四
大
元
素
に
由
来
す
る
元
素
と
し

て
の
火
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
後
述
す
る
ブ
ー
ル
ハ
ー
フ
ェ
か
ら
の
直
接
的
影

響
も
み
ら
れ
る）

（2
（

。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
、
一
七
五
〇
年
、
米
国
の
ベ
ン
ジ
ャ

ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
（Benjam

in Franklin, 1705/6-90

）
の
〈
電
気
流
体
〉

概
念
が
現
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
に
重
さ
の
な
い
電
気
流
体

が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
過
剰
に
な
る
と
正
に
帯
電
し
、
不
足
に
な
る
と
負
に

帯
電
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
に
電
荷
の
正
負
の
概
念
が
確
立
し
た
。
デ
ュ
・
フ
ェ

が
ガ
ラ
ス
電
気
・
樹
脂
電
気
と
い
う
二
種
類
の
電
気
流
体
を
仮
定
し
た
の
に
対
し
、

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
流
体
は
一
種
で
あ
り
、
電
荷
に
正
負
の
二
状
態
が
あ
る
と
主
張

し
た
の
で
あ
る）

（3
（

。

電
気
流
体
の
概
念
で
―
―
他
の
流
体
概
念
と
比
し
て
―
―
重
要
な
点
は
、
こ

れ
が
流
体
で
あ
り
媒
質
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
近
接
作
用
の
機
序

を
説
明
す
る
要
素
と
な
る
と
同
時
に
、
見
か
け
上
の
遠
隔
力
を
説
明
す
る
概
念
で

も
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
―
―
ギ
ル
バ
ー
ト
以
来
―
―
電
気
的
引
力
は
、
帯

電
し
た
物
体
が
外
部
に
放
散
す
る
微
粒
子
の
〈
発
散
気
〉（effl

uvia

あ
る
い
は

electric effl
uvia

）
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
ガ
ラ
ス
を

通
し
て
も
電
気
的
引
力
が
作
用
す
る
こ
と
を
発
見
し
、
こ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
の

エ
ピ
ヌ
ス
（Franz U

lrich T
heodor A

epinus, 1724-1802

）
（3
（

）
は
、
電
気
流
体

は
直
接
接
触
せ
ず
と
も
作
用
を
及
ぼ
す
と
主
張
し
た）

（（
（

。
こ
れ
は
磁
力
・
重
力
に
加

え
て
電
気
力
も
ま
た
遠
隔
作
用
で
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
（
今
日
で
い
う
静
電

誘
導
）。
こ
こ
に
流
体
を
め
ぐ
る
遠
隔
作
用
／
近
接
作
用
の
二
分
法
が
単
純
に
は

成
立
し
な
い
複
雑
な
状
況
が
生
じ
る
。
数
理
的
解
明
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

キ
ャ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ（H

enry Cavendish, 1731-1810

）と
フ
ラ
ン
ス
の
ク
ー

ロ
ン
（Charles-A

ugustin de Coulom
b, 1736-1806

）
に
よ
っ
て
、
電
磁
気
力

は
距
離
の
二
乗
に
反
比
例
す
る
こ
と
（
ク
ー
ロ
ン
の
法
則
）
が
一
七
八
五
年
か
ら

不可秤量流体概念の形成
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一
七
八
九
年
に
か
け
て
発
見
さ
れ
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
重
力
の
〈
逆
二

乗
則
〉
に
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
重
力
・
電
気
力
・
磁
気
力
の
類
似
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

Ｂ　

磁
気
流
体

電
気
流
体
説
の
影
響
下
に
、
磁
石
の
作
用
も
ま
た
一
種
の
流
体
が
担
っ
て
い
る

と
す
る
磁
気
流
体
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
七
五
九
年
の
著
作）

（（
（

で
エ
ピ

ヌ
ス
が
一
種
類
の
流
体
に
よ
る
磁
気
流
体
説
を
唱
え
た
。
つ
い
で
、
一
七
七
八
年

に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ブ
リ
ュ
フ
マ
ン
ス
（A

nton Brugm
ans, 1732-89

）、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
ウ
ィ
ル
ケ
（Johan Carl W

ilcke, 1732-96

）
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
、
二

流
体
に
よ
る
磁
気
流
体
説
を
主
張
し
た）

（2
（

。
二
種
の
流
体
は
、
北
流
体
（boreal

）

と
南
流
体
（austral

）
と
呼
ば
れ
た）

（2
（

。
磁
気
流
体
説
は
、
純
粋
な
自
然
学
の
内
部

で
は
、
電
気
流
体
ほ
ど
の
理
論
的
意
味
を
も
つ
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
磁

気
流
体
が
基
本
的
に
含
鉄
物
質
に
含
ま
れ
、
鉄
か
ら
分
離
し
て
他
に
移
す
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
電
気
流
体
の
よ
う
な
理
論
的
展
開
が
生
じ
に
く
か
っ
た
の
で
あ

る）
（2
（

。
だ
が
、
磁
気
流
体
の
概
念
は
十
八
世
紀
後
半
に
ヴ
ィ
ー
ン
出
身
で
パ
リ
で
活

躍
し
た
医
師
メ
ス
メ
ル
（Frédéric-A

ntoine M
esm

er, 1734-1815
）
に
よ
っ
て

治
療
術
の
概
念
体
系
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
（
メ
ス
メ
リ
ス
ム
＝
動
物
磁
気
治

療
術
）、
ま
た
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
は
哲
学
や
文
学
に
お
け
る
神
秘
的
思
想
の

源
泉
と
な
っ
た
点
で
、
文
化
史
に
お
け
る
意
味
は
大
き
い）

（2
（

。

Ｃ
〈
火
〉
と
熱
流
体

近
代
の
不
可
秤
量
流
体
概
念
と
し
て
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
熱

流
体
（
熱
素
）
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
あ
っ
て
は
機
械
論
的
自
然
観
の
も
と
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ボ
イ
ル
（Robert Boyle, 1627-91

）、
ホ
イ
ヘ
ン
ス
（Christiaan 

H
uygens, 1629-95

）、
フ
ッ
ク
（Robert H

ooke, 1635-1703

）
ら
主
要
な
学
者

た
ち
は
皆
、
熱
現
象
を
微
小
粒
子
の
振
動
と
考
え
て
い
た
。
十
八
世
紀
に
熱
の
流

体
説
が
現
れ
た
背
景
に
は
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
以
来
の
元
素
と
し
て
の
〈
火
〉、
つ

ま
り
〈
火
の
実
体
論
〉、
そ
し
て
火
・
光
・
熱
の
三
者
を
曖
昧
に
同
一
視
す
る
伝
統

的
な
考
え
が
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
に
こ
の
三
者
が
概
念
的
に
分
化
し
て
ゆ
く
な
か

で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
の
実
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
火
の
実
体
論

と
光
の
実
体
論
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
徐
々
に
克
服
さ
れ
る
が
、

熱
の
実
体
論
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
熱
理
論
の
基
礎
と
し
て
残
り
続
け

る）
（2
（

。熱
流
体
の
概
念
的
起
源
の
一
つ
が
エ
ー
テ
ル
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
源
泉
は
ブ
ー
ル
ハ
ー
フ
ェ
（H

erm
an Boerhaave, 1668-

1738

）
の
〈
火
〉（Feu

）
と
い
う
概
念
で
あ
る）

（2
（

。
こ
れ
は
、
も
の
が
燃
焼
す
る
と

き
に
見
ら
れ
る
通
常
の
焔
（flam

m
e

）
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
で
、
熱
現
象
を

説
明
す
る
た
め
の
仮
想
的
物
質
で
あ
る
。
た
と
え
ば
摩
擦
熱
で
あ
れ
ば
、
摩
擦
に

よ
っ
て
物
体
中
の
〈
火
〉
粒
子
の
振
動
が
激
し
く
な
り
、
そ
の
物
体
を
構
成
す
る

通
常
の
物
質
粒
子
を
運
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
熱
が
生
じ
る
、
と
い
う
具
合
に
説

明
さ
れ
る）

23
（

。
伝
統
的
な
エ
ー
テ
ル
概
念
と
ブ
ー
ル
ハ
ー
フ
ェ
の
影
響
下
に
、
ア
ン

ト
ワ
ー
ヌ
・
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
（A

ntoine-Laurent de Lavoisier, 1743-94

）
は

一
七
七
〇
年
代
に
熱
理
論
を
構
想
し
、
一
七
八
七
年
に
ギ
ト
ン
・
ド
ゥ
・
モ
ル
ヴ
ォ

（Louis-Bernard Guyton de M
orveau, 1737-1816

）
ら
と
の
共
著
『
化
学
命

名
法）

23
（

』
に
お
い
て
、
熱
素
（le calorique

）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

Ｄ　

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
―
―
負
の
流
体

十
八
世
紀
中
頃
に
は
燃
焼
現
象
も
ま
た
一
種
の
不
可
秤
量
体
で
あ
る
フ
ロ
ギ
ス

ト
ン
（das Phlogiston
）
の
作
用
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
そ
の
由
来
は
、
十
七

不可秤量流体概念の形成
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世
紀
の
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
（Johann Joachim

 Becher, 1635-82

）
の
〈
油
性
の
土
〉、

さ
ら
に
錬
金
術
の
象
徴
物
質
〈
イ
オ
ウ
〉
に
遡
る
。
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
影
響
下
に

シ
ュ
タ
ー
ル
（Georg Ernst Stahl, 1659-1734

）
が
主
張
し
た
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン

理
論
（die Phlogistontheorie

）
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
は
物
質
に
可
燃

性
を
与
え
る
原
質
で
あ
る
。
一
般
に
物
質
は
灰
と
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
が
結
合
し
た
も

の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
金
属
を
空
気
中
で
燃
や
す
と
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
フ

ロ
ギ
ス
ト
ン
が
追
い
出
さ
れ
灰
に
な
る
。
金
属
灰
は
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
を
多
く
含

む
木
炭
と
と
も
に
加
熱
し
て
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
を
与
え
て
や
れ
ば
金
属
に
戻
る
と
い

う
。
燃
焼
を
酸
化
現
象
と
と
ら
え
る
後
世
の
理
論
か
ら
み
れ
ば
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン

は
〈
負
の
酸
素
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
は
金
属
の
燃
焼
（
灰

化
）
現
象
以
外
に
も
広
く
適
用
さ
れ
、物
質
の
色
や
匂
い
と
い
っ
た
性
質
―
―
ロ
ッ

ク
（John Locke, 1632-1704

）
が
二
次
性
質
に
分
類
し
た
も
の
―
―
を
説
明
す

る
上
で
も
、
機
械
論
の
抽
象
的
理
論
よ
り
も
強
力
な
原
理
と
な
っ
た
。
錬
金
術
以

来
伝
統
的
に
知
ら
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
化
合
現
象
も
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
で
説
明
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
が
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
（A

ntoine-Laurent 

de Lavoisier, 1743-94

）
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
科
学

史
上
の
出
来
事
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
は
、
燃
焼
前
後
の
金
属
の
重
量
を
計
り
、

燃
焼
後
の
ほ
う
が
重
く
な
る
こ
と
か
ら
、
燃
焼
現
象
が
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
放
出
で

あ
る
と
す
る
説
を
否
定
し
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
金
属
を
燃
焼
さ
せ
る
と
重
量
が

増
え
る
現
象
は
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
が
支
持
さ
れ
た
の
は
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
が
反
重
力
的
傾
向

を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
重
量
を
持
た
な
い
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
上
昇
傾
向
を
も
つ
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
〈
負
の
重
量
〉
を
有
す

る
と
い
う
主
張
が
ヴ
ネ
ル
（Gabriel François V

enel, 1723-75

）
ら
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
（
シ
ュ
タ
ー
ル
自
身
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
重
量
は
測
定
で
き
な
い
と
し

た
り
、
ご
く
わ
ず
か
な
重
量
が
あ
る
と
し
た
り
、
著
作
の
な
か
で
も
一
貫
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る）

2（
（

）。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
シ
ュ
タ
ー
ル
学
説
の
流
れ
を
受
け
継

い
だ
ル
エ
ル
（Guillaum

e François Rouelle, 1703-70

）
は
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン

を
ブ
ー
ル
ハ
ー
フ
ェ
の
〈
火
〉
と
同
一
視
し
て
、
上
空
へ
と
向
か
う
傾
向
を
み
て

い
る
（
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
然
学
に
お
け
る
〈
火
〉
概
念
の
も
つ
性
質
の

遠
い
残
響
で
あ
る
）。
そ
の
後
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は

い
か
な
る
物
質
よ
り
も
軽
い
と
さ
れ
た
り
、
水
素
と
同
一
視
さ
れ
た
り
、
あ
る
い

は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
、
エ
ー
テ
ル
、
電
気
、
火
、
光
は
す
べ
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
見
解
が
出
た
り
と
、
概
念
と
し
て
の
同
一
性
が
維
持
で
き
な
い
ほ
ど
に
フ
ロ

ギ
ス
ト
ン
説
は
混
乱
を
極
め
る
。
概
念
の
輪
郭
が
自
壊
寸
前
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、

ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
に
よ
る
批
判
が
最
後
の
一
撃
を
与
え
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｅ　

場
の
理
論
に
お
け
る
エ
ー
テ
ル

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
電
気
現
象
と
磁
気
現
象
の
類
似
は
古
く
か
ら
知
ら
れ

て
い
た
。
両
者
は
い
ず
れ
も
〈
見
か
け
上
の
遠
隔
力
〉
で
あ
り
、
ク
ー
ロ
ン
の
法

則
が
発
見
さ
れ
て
以
降
、
両
者
が
と
も
に
逆
二
乗
法
則
に
従
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
こ
れ
ら
の
間
に
強
い
関
連
が
あ
る
こ
と
が
定
量
的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
た
。

場
の
概
念
は
一
八
二
〇
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
（H

ans Christian 

Ø
rsted, 1777-1851

）
が
電
流
の
磁
化
作
用
を
発
見
し
た
こ
と
を
、
そ
の
成
立
の

端
緒
と
す
る
。
彼
が
観
察
し
た
の
は
、
磁
針
と
並
行
に
な
る
よ
う
に
導
線
を
張
っ

て
電
流
を
流
す
と
、
磁
針
が
振
れ
る
、
そ
し
て
電
流
の
向
き
を
逆
に
す
る
と
、
磁

針
は
逆
方
向
に
振
れ
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

遠
隔
力
と
し
て
認
識
さ
れ
た〈
力
〉の
概
念
が
、電
気
や
磁
気
を
伝
達
す
る〈
場
〉

の
概
念
へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い
く
と
き
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
遠

隔
力
を
媒
介
す
る
エ
ー
テ
ル
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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十
九
世
紀
の
場
の
概
念
と
、
二
十
世
紀
以
降
の
そ
れ
は
、
概
念
の
理
論
編
成
が
異

な
る
。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
（Jam

es Clerk M
axw

ell, 1831-79

）
時
点
で
の
場
の

概
念
は
、
エ
ー
テ
ル
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
電
磁
現
象
を
エ
ー
テ
ル
の
作
用
に

よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
探
究
と
し
て
始
ま
っ
た）

2（
（

。

マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
が
自
ら
の
説
を
初
め
て
「
電
磁
場
の
理
論
」
と
呼
ん
だ

一
八
六
五
年
の
論
文
「
電
磁
場
の
動
力
学
的
理
論
」
で
は
、
電
磁
場
が
「
電
気
的

ま
た
は
磁
気
的
条
件
に
あ
る
物
体
を
含
み
、
か
つ
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
空
間
の
部

分
」
と
定
義
し
、
こ
の
電
磁
場
は
通
常
の
物
質
で
占
め
ら
れ
て
い
て
も
真
空
で
も

構
わ
な
い
が
、
そ
の
真
空
に
は
エ
ー
テ
ル
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る）
22
（

。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
に
あ
っ
て
電
磁
場
の
理
論
の
な
か
で
記
述
さ
れ
る
電
磁
的

作
用
は
あ
く
ま
で
も
媒
質
の
力
学
的
状
態
変
化
で
あ
り
、
真
空
状
態
で
も
エ
ー
テ

ル
と
い
う
媒
質
を
必
要
と
す
る
。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
場
は
、
エ
ー
テ
ル
を

も
含
む
何
ら
か
の
物
質
＝
実
体
の
状
態
変
化
で
あ
り
、
現
代
の
物
理
学
が
考
え

る
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
実
体
と
し
て
の
電
磁
場
と
は
、
似
て
非
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
八
八
六
年
か
ら
行
な
わ
れ

た
、
無
線
通
信
技
術
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
ヘ
ル
ツ
（H

einrich Rudolf H
ertz, 

1857-94

）
の
実
験
―
―
発
信
機
の
火
花
放
電
が
絶
縁
さ
れ
た
離
れ
た
場
所
に
あ

る
共
振
器
に
も
生
じ
る
―
―
も
ま
た
、
電
磁
気
的
な
力
を
伝
達
す
る
媒
質
と
し
て

の
エ
ー
テ
ル
の
実
在
を
示
す
も
の
と
当
時
は
理
解
さ
れ
た）

22
（

。

電
磁
場
の
概
念
が
（
エ
ー
テ
ル
が
そ
の
特
殊
な
場
合
と
し
て
含
ま
れ
る
）
物
質

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
電
磁
場
が
そ
れ
自
体
独
立
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
成

立
す
る
に
は
、
一
八
九
二
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
物
理
学
者
ロ
ー
レ
ン
ツ
（H

endrik 

A
ntoon Lorentz, 1853-1928

）
に
よ
る
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
理
論
の
再
定
式
化
が

な
さ
れ
る
の
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

22
（

。
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
あ
っ
て
、
電
磁
場
は

た
し
か
に
エ
ー
テ
ル
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
が
、
通
常
の
物
質
と
エ
ー
テ
ル
は
相
互

に
独
立
で
あ
る
と
さ
れ
、
よ
っ
て
こ
の
と
き
エ
ー
テ
ル
は
物
質
の
或
る
特
殊
例
と

い
う
意
味
を
事
実
上
失
い
、
電
磁
場
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
不

可
秤
量
流
体
と
し
て
の
エ
ー
テ
ル
は
概
念
と
し
て
解
体
し
、
独
立
し
た
実
体
と
し

て
の
場
の
概
念
が
確
立
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

九　

光
と
重
力

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
各
種
の
不
可
秤
量
流
体
概
念
が
、
よ
り
説
得
的
な

別
様
の
説
明
原
理
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
後
代
ま
で
説
明

困
難
な
現
象
と
し
て
残
っ
た
の
が
光
と
重
力
で
あ
り
、
そ
の
伝
達
を
担
う
媒
質
と

し
て
の
エ
ー
テ
ル
概
念
で
あ
る
。

光
は
無
媒
介
的
に
伝
わ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
媒
質
を
要
求
す
る
の
か
―
―
。

こ
の
問
題
は
十
九
世
紀
末
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
。
一
八
八
七
年
に
米
国
の
二
人

の
物
理
学
者
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
（A

lbert M
ichelson, 1852-1931

）
と
モ
ー
レ
ー

（Edw
ard M

orley, 1838-1923

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
実
測
実
験
は
、
エ
ー
テ
ル

の
不
在
を
示
し
た
。
さ
ら
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て

絶
対
静
止
系
の
存
在
が
否
定
さ
れ
、
エ
ー
テ
ル
概
念
は
、
少
な
く
と
も
物
理
的
存

在
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

重
力
に
つ
い
て
も
重
力
場
概
念
の
導
入
と
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
般
相
対

性
理
論
（
一
九
一
五
年
）
に
よ
っ
て
、
巨
視
的
現
象
と
し
て
は
、
エ
ー
テ
ル
の
存

在
は
要
請
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
微
視
的
あ
る
い
は
超
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
状

態
に
お
け
る
重
力
現
象
は
一
般
相
対
性
理
論
だ
け
で
は
充
分
に
説
明
し
尽
く
さ
れ

な
い
。
む
し
ろ
エ
ー
テ
ル
概
念
が
担
っ
た
機
能
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
現
代
物

理
学
が
重
力
の
発
生
を
説
明
す
る
際
に
用
い
る
「
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
」の
概
念
が
担
っ

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
こ
れ
は
実
質
的
に
か
つ
て
の
エ
ー
テ
ル
概
念
と
み
な

不可秤量流体概念の形成
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し
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
エ
ー
テ
ル
概
念
が
完
全
に
消
滅
し
た
と
は
断
言
で
き
な

い
）。
現
在
、
重
力
の
機
序
は
、
自
然
界
に
あ
る
四
つ
の
基
本
的
な
力
（
重
力
、
電

磁
気
力
、
強
い
相
互
作
用
、
弱
い
相
互
作
用
）
を
統
一
し
て
説
明
す
る
統
一
場
理

論
の
な
か
で
、
完
全
な
記
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

流
体
概
念
の
消
息
―
―
結
び
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
流
体
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
理
・
化
学
現
象
を
説
明
す

る
実
体
的
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
紆
余
曲
折
を
経
て
機
能
的
概
念
（
関
数
的
概

念
）
へ
と
変
遷
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
近
代
科
学
へ
と
至
る
西
欧
自
然
思
想
の
思
惟

構
造
の
歴
史
的
変
遷
を
〈
実
体
概
念
〉
か
ら
〈
関
数
概
念
〉
へ
の
展
開
と
し
て
跡

づ
け
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（
一
九
一
〇）

22
（

）
の
見
立
て
に

沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
筋
で
は
た
し
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
自
然
学
上
の
説
明
装
置
と
し

て
の
役
割
を
終
え
た
流
体
概
念
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
か
。
熱
素
は
熱
が
冷
め
る
か

の
よ
う
に
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
た
し
か
に
負
の
質
量
を
も
つ
か
の
よ
う
に
、
概
念

と
し
て
、
ほ
ぼ
消
失
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
自
然
思
想
内
部
で

は
理
論
的
な
展
開
が
限
定
的
で
あ
っ
た
〈
磁
気
流
体
〉
の
概
念
は
、
と
き
に
電
気

流
体
の
概
念
と
も
混
交
を
見
せ
な
が
ら
、
自
然
学
の
世
界
か
ら
、
医
学
や
治
療
文

化
、
広
く
哲
学
思
想
や
芸
術
の
世
界
に
流
れ
込
み
、
メ
ス
メ
ル
の
治
療
術
で
想
定

さ
れ
た
動
物
磁
気
流
体
は
、
十
九
世
紀
の
観
念
論
哲
学
や
ロ
マ
ン
派
芸
術
の
な
か

に
頻
出
す
る
磁
気
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
再
生
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
実
体
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
秤
量
で
き
な
い
と
い
う
不
可
思
議
な
性
質
か
ら
、
新
た
な
概

念
的
内
実
を
得
て
、
精
神
分
析
の
創
始
者
フ
ロ
イ
ト
（Sigm

und Freud, 1856-

1939

）
の
リ
ビ
ド
ー
と
い
う
仮
想
的
物
質
概
念
や
、そ
の
弟
子
ラ
イ
ヒ
（W

ilhelm
 

Reich, 1897-1957

）
が
オ
ル
ゴ
ン
と
呼
ん
だ
特
異
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
概
念
へ
と
変
容

し
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
領
域
で
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
す
で
に
万
物
照
応
の
時
代

と
異
な
る
知エ

ピ
ス
テ
ー
メ
ー

の
大
地
の
上
に
立
ち
、
自
然
学
、
治
療
実
践
、
哲
学
、
芸
術
と
い
っ

た
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
化
し
た
時
代
で
あ
る
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け

て
、
磁
気
流
体
は
文
化
諸
領
域
の
歴
史
を
斜オ

ブ
リ
ッ
ク

交
的
に
下
降
し
つ
つ
、
各
領
域
へ
と

流
入
し
て
い
る
。
自
然
認
識
の
世
界
か
ら
流
れ
出
た

、
、
、
、

流
体
の
消
息
を
追
跡
す
る
こ

と
が
不
可
秤
量
流
体
の
概
念
形
成
史
の
責
務
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
果
た
す
に
は
、

ま
た
幾
つ
か
の
別
稿
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

後
注

（
１
）　

心
理
学
者
ユ
ン
グ
（Carl Gustav Jung, 1875-61

）
は
〈
空
飛
ぶ
円
盤
〉（flying 

saucer

）を
冷
戦
下
の
人
々
の
無
意
識
的
不
安
が
空
に
投
影
さ
れ
た〈
現
代
の
神
話
〉

で
あ
る
と
論
じ
た
（C. G. Jung, E

in M
oderner M

ythus: Von D
ingen, die am

 

H
im

m
el G

esehen w
arden, 1958. 

松
代
洋
一
訳『
空
飛
ぶ
円
盤
』ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
三
年
）。
そ
の
他
、
円
盤
現
象
に
つ
い
て
は
稲
生
平
太
郎
『［
底
本
］
何
か
が

空
を
飛
ん
で
い
る
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。

（
２
）　

本
稿
と
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
研
究
文
献
と
し
て
、
本
稿
全
体
の

た
め
参
考
と
し
た
の
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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
。
島
尾
永
康
『
物
質
理
論
の
探

求
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。Jean Starobinski, L

a R
elation critique  : l'œ

il 

vivant II, Paris, Gallim
ard, 1970

（
調
佳
智
雄
訳
『
活
き
た
眼
Ⅱ
―
―
批
評
の

関
係
』
理
想
社
、
一
九
七
三
年
）。M

ary H
esse, Forces and F

ields, 1961. 

ま
た
、

次
の
論
攷
は
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
扱
え
な
か
っ
た
生
体
に
か
か
わ
る
流
体
概
念

―
―
典
型
的
に
は
動
物
精
気
と
動
物
磁
気
―
―
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
吉
永
進
一
「「
電
気
的
」
身
体
―
―
精
妙
な
流
体
概
念
に
つ
い
て
」、『
舞

鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第
三
一
号
、
一
一
三
―
一
二
〇
頁
、
一
九
九
六
年
三

月
。https://researchm

ap.jp/m
ultidatabases/m

ultidatabase_contents/
dow

nload/445188/355ad3d456924468f36eb3bc8d7de818/20028?col_
no=2&

fram
e_id=924566

（
３
）　

山
本
『
磁
力
と
重
力
の
発
見
』
第
一
巻
、
九
一
頁
。
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（
４
）　

二
四
二
ｂ
五
九
。
出
隆
・
岩
崎
允
胤
訳
『
自
然
学
』、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
、

第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。
以
下
、
同
邦
訳
書
か
ら
の
引
用
と
す
る
。

（
５
）　

廣
川
洋
一
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
、

二
五
八
頁
。

（
６
）　R.W

. Sharples, A
lexander of A

phrodisias: Q
uaestiones 2.16-2.23, London, 

Bloom
sbury A

cadem
ic, 2014, p. 

28 (2.23).

（
７
）　

こ
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
ン
・
ビ
ュ
リ
ダ
ン
（Jean Buridan, v.1295-1358

）
は
フ
ィ

ロ
ポ
ノ
ス
（Jean Philopon, v.490-v.570

）、
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
（A

vicenne, 
980-1037

）
を
参
照
し
、
物
体
は
そ
れ
自
体
が
有
す
る
何
ら
か
の
量
に
よ
っ
て
運
動

を
続
け
る
と
主
張
。
ビ
ュ
リ
ダ
ン
は
そ
の
量
を
イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
（im

petus

）
と
呼

ん
だ
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
初
め
て
提
唱
す
る
こ
と
に
な
る
運
動
量
の
概
念
を
先
取

り
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
８
）　

こ
れ
を
〈
エ
ー
テ
ル
の
第
一
の
近
代
化
〉
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

後
述
す
る
よ
う
に
エ
ー
テ
ル
に
〈
場
〉
を
担
う
媒
質
と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
は
〈
エ
ー
テ
ル
の
第
二
の
近
代
化
〉
で
あ
る
。

（
９
）　

ホ
イ
ッ
テ
ー
カ
ー（
霜
田
光
一・近
藤
都
登
訳
）『
エ
ー
テ
ル
と
電
気
の
歴
史
』上
巻
、

講
談
社
、
一
九
七
六
年
、
一
七
頁
。

（
10
）　

デ
カ
ル
ト
（
井
上
庄
七
・
水
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