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物
理
的
世
界
と
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
直
接
の
経
験
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
ロ
ッ
ク

　
　
の
哲
学
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
は
、
大
ま
か
に
も
せ
よ
率
直
な
形
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
開
題
を
、
一
種

　
　
の
哲
学
史
常
識
と
し
て
固
定
さ
れ
、
時
に
は
誤
解
す
ら
さ
れ
て
い
る
、
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
の
区
鋼
の
論
を
見
直
す
こ
と
か
ら
出

　
　
発
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
『
物
体
（
ぴ
。
毎
Φ
ω
）
の
第
一
次
性
質
の
観
念
は
そ
れ
ら
物
体
に
似
た
も
の
（
壇
霧
⑱
ヨ
ぴ
㌶
ロ
8
）
で
あ
り
、
観
念
の
原
型

　
　
（
℃
麟
一
辞
①
思
】
P
ω
）
は
物
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
実
際
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
性
質
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
み
繊
さ
れ
る

　
　
観
念
は
全
然
物
体
に
似
た
も
の
で
は
な
い
。
…
…
第
二
次
性
質
は
、
そ
の
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
み
出
す
力
（
℃
o
毒
窺
）
に
す
ぎ

　
　
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
物
体
に
名
を
つ
け
る
の
で
あ
る
』
（
》
論
義
亀
へ
運
ら
§
ら
ミ
，
ミ
、
磯
奪
ミ
§
謡
q
湿
触
ミ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
惹
§
“
・
ミ
蕊
堕
圃
H
．
〈
譲
●
H
α
）
と
誉
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
行
文
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
前
半
で
は
、
物
体
に
は
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
と
い
う

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
二
種
類
の
性
質
が
あ
り
、
そ
の
区
鋼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
と
そ
の
観
念
と
の
類
似
の
有
無
に
よ
る
と
の
べ
、
後
半
で
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら

　
　
ず
、
第
工
次
性
質
は
そ
の
観
念
を
生
み
出
す
（
嘆
○
曾
8
）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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二
〇

26
4
　
こ
れ
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
第
一
次
・
第
二
次
性
質
の
富
麗
の
論
の
歴
史
的
位
遣
を
一
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
史
家
に
よ
れ
ば
「
第
一
次
性
質
」
・
「
第
二
次
性
質
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
由
来
す
る
と
い
う
（
た
だ
し
ロ
ッ
ク
の

　
　
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
）
。
ま
た
両
者
の
区
劉
自
体
は
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
ガ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
の
説
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
ロ
ッ
ク
が
直
接
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
ボ
イ
ル
、
特
に
そ
の
著
§
恥
O
℃
、
蔚
§

　
　
ミ
さ
㌔
、
ミ
恥
勲
壽
駄
◎
§
N
ミ
塞
（
H
①
①
①
）
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
ボ
イ
ル
の
考
え
で
は
、
物
体
に
は
延
．
長
・
不
可
感
性
な
ど
の
第
～
次
性
質
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
運
動
に
よ
っ
て
変
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
物
体
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
に
は
た
ら
き
か
け
る
結
果
、
生
み
娼
さ
れ
る
の
が
感
覚
的
性
質
（
ω
2
ω
筐
①
ρ
奉
蒙
Φ
ω
）
で
あ
る
。
感
覚

　
　
的
性
質
は
本
当
は
物
体
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
幼
時
か
ら
、
そ
れ
ら
が
物
体
に
実
在
す
る
と
想
像
し
が
ち
で
あ
る
。

　
　
こ
の
意
味
で
の
感
覚
的
性
質
に
は
色
や
熱
さ
が
数
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
形
や
大
き
さ
も
含
ま
れ
る
。
ボ
イ
ル
の
場
含
ま
ず
考
え
ら
れ

　
　
て
い
る
区
劉
は
、
第
一
次
性
質
と
感
覚
的
性
質
と
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
第
～
次
性
質
は
．
o
凱
α
q
ぎ
巴
、
9
．
℃
ほ
註
識
く
①
．
》
．
鶯
一
）
の
○
ξ
8
、
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
も
言
わ
れ
る
。
色
や
香
り
が
あ
え
て
第
二
次
性
質
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
第
一
次
性
質
と
同
じ
次
元
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
者
は
物
体
の
も
っ
と
単
純
で
原
初
的
な
状
態
、
す
な
わ
ち
第
～
次
性
質
に
依
存
す
る
。

　
　
　
言
う
ま
で
も
な
く
ボ
イ
ル
の
立
場
は
粒
子
論
（
当
時
の
語
で
い
え
ば
8
巷
窃
。
曇
霞
℃
げ
臨
。
ω
○
℃
ぴ
《
）
で
あ
る
か
ら
、
物
体
の
第
一
次
性

　
　
質
は
自
然
の
最
小
の
櫃
成
要
素
と
し
て
の
粒
子
の
固
有
な
性
質
で
あ
る
。
粒
子
そ
の
も
の
は
微
小
で
あ
る
た
め
感
官
知
覚
の
対
象
に
は
な

　
　
ら
な
い
の
で
、
粒
子
に
つ
い
て
そ
の
感
覚
的
性
質
を
語
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
。
常
識
的
な
次
元
で
の
物
体
は
粒
子
の
集
合
に
還

　
　
元
さ
れ
る
か
ら
、
物
体
に
つ
い
て
も
感
覚
的
性
質
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
た
誤
り
に
慣

　
　
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
言
わ
ば
関
係
と
性
質
と
の
混
同
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
。
ボ
イ
ル
自
身
が
出
し
て
い
る
例
で
い
え
ば
、
鍵
と

　
　
錠
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
鍵
は
錠
を
あ
け
る
力
が
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
鍵
に
ひ
と
つ
の
性
質
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
鍵
に
新
た
な
第
一
次
性
質
が
撫
わ
る
わ
け
で
は
な
駆
し
、
ま
た
錠
の
方
の
変
化
に
よ
っ
て
鍵
が
あ
け
る
力
を
失
っ
た
と
い
っ
て
も
や
は
り
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鍵
の
性
質
に
は
変
化
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
る
物
体
が
赤
く
見
え
る
と
き
、
す
な
わ
ち
赤
の
感
覚
を
生
み
出
す
力
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
赤
と
い
う
性
質
を
物
体
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
繋
る
の
を
や
め
た
と
き
に
物
体
が
赤
と
い
う
性
質
を
失
う
と

い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
比
較
で
は
次
の
よ
う
な
面
も
あ
る
。
錠
が
か
か
る
か
あ
く
か
は
鍵
と
の
関
係
で
決
ま
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
錠
が
か
か
っ

て
い
る
と
か
あ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
鍵
と
は
独
立
に
錠
の
状
態
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
、
物
の
、
・
赤
さ
は
そ
の

感
覚
を
生
み
離
す
第
二
次
性
質
と
は
独
立
に
、
物
の
状
態
と
し
て
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
ボ
イ
ル
は
感
覚
的
性
質
、
ま
た
は
い

く
ら
か
騰
躇
し
な
が
ら
第
二
次
性
質
と
呼
ん
だ
。

　
ボ
イ
ル
の
考
え
方
の
特
徴
は
、
感
覚
的
性
質
の
関
係
的
か
つ
餌
艮
ξ
o
℃
0
8
三
誌
。
な
性
格
、
す
な
わ
ち
感
覚
器
宮
へ
の
依
存
を
指
摘
す

る
と
と
も
に
、
知
覚
の
因
果
的
説
明
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
理
論
上
の
枠
組
と
し
て
の
粒
子
哲
学
を
仮
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚

的
性
質
の
認
識
か
ら
物
理
的
世
界
へ
の
通
路
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ボ
イ
ル
の
考
え
方
と
ロ
ッ
ク
の
と
の

類
似
は
、
次
節
に
ロ
ッ
ク
の
論
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
う
。

（
1
）
　
『
人
間
知
性
論
』
か
ら
の
引
用
は
ヨ
ー
ル
ト
ン
校
訂
の
版
に
よ
り
（
③
鮮
糖
類
．
磯
。
開
o
P
聡
く
⑦
q
ヨ
餌
鐸
、
。
。
江
σ
鑓
蔓
》
b
Q
〈
o
H
。
・
’
真
①
く
・
①
鐸
H
り
①
際

　
①
O
）
、
　
そ
の
箇
所
は
巻
を
ロ
ー
マ
拳
拳
の
大
文
字
で
、
輩
を
同
じ
く
小
文
字
で
、
節
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
　
フ
レ
イ
ザ
…
版
（
①
鮮
諺
電
○
．

　
男
子
。
。
①
ぴ
ト
Q
く
9
。
。
■
○
×
h
◎
円
9
H
G
c
燈
合
嬬
。
℃
鴇
ぎ
訴
O
o
〈
¢
び
H
ゆ
O
り
）
お
よ
び
プ
リ
ン
グ
ル
・
パ
テ
ィ
ソ
ン
の
省
略
版
（
Φ
獅
》
■
ω
■
℃
嵩
⇔
σ
q
竃
・
℃
象
瓢
。
ゆ
o
P

　
O
鳳
。
鼠
d
鼠
く
齢
℃
お
諺
》
δ
課
）
に
つ
い
て
は
、
　
そ
れ
ら
の
フ
ッ
ト
ノ
ー
ト
を
利
撰
し
た
。
　
な
お
以
下
ロ
ッ
ク
の
引
用
は
断
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
す

　
べ
て
『
人
聞
知
性
論
』
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
　
o
h
》
飴
8
炉
力
」
．
き
ミ
N
卜
象
神
馬
（
○
鳳
。
巳
α
碧
く
即
零
Φ
㏄
ω
迄
。
忍
足
■
6
締
ソ
℃
℃
’
お
O
超
・

（
3
）
鉢
切
ξ
欝
¢
》
．
§
馬
ミ
§
特
書
砺
§
N
凄
§
§
鱈
㍉
§
勉
ミ
§
§
、
嵩
ミ
毫
§
N
曾
§
題
（
盗
σ
q
β
。
昌
詮
昇
碧
く
．
。
昏
δ
G
。
邸
）
壱
郊
’

　
謎
ω
露
■
。
h
巴
ω
o
頃
き
。
・
o
ジ
窯
◆
即
．
8
冨
U
①
導
簿
Φ
誌
熱
N
蝕
§
o
晒
碧
雲
臼
、
”
寒
§
隔
愚
書
ミ
、
勲
、
§
3
＜
o
囲
b
。
り
（
H
8
b
っ
）
》
篭
・
b
。
？
。
。
Q
．

（
4
）
　
ボ
イ
ル
に
目
す
る
叙
述
は
下
記
に
よ
っ
た
。
諺
鉾
o
P
男
．
り
。
》
亀
§
唱
℃
．
H
笛
H
。
。
ρ
ρ
∴
蜜
。
犀
ω
O
P
沁
・
．
い
o
o
犀
Φ
、
。
。
U
嫁
げ
。
瓢
。
鐸
び
無
≦
o
⑦
降

　
津
冒
簿
蔓
鍵
山
ω
Φ
o
§
審
蔓
ρ
虹
簿
節
同
Φ
m
、
“
達
菩
轟
く
○
ド
。
。
。
。
（
陪
露
Φ
y
署
．
α
①
鳥
①
（
ヵ
Φ
鷺
ぎ
富
山
酵
鎮
鷲
臨
ジ
ρ
ゆ
．
p
。
乙
》
噌
ヨ
湾
。
凝
》
P

　
　
加
観
念
。
性
質
・
実
体
…
ロ
ッ
ク
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
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二
二

竃
．
巴
も
。
●
ト
ミ
ぎ
§
自
切
ミ
か
両
処
【
竃
。
号
諺
ω
＃
強
。
ψ
一
降
コ
三
〇
8
℃
ξ
】
v
ζ
霧
邑
照
日
p
6
①
G
。
【
認
）
い
竃
§
号
子
鎚
ヨ
レ
《
塞
、
§
旨
悪
い
♂
恥
ミ
・

§
ミ
§
ミ
吻
ミ
毯
評
註
愚
勘
§
（
↓
冨
句
9
霧
譲
。
宴
同
霧
甲
Φ
①
ρ
H
⑩
鐙
y
。
訂
」
み
い
譲
髪
5
涛
●
留
§
慧
箋
§
叙
奪
W
ぎ
靴
（
ζ
簿
。
巳
惹
ダ

お
罐
y
題
気
甲
。
。
貸
b
ご
霞
寓
v
¢
》
．
。
特
ミ
「
。
『
①
●

二

　
ロ
ッ
ク
の
知
識
論
に
お
い
て
「
観
念
」
と
い
う
語
が
多
義
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
題

に
す
る
「
性
質
」
も
や
は
り
多
義
で
あ
る
。
最
も
ひ
ろ
い
意
味
で
は
、
物
体
の
性
質
と
し
て
は
次
の
三
つ
が
数
え
ら
れ
る
。

　
（
一
）
　
第
一
次
性
質
。
i
内
容
的
に
は
、
圃
体
性
（
不
可
入
性
）
　
・
大
き
さ
・
形
・
数
・
位
置
・
運
動
ま
た
は
静
止
な
ど
が
挙
が
っ

　
（
1
）

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
物
体
に
お
い
て
存
在
す
る
。
物
そ
の
も
の
（
叶
｝
6
珪
蕗
ω
夢
Φ
麹
色
く
①
ω
）
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ち
に
あ
る
と
も
思
う
。
そ
の
意
味
で
第
一
次
性
質
は
実
在
的
性
質
（
話
巳
ゆ
舞
影
踏
の
ω
）
と
も
本
源
的
性
質
（
○
肖
狂
ぎ
巴
ρ
塁
毎
δ
も
・
）
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。

　
（
二
）
　
第
二
次
性
質
。
1
こ
れ
は
例
え
ば
色
・
音
・
香
り
・
熱
さ
・
味
な
ど
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
み
出
す
物
体
の
力

（
℃
o
芝
角
）
で
あ
る
。
と
き
に
は
感
覚
的
性
質
（
。
。
①
房
3
冨
ρ
舞
野
冨
。
。
）
と
も
言
わ
れ
る
（
圃
H
・
ぐ
葦
置
い
b
。
ら
。
い
×
臨
。
し
。
）
。

　
（
三
）
　
本
来
の
意
味
で
の
力
。
…
例
え
ば
太
陽
に
は
蟻
を
白
く
す
る
力
が
あ
り
、
火
に
は
鉛
を
熔
か
す
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
物

体
が
そ
の
第
一
次
性
質
に
よ
っ
て
他
の
物
体
の
第
｛
次
性
質
に
変
化
を
ひ
き
起
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
一
H
●
　
〈
諜
凶
‘
　
鱒
Q
Q
）
。
そ
の
結
果
変
化

を
こ
う
む
っ
た
物
体
は
以
前
と
は
ち
が
っ
た
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
作
用
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
以
上
の
（
一
）
・
（
二
）
・
（
三
）
は
す
べ
て
広
い
意
味
で
性
質
と
習
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
本
来
の
意
味
で
の
性
質
は
文
字
通
り
第
一
次
性

質
だ
け
な
の
で
あ
る
。
　
（
二
）
と
（
三
）
は
実
は
『
他
の
も
の
に
さ
ま
ざ
ま
に
作
用
す
る
力
に
す
ぎ
な
い
』
（
目
く
畔
b
。
も
。
）
。
（
二
）
と

（
三
）
の
違
い
は
は
た
ら
き
か
け
る
対
象
の
違
い
で
あ
っ
て
、
　
（
竃
）
で
は
一
般
に
他
の
物
体
で
あ
る
の
に
、
　
（
二
）
で
は
力
の
及
ぶ
も



　
　
の
は
感
覚
器
官
と
い
う
特
殊
な
物
体
な
の
で
あ
る
。
第
二
次
性
質
は
、
第
～
次
性
質
と
並
び
称
さ
れ
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
種
類
の
性
質

　
　
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
色
や
音
は
第
二
次
性
質
だ
と
す
る
の
は
、
μ
ッ
ク
の
解
釈
と
し
て
は
間
違
い
と
は
書
い
切
れ
な
い
に
し
て
も
誤
解
を
生
じ

　
　
や
す
い
結
い
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
エ
ァ
ロ
ン
（
刃
．
目
■
》
霞
8
）
は
そ
の
責
任
の
大
方
は
揮
ッ
ク
自
身
が
性
質
と
、
そ
の
性
質
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
観
念
と
を
十
分
は
っ
き
り
と
は
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
な
注
意
書
き
を
加
え
て
も
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
兜
観
念
に
つ
い
て
と
き
ど
き
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
場
合
は
、
そ
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ

　
　
の
う
ち
に
生
み
出
す
よ
う
な
客
体
の
性
質
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
』
（
H
H
・
〈
強
．
o
。
）
。
こ
の
行
文
な
ど
は
ロ
ッ
ク
が
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
念
と
性
質
と
の
区
別
を
（
少
く
と
も
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
）
よ
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を

　
　
前
提
し
て
は
じ
め
て
、
第
二
次
性
質
の
観
念
は
物
体
の
力
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
言
明
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
群
ッ
ク
の
い
う
力
は
、
今
日
黛
。
。
℃
o
ω
ぼ
。
質
巴
鷲
。
勺
霞
け
《
と
了
わ
れ
て
い
る
も
の
に
当
る
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
感
覚
的
性
質
に
対
す
る

　
　
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
な
分
析
は
そ
れ
霞
体
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
例
え
ば
ロ
ッ
ク
は
色
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
物
体
の
表
面
の
第
一
次

　
　
性
質
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
を
の
べ
、
あ
わ
せ
て
『
斑
岩
（
℃
・
鰐
ξ
靖
）
は
暗
闇
で
は
色
を
も
た
な
い
こ
と
は
開
ら
か
』
（
H
り
く
響
お
）

　
　
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
色
」
の
意
味
は
曖
昧
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
が
色
の
感
覚
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
の
言
明
は
き
わ
め
て

　
　
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
暗
閣
で
は
斑
岩
は
見
え
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
が
「
色
」
が
あ
る
感
覚
を
生
み
出
す
物
体
の

　
　
力
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
ど
う
か
。
こ
の
と
き
そ
れ
は
標
準
的
な
条
件
の
下
で
正
常
の
観
察
者
に
樹
し
て
あ
る
経
験
を
生
ぜ
し
め
る
力

　
　
と
限
定
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
暗
闇
で
は
斑
岩
に
は
色
が
な
い
」
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
次
性
質
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
さ
い
の
困
難
は
、
右
の
よ
う
な
分
析
に
あ
ら
わ
れ
る
「
標
準
的
な
」

　
　
と
か
「
正
常
な
」
の
意
味
を
、
こ
の
場
合
で
い
え
ば
色
の
概
念
を
引
照
す
る
こ
と
な
も
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
と

　
　
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
逃
げ
道
の
一
つ
は
、
ロ
ッ
ク
の
言
葉
で
い
え
ば
感
覚
の
単
純
観
念
の
還
元
不
可
能
性
を
み
と
め
て
、
こ

294　
　
　
　
　
　
観
念
。
性
質
・
実
体
ー
ロ
ッ
ク
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
折
還
愚
ず
研
究
　
　
第
五
百
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

30
4
　
れ
を
知
覚
の
基
本
的
な
成
分
と
み
と
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
私
的
な
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
使
っ
て
公
共
的
な
感
官
知

　
　
覚
を
分
析
す
る
こ
と
は
本
末
顯
醐
な
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
で
は
そ
の
点
は
よ
く
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
観
念
と
し
て
の
、
例
え
ば
赤
さ
の
還
元
不
可
能
性
を
み
と
め
る
反
面
、
感
覚
的
性
質
は
物
理
学
的
存
在
と
の
関

　
　
係
に
お
い
て
、
因
果
的
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
知
覚
の
直
接
の
対
象
は
物
で
は
な
く
て
観
念
だ
と
し
て
お
い
て
、
別
の
枠
組
の
な
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
観
念
と
物
と
の
関
係
が
考
え
直
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
。

　
　
　
た
し
か
に
、
例
え
ば
あ
る
物
質
が
水
に
溶
け
る
（
可
溶
で
あ
る
）
と
い
う
傾
向
は
、
そ
れ
は
水
に
溶
け
る
力
が
あ
る
、
な
ど
と
言
っ
て

　
　
済
ま
せ
る
の
で
な
く
、
そ
の
物
質
の
化
学
上
の
構
造
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
、
物
体
が
色
そ
の
他
の
観
念
を
生
み
出

　
　
す
力
も
、
物
体
の
第
一
次
性
質
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
力
は
物
体
の
力
な
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
そ
れ
は
粒
子
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
と
結
び
つ
い
て
感
覚
の
観
念
の
起
源
の
因
果
的
説
明
を
み
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
『
董
は
、
特
有
の
形
と
大
き
さ
を
も
つ
物
質
の

　
　
感
覚
で
き
な
い
粒
子
（
冨
三
。
囲
霧
）
の
衝
撃
に
よ
っ
て
（
そ
の
粒
子
の
運
動
に
は
種
々
の
程
度
と
様
態
が
あ
る
が
）
、
そ
の
花
の
青
い
色

　
　
と
芳
し
い
香
り
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
生
み
出
す
も
と
に
な
る
』
（
柔
く
蕪
「
δ
）
。
　
一
般
に
、
物
体
を
溝
成
し
て
い
る
微
粒
子

　
　
が
感
覚
器
官
に
衝
撃
を
あ
た
え
る
と
、
運
動
が
神
経
あ
る
い
は
動
物
精
気
（
餌
鉱
B
鉱
。
・
覧
葺
）
に
よ
っ
て
『
感
覚
の
座
』
で
あ
る
脳
に
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
え
ら
れ
、
心
の
中
に
観
念
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
因
果
的
・
生
理
学
的
説
明
は
主
に
ボ
イ
ル
な
ど
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
ロ
ッ
ク
は
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
『
観

　
念
の
新
し
い
道
』
（
夢
㊦
昌
①
≦
≦
曙
鼠
箆
①
霧
）
・
乞
逸
れ
て
、
か
れ
が
『
人
聞
知
性
論
』
の
叙
述
に
お
い
て
は
避
け
よ
う
と
つ
と
め
た

　
　
『
心
の
本
性
に
関
す
る
考
察
臨
（
ひ
①
見
μ
）
魚
。
鉱
8
霧
凱
①
鑓
甑
。
⇔
o
臨
夢
①
ヨ
露
里
　
歯
繭
．
鵠
）
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
る
の
を
よ
く
承
知

　
　
し
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
　
『
物
体
が
そ
の
感
覚
さ
れ
る
性
質
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
み
出
す
も
と
に
な
る
よ
う
な
、
物
体
の

　
特
有
な
構
成
と
そ
の
諸
部
分
の
配
置
』
を
研
究
す
る
こ
と
も
、
す
で
に
『
自
然
哲
学
』
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
自
分
の
仕
事
と
し
て
引
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
た
も
の
で
な
い
と
ロ
ッ
ク
は
断
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
ロ
ッ
ク
が
物
理
的
実
在
論
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
こ
と
を
意



味
し
な
い
。
知
識
論
は
『
記
質
的
で
、
平
明
な
方
法
隔
（
甑
。
・
8
嵩
＄
一
覧
偉
。
ぎ
ヨ
①
什
ぴ
。
山
　
　
H
」
◆
卜
。
）
の
み
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
以
下
で
も
の
べ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
粒
子
論
的
・
機
械
論
的
な
『
自
然
哲
学
』
を
そ
の
o
O
質
8
算
に
巴
蹄
帥
ヨ
①
毛
○
芽
と
し
て
予
想

す
る
と
い
う
面
を
ふ
く
む
の
で
あ
る
。

431

（
1
）
　
第
一
次
性
質
の
枚
挙
に
は
と
き
ど
き
出
入
り
が
あ
る
。
何
を
第
一
次
性
質
と
し
て
数
え
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
o
h
｝
娩
白
・

　
。
。
窪
○
昌
σ
喬
博
U
卿
ζ
．
ざ
誉
馬
黛
ご
、
斡
ミ
ミ
垂
雪
高
鷲
臨
鳥
ミ
薄
ミ
噛
駄
（
囚
Φ
纈
幾
μ
潮
汐
巳
”
6
黛
ソ
娼
唱
●
同
O
Q
蒔
超
タ

（
2
）
H
H
●
慈
轡
卜
3
卜
。
…
卜
。
ω
い
ト
。
伊

（
3
）
H
H
．
く
鋒
9
お
二
。
。
w
b
。
ω
．

（
4
）
　
》
霞
o
P
図
ゆ
H
。
o
》
職
鋏
や
障
①
．

（
5
）
　
o
h
巴
。
・
o
H
H
●
〈
剛
F
b
。
卜
。
…
『
物
体
に
お
け
る
性
質
と
、
そ
れ
ら
牲
質
に
よ
っ
て
心
の
中
に
生
み
出
さ
れ
る
観
念
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
知
る
こ
と

　
云
々
』
。
「
観
念
」
と
「
性
翼
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
H
磐
く
濠
．
Q
O
な
ど
も
参
照
。
た
だ
し
本
文
に
お
け
る
論
点
は
、
ロ
ッ
ク
の
、
箆
Φ
餌
、
の
用
法
が
い

　
つ
も
「
義
的
だ
と
書
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
．
霞
Φ
9
、
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
o
h
因
城
Φ
v
O
●
．
旨
。
ぴ
昌
い
o
o
押
Φ
o
昌
陣
①
鎖
二
諺
鋤
雛

　
C
湿
畠
費
ω
㌶
鐵
血
ぎ
α
q
、
ぎ
○
り
8
0
犀
伊
ト
r
o
（
r
R
．
ミ
ベ
§
鷺
ミ
ミ
、
尼
卜
凌
辱
，
象
逡
h
o
嵩
ぎ
ミ
N
卜
。
暮
Q
（
○
騒
｛
○
居
創
　
¢
⇒
陣
く
噸
℃
吋
Φ
も
n
ω
》
　
H
Φ
ω
◎
Q
）
導
話
賢
ぎ
8
匙

　
ぎ
ジ
両
霞
鉱
炉
ρ
じ
d
◎
難
欝
傷
｝
幌
ヨ
も
の
霞
○
昌
σ
q
”
O
．
㌶
。
㊦
α
。
っ
．
o
賢
ら
鎌
■
娼
や
δ
。
。
ρ
ρ
●

（
6
）
　
∩
h
鐸
曲
．
ご
嘱
」
噸
Q
。
脚
圃
く
・
×
麟
刷
●
A
◆
「
知
覚
の
直
接
の
対
象
は
観
念
偏
と
い
う
こ
の
公
式
は
、
ロ
ッ
ク
を
論
難
し
た
バ
…
ク
リ
か
ら
、
下
っ
て

　
い
わ
ゆ
る
セ
ン
ス
・
デ
…
タ
理
論
に
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
。
バ
ー
ク
リ
の
ロ
ッ
ク
批
判
は
観
念
と
物
の
蘭
係
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
風
の
説
明
を
し

　
り
ぞ
け
る
反
面
、
上
記
の
公
武
は
ロ
ッ
ク
と
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
バ
…
ク
リ
の
立
場
が
ロ
ッ
ク
に
対
立
す
る
唯
一
の
選
択
肢
で
あ
る
か
の
よ

　
う
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
バ
…
ク
リ
に
つ
い
て
は
本
文
三
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
7
）
　
感
官
知
蛍
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
考
え
は
、
因
果
説
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
感
覚
の
観
念
の
起
源
が
礪
果
的
に
説
明
き
れ

　
る
と
し
て
も
、
な
お
知
幌
の
作
用
と
し
て
の
弓
⑦
零
①
弓
臨
。
昌
を
み
と
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
o
h
鍛
簿
簿
ぞ
炉

　
U
。
≦
．
警
謡
鶏
職
ミ
N
ミ
ミ
ざ
、
・
ミ
腎
職
ミ
～
（
緊
①
α
q
p
。
謬
℃
⇔
巳
“
お
①
H
ソ
℃
や
り
亟
1
り
G
Q
■

（
8
）
　
鵠
」
路
ご
く
讐
．
ド
マ
お
一
H
＜
曾
腓
雛
∴
卜
Q
．
o
h
G
巴
。
。
o
、
》
謬
国
×
9
白
ぢ
舞
δ
降
。
臨
即
鍵
鉱
Φ
ぴ
摂
p
o
7
⑦
．
。
ゆ
○
鷲
鉱
。
質
。
｛
ω
①
Φ
『
α
q
雪
質
6
三
昌
σ
q
ω
首
O
o
匙
匂
”

　
誘
り
∴
輪
（
↓
、
ミ
一
く
ミ
，
奪
ミ
、
§
ミ
N
卜
8
白
馬
嘗
。
⇔
低
o
P
目
O
Q
邸
G
◎
い
お
℃
誌
纂
》
ω
o
δ
昌
件
白
く
Φ
工
鋤
α
q
u
ド
リ
①
G
O
ピ
＜
o
轡
り
》
℃
ワ
b
⊃
嵩
－
譲
④
）
．
な
お
、
　
衝
撃

　
（
一
琶
℃
巳
。
。
o
）
に
よ
る
説
明
は
ニ
ュ
…
ト
ン
の
仕
事
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
と
ロ
ッ
ク
は
儒
じ
た
ら
し
い
。
o
φ
》
．
O
．
滋
養
器
巴
．
ω
⇔
o
搭
δ
H
H
●
〈
藻
．
媒
．

郷臥

O
・
軸
橘
質
∵
実
体
ー
ロ
ッ
ク
の
場
ム
隠

二
五
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（
9
）
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．
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⊃
b
Q
■

二
六

三

　
と
こ
ろ
で
、
感
覚
の
観
念
の
起
源
は
微
小
な
物
体
が
感
覚
器
宮
に
及
ぼ
す
影
響
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
形
や
大
き
さ
の

よ
う
な
、
第
一
次
性
質
の
観
念
も
、
色
や
熱
さ
と
変
り
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
心
が
そ
の
知
覚
ま
た
は
思
考
の
直
接

の
対
象
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
観
念
と
呼
ば
れ
、
そ
う
し
た
観
念
を
心
の
中
に
生
み
出
す
力
が
、
そ
の
力
を
含
む
主
体
（
基
体
）
の
性
質

と
呼
ば
れ
る
、
と
ロ
ッ
ク
が
言
う
と
き
（
H
磨
三
唱
。
。
）
、
形
や
大
き
さ
の
観
念
も
、
色
の
観
念
（
あ
る
い
は
観
念
と
し
て
の
色
）
も
、
ひ

と
し
く
力
の
結
果
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
知
覚
に
お
け
る
観
念
と
そ
の
原
因
と
し
て
の
性
質
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
は
っ
き

り
区
鋼
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
『
観
念
が
正
確
に
基
体
に
属
す
る
何
も
の
か
の
像
お
よ
び
類
似
物
（
ぎ
p
。
α
q
①
ω
〔
p
民
戦
霧
①
箒

ぴ
貯
p
8
。
。
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
名
前
は
観
念
を
よ
び
起
す
け
れ
ど
も
、
名
前
は
観
念

と
は
似
て
い
な
い
の
と
問
様
で
あ
る
（
置
■
ぐ
茜
・
刈
）
。

　
ロ
ッ
ク
が
こ
の
こ
と
の
例
証
と
し
て
出
す
の
は
例
の
感
覚
的
性
質
の
相
撃
性
の
論
で
あ
る
。
例
え
ば
火
は
あ
る
距
離
に
あ
る
と
き
は
わ

れ
わ
れ
の
中
に
暖
か
さ
の
観
念
を
生
み
出
す
が
、
距
離
が
ず
っ
と
近
い
と
暖
か
さ
で
は
な
く
痛
み
の
観
念
を
与
え
る
。
従
っ
て
暖
か
さ
も

痛
み
も
ど
ち
ら
も
火
の
中
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
（
｛
H
「
　
〈
一
一
卿
●
　
H
Φ
）
。
そ
れ
ら
は
単
に
『
心
の
中
に
』
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
観
念
以
外

の
何
も
の
か
の
写
し
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ロ
ッ
ク
は
第
二
次
性
質
と
の
対
比
に
お
い
て
、
第
一
次
性
質
の
観
念
は
当
の
性
質
に
似
た
も
の
だ
と
明
言
し
て
い
る
（
目
H
．
乱
い

頴
）
。
　
こ
れ
が
も
し
（
マ
ク
ロ
的
な
）
物
体
の
性
質
と
そ
の
観
念
が
、
原
物
と
写
し
の
よ
う
に
似
て
い
る
と
い
う
主
張
だ
と
し
た
ら
、
バ

ー
ク
リ
に
よ
る
次
の
よ
う
な
批
評
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
　
『
形
や
延
長
も
物
質
の
う
ち
に
存
在
す
る
性
質
の
原
型
あ
る
い
は
類
似



　
　
物
で
は
な
い
と
な
ぜ
論
じ
て
は
い
け
な
い
の
か
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
同
じ
眼
に
も
場
所
が
違
え
ば
、
ま
た
同
じ
場
所
で
も
眼
の
つ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
が
違
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
心
の
外
の
何
か
一
定
し
た
も
の
の
像
で
は
あ
り
え
な
い
の
に
。
』

　
　
　
だ
か
ら
第
一
次
性
質
の
観
念
と
第
二
次
性
質
の
観
念
と
の
区
分
の
根
拠
は
、
別
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
馳
駅
さ

　
　
れ
る
の
は
、
延
長
や
形
な
ど
の
第
一
次
性
質
は
『
物
体
が
ど
ん
な
状
態
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
物
体
か
ら
全
然
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な

　
　
い
』
（
葺
Φ
身
駐
Φ
葛
惹
げ
｝
①
節
・
鑓
聾
①
ぴ
。
㊧
　
H
H
．
美
。
⑩
）
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
切
り
離
せ
な
い
と
雷
わ
れ

　
　
る
の
は
物
体
の
佃
溺
的
な
大
き
さ
や
形
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
一
次
性
質
は
分
割
や
力
が
加
わ
る
に
際
し
て
な
お
保
存
さ
れ
る
と
い

　
　
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
特
殊
な
・
餌
Φ
搭
円
ヨ
ぎ
簿
Φ
と
し
て
の
性
質
で
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
、
変
ら
な
い
の
は
物
体
が
い
く
ら
か
の
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
さ
で
あ
る
こ
と
・
何
ら
か
の
形
を
も
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
鳥
象
興
ヨ
冒
餌
三
①
と
し
て
の
性
質
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
だ
け
で
は
ロ
ッ
ク
の
考
え
は
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
こ
と
と
評
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
第
一
次
性
質
と
そ
の
観
念
の
類
似
を
言
い
、

　
　
物
体
か
ら
分
離
で
き
な
い
観
念
が
あ
る
と
書
う
と
き
、
ロ
ッ
ク
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
ミ
ク
ロ
的
物
体
の
方
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
第
一
次
性
質
が
物
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
一
方
で
は
『
知
覚
さ
れ
る
に
十
分
な
ほ
ど
の
大
き
さ
を
有
す
る
物
質
粒
子
に
お

　
　
い
て
感
官
が
つ
ね
に
見
出
す
』
と
い
う
事
実
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
微
小
す
ぎ
て
個
々
に
は
わ
れ
わ
れ
の
感
官
知
覚
の
対

　
　
象
と
な
ら
な
い
よ
う
な
粒
子
に
つ
い
て
も
な
お
、
心
（
自
学
餌
）
は
粒
子
か
ら
そ
れ
ら
の
第
一
次
性
質
が
切
り
離
せ
な
い
の
を
見
出
す
と
雷

　
　
わ
れ
て
い
る
（
同
｛
。
ぐ
ヨ
．
O
）
。
　
こ
こ
で
の
立
書
は
も
は
や
知
覚
の
事
実
の
記
述
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
も
説
明
す
る
た
め
の
も
の

　
　
だ
と
雷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
感
覚
の
観
念
を
生
む
力
は
物
体
を
溝
成
す
る
粒
子
の
第
一
次
（
実
在
約
）
性
質
に
依
存
す
る
。
も
し
理
論
的

　
　
に
措
定
さ
れ
た
ミ
ク
ロ
的
物
体
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
な
マ
ク
ロ
的
物
体
に
関
し
て
使
っ
て
い
る
形
・
大
き
さ
等
の
書
葉
で
そ

　
　
の
性
質
を
記
述
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
、
　
マ
ク
ロ
的
物
体
の
第
　
次
性
質
の
観
念
の
原
型
（
饗
露
霞
ジ

　
　
霞
畠
②
高
℃
①
）
は
そ
の
物
体
の
う
ち
に
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
第
一
次
性
質
の
観
念
は
そ
の
像
で
あ
っ
て
似
て
い
る
と
か
い
う
書
い
方
が

334　
　
　
　
　
　
観
念
。
性
質
。
実
体
…
ー
ロ
ッ
ク
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七



　
　
　
　
　
　
折
口
巌
ず
研
究
　
　
第
五
百
山
－
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

34
4
　
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
第
二
次
性
質
の
観
念
に
よ
っ
て
、
当
の
観
念
の
起
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
物
そ
の
も

　
　
の
を
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
の
薮
励
は
こ
の
よ
う
に
自
然
哲
学
の
理
論
的
な
枠
組
の
な
か
で
立
て
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
の
後
に
日
常
的
な

　
　
知
覚
経
験
を
そ
の
テ
ス
ト
と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
こ
ご
⑦
蒔
ゆ
♂
ざ
O
．
鉢
弦
、
嬉
ミ
軌
Q
貸
§
題
、
・
ミ
謡
磯
導
Q
》
，
琴
南
環
象
ミ
．
寒
ミ
描
ミ
胆
決
謹
罎
烏
爵
♪
楚
ド
露
探
⑳
H
蔭
．
た
だ
し
、
　
〃
類
似
”
説
に
対

　
　
　
　
す
る
正
面
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、
海
書
℃
効
甑
押
㈱
c
。
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
念
の
た
め
付
け
加
え
る
と
、
バ
…
ク
リ
の
こ
の
行
文
は
、
そ
れ

　
　
　
　
だ
け
単
独
で
は
、
大
き
さ
や
形
も
『
心
の
中
に
あ
る
』
こ
と
の
論
証
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
（
2
）
　
o
h
O
、
0
9
ぎ
。
び
U
．
匂
．
巴
●
卜
O
，
ミ
ミ
N
ミ
急
。
姥
乳
蚕
a
鷺
こ
～
き
畿
。
き
慧
セ
（
づ
6
男
お
②
即
霧
も
・
”
巳
忠
y
℃
．
b
。
訟
．

四

　
わ
れ
わ
れ
の
感
官
知
覚
に
戻
っ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
に
対
応
す
る
単
純
観
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
尽
き
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
で
の
言
携
は
、
常
識
的
な
意
味
で
の
〃
物
”
を
論
理
上
の
備
別
　
者
と
し
て
取
る
と
も
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

〃
物
”
を
感
覚
の
観
念
の
原
因
と
し
て
の
ミ
ク
ロ
的
物
体
の
集
り
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ロ
ッ
ク
の
論
の
進

め
方
に
即
し
て
い
え
ば
、
　
〃
物
”
の
観
念
は
、
単
純
観
念
を
そ
の
要
素
と
す
る
複
合
（
複
雑
）
観
念
（
o
O
欝
覚
。
図
賦
⑦
霧
）
　
の
一
種
と
し

て
扱
わ
れ
る
。
実
体
の
観
念
に
つ
い
て
の
論
が
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
（
「
含
ん
で
い
る
」
　
と
言
っ
た
の
は
、
精
神
的
実
体
の
方
は
さ
し
当

り
の
論
点
か
ら
は
外
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
。

　
複
合
観
念
と
し
て
の
実
体
の
観
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
る
の
か
を
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
　
『
心
は
：
…
山
導
の
数

の
単
純
観
念
が
つ
ね
に
摺
伴
う
（
α
q
。
8
器
琶
ρ
ξ
ε
σ
q
①
転
義
）
　
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
単
純
観
念
は
～
つ
の
物
に
属
す
る
と
思

い
こ
ま
れ
…
…
一
つ
の
主
体
に
統
一
さ
れ
て
、
一
つ
の
名
で
呼
ば
れ
る
』
（
H
H
。
渥
慈
旧
宅
）
。
そ
の
理
由
は
、
職
こ
れ
ら
の
単
純
観
念
が
い
か



　
　
に
し
て
そ
れ
ら
だ
け
で
存
在
し
う
る
（
。
。
¢
区
ω
け
9
爵
③
霧
碧
く
①
。
・
）
か
を
想
像
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
そ
こ
に
存
在
し
、
ま
た
そ
こ

　
　
か
ら
結
果
す
る
よ
う
な
あ
る
基
体
（
ω
嬬
げ
ω
霞
簿
¢
ヨ
）
を
想
定
す
る
習
慣
が
つ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
実
体
と
呼
ぶ
の
で
あ

　
　
る
』
（
N
O
鼻
職
野
）
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
金
と
か
馬
と
か
の
実
体
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
単
純
観
念
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
実
は
複
合
朗
で

　
　
要
素
へ
の
分
析
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
ら
の
観
念
を
い
か
に
分
析
し
て
い
っ
て
も
得
ら
れ
る
の
は
性
質
ま
た
は
力
の
単
純
観
念
の
集
り
だ

　
　
　
　
（
1
）

　
　
け
で
あ
る
。
例
え
ば
金
と
い
う
実
体
に
つ
い
て
は
黄
色
だ
と
か
重
い
と
か
展
性
が
あ
る
と
い
う
。
　
『
特
殊
な
個
々
の
種
類
の
実
体
に
つ
い

　
　
て
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
す
べ
て
の
観
念
は
、
単
純
観
念
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
観
念
は
、
全

　
　
体
を
そ
れ
自
身
で
存
立
さ
せ
る
よ
う
な
、
結
合
の
未
知
の
原
因
に
お
い
て
共
存
（
O
O
－
Φ
姪
訪
一
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
眠
（
H
目
．
×
メ
馨
①
）
。
で

　
　
は
金
と
い
う
実
体
の
観
念
と
は
、
性
質
の
諸
観
念
の
集
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
の
諸
観
念
の
共
存
の
原
因
の
観
念
な
の
か
。
あ
る

　
　
い
は
そ
の
両
方
を
含
む
の
か
。

　
　
　
実
体
の
観
念
を
そ
の
論
理
上
の
機
能
に
つ
い
て
み
る
な
ら
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
考
慮
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
物
の
性

　
　
質
に
つ
い
て
語
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
言
墾
を
用
い
る
。
こ
こ
で
こ
の
P
で
あ
る
と
こ
ろ
の
S
は
何

　
　
か
？
　
と
い
う
問
を
立
て
て
ゆ
く
と
、
S
は
さ
ら
に
鋼
の
述
語
の
集
り
に
分
析
さ
れ
、
結
局
「
E
・
窺
・
…
…
の
ど
れ
と
も
同
じ
で
な
い

　
　
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
支
え
る
ω
o
ヨ
①
匪
貯
㈹
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
考
え
に
滑
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ω
o
筥
。
夢
ぎ
α
Q
を
、

　
　
H
・
造
・
…
…
の
（
与
え
ら
れ
た
）
諸
観
念
の
集
り
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
仮
に
そ
う
す
れ
ば
そ
の
実

　
　
体
に
関
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
述
語
を
の
べ
る
雷
明
は
分
析
的
と
な
っ
て
し
ま
う
反
面
、
未
知
の
性
質
を
新
た
に
実
体
に
帰
す
る
と
き
は

　
　
誤
り
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
か
く
て
羅
ッ
ク
は
性
質
を
に
な
う
が
そ
れ
自
体
は
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
に
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
も

　
　
の
を
「
実
体
」
の
意
味
と
し
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
（
奢
げ
p
。
酔
坤
置
）
に
つ
い
て
の
観
念
は
も
た
ず
、
そ
れ
が
ど
ん

35

ﾈ
は
た
ら
き
を
す
る
か
（
≦
ぴ
鶴
野
　
一
瞥
　
匙
O
①
◎
陰
）
に
つ
い
て
の
混
雑
し
た
．
は
っ
き
り
し
な
い
観
念
を
も
つ
だ
け
だ
と
考
．
尺
た
（
H
算
暴
§
。

4　
　
　
　
　
　
翻
観
念
。
性
質
　
。
実
体
ー
ロ
ッ
ク
の
場
ム
織
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
宙
掌
研
究
　
　
第
五
百
十
↓
ハ
隠
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
ロ
ッ
ク
は
た
し
か
に
実
体
概
念
の
論
理
的
機
能
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
一
一
十
三
章
に
お
い

て
純
粋
の
実
体
一
般
（
唱
霞
①
の
但
げ
ω
＄
讐
Φ
ぎ
α
q
①
⇔
Φ
財
鉱
）
と
個
々
の
種
類
の
実
体
（
℃
門
馬
。
巳
鴛
ω
o
暴
ω
鼠
磐
び
ω
欝
6
8
。
。
）
と
を
区
別
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
う
と
し
た
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
前
老
の
分
析
を
十
分
に
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
混
雑
し
た
概
念
と
い
う
こ
と
で
投
げ
出
し

た
結
果
、
実
体
二
般
は
『
何
か
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
も
の
』
（
ω
○
ヨ
。
平
ぎ
σ
q
妻
①
気
嵩
○
芝
⇔
○
け
毒
げ
蝉
梓
…
H
H
．
婦
首
｝
●
b
。
）
と
言
わ
れ
る
に

と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
正
し
く
は
、
さ
き
の
問
は
「
S
は
P
で
あ
る
、
と
い
う
形
式
の
書
明
を
の
べ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
種

類
の
概
念
を
用
い
て
い
る
の
か
？
」
と
定
式
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
。

　
ロ
ッ
ク
の
実
体
論
は
上
記
の
点
と
関
聯
し
て
、
鋼
の
疑
点
を
も
含
ん
で
い
る
。
言
明
の
主
語
…
述
語
形
式
に
対
す
る
考
察
か
ら
得
ら
れ

る
、
あ
る
種
の
語
が
果
す
言
語
上
の
役
割
に
つ
い
て
の
知
見
が
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
問
題
…
感
官
知
覚
の
認
識
の
客
観
性
の
問
題
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
『
一
定
数
の
単
純
観
念
』
の
論
理
的
統
一
と
し
て
の
実
体
は
、

属
性
と
対
を
な
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
観
念
の
指
示
対
象
と
し
て
の
物
と
は
、
一
緒
に
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ッ
ク
が
実
体
を
『
そ
れ
ら
の
諸
（
単
純
）
観
念
が
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
よ
う
な
基
体
』
と
し
て
想
定
さ
れ
る
と
言
い

か
え
る
と
き
、
そ
れ
は
感
覚
の
観
念
に
つ
い
て
の
因
果
説
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
に
対
す
る
物
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
へ
の

傾
斜
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
異
っ
た
論
点
の
読
み
込
み
を
可
能
に
し
た
の
は
や
は
り
す
で
に
触
れ
た
よ
う
な
「
観
念
」

の
意
味
の
暖
昧
さ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
共
存
す
る
諸
観
念
が
統
一
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
「
観
念
」
は
単
に
心
の
作
用
の
直
接
的
対
象
と
し
て

の
所
与
を
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
性
質
（
属
性
）
を
い
う
の
か
が
曖
昧
な
の
で
あ
る
。

　
凹
人
間
知
性
論
』
第
三
巻
で
説
か
れ
る
「
実
在
的
本
質
」
（
塊
①
9
Ω
｝
　
①
o
Q
の
①
霞
O
①
）
と
「
華
華
的
本
質
」
の
区
別
、
特
に
実
体
の
概
念
に
関
す

る
そ
の
区
鯛
は
、
同
書
第
二
巻
で
の
実
体
論
を
補
う
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
に
の
べ
た
実
体
概
念
の
二
つ
の
は
た
ら

き
の
振
り
替
わ
り
が
問
題
に
な
る
と
い
う
意
味
で
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
実
体
の
名
目
的
本
質
（
詳
O
撤
P
一
昌
鋤
一
　
①
ω
ω
O
口
O
①
）
と
ロ
ッ
ク
が
呼
ぶ
も
の
は
、
物
の
感
覚
可
能
な
性
質
の
集
り
・
結
合
で
あ
る
。
だ
か
ら



　
　
あ
る
実
体
の
名
醤
的
本
質
は
、
そ
の
実
体
の
名
が
あ
ら
わ
す
（
ω
欝
鼠
臨
。
村
）
複
合
観
念
だ
と
も
言
え
る
（
H
戸
く
い
ト
。
）
。
と
こ
ろ
が
名
属

　
　
的
本
質
を
構
成
す
る
単
純
観
念
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
体
の
『
感
知
で
き
な
い
部
分
の
構
造
』
（
魯
Φ
o
O
昌
ω
馨
舜
δ
謬
。
｛
け
げ
Φ

　
　
厨
ω
o
霧
ま
冨
唱
霞
諺
一
叢
●
＜
劉
卜
。
）
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
物
体
内
部
の
微
視
的
要
素
の
な
す
構
造
こ
そ
そ
の
実

　
　
在
的
本
質
（
H
⑦
勲
一
　
⑦
6
自
ω
Φ
一
P
O
O
）
に
他
な
ら
な
い
。
　
こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
の
『
粒
子
哲
学
』
に
対
す
る
支
持
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
。
そ
れ
は

　
　
同
時
に
、
種
や
類
は
名
公
的
本
質
の
み
に
か
か
わ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
基
準
に
す
る
知
識
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
す
ぎ

　
　
な
い
と
い
う
批
判
を
背
景
に
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
ロ
ッ
ク
は
実
体
の
実
在
的
本
質
が
わ
れ
わ
れ
に
は
知
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ

　
　
る
と
、
実
在
的
本
質
を
『
何
か
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
も
の
』
と
さ
れ
た
実
体
一
般
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
入
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
実
体
は
感
覚
的
性
質
を
共
存
せ
し
め
る
喘
原
因
』
だ
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
実
在
的
本
質
は
名
目
的
本
質
を
成
す
よ
う
な
諸
観
念
が
η
依
存

　
　
し
隔
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
『
流
出
す
る
』
と
こ
ろ
の
も
の
と
も
書
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
獄
ッ
ク
が
実
在
的
本
質
を
基

　
　
体
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
て
い
る
と
は
信
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
鐸
ッ
ク
は
混
乱
の
原
因
を
残
し
た
と
思
え
る
。
か
の
パ
ー
ク

　
　
り
の
ロ
ッ
ク
批
判
は
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
二
つ
の
考
え
、
す
な
わ
ち
共
存
す
る
諸
性
質
の
統
一
と
し
て
の
実
体
と
、
観
念
に
対
応
す
る
客
観

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
な
も
の
と
を
『
物
質
的
実
体
』
（
導
勲
汁
Φ
吋
圃
鑓
一
　
G
e
煽
一
り
ψ
け
P
雛
O
Φ
）
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
重
ね
合
せ
る
と
い
う
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
パ
ー
ク
リ
は
μ
ッ
ク
の
実
体
論
お
よ
び
第
一
次
性
質
∵
第
二
次
性
質
の
区
鋼
の
論
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
　
『
哲
学
者
が
競
っ
て
求

　
　
め
る
物
質
（
七
二
勲
爵
）
と
は
、
何
か
理
解
で
き
な
い
或
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
の
下
に
入
る
諸
物
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
性
質
を
何
ひ
と
つ
も
っ
て
い
な
い
。
』
こ
の
「
物
質
」
は
直
ち
に
「
物
質
的
実
体
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る

　
　
（
因
み
に
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
語
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
）
。
第
一
次
性
質
・
第
二
次
性
質
の
考
え
は
こ
の
物
質
的
実
体
に
結
び
つ
け
ら
れ

　
　
る
。
　
騎
物
質
は
無
力
・
無
感
の
実
体
（
ぎ
象
L
霧
Φ
鼠
藏
①
。
。
§
ω
齢
き
8
）
で
、
そ
の
う
ち
に
延
長
・
形
・
運
動
な
ど
が
現
実
に
存
在
す
る

餅　
　
　
　
　
　
…
観
念
・
性
質
・
実
体
i
ロ
w
．
ク
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
［



　
　
　
　
　
　
甜
誓
学
研
究
　
　
第
五
百
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

38

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

4
　
と
〔
μ
ッ
ク
な
ど
の
説
は
〕
解
す
べ
き
で
あ
る
。
』
こ
こ
で
第
一
次
性
質
と
物
質
（
的
実
体
）
の
関
係
を
問
う
て
み
る
と
、
『
物
質
は
延
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
を
支
え
る
基
体
で
あ
る
』
（
蕪
鎮
題
目
§
諺
静
①
ω
魯
。
・
二
日
餌
貯
ヨ
静
簿
ω
ε
℃
。
器
四
二
①
×
8
鼠
。
三
）
と
し
か
書
え
な
い
だ
ろ
う
と
バ
ー

　
　
ク
リ
は
言
う
。
こ
こ
か
ら
後
は
彼
は
ロ
ッ
ク
の
実
体
一
般
に
関
す
る
見
解
を
巧
み
に
取
り
込
む
。
バ
ー
ク
リ
に
よ
れ
ば
、
　
「
実
体
」
と
い

　
　
う
言
葉
を
通
俗
の
（
く
巳
σ
q
舞
）
意
味
に
と
っ
て
、
感
覚
的
性
質
の
結
合
を
い
う
の
な
ら
ば
劉
だ
が
、
　
『
暫
学
的
意
味
臨
に
解
し
て
、
性
質

　
　
を
支
え
る
が
慮
体
は
何
の
性
質
を
も
も
た
ぬ
曇
る
も
の
が
実
体
だ
と
す
る
な
ら
、
　
「
実
体
」
と
か
「
支
え
る
」
の
音
心
味
は
わ
か
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
言
う
ほ
か
は
な
い
。
物
質
（
的
実
体
）
な
る
も
の
は
想
像
に
お
い
て
す
ら
存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
パ
ー
ク
リ
は
事
実
、
実
体
の
概
念
の
分
析
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
よ
り
も
一
歩
を
進
め
て
い
る
と
思
え
る
。
　
羨
門
子
は
闘
く
・
延
長
し
て
お

　
　
り
・
四
角
だ
と
言
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
を
、
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
る
が
そ
れ
ら
を
支
え
る
主
体
（
基
体
）
に
属
せ
し
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
で
は
な
く
て
、
　
「
殼
子
」
と
い
う
語
の
ひ
と
つ
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
』
と
い
う
よ
う
な
行
文
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か

　
　
に
、
般
子
は
固
い
、
と
い
う
と
き
わ
れ
わ
れ
は
実
体
に
ひ
と
つ
の
属
性
を
帰
属
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
　
「
殿
子
」
と
い
う
語
の
用
法

　
　
に
つ
い
て
の
、
誤
解
を
生
じ
や
す
い
断
わ
り
書
き
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
分
析
は
、
　
『
性
質
と
い
う
の
は
感
覚
ま
た
は
観
念
に
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
覚
す
る
精
神
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
臨
と
い
う
よ
う
な
思
想
と
は
、
別
の
問
題
な
の
で
は
な
い

　
　
か
。
先
に
の
べ
た
よ
う
な
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
「
観
念
」
の
意
味
の
曖
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
引
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ー
ク
リ
は
二
つ
の
問
題

　
　
－
す
な
わ
ち
実
体
一
属
性
（
性
質
）
の
問
題
と
、
感
官
知
覚
の
判
断
の
客
観
性
の
問
題
…
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
　
「
も
の
は
観
念
の
集

　
　
り
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
公
式
は
、
　
「
観
念
」
の
意
味
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
の
問
に
対
す
る
答
に
も
な
る
。
バ
ー
ク
リ
は
、
性
質
と
対
を
な

　
　
す
実
体
の
概
念
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
物
質
的
実
体
も
し
く
は
物
質
と
読
み
か
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
実
体
の
否
定
が
、
ロ
ッ

　
　
ク
の
み
と
め
た
観
念
に
癒
ず
る
実
在
（
具
体
的
に
考
え
る
と
外
的
物
体
と
い
っ
て
も
い
い
）
を
斥
け
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
の
よ
う
に

　
　
論
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
上
の
ロ
ッ
ク
に
は
バ
ー
ク
リ
の
批
判
す
る
よ
う
な
〃
物
質
的
実
体
”
の
説
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
　
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
性
質
の
未
知
の
支
持
者
と
さ
れ
た
実
体
一
般
の
観
念
と
、
名
目
的
本
質
と
対
比
さ
れ
る
意
味
で
の
実
体
の
未
知
の



実
在
的
本
質
と
は
、
溜
分
明
確
に
区
鯛
さ
れ
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
議
論
と
し
て
は
擦
れ
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
厳
密
に
言
え
ば
、
関
係
の
複
合
観
念
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
o
｛
●
H
目
■
メ
蝕
罫
ω
’
。
h
p
貯
。
諺
費
。
調
即
H
’
o
賢
鳥
跳
や
ミ
。
。
噸

　
（
3
）
日
．
鋒
δ
二
ご
H
＜
「
注
．
謀
．

　
（
4
）
　
こ
の
論
点
の
示
唆
を
下
記
に
負
う
て
い
る
。
じ
σ
Φ
昌
昌
奪
計
旨
．
ω
包
）
。
。
欝
づ
o
ρ
沁
Φ
巴
里
ざ
⇔
揖
伽
℃
嵩
ヨ
鋤
曼
◎
離
巴
㌶
o
も
。
、
碧
》
ミ
ミ
，
苛
§
胸
き
磯
象
。
㌧
ミ
ら
ミ

　
　
Φ
、
ミ
，
§
，
含
”
＜
o
r
ト
っ
ρ
り
＄
）
●
菊
8
瓢
糞
＆
ぎ
藁
蓑
け
圃
鈍
ρ
じ
ご
噸
欝
山
口
村
ヨ
ω
整
髪
α
q
層
ご
’
《
り
亀
も
。
．
o
＞
鋭
副
署
．
○
。
？
路
軽
尋
。
臨
「
巴
ω
〇
三
ω

　
　
捧
ミ
、
賜
鉢
蓉
⑤
職
ら
（
○
帥
B
訂
箆
σ
q
o
q
郎
劉
軍
霧
ω
㍍
ゆ
①
①
ソ
隠
■
H
Q
。
b
。
の
ρ
ρ

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

b
σ
①
降
鮎
①
ざ
ρ
o
》
職
魅
⑳
ミ
曾

箏
馬
“
℃
巽
叶
押
伽
P

録
賊
“
℃
錠
酔
押
脅
①
噸

N
ミ
鈍
勺
効
属
H
》
鵬
響
①
山
メ

摩
賊
鉢
伽
お
．

奪
㍉
郵
噌
G
Q
．五

　
　
　
物
体
の
観
念
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
く
感
覚
の
単
純
観
念
に
つ
い
て
の
性
格
づ
け
は
、
物
体
に
関
す
る
認
識
の
起
源
に
関
係
す
る
も
の

　
　
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
確
実
性
と
範
囲
』
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
『
人
間
知
性
論
』
第
四
巻
で
論
じ
ら
れ
た
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
簡

　
　
単
に
の
べ
る
。

　
　
　
ロ
ッ
ク
が
広
義
の
知
識
を
『
観
念
相
互
の
一
致
・
不
一
致
の
知
覚
』
と
分
析
し
、
さ
ら
に
そ
の
形
式
に
四
つ
を
挙
げ
た
こ
と
は
周
知
の

　
　
通
り
で
あ
る
。
物
体
に
関
す
る
言
明
は
、
そ
の
う
ち
の
観
念
の
共
存
（
o
o
ゐ
鉱
ω
8
謬
8
）
に
か
か
わ
る
。
実
体
に
つ
い
て
の
知
識
は
大
部
分

　
　
こ
の
形
式
に
従
う
と
言
っ
て
よ
い
（
目
く
」
・
貸
｝
罫
り
）
。
例
え
ば
金
に
は
展
性
が
あ
る
、
と
い
う
知
識
は
、
展
性
と
い
う
観
念
が
黄
色
・

394　
　
　
　
　
　
畑
観
念
・
性
質
・
｛
夷
体
ー
ロ
ッ
ク
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三



　
　
　
　
　
　
折
篇
勘
ず
研
難
九
　
第
五
百
十
六
ロ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
囚

40
4
　
重
い
等
々
の
諸
観
念
に
『
つ
ね
に
伴
い
、
結
び
つ
い
て
い
る
』
こ
と
、
す
な
わ
ち
共
存
の
知
覚
に
他
な
ら
な
い
（
目
く
9
一
．
①
）
。
主
体
（
実

　
　
体
）
に
お
け
る
性
質
の
共
存
は
、
そ
の
実
体
の
名
が
あ
ら
わ
す
複
合
観
念
（
す
な
わ
ち
名
目
的
本
質
）
に
お
け
る
単
純
観
念
の
共
存
に
と

　
　
引
き
直
さ
れ
る
。

　
　
　
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
は
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
知
識
は
、
観
念
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
直
知
も
し
く
は
論
証
に
よ
る
知
覚
で
あ
る
。

　
　
内
容
的
に
は
数
学
お
よ
び
道
徳
法
喜
が
そ
れ
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
の
対
比
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
自
然
研
究
の
経
験
的
性
格

　
　
を
く
り
か
え
し
強
調
し
た
。

　
　
　
自
然
認
識
に
お
い
て
実
体
と
そ
の
性
質
に
関
す
る
書
明
は
知
覚
経
験
そ
の
も
の
の
報
告
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
一
般
化
で
も
な
い
。
単
純

　
　
観
念
の
共
存
と
い
う
規
鋼
性
は
、
物
理
的
存
在
と
し
て
の
物
体
に
関
す
る
仮
設
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
物

　
　
体
に
つ
い
て
は
名
目
的
本
質
と
実
在
的
本
質
と
は
一
致
が
得
ら
れ
な
い
。
　
『
実
体
の
知
識
と
区
溺
を
め
ざ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
能
力
で
行
け

　
　
る
と
こ
ろ
は
た
か
だ
か
、
実
体
の
う
ち
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
な
感
覚
的
観
念
の
集
り
ま
で
に
す
ぎ
な
い
』
（
譲
電
く
貿
り
）
。
そ
し
て
『
わ
れ

　
　
わ
れ
は
実
体
の
諸
性
質
が
ま
さ
に
依
存
し
て
い
る
、
微
小
な
部
分
の
実
在
的
構
造
（
爵
⑦
器
鉱
8
諺
蜂
象
O
p
。
臨
夢
①
巨
峯
滞
嚇
暴
）

　
　
を
知
ら
な
い
』
（
目
く
」
罫
ば
）
。

　
　
　
物
体
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
範
囲
が
、
そ
の
成
分
で
あ
る
観
念
の
範
臨
よ
り
も
は
る
か
に
狭
い
の
は
、
単
に
物
体
の
『
真
の
内

　
　
部
構
造
』
が
人
聞
の
感
覚
器
官
の
綱
約
の
た
め
に
発
見
で
き
な
い
こ
と
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
む
し
ろ
、
実
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
名
目
的
本
質
を
な
す
も
の
が
多
く
は
力
で
あ
る
点
で
あ
る
（
既
に
論
じ
た
よ
う
に
第
二
次
性
質
も
じ
つ
は
力
で
あ
っ
た
）
。
力
は
さ
ら
に

　
　
物
体
の
第
一
次
性
質
に
依
存
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
観
念
と
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
力
の
結
果
と
し
て
の
観
念
と
の
因
果
関

　
　
係
は
、
　
一
般
に
は
事
実
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
論
証
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
間
の
関
係
を
『
必
然
的
結
合
』
（
口
①
o
①
ω
鶏
曙
o
o
㌣

　
　
づ
①
匹
◎
謬
）
と
言
っ
て
は
み
て
も
そ
れ
は
論
理
上
の
必
然
で
は
な
く
、
ご
く
少
数
の
例
外
を
瑚
に
す
る
と
、
『
明
ら
か
』
（
②
〈
達
①
纂
霞
く
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
皆
δ
）
な
こ
と
と
し
て
知
覚
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
金
の
観
念
は
黄
色
の
観
念
と
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
い
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る
け
れ
ど
、
金
が
青
い
と
言
ウ
て
も
そ
の
こ
と
は
慮
己
矛
盾
で
は
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
の
は
結
果
と
し
て
の
若
干
の
観
念
の
共
存
と
い
う
経
験
か
ら
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
物
体
へ
と
棚
る
こ
と
で
あ
る
。

経
験
は
物
体
に
関
す
る
信
念
の
た
め
の
言
わ
ば
帰
納
的
証
拠
（
一
ゆ
傷
¢
O
臨
く
①
　
①
〈
一
氏
①
⇔
O
Φ
）
な
の
で
あ
る
。
外
的
物
体
に
関
す
る
認
識
が

『
観
察
と
経
験
』
の
枠
を
ほ
と
ん
ど
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ロ
ッ
ク
が
言
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
自
然
学
に
お
い
て
は
論
証
的

方
法
は
丸
抱
で
き
な
い
。
　
『
わ
れ
わ
れ
に
は
、
周
囲
の
物
体
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
一
部
を
成
し
て
い
る
物
体
〔
身
体
〕
に
つ
い
て
の
哲
学

的
知
識
は
不
可
能
で
あ
る
。
物
体
の
第
二
次
性
質
・
力
・
作
用
に
関
し
て
は
、
普
遍
的
な
確
実
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
』

（一

ｭ
■
難
．
ト
こ
⑩
）
Q

　
良
心
認
識
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
態
度
は
、
そ
の
数
学
的
・
論
証
的
学
問
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
、
経
験
的
性
格
に
注
意
を
向
け
た
も

の
と
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
拡
大
解
釈
し
て
、
外
的
世
界
の
認
識
に
つ
い
て
の
懐
疑
的
態
度
を
ロ
ッ
ク
に
お
い

て
み
と
め
る
の
は
権
衡
を
失
し
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
　
『
物
体
に
関
す
る
知
識
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
個
霊
的
な
経
験
か
ら
集
め
ら
れ

る
も
の
を
集
め
る
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
一
ノ
＼
。
　
V
一
同
劉
　
一
b
⊇
）
と
ロ
ッ
ク
が
言
う
の
は
む
し
ろ
方
法
論
上
の
心
が
け
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
る
た
め
に
は
ロ
ッ
ク
が
当
の
『
物
体
』
に
関
す
る
『
粒
子
仮
設
』
（
警
⑦
o
O
壱
器
。
巳
鍵
ξ
℃
○
叶
び
①
臨
ω
）
と
い
う
実

在
論
的
な
説
明
の
枠
組
の
有
力
さ
を
み
と
め
て
い
た
と
い
う
一
面
を
見
落
す
べ
き
で
は
あ
る
裟
い
。
　
『
粒
子
哲
学
』
の
排
撃
に
努
め
た
バ

ー
ク
リ
が
、
自
然
学
に
お
け
る
「
説
明
」
の
意
味
を
あ
ら
た
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
か
え
っ
て
ロ
ッ
ク
の
立
場
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
理
論
と
経
験
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
ユ
）
　
｝
H
．
諸
泓
｝
脾
ω
メ

　
（
2
）
同
＜
．
≦
甲
匪
ご
蓼
b
⊃
c
。
■

　
（
3
）
　
じ
ご
Φ
誌
（
飢
Φ
ざ
○
’
o
＞
ら
蹄
．
㈱
伽
H
O
9
①
鴇
．
バ
ー
ク
リ
の
考
え
で
は
、
　
「
説
明
」
は
現
象
を
一
般
的
規
則
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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idea　of　a　‘Ccyeatio　ex　nihilo”　seems　to　be　the　conception　of　“non　ens”　as－

oppo＄ed　to　“ens”．　This　does　not　mean．　of　course　that　this・“non　ens”　i．“．一

already　2magined　as　a　“nihiY’，　for　it　still．　remains　a　sort　of　“ens”，　but　it

implies　neVertheless　an　inference　towards’　the’”absolute　’“nihi1”．

　　2－As　for　the　contribution　of　the　Hebrew　religion，　it　seems　to　have　coine，

from　a　transcendent　conception　of　the　absoluteness　of　the　divine　power’．　of

Yahveh．　This　dlvine　power　was　believed　by　the　Hebrew　teligion　to　be　so・

omriipotent　that　it　could　not　be　thought　of　as　presupposing　anything　llke－

matter　for　the　creation　of　the　world．

　　3－Fina！ly，　under　the　impact　of　Hellenistic　speculation，　the　encounter　of’

Greek　philosophy　with　the　Judal’c　teaching，　combining　the　idea　of　the，

absoluteness　of　a　divine　power　creating　the　world　from　’‘nothingness”　with

the　Greek　conception　o｛　a　“non　ens”，　succeeded　in　coining　this　new　expres一・

sion　of　a　“creatio　ex　nihiio”．　We　surmise　that　the　absoluteness　of　the・

divine’ 垂盾翌?ｒ　as　conceived　by　the　Hebrew　religion　brought　the　Greek．

philosophical　conception　of　“non　ens”　far　beyond　its　orlginal　meaning　by

adopting　in　its　stead　the　new　word　“nihil”．

Ideas，　Qualities　and　Substances　iR　Locke’s　Philosophy

b1　Jun’ichi　Tsuchiya

　　This　paper　is　concemed　with　Locke’s　view　on　the　relation　between　the

physical　world　and　the　data　of　sense．

　　In　the　first　three　sections　1　attempt　to　clarify　the　．meaning　o£　the　distin－

ction・　between’ @primary　and　secondary　qualities．　lt　is　pointed　out　that　secon－

dary　qualities　ate’not　mental　states，　but　the　power　or　dispositions　of　the

physicai　micro－obj’ects，　and　that　the　distinction　is　signif1cant　only　if　it　has

the　l‘corpus6ular　philosophゾ，　or．atomism　as　its　background　theory．

　　In　the　fouyth　section　of　the　paper　1．　expound　an　analysis　of　what　Locke

said　about　the　idea　o£　substance　and　its　relation　to　his　theory　o£　the

phYsical　’wor｝d．　Locke’s　copcept　of　substance　is，　in　’its　proper　sense，　i6gical．
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Berkeley，　however，　in　his　attacl〈　upon　physical　realism，　confused　substance

in　the　logicai’sense’with　physical　reality．　The　ambiguous　character　o£

“ideas”　in　Locke　is　close｝y　connected　with　Berkeley’s　mistake．　（For　this

interpretation　1　am　much　indebted　to　Jonathan　Bennett．）

　　The　paper　concludes　witlt　a　short　comment　on　the　re｝evance　of　Lock’s

physicai　reaiism　to　his　theory　of　knowledge　which　is　stated　in　Book　IV　of

the　Essabl．

The　Problem　of　Universals

bl　Narahide　Asano

　　1t　is　the　aim　of　the　present　study　to　examine，　from　a｝ogica｝　point　of　vlew，

P｝ato’s　theory　of　Forms　and　compare　it　with　the　theories　of　universa1s　ef

Aristotle　and　contemporary　analytic－phi｝osopherS．

　　The　main　contents　are　as　follows．

　　（i）　An　explicatioR　of　Piato’s　use　of　the　word　‘being　（b’v）’．

　　（2）　The　propert呈es　of　the　relations　of　σ6μμcζξζ9・　κo‘りq？6α　『し昇d　l　ptξθEξeg

　　　　　　between　Forms　and　of　the　relation　of　ys’OE6eg　between　Forms　and

　　　　　　sensible　objects．

　　（3）　Crlticisms　on　the　theories　of　universa｝s　of　Aristotle，　B．　Russel，，1　and

　　　　　　J．　M．　Bochensld．

　　（4）　The　distinction　between　general　words　（L　e．　common　nouns，　verbs，

　　　　　　adjectives　and・so　on）　in　ordinary　language　and　general　terms．　（i．　e．

　　　　　　predicate　signs　and　signs　for　sets）　in　logic　and　set　theory．　This　is

　　　　　　concluded　from　an　examination　gf　9uine’s　extentionalism，　tal〈ing

　　　　　　Wittgenstein’s　view’on　uni．versa｛s　into　consideration．

　　　（s）　The　distinction　betWeen　Plato’s　Forms　and　Aristotelian　universa！s

　　　　　　（attributes）．

　　　（6）　The　distinction　between　Plato’s　Forms　and　sets．

　　　（7）’　Platonic　interpretation　on　predicate　．signs　and　signs　for　sets．
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