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4.2.2  「曲率」導出のアイデア

4.2.3　曲率 Ri
jkl

4.2.4　共変微分からの曲率の導出

4.2.5  「曲率テンソル」?

4.2　曲率
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4　空間の曲がり 4.2　曲率

4.2.2  「曲率」導出のアイデア 4.2.3　曲率 Ri
jkl
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4　空間の曲がり 4.2　曲率

http://eman-physics.net/relativity/riemann.html
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4　空間の曲がり 4.2　曲率

4.2.4　共変微分からの曲率の導出

http://eman-physics.net/relativity/riemann.html
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4　空間の曲がり 4.2　曲率

4.2.5  「曲率テンソル」?

http://m-ac.jp/me/subjects/linear_algebra/tensor/
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5　計量

5.1　計量

5.2　測地線
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5.1.1　リーマン計量 gij

5.1　計量

5　計量 5.1　計量

5.1.1　リーマン計量 gij
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5　計量 5.1　計量
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5　計量 5.2　　測地線

5.2.1 「真っ直ぐ進む」

5.2　　測地線



114 115

5　計量 5.2　　測地線

5.2.1 「真っ直ぐ進む」
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6　場

6.1  「場」とは

6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場
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6　場 6.1  「場」とは

6.1.1  「場」の定義

6.1.2  「等値線」( ←「等高線」)

6.1  「場」とは

6.1.1  「場」の定義
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6　場 6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場

6.1.2  「等値線」( ←「等高線」)

6.2.1　スカラー場 , ポテンシャル

6.2.2　ベクトル場

6.2.3　マトリクス場

6.2.4　テンソル場

6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場
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6　場 6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場

6.2.1　スカラー場，ポテンシャル
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6　場 6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場

6.2.2　ベクトル場 6.2.3　マトリクス場
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6　場 6.2　スカラー場 , ベクトル場 , テンソル場

6.2.4　テンソル場
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6　場
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おわりに

おわりに



註：本論考は，つぎのサイトで継続される ( これの進行に応じて本書を適
宜更新する )：

http://m-ac.jp/me/subjects/space/riemann_manifold/
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