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は
じ
め
に

　

ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（
一
五
六
四
～
一
六
四
二
）
は
一
六
三
三

年
に
宗
教
裁
判
に
よ
り
断
罪
さ
れ
、
異
端
誓
絶
を
行
っ
た
。
そ
の

一
八
年
前
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
体
系
に
対
す
る
宗
教
か
ら
の
（
聖
書

に
基
づ
く
）
攻
撃
に
対
し
て
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
大
公
母
宛
の
書
簡
』

（
以
下
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
と
略
す
）
を
ガ
リ
レ
オ
は
執
筆
し
て

い
た（

1
（

。
こ
の
著
作
で
は
、
自
然
探
究
（
科
学
）、
科
学
と
宗
教
、
科

学
的
探
究
の
自
由
、
そ
し
て
自
然
と
人
間
の
関
係
等
の
哲
学
的
問
題

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
哲
学
的
問
題
を
取
り

上
げ
、
特
に
日
本
で
は
、
そ
の
重
要
性
は
以
前
か
ら
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず（

2
（

、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
の
真
の
重
要
性
を
示
そ
う
と
思

う
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
ガ
リ
レ
オ
が
宗
教
か
ら
の
攻
撃
に
反
論
す

る
中
で
、
科
学
の
性
格
づ
け
を
通
じ
て
科
学
を
宗
教
や
哲
学
か
ら
自

立
さ
せ
た
こ
と
に
特
に
注
目
し
、
最
後
に
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
示

し
、
ま
と
め
と
し
た
い
。

一
、『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
大
公
母
宛
の
書
簡
』 

　
　

執
筆
ま
で
の
歴
史
的
経
過（

3
（

　

そ
れ
ま
で
の
天
動
説
に
か
わ
る
地
動
説
を
主
張
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
の
『
天
球
回
転
論
』
は
一
五
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ガ
リ
レ
オ

は
一
六
〇
九
年
以
降
、
望
遠
鏡
に
よ
る
天
体
観
測
を
行
い
、
そ
れ
ま

で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
宇
宙
論
（
天
動
説
）
に
疑
問
を
持
っ
た
。

ガ
リ
レ
オ
に
お
け
る
哲
学
的
問
題

　
　

―
「
科
学
」
の
原
点
を
求
め
て
―

大　
　

貫　
　

義　
　

久
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月
の
表
面
や
木
星
の
衛
星
や
天
の
川
を
ガ
リ
レ
オ
は
観
測
し
、
そ
の

成
果
を
い
ち
早
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
知
ら
せ
る
た
め
に
ラ
テ
ン

語
で
『
星
界
の
報
告
』
に
ま
と
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
天
界
に
お
け
る
そ
れ
ら
の

発
見
は
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
宇
宙
論
（
自
然
哲
学
）
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
後
も
ガ
リ
レ
オ
は
、
望
遠
鏡
で
土
星
や
金
星
の
満
ち
欠
け

や
太
陽
黒
点
を
観
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
動
説
（
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
説
）
の
真
実
を
確
信
し
、
一
六
一
三
年
に
は
『
太
陽
黒
点
に
関
す

る
記
録
と
証
明
』（
以
下
『
太
陽
黒
点
論
』
と
略
す
）
で
初
め
て
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
公
に
支
持
し
た
。
こ
の
ガ
リ
レ
オ
の
動
き
に
対
し

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
哲
学
者
た
ち
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
、

伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
立
場
か
ら
だ
け
で
な
く
、
聖
書

か
ら
も
批
判
し
始
め
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
天
文
学
上
の
考
え
を
教

示
し
て
い
る
聖
書
（
例
え
ば
『
ヨ
シ
ュ
ア
記
』）
の
文
章
（
聖
句
）
は
、

文
字
通
り
に
解
釈
さ
れ
る
と
「
太
陽
の
運
動
」
を
主
張
し
て
い
る
よ

う
に
読
め
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る（

4
（

。
そ
し

て
ガ
リ
レ
オ
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
へ
の
支
持
を
本
格
化
す
る
と
、
批

判
の
重
心
は
、
哲
学
者
か
ら
神
学
者
た
ち
へ
と
移
動
し
た
。
こ
の
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
説
と
聖
書
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
対
抗
宗
教
改

革
を
進
め
て
き
た
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
、
聖
書
解
釈

に
関
わ
る
最
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
六
一
三
年
末
に

は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、
神
学
の
分
野
で
論
議
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
問
題
は
、
天
文
学
か
ら
哲
学
、
そ
し
て
神

学
へ
と
重
心
を
移
し
、
重
大
問
題
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
六
一
三
年
十
二
月
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
彼
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た

ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
コ
ジ
モ
二
世
の
宮
廷
で
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
と
聖
書

と
の
矛
盾
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
を
、
弟
子
の
カ
ス
テ
ッ
リ
か
ら
聞

き
、
こ
の
問
題
を
す
ぐ
に
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
で
論
じ
た
。

こ
の
手
紙
の
中
で
ガ
リ
レ
オ
は
、
聖
書
に
基
づ
い
て
天
体
を
始
め
自

然
の
問
題
を
論
議
す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。『
カ
ス
テ
ッ
リ

宛
の
書
簡
』
は
す
ぐ
に
写
さ
れ
回
覧
さ
れ
、
こ
れ
を
読
ん
だ
ド
ミ
ニ

コ
会
士
た
ち
は
ガ
リ
レ
オ
へ
の
非
難
を
強
め
た
。
し
か
し
他
方
で
、

カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
パ
オ
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ

が
『
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
見
解
（
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
）
に
関
す
る
書

簡
』
の
中
で
ガ
リ
レ
オ
（
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
）
を
神
学
の
立
場
か
ら

支
持
し
た
。
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
真
実
を
主
張

し
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
と
聖
書
を
、
聖
書
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
調
和

さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
す
ぐ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
非
難
を
受
け

た
た
め
、
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
は
自
分
の
著
作
を
当
時
の
教
会
の
有
力

者
ロ
ベ
ル
ト
・
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
枢
機
卿
に
送
り
意
見
を
求
め
た
。

そ
の
求
め
に
応
じ
て
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
は
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛
の

書
簡
』
を
書
き
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
対
す
る
教
会
の
公
式
見
解
を

述
べ
た
。
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
や
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
の
著
作
を
読
ん
だ
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ガ
リ
レ
オ
は
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
を
修
正
し
、
拡
張
し
て

『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ッ
ラ
ル

ミ
ー
ノ
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛
の
書
簡
』
を
通
じ
て
ガ
リ
レ
オ
の

『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
が
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
拡
張
さ
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
見
据
え
て
、
ま

ず
は
、
こ
の
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
を
取
り
上
げ
て
ゆ
く
。

二
、
ガ
リ
レ
オ
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』

　
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
で
は
、
聖
書
と
自
然
探
究
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
聖
書
解
釈
に
関
わ
る
原

則
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ガ
リ
レ
オ
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
一

つ
ず
つ
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
最
近
の

研
究
に
従
っ
て
、
五
つ
の
原
則
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（

5
（

。
こ
れ
ら
原

則
を
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
。

　

第
一
に
、「
聖
書
の
真
理
と
自
然
の
真
理
の
一
致
の
原
則
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
聖
書
と
自
然
は
両
方
と
も
神
の
言
葉
に
由
来
す
る
。

聖
書
は
聖
霊
の
口
述
と
し
て
、
自
然
は
神
の
命
令
の
最
も
忠
実
な
実

行
者
と
し
て
、
両
方
と
も
神
の
言
葉
に
由
来
す
る
が
、
聖
書
は
万
人

の
理
解
力
に
合
わ
せ
る
た
め
に
真
実
と
異
な
っ
た
多
く
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
自
然
は
冷
厳
で
不
変
で
、
そ
の
道
理
と
作

用
の
仕
方
が
人
間
の
理
解
力
で
明
ら
か
に
な
る
か
ど
う
か
な
ど
気
に

は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
自
然
的
な
事
柄
に
つ
い
て
感
覚
的
経
験
と
必

然
的
証
明
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
こ
と
は
何
で
あ
れ
、
そ
の
言
葉
が

様
々
な
意
味
を
持
つ
聖
句
に
よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い（
（
（

。

　

第
二
に
「
適
合
の
原
則
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
に
は
、
言
葉

の
文
字
通
り
の
意
味
に
従
う
と
真
実
と
は
異
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る

多
く
の
文
章
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
平
信
徒
の
無
能
さ
に
合
わ
せ

る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
平

信
徒
と
は
区
別
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
少
数
の
人
々
の
た
め
に
、
賢
明

な
解
釈
者
が
そ
れ
ら
の
文
章
の
真
の
意
味
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
文

章
が
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
特
別
の
理
由
を
明
示
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
聖
書
は
万
人
の
理
解
力
に
適
合
さ
せ
る
た

め
に
、
絶
対
的
な
真
実
と
異
な
っ
た
多
く
の
こ
と
を
述
べ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た（

（
（

。

　

第
三
に
「
証
明
の
優
越
の
原
則
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
以
上
の
「
聖

書
の
真
理
と
自
然
の
真
理
の
一
致
の
原
則
」
と
「
適
合
の
原
則
」
に

従
え
ば
、
賢
明
な
解
釈
者
の
仕
事
と
は
、
明
白
な
感
覚
的
経
験
と
必

然
的
な
証
明
に
よ
り
、
す
で
に
真
実
だ
と
確
信
さ
れ
て
い
る
自
然
に

関
す
る
結
論
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
聖
句
の
真
の
意
味
を
見
い
だ
そ

う
と
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る（

（
（

。
こ
こ
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
確
実

な
知
識
が
、
感
覚
的
経
験
と
理
性
に
よ
る
論
理
的
証
明
を
通
じ
て
獲
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得
さ
れ
る
と
い
う
ガ
リ
レ
オ
当
時
の
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
分
析
論
後
書
』
の
影
響
を
受
け
、
厳
密
な
学
問

的
知
識
（scientia

）
を
自
然
的
事
物
の
真
の
原
因
に
つ
い
て
の
知

識
と
す
る
考
え
方
で
あ
る（

9
（

。

　

第
四
に
「
慎
重
さ
の
原
則
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
聖
句
に
無

理
強
い
し
て
、
自
然
に
関
す
る
若
干
の
結
論
を
真
実
だ
と
主
張
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
、
ど
ん
な
仕
方
で
あ
れ
強
制
す
る
こ
と
が
誰
に
も
許

さ
れ
な
い
な
ら
、
慎
重
に
事
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
の
自
然
に
関
す
る
結
論
と
反
対
の
こ
と
が
、
感
覚
と
証
明
的

で
必
然
的
な
議
論
に
よ
っ
て
い
つ
か
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

そ
し
て
最
後
に
第
五
の
「
聖
書
の
意
図
に
つ
い
て
の
原
則
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
人
間
た
ち
の
救
済
に
必
要
だ
が
、
す
べ
て
の
人
間
の

理
性
の
能
力
を
超
え
て
い
る
た
め
に
聖
霊
自
身
の
口
を
通
じ
て
以
外

の
他
の
何
ら
か
の
学
問
や
方
法
に
よ
っ
て
は
確
信
で
き
な
い
よ
う
な

箇
条
や
命
題
を
、
人
間
た
ち
に
説
得
す
る
と
い
う
目
的
だ
け
を
聖
書

は
持
つ（

（（
（

。

　

こ
れ
ら
五
つ
の
原
則
か
ら
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
聖
句
の
文
字
通
り
の

解
釈
に
よ
り
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
批
判
す
る
人
々
に
対
し
て
反
論
す

る
。
聖
書
の
真
理
と
自
然
の
真
理
は
一
致
す
る
が
、
し
か
し
聖
書
は
、

特
に
そ
の
意
図
で
は
な
い
自
然
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
る
場

合
に
は
平
信
徒
の
理
解
力
に
合
わ
せ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
聖
句

を
文
字
通
り
に
読
ん
で
し
ま
う
と
誤
る
可
能
性
が
大
き
い
。
だ
か

ら
、
自
然
に
関
す
る
事
柄
で
は
聖
書
を
権
威
に
す
る
べ
き
で
は
な

く
、
む
し
ろ
自
然
そ
れ
自
体
を
、
神
が
人
間
に
与
え
た
能
力
（
感
覚

や
理
性
）
に
よ
っ
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
に
関
す
る
結

論
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
の
結
論
に
合
う

よ
う
に
、
文
字
通
り
に
読
む
と
そ
の
結
論
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
取

れ
る
聖
句
を
、
再
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ま
だ
真
実

だ
と
完
全
に
は
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
い
つ
か
証
明
さ
れ
る
可

能
性
の
あ
る
自
然
に
関
す
る
理
論
も
、
慎
重
に
し
て
、
聖
書
の
一
つ

の
意
味
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
文
字
通
り
の
意
味
）
か
ら
批
判
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
、
い
つ
か
証
明
さ
れ
る
可

能
性
の
あ
る
理
論
と
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、
天
体
観
測
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
月

や
木
星
や
金
星
な
ど
の
観
測
事
実
に
よ
り
真
実
だ
と
信
じ
ら
れ
る

が
、
ま
だ
完
全
に
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ガ
リ
レ
オ
自
身
が

認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。
つ
ま
り
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
近
い
将

来
に
証
明
さ
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
説
に
つ
い
て
の

探
究
を
聖
書
に
基
づ
き
禁
じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
カ
ス

テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
ガ
リ
レ
オ
は
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
の
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
は
写
さ
れ
回
覧
さ
れ
、
こ
れ
を

読
ん
だ
ニ
ッ
コ
ロ
・
ロ
リ
ー
ニ
や
ト
ン
マ
ー
ゾ
・
カ
ッ
チ
ー
ニ
ら
ガ
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リ
レ
オ
の
敵
た
ち
は
ガ
リ
レ
オ
へ
の
非
難
を
強
め
た
。
そ
し
て
彼
ら

は
、
こ
の
書
簡
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
に
反
す
る
内
容
を
含
む

も
の
と
し
て
図
書
検
閲
聖
省
に
訴
え
、
そ
の
結
果
、
検
邪
聖
省
に
よ

り
ガ
リ
レ
オ
に
つ
い
て
の
審
議
（
第
一
次
ガ
リ
レ
オ
裁
判
）
が

一
六
一
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
検
邪
聖
省
で
の
審
議
は
極
秘
で
あ
っ

た
が
、
ガ
リ
レ
オ
は
ロ
ー
マ
の
友
人
か
ら
の
情
報
を
通
じ
て
、
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
説
が
ロ
ー
マ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て

い
た（

（1
（

。

　

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
体
系
を
真
実
の
も
の
と
し
て
公
に
支
持
し
始
め
た

ガ
リ
レ
オ
を
、
神
学
の
側
面
か
ら
支
持
し
た
の
が
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
カ
ル
メ
ル
会
修
道
士
の
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
で
あ
っ
た
。
神
学
者

の
側
か
ら
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
支
持
に
危
惧
を
抱
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
す
ぐ
に
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
を
非
難
し
た
。
非
難
を
受
け
た
フ
ォ

ス
カ
リ
ー
ニ
の
求
め
に
応
じ
て
教
会
の
有
力
者
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
枢

機
卿
は
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛
の
書
簡
』
を
書
い
た（

（1
（

。
こ
の
著
作
は

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
対
す
る
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
式
な
見

解
と
し
て
ガ
リ
レ
オ
に
も
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー

ニ
宛
の
書
簡
』
で
の
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る（

（1
（

。
つ
ま
り
、
聖
書
の
陳
述
は
聖
霊
が
語
っ

た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
聖
句
の
す
べ
て
は
、
た
と
え
そ
こ
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
天
文
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
仰
の
問

題
で
あ
る
。
信
仰
の
問
題
で
あ
る
限
り
、
ト
レ
ン
ト
公
会
議
の
布
告

に
従
い
、
天
文
的
な
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
聖
句
は
伝
統
的
な
文

字
通
り
の
解
釈
に
よ
り
、「
太
陽
の
運
動
と
地
球
の
不
動
」（
天
動
説
）

を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し

「
地
球
の
運
動
・
太
陽
の
不
動
」（
地
動
説
）
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
が

真
に
証
明
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
聖
句
は
再
解
釈
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
証
明
の
優
越
の
原
則
）。
だ
が
、
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
説
は
、
そ
れ
が
天
文
学
の
説
で
あ
る
限
り
は
、
真
に
証
明
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
実
際
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
明
白
な
感
覚
的
経
験
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
誤
り
を
証
明
し
て

い
る
。
天
界
の
運
動
の
真
の
原
因
を
探
求
す
る
の
は
天
文
学
で
な
く

自
然
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
自
身
が
『
天
球
回
転
論
』
の
「
序
文
」
で
そ
う
述
べ
て
い
る

よ
う
に
「
仮
定
的
に
（ex suppositione

）」
の
み
語
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る（

（1
（

。
つ
ま
り
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、
現
象
を
救
う
（
う
ま
く
説

明
す
る
）
天
文
学
の
数
学
的
な
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

説
を
数
学
的
仮
説
と
し
て
主
張
す
る
の
な
ら
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

と
っ
て
何
の
危
険
も
な
い
が
、
そ
の
説
を
真
実
の
説
と
し
て
聖
書
に

矛
盾
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
教
会
の

教
義
を
脅
か
す
危
険
な
こ
と
に
な
る
、
と
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
は
述
べ

る
。

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ



34

三
、
ガ
リ
レ
オ
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
大
公
母
宛
の
書
簡
』

　

ガ
リ
レ
オ
は
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
枢
機
卿
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛

の
書
簡
』
の
影
響
を
受
け
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
の
内
容
を

神
学
の
伝
統
か
ら
補
強
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
ガ
リ
レ
オ
は
、

自
分
よ
り
も
神
学
に
通
じ
て
い
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
修
道
士
で
弟

子
の
カ
ス
テ
ッ
リ
に
頼
り
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
に
は
全
く

な
か
っ
た
教
父
や
神
学
者
た
ち
か
ら
の
引
用
を
『
大
公
母
宛
の
書

簡
』
で
は
多
く
取
り
い
れ
た
。
そ
れ
ら
引
用
の
中
で
一
番
多
い
の
が

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
創
世
記
逐
語
解
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
は
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
の
内
容
を
修

正
し
、
拡
張
し
て
い
る
。

　

敵
対
者
た
ち
に
よ
る
宗
教
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
書
い
た
『
大
公

母
宛
の
書
簡
』
の
中
で
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
ま
ず
聖
書
の
誤
っ
た
解
釈

と
使
用
に
よ
っ
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
非
難
し
て
い
る
自
然
哲
学
者

た
ち
に
対
し
て
反
論
し
、
自
然
の
知
に
関
す
る
問
題
で
の
聖
句
の
使

用
に
つ
い
て
自
分
の
見
解
を
述
べ
、
そ
し
て
次
に
、
自
然
に
関
す
る

知
と
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
説
を
非
難
し
て
い
る
神
学
者
た
ち
に
も
反
論
し
、
そ
の
関
係

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
『
大
公
母
宛
の
書

簡
』
を
ガ
リ
レ
オ
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
た
め
に
、
そ
し
て
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
た
め
に
書
い
た
。
ガ
リ
レ
オ
は
本
心
か
ら
、『
大
公

母
宛
の
書
簡
』
の
内
容
の
中
に
（
自
分
の
専
門
外
の
こ
と
を
書
い
た

の
で
誤
り
も
あ
る
だ
ろ
う
が
）
聖
な
る
教
会
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に

関
し
て
決
定
を
下
す
際
に
何
か
役
立
つ
も
の
が
も
し
あ
る
の
な
ら
、

そ
れ
に
注
目
し
て
利
用
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
で
は
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
か
ら
、

四
つ
の
原
則
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
適
合
の
原
則
」、

「
聖
書
の
真
理
と
自
然
の
真
理
の
一
致
の
原
則
」、「
証
明
の
優
越
の

原
則
」、
そ
し
て
「
聖
書
の
意
図
に
つ
い
て
の
原
則
」
で
あ
る（

（1
（

。
そ

し
て
さ
ら
に
、
明
ら
か
に
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
影
響
で
、
ガ
リ
レ
オ

は
公
会
議
の
権
威
を
最
高
の
権
威
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
述
べ
、
ト

レ
ン
ト
公
会
議
の
布
告
を
二
つ
の
原
則
と
し
て
付
け
加
え
る
。
つ
ま

り
、
第
五
の
原
則
と
し
て
、
聖
書
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
決
定
に
つ

い
て
の
権
限
を
神
は
、
最
も
思
慮
深
い
教
父
や
聖
人
た
ち
の
最
高
の

権
威
に
委
ね
た（

（1
（

。
次
に
第
六
の
原
則
と
し
て
、
あ
る
命
題
が
信
仰
上

真
実
で
あ
る
こ
と
は
教
父
た
ち
の
全
員
一
致
の
同
意
で
決
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
六
原
則
に
つ
い
て
は
、
ガ
リ
レ
オ
は

以
下
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
こ
の
原
則
は
、
教
父
た
ち

に
よ
っ
て
熱
心
に
議
論
さ
れ
、
検
討
さ
れ
、
そ
し
て
一
方
の
側
に
つ

い
て
、
ま
た
そ
れ
と
対
立
す
る
他
方
の
側
に
つ
い
て
熟
考
さ
れ
た
結

果
、
教
父
た
ち
が
み
な
、
一
方
の
側
を
非
難
し
、
他
方
の
側
を
認
め

る
こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
命
題
に
の
み
に
適
用
さ
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れ
る
。
し
か
し
、
教
父
た
ち
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
地

動
説
あ
る
い
は
天
動
説
を
熟
考
し
て
い
な
い
。
次
に
、
こ
の
原
則
は
、

ト
レ
ン
ト
公
会
議
で
明
確
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
「
信
仰
」
と
「
教

義
の
教
化
」
と
い
っ
た
事
柄
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
地
動

説
な
い
し
天
動
説
は
信
仰
の
事
柄
で
も
教
義
の
教
化
の
事
柄
で
も
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
父
た
ち
は
、
聖
書
の
中
に
あ
る
天
文
的
な
事
柄

に
つ
い
て
彼
ら
が
述
べ
て
い
る
わ
ず
か
な
こ
と
に
対
し
て
、
全
員
一

致
で
同
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い（

11
（

。
こ
う
し
て
ガ
リ
レ
オ
は
、
ベ
ッ

ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛
の
書
簡
』
に
お
け
る
考
え
を

認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト
レ
ン
ト
公
会
議
の
布
告
に
従
っ
て
、
教

父
た
ち
の
全
員
一
致
の
同
意
か
ら
、
天
文
的
な
事
柄
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
聖
句
が
文
字
通
り
に
天
動
説
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
、

天
文
的
な
事
柄
で
あ
れ
、
そ
れ
が
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は

信
仰
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
（
そ
し
て
ま
た
ガ

リ
レ
オ
の
敵
た
ち
の
も
の
で
も
あ
る
）
考
え
に
対
し
て
、
ガ
リ
レ
オ

は
正
し
く
異
論
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
何
の
問
題

も
な
く
、
研
究
者
間
で
も
意
見
の
対
立
は
な
い
。
し
か
し
、『
カ
ス

テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
の
内
容
が
修
正
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
問
題

が
生
じ
る
。

　

ま
ず
ガ
リ
レ
オ
は
、
信
仰
に
関
わ
ら
な
い
事
柄
に
関
し
て
も
、
聖

書
の
権
威
が
、
証
明
的
方
法
で
な
く
、
む
し
ろ
単
な
る
物
語
や
確
か

ら
し
い
議
論
で
書
か
れ
て
い
る
人
間
的
な
著
作
、
つ
ま
り
歴
史
や
文

学
な
ど
人
文
的
な
著
作
の
、
す
べ
て
の
も
の
に
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
主
張
す
る（

1（
（

。
次
に
ガ
リ
レ
オ
は
、
真
に
証
明
さ
れ
た
自

然
に
関
す
る
事
柄
と
、
た
だ
教
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
証
明
さ
れ
て

は
い
な
い
事
柄
と
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、「
証
明
の
優
越

の
原
則
」
か
ら
、
聖
書
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
神
学
者
は
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
後
者
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
も
し
そ
こ
に

聖
書
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
偽

り
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る（

11
（

。　
　

　

そ
し
て
さ
ら
に
ガ
リ
レ
オ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

自
然
に
関
す
る
命
題
の
或
る
も
の
は
、
確
実
で
証
明
的
な
知
識

が
獲
得
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
の
何
ら
か
の
思
弁
や
議
論
に

よ
っ
て
何
か
確
か
ら
し
い
意
見
や
真
実
ら
し
い
憶
測
が
す
ぐ
に

0

0

0

（più presto

）
獲
得
さ
れ
う
る
命
題
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
星
々

は
霊
魂
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
命
題
が
そ
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
自
然
に
関
す
る
命
題
の
他
の
も
の
は
、
経
験
に
よ
っ
て
、

長
期
間
の

0

0

0

0

観
察
に
よ
っ
て
（con lunghe osservazioni

）、
そ

し
て
ま
た
必
然
的
な
証
明
に
よ
っ
て
疑
い
得
な
い
確
実
さ
を
持
っ

て
い
る
、
あ
る
い
は
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
さ
れ
う
る
（o 

si può credere ferm
am

ente che aver si possa

）
命
題
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
大
地
（
地
球
）
と
太
陽
は
運
動
す
る
か
否
か
、

大
地
は
球
形
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
最
初
の
命
題
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に
関
し
て
は
、
人
間
理
性
が
到
達
で
き
な
い
場
合
に
は
（dove 

gli um
ani discorsi non possono arrivare

）、
従
っ
て
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
確
実
な
知
識
（scienza

科
学
）
を
人
は
持
つ
こ

と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
た
だ
意
見
や
信
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

だ
け
で
あ
る
場
合
に
は
、
敬
虔
に
、
聖
書
の
文
字
通
り
の
意
味
に

絶
対
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
決
し

て
疑
っ
て
は
い
ま
せ
ん（

11
（

。（
な
お
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
も

こ
れ
に
準
ず
る
）

　

こ
こ
で
は
、
自
然
に
関
す
る
命
題
に
お
い
て
さ
え
、
人
が
確
実
な

学
問
的
知
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
単
な
る
意
見
や
信
念

を
持
て
る
だ
け
で
あ
る
命
題
に
つ
い
て
は
、
聖
書
の
文
字
通
り
の
意

味
に
絶
対
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
信
仰
以
外
の
事
柄
に
関
わ
る
命
題
で
も
、
そ

し
て
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
自
然
に
関
す
る
命
題
に
お
い
て
さ
え
、
感

覚
的
経
験
と
証
明
的
方
法
に
よ
っ
て
確
実
な
知
識
が
獲
得
さ
れ
な
い

の
な
ら
、
聖
書
の
権
威
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。

　

ガ
リ
レ
オ
の
こ
こ
で
の
主
張
は
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
に

お
け
る
「
慎
重
さ
の
原
則
」
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』
で
は
、
自
然
に
関
す
る
議
論

が
そ
の
結
論
に
お
い
て
確
実
性
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
聖
句

の
一
つ
の
意
味
に
固
執
し
て
、
の
ち
の
自
然
に
関
す
る
議
論
に
お
け

る
証
明
が
そ
の
選
択
し
た
意
味
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
慎

重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の

『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
で
は
、
自
然
に
関
す
る
命
題
の
う
ち
の
確
実

性
に
達
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
聖
書
の
文
字
通
り
の
意
味

に
絶
対
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
、
二
つ
の
主

張
は
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
当

時
、
ガ
リ
レ
オ
自
身
が
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
ま
だ
確
実
性
に
は
達

し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら（

11
（

、『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
の
主
張
に
よ

れ
ば
、
聖
書
の
文
字
通
り
の
意
味
（
天
動
説
）
に
絶
対
的
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
で
の

事
態
に
つ
い
て
、
一
部
の
研
究
者
た
ち
は
、
ガ
リ
レ
オ
が
「
慎
重
さ

の
原
則
」
を
放
棄
し
、
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
に
屈
服
な
い
し
譲
歩
し
た

の
だ
と
す
る（

11
（

。

　

し
か
し
、
ガ
リ
レ
オ
が
「
慎
重
さ
の
原
則
」
を
放
棄
し
、
ベ
ッ
ラ

ル
ミ
ー
ノ
に
屈
服
な
い
し
譲
歩
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
で
、
ト
レ
ン
ト

公
会
議
の
布
告
に
関
す
る
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
主
張
に
反
論
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ガ
リ
レ
オ
の
テ
キ
ス
ト
を
正
し
く

読
め
ば
、
矛
盾
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
ガ
リ
レ
オ
は
、

自
然
に
関
す
る
命
題
を
、〔
一
〕
確
実
で
証
明
的
な
知
識
が
獲
得
さ

れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
た
だ
確
か
ら
し
い
意
見
や
真
実
ら
し
い
憶
測
が
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獲
得
さ
れ
る
だ
け
の
命
題
と
、〔
二
〕
感
覚
的
経
験
と
必
然
的
証
明

に
よ
っ
て
①
疑
い
得
な
い
確
実
さ
を
持
っ
て
い
る
命
題
、
あ
る
い
は

②
疑
い
得
な
い
確
実
さ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
さ
れ
得
る
命

題
、
と
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
区
別
に
従
え
ば
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説

は
、
右
の
〔
二
〕
の
命
題
の
う
ち
の
②
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ガ
リ
レ

オ
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
、
感
覚
的
経
験
と
必
然
的
証
明
に
よ
っ

て
疑
い
得
な
い
確
実
さ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
さ
れ
得
る
命

題
と
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
句
の
文
字
通
り
に
解
釈
さ
れ
た
意

味
に
従
う
必
要
な
ど
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。『
カ
ス
テ
ッ

リ
宛
の
書
簡
』
に
お
け
る
「
慎
重
さ
の
原
則
」
も
、
テ
キ
ス
ト
を
正

し
く
読
め
ば
、「
も
し
聖
句
に
強
制
し
て
、
い
つ
か
感
覚
と
証
明
的

で
必
然
的
な
議
論
と
が
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
明

示
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
自
然
に
関
す
る
若
干
の
結
論
を
、

真
実
な
も
の
と
し
て
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
ど
ん
な

仕
方
で
あ
れ
無
理
強
い
す
る
こ
と
が
誰
に
も
許
さ
れ
な
い
の
な
ら
、

慎
重
に
事
が
な
さ
れ
た
と
私
は
信
じ
ま
す
（crederei che fusse 

prudentem
ente fatto se non si perm

etteso ad alucuno 
l’im

pegnar i luoghi della Scrittura e obbligargli in certo 
m

odo a dover sostenere per vere alcune conclusioni nat-
urali, delle quail una volta il senso e le ragioni dim

ostra-
tive e necessarie ci potessero m

anifestare il contrario

）（
11
（

」

と
な
る
。
つ
ま
り
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、「
感
覚
と
証
明
的
で
必

然
的
な
議
論
と
が
明
示
す
る
、
自
然
に
関
す
る
若
干
の
結
論
（
天
動

説
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
（
結
論
）」
な
の
で
あ
り
、
天
動
説
を
真
実

な
説
と
し
て
主
張
す
る
よ
う
誰
に
も
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
問
題
に
さ
れ
た
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
の
主
張
は
、

「
慎
重
さ
の
原
則
」
の
放
棄
で
も
、
ガ
リ
レ
オ
の
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ

へ
の
屈
服
や
譲
歩
で
も
な
く
、
む
し
ろ
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』

で
の
主
張
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
『
フ
ォ
ス
カ

リ
ー
ニ
宛
の
書
簡
』
を
（
特
に
「
証
明
の
優
越
の
原
則
」
を
）
読
ん

だ
後
で
の
ガ
リ
レ
オ
の
自
信
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当

時
の
ガ
リ
レ
オ
は
、「
潮
汐
論
」
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
決
定
的
な

証
拠
に
な
る
と
、
誤
っ
て
は
い
た
が
、
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

確
か
に
ガ
リ
レ
オ
は
、
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛

の
書
簡
』
に
お
け
る
「
証
明
の
優
越
の
原
則
」
に
期
待
を
持
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
書
簡
を
正
し
く
読
め
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
は
、
こ
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
関
し
て
は
、
現
に

太
陽
が
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
明
白
な
感
覚
的
経
験
に

矛
盾
す
る
が
ゆ
え
に
証
明
さ
れ
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
科
学
的
方
法
」
を
ガ
リ
レ
オ
が
提
示
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
区
別
が
、
先
の

〔
一
〕
の
「
人
間
の
何
ら
か
の
思
弁
や
議
論
に
よ
っ
て
（con ogni 

um
ana specolazione e discorso

）
何
か
確
か
ら
し
い
意
見
や
真

実
ら
し
い
憶
測
が
す
ぐ
に
獲
得
さ
れ
る
命
題
」
と
、〔
二
〕
の
「
経

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ



3（

験
に
よ
っ
て
、
長
期
間
の
観
察
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
必
然
的
な
証
明

に
よ
っ
て
（con eaperienze,con lunghe osservazioni e con 

necessarie dim
ostrazioni

）
疑
い
得
な
い
確
実
さ
を
持
っ
て
い

る
、
あ
る
い
は
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
さ
れ
う
る
命
題
」
と
の

間
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
「
思
弁
や
議
論
に
よ
っ
て
」
と
「
経
験
・

観
察
・
証
明
に
よ
っ
て
」
と
い
う
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
命
題
も
異

な
っ
て
く
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
人
間
理
性
で
は
理
解
で
き
な

い
が
ゆ
え
に
確
か
ら
し
い
意
見
や
真
実
ら
し
い
憶
測
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
（
例
え
ば
「
星
々
は
霊
魂
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
）

命
題
と
、
人
間
の
感
覚
的
経
験
と
理
性
に
よ
っ
て
確
実
な
知
（scien-

za 

科
学
）
と
な
り
う
る
命
題
と
に
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
科
学
的
方
法
が
ガ
リ
レ
オ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
科
学
は
、
感
覚
的
経
験
と
理
性
的
（
論
理
的
な
）
証
明

を
そ
の
方
法
と
す
る
。「
す
ぐ
に
獲
得
さ
れ
る
」
の
傍
点
「
す
ぐ
に
」

と
「
長
期
間
の
観
察
」
の
傍
点
「
長
期
間
の
」
を
対
照
さ
せ
、
証
明

に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
ガ
リ
レ
オ
は
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
引
用
文
の
「
聖
書
が
自
然
に
関
す
る
事

柄
で
も
権
威
に
な
り
う
る
」
と
い
う
主
張
は
、
聖
書
の
目
的
は
魂
の

救
済
だ
と
す
る
「
聖
書
の
意
図
に
つ
い
て
の
原
則
」
と
も
矛
盾
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
こ
の
ガ
リ
レ
オ
の
矛
盾
は
、

早
く
か
ら
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た（

11
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
主
張
も
互
い
に
矛
盾
し
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
大
公
母
宛

の
書
簡
』
で
も
、
信
仰
以
外
の
事
柄
に
お
い
て
さ
え
聖
書
の
権
威
が

物
語
や
確
か
ら
し
い
議
論
で
書
か
れ
て
い
る
人
文
的
な
著
作
の
す
べ

て
に
優
先
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
た
す
ぐ
あ
と
で
、「
聖
書
の
意
図
に

つ
い
て
の
原
則
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

11
（

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
ガ
リ
レ
オ
は
、
そ
の
原
則
を
彼
と
同
時
代
人
の
バ
ロ
ニ
ウ
ス
枢
機

卿
の
見
解
と
し
て
確
認
し
た
す
ぐ
あ
と
で
、
こ
う
主
張
す
る
。「
し

か
し
、
自
然
の
事
柄
に
関
す
る
結
論
に
お
い
て
必
然
的
な
証
明
と
感

覚
的
経
験
が
ど
れ
だ
け
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し

て
こ
れ
ら
の
も
の
が
ど
れ
だ
け
の
権
威
を
持
つ
と
学
者
や
聖
な
る
神

学
者
た
ち
が
考
え
て
い
る
の
か
を
、
再
び
考
察
し
て
み
ま
し
ょ
う（

11
（

。」

こ
こ
で
は
、
自
然
に
関
す
る
事
柄
に
お
け
る
必
然
的
証
明
と
感
覚
的

経
験
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
の
箇
所
で
は
、

た
と
え
自
然
に
関
す
る
事
柄
に
お
い
て
で
も
、
感
覚
的
経
験
と
必
然

的
証
明
に
よ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
聖
書
の
権
威
に
従
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
星
々
は
霊
魂
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
自
然
に
関
す
る
事
柄
で
は
あ
っ
て
も
、「
人

間
の
理
性
が
到
達
で
き
な
い
」（
理
性
に
よ
っ
て
は
証
明
で
き
な
い
）

命
題
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
ガ
リ
レ
オ
は
敬
虔
に
神
に
（
信
仰
の
権

威
に
）
委
ね
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
、
人
間

の
理
性
が
到
達
で
き
な
い
領
域
は
、
た
と
え
そ
れ
が
自
然
に
関
す
る

事
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
仰
に
関
わ
り
、「
聖
書
の
意
図
」
に
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入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
結
果
と
し
て
、
宇
宙
霊
魂

（anim
a m

undi

）
を
想
定
す
る
当
時
の
ブ
ル
ー
ノ
や
カ
ン
パ
ネ
ッ

ラ
ら
の
自
然
哲
学
か
ら
ガ
リ
レ
オ
の
自
然
探
究
（
科
学
）
が
区
別
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
自
然
探
究
（
こ
こ
で
は
天
文
学
的

探
究
）
へ
の
聖
書
か
ら
の
誤
っ
た
攻
撃
を
正
し
、
自
然
探
究
の
聖
書

解
釈
か
ら
の
自
由
を
主
張
し
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
は
や
ま
っ
た
判
断
を
控
え
る
よ
う
に
訴
え
た（

1（
（

。
そ
し
て
こ
の

作
業
の
中
で
ガ
リ
レ
オ
は
、
結
果
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
を
行
っ

た
。
そ
れ
は
、
今
日
「
科
学
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
性
格
づ
け
を
し
、

宗
教
や
哲
学
（
人
間
の
哲
学
や
自
然
の
哲
学
）
か
ら
科
学
を
区
別
し

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
科
学
の
性
格
づ
け
と
、
宗
教
や
哲
学
か
ら
の

科
学
の
分
離
は
、
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
。
そ
の
重
大
な
意
味
こ
そ
、

こ
の
小
論
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
ま
と
め
と
し
た
い
。

ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説

へ
の
宗
教
（
聖
書
）
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
、『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書

簡
』
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
修
正
し
拡
張
し
た
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』

に
よ
っ
て
反
論
し
た
。
特
に
、
当
時
の
教
会
の
有
力
者
ベ
ッ
ラ
ル

ミ
ー
ノ
枢
機
卿
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
ー
ニ
宛
の
書
簡
』
を
読
ん
だ
あ
と

に
ガ
リ
レ
オ
が
書
い
た
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
は
、
彼
の
「
科
学
」

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
確
に
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
宗
教
や
哲
学

か
ら
科
学
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

は
、『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
に
お
い
て
『
カ
ス
テ
ッ
リ
宛
の
書
簡
』

か
ら
修
正
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　

ガ
リ
レ
オ
は
、
ま
ず
信
仰
に
関
わ
る
事
柄
と
信
仰
以
外
の
事
柄
と

を
区
別
し
、
信
仰
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
信

仰
以
外
の
事
柄
に
つ
い
て
も
、
証
明
的
な
方
法
で
な
く
、
単
な
る
物

語
や
確
か
ら
し
い
議
論
で
書
か
れ
て
い
る
人
間
的
（
人
文
的
）
著
作

で
あ
る
な
ら
、
聖
書
の
権
威
を
人
文
的
著
作
に
優
先
す
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
感
覚
的
経
験
と
理
性
的
能
力
に
よ
る
論

理
的
証
明
の
科
学
的
方
法
の
対
象
に
な
ら
な
い
（
従
っ
て
確
実
な
知

識
に
至
ら
な
い
）
人
間
的
な
事
柄
を
扱
う
人
文
学
が
、
科
学
か
ら
分

離
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
文
学
と
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
十
四
世

紀
以
降
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
始
め
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
た

ち
が
重
視
し
て
き
た
「
人
間
の
哲
学
」（
道
徳
哲
学
）
や
歴
史
や
文

学
な
ど
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
ガ
リ
レ
オ
は
、
信
仰
以
外
の
事
柄
の
中
で
、
真
に
証
明
さ
れ

た
自
然
に
関
す
る
事
柄
と
、
た
だ
教
示
さ
れ
た
だ
け
の
事
柄
と
を
区

別
し
、
そ
し
て
真
に
証
明
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
聖
書

が
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
（「
証
明
の
優
越
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の
原
則
」）。

　

さ
ら
に
ガ
リ
レ
オ
は
、
自
然
に
関
す
る
事
柄
の
中
に
は
、
思
弁
や

議
論
に
よ
っ
て
確
か
ら
し
い
意
見
や
真
実
ら
し
い
憶
測
し
か
得
ら
れ

な
い
命
題
と
、
感
覚
的
経
験
と
必
然
的
証
明
に
よ
っ
て
確
実
な
知
で

あ
る
命
題
（
あ
る
い
は
確
実
な
知
に
な
り
得
る
と
確
信
で
き
る
命

題
）
と
を
区
別
す
る
。
こ
の
区
別
に
従
え
ば
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
は
、

将
来
、
感
覚
的
経
験
と
必
然
的
証
明
に
よ
っ
て
確
実
な
知
（scien-

za

）
に
な
り
得
る
と
確
信
で
き
る
命
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
ガ
リ
レ
オ
に
よ
っ
て
「
科
学
」（scienza

）
の
性
格

付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
ま
ず
科
学
を
宗

教
か
ら
区
別
し
、
次
に
科
学
を
人
文
学
、
つ
ま
り
歴
史
や
、
い
か
に

善
く
生
き
る
か
を
考
察
す
る
道
徳
哲
学
か
ら
区
別
し
、
そ
し
て
最
後

に
科
学
を
「
自
然
の
哲
学
」（
当
時
の
ブ
ル
ー
ノ
や
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ

ら
の
宇
宙
霊
魂
の
哲
学
）
か
ら
も
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
自

然
哲
学
か
ら
の
科
学
の
区
別
こ
そ
、
ガ
リ
レ
オ
が
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
に

冷
た
い
態
度
を
取
り
続
け
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
ガ
リ
レ
オ

は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
問
題
に
お
い
て
『
ガ
リ
レ
オ
の
た
め
の
弁
護
』

を
書
い
て
自
分
を
擁
護
し
て
く
れ
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
に
、
自
分
の
科

学
的
な
探
究
と
は
異
な
る
自
然
探
究
の
姿
勢
を
見
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る（

11
（

。

　

ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
、
も
は
や
科
学
は
宗
教
と
関
わ
り
な
く
感
覚

と
理
性
と
い
う
人
間
の
能
力
に
よ
っ
て
自
然
を
探
究
す
る
学
問
と

な
っ
た
。
そ
し
て
科
学
は
、
い
か
に
善
く
生
き
る
か
を
問
題
に
す
る

道
徳
哲
学
と
も
、
さ
ら
に
は
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
は
証
明
不
可
能

も
の
を
対
象
と
す
る
「
自
然
の
哲
学
」
と
も
、
関
わ
り
な
く
、
感
覚

と
理
性
に
よ
っ
て
自
然
を
探
究
し
真
実
を
証
明
す
る
。
こ
う
し
て
ガ

リ
レ
オ
は
、
科
学
が
そ
れ
と
し
て
宗
教
か
ら
自
立
化
し
、「
人
間

（
私
）
が
い
か
に
善
く
生
き
る
か
（
幸
福
）」
や
「
人
間
（
私
）
に
と
っ

て
の
自
然
探
究
の
意
味
」
を
あ
え
て
問
題
と
し
な
い
（
そ
れ
ゆ
え
哲

学
と
も
関
わ
り
の
な
い
）
学
問
と
し
て
成
立
す
る
道
を
切
り
開
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
科
学
（
科
学
技
術
）
と
人
間
社

会
と
の
関
係
を
考
え
た
と
き
、
重
大
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　
　
《
注
》

（
1
） Galileo Galilei, Lettera a M

adam
a Cristina di Lorena,in 

Le O
pere di G

alileo G
alilei, Edizione N

azionale, N
uova 

Ristam
pa, Firenze, G. Barbera, Editore, 19（（, vol. 5.  

な
お
、

以
下
『
国
定
版
ガ
リ
レ
オ
全
集
』
に
つ
い
て
は
、O

pere

と
略
し
、

巻
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。
ま
た
、
ガ
リ
レ
オ
当
時
、
出

版
さ
れ
ず
に
写
さ
れ
て
回
覧
さ
れ
た
『
書
簡
』
は
、
図
書
検
閲
聖
省

に
よ
る
検
閲
を
免
れ
て
、
い
ち
早
く
自
分
の
見
解
を
他
の
人
に
知
ら

せ
る
有
効
な
方
法
で
あ
り
、
今
日
の
学
術
論
文
に
匹
敵
す
る
。

（
2
） 
ガ
リ
レ
オ
の
主
著
『
天
文
対
話
』
の
翻
訳
者
で
日
本
の
ガ
リ
レ
オ

研
究
の
草
分
け
で
あ
る
青
木
靖
三
は
『
世
界
の
思
想
家
六　

ガ
リ
レ

オ
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
に
お
い
て
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
大

公
母
宛
の
書
簡
』
の
抄
訳
を
載
せ
て
い
た
。
ま
た
豊
田
利
幸
は 
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『
世
界
の
名
著
2（  

ガ
リ
レ
オ
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、

一
〇
〇
頁
）
の
中
で
『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
の
重
要
性
と
、
そ
の
手

紙
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
最
近

で
は
、
高
橋
憲
一
『
ガ
リ
レ
オ
の
迷
宮:

自
然
は
数
学
の
言
語
で
書

か
れ
て
い
る
か
？
』（
共
立
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
一
九
三
頁
）
に

お
い
て
、『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、

そ
の
内
容
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
3
） 

こ
の
章
全
体
に
わ
た
っ
て
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

 
 

Cf. J. J. Langford, G
alileo, Science and Church,T

he U
ni-

versity of M
ichigan press, 19（（ ; all rightsrv. 191（, pp. 23 -

49.  A
. Fantoli, G

alileo. Per Copernicanesim
o e per la Chi-

esa, 199（

（
ア
ン
ニ
バ
レ
・
フ
ァ
ン
ト
リ
『
ガ
リ
レ
オ
：
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
説
の
た
め
に
、
教
会
の
た
め
に
』
大
谷
啓
治
監
修
、
須
藤
和
夫

訳
、
二
〇
一
〇
年
、
一
～
四
四
頁
）

（
4
） 

『
ヨ
シ
ュ
ア
記
』
で
は
「
ヨ
シ
ュ
ア
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
の
見

て
い
る
前
で
主
を
た
た
え
て
言
っ
た
。『
日
（
太
陽
）
よ
、
と
ど
ま
れ
、

ギ
ブ
オ
ン
の
上
に
。
月
よ
、
と
ど
ま
れ
、
ア
ヤ
ロ
ン
の
谷
に
』。
日

は
と
ど
ま
り
、
月
は
動
き
を
や
め
た
」（
第
一
〇
章
一
二
～
一
三
節
）

と
い
う
文
章
で
あ
る
。
他
に
『
詩
篇
』（
一
八
・
六-

七
、 

九
二
・
一
・ 

一
○
三
・
五
）
や
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』（
第
一
章
五
節
）
に
お
け

る
文
章
も
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
へ
の
攻
撃
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。

（
5
） R. J. Blackw

ell, G
alileo, Bellarm

ine, and the Bible, U
ni-

versity of N
otre D

am
e press, 1991.  E. M

cM
ullin, G

alileo 
on science and Scripture, in T

he Cam
bridge Com

panion 
to Galileo, Ed.  P.  M

acham
er, Cam

bridge U
niversity Press, 

199（, pp. 2 （1 -34（.

（
（
） Galileo, L

ettera a D
. B

enedetto C
astelli, in O

pere 5, 

pp. 2（2 -2（3.

（
（
） Loc. cit.

（
（
） Galileo, op. cit., p. 2（3.

（
9
） 

ガ
リ
レ
オ
は
青
年
期
に
お
い
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
ロ
ー
マ
学
院

（Collegio Rom
ano

）
で
の
論
理
学
講
義
の
影
響
を
受
け
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
『
分
析
論
後
書
』
の
注
釈
を
書
い
て
い
た
。 W

. A
. W

al-
lace, G

alileo’s Logic of D
iscovery and Proof; T

he Back-
ground, Content, and U

se of H
is A

ppropriated T
reatises 

on A
ristotele’s Posterior A

nalytica, D
ordrecht; K

luw
er 

A
cadem

ic Publisher, 1992, Preface. 

（
10
） Galileo, op. cit., pp. 2（3 -2（4.

（
11
） Ibid., p. 2（4.

（
12
） Galileo, Considerazione circa L’O

pinione Copernicana, in 
O

pere 5, pp. 3 （（ -3（0.  

『
大
公
母
宛
の
書
簡
』
が
一
六
三
六
年
に
フ

ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
表

題
で
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
つ
い
て
「
感
覚
的
経
験
と
必
然
的
証
明
に

よ
っ
て
確
証
さ
れ
得
る
純
粋
に
自
然
に
関
す
る
結
論
」
と
さ
れ
て
い

る
。Cf M

. A
. Finocchiaro, D

efending Copernicus and G
alil-

eo, Springer D
ordrecht H

ei delberg London N
ew

 Y
ork, 

2010, p. （5.

（
13
） Galileo, Lettera a Piero D

ini 16 febbraio 1615, in O
pere 

5, pp. 291 -292.
（
14
） Giovanni Ciam

poli, Lettera a G
alileo G

alilei, in O
pere 

12, p. 1（0.
（
15
） Roberto Bellarm

ino, Lettera a Paolo A
ntonio Foscarini, 

in O
pere 12, pp. 1（1 -1（2.

（
1（
） 

地
動
説
を
現
象
を
救
う
単
な
る
数
学
的
仮
説
と
し
て
い
る
こ
の
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「
序
文
」
は
今
日
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
自
身
が
書
い
た
も
の
で
な
く
、
印

刷
監
督
の
Ａ
・
オ
ジ
ア
ン
ダ
ー
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
（
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
『
天
球
回
転
論
』
高
橋
憲
一
訳
・
解
説
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
訳
注
、
四
五
頁
を
参
照
）。
し
か
し
、

こ
の
「
序
文
」
は
無
署
名
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
一
五
四
三
年
に
出

版
さ
れ
て
か
ら
長
い
間
（
問
題
に
な
っ
て
い
る
一
六
一
五
年
の
時
点

で
も
）、
一
般
的
に
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
本
人
が
執
筆
し
た
も
の
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
し
、
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
も
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
た
だ
、『
天
球
回
転
論
』
の
本
文
を
丁
寧
に
読
ん
だ
ガ
リ

レ
オ
は
、
そ
の
「
序
文
」
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
外
の
人
間
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
こ
と
、
ま
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
自
身
が
地
動
説
を
単
な
る
数

学
的
仮
説
で
な
く
真
実
の
説
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
見
抜
き
、

ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
の
誤
り
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
た
（Galileo, Con-

siderazione circa L
’O

pinione C
opernicana, in O

pere 5, 
pp. 3（0 -3（1

）。　

（
1（
） Galileo, Lettera a M

adam
a di Cristina, O

pere 5, pp. 314 -
315.  

し
か
し
、
ガ
リ
レ
オ
は
ロ
ー
マ
の
友
人
た
ち
の
忠
告
か
ら
『
大

公
母
宛
の
書
簡
』
を
ロ
ー
マ
の
ベ
ッ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
枢
機
卿
を
始
め
と

す
る
有
力
者
た
ち
に
送
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

書
簡
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
決
定

（
一
六
一
六
年
三
月
）
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

（
1（
） Ibid., pp. 315 -31（, 31（, 319.

（
19
） Ibid., p. 322. 

（
20
） Ibid., pp. 335 -33（. 

（
21
） Ibid., pp. 31（ -31（.

（
22
） Ibid., p. 32（.

（
23
） Ibid., p. 330.

（
24
） Galileo, Considerazione circa L’O

pinione Copernicana, 
O

pere 5, pp. 3（（ -3（0.  

注（
12
）を
参
照
。

（
25
） Langford, op. cit., p. （3.  Blackw

ell, op. cit., pp. （9 -（0.

（
2（
） Galileo, Lettera a D

. B. Castelli, in O
pere 5, pp. 2（3 -2（4.

（
2（
） 

ガ
リ
レ
オ
は
一
六
一
六
年
一
月
八
日
に
、『
海
の
干
満
に
つ
い
て

の
論
議
』
と
い
う
表
題
の
手
紙
を
、
ア
レ
サ
ン
ド
ロ
・
オ
ル
シ
ー
ニ

枢
機
卿
に
送
っ
て
い
る
。Galileo, D

iscorso del flusso e reflus-
so del m

are, in O
pere 5, pp. 3（（ -395.　

（
2（
） Langford, op. cit., p. （（.

（
29
） Galileo, Lettera a M

adam
a Cristina, in O

pere 5, p. 319.

（
30
） Loc. cit.

（
31
） Galileo, op. cit., in O

pere 5, pp. 320 -321.

（
32
） 

拙
稿
「
西
欧
世
十
七
世
紀
に
お
け
る
自
然
探
究
の
意
味
：
ガ
リ
レ

オ
と
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
を
中
心
に
」（『
西
洋
古
典
論
集
』
第
十
三
号
、

西
洋
古
典
研
究
会
編
、
二
〇
〇
四
年
、
三
七
～
六
二
頁
）

（
33
） 

前
掲（
注
2
）の
青
木
靖
三
は
『
世
界
の
思
想
家
六 

ガ
リ
レ
オ
』（
平

凡
社
、
一
九
七
六
年
）
の
「
ま
え
が
き
」
の
と
こ
ろ
で
、
ガ
リ
レ
オ

研
究
の
意
味
を
提
示
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
と
は
、
ガ
リ

レ
オ
が
科
学
を
打
ち
た
て
た
と
き
に
人
間
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な

何
か
が
断
ち
切
ら
れ
捨
て
去
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
を
問
い

直
し
、
そ
し
て
も
し
断
ち
切
ら
れ
捨
て
去
ら
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
が

何
な
の
か
を
探
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

※
最
後
に
、
法
政
哲
学
会
の
発
表
内
容
の
事
情
か
ら
、
小
論
が
『
カ
ル

チ
ュ
ー
ル
』（
第
六
巻
第
一
号
：
一
〇
一
二
年
三
月
）
に
掲
載
の
も
の

と
内
容
的
に
重
な
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ


