
ヒ
ュ
ー
ム
に
於
け
る
「
外
界
」

と

「
自
我
」
の
問
題
（
完
）

田
　
中

進

三
　
自

我

　
　
　
さ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
「
自
我
」
の
問
題
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
（
『
人
性
論
』
）
第
一
巻
・
第
四
部
・
第
六
節
（
ヒ
σ
o
◎
犀

　
　
押
℃
恥
直
心
く
噛
。
っ
①
。
黒
く
H
”
◎
＼
、
偽
凌
§
ミ
ミ
§
ミ
隻
）
に
於
て
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
節
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
見
て
い
く
こ

　
　
と
に
す
る
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
、
実
体
（
雲
げ
ω
寅
琴
①
）
と
し
て
の
自
我
（
ω
Φ
δ
な
い
し
心
（
ヨ
貯
伽
）
、
す
な
わ
ち
、
単
純
で
、
（
一
生
を
通
じ
て
）

　
　
無
変
化
で
、
連
続
的
に
存
在
し
、
か
つ
、
す
べ
て
の
知
覚
が
そ
れ
に
内
属
（
ぎ
げ
Φ
窃
）
す
る
自
我
な
い
し
心
、
と
い
う
概
念
を
批
判
す
る

　
　
こ
と
か
ら
始
め
る
欝
黛
（
楠
）
一
b
。
O
ω
（
H
）
”
舞
①
。
。
ω
（
b
。
）
一
①
。
。
α
（
。
。
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
に
つ
い
て
、
す
ぐ
前
の
第
五
節

　
　
（
ω
㊦
。
戦
く
”
ミ
．
き
ミ
ミ
・
ミ
ミ
、
ミ
誉
単
声
ぎ
§
糺
）
に
於
て
す
で
に
予
備
的
に
論
じ
て
お
り
〔
も
。
G
。
鱒
（
ト
。
）
一
身
ω
《
同
）
〕
、
こ
の
部
分
の

　
　
議
論
を
も
合
わ
せ
て
こ
こ
で
は
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
自
我
な
い
し
心
と
い
う
概
念
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
批
判
は
、
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る
と
思
う
。
ω
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
自
我
な
い
し
心
の
観
念
を
我
々
が
持
っ
て
い
る
と
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
印
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
印
象
は
存
在
し
得
な
い
し
、
ま
た
、
実
際
存
在

　
　
し
な
い
〔
器
b
。
（
。
。
）
i
邸
。
。
。
。
（
悼
y
節
供
。
。
）
1
理
知
（
一
）
〕
。
②
我
々
の
知
覚
は
す
べ
て
、
相
互
に
か
つ
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
異
な
る
か
ら
、

　
　
そ
れ
ら
知
覚
は
ま
た
相
互
に
か
つ
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
区
別
で
き
そ
し
て
（
心
に
よ
っ
て
）
分
離
で
き
る
。
そ
れ
故
、
心
は
そ
れ
ら

　
　
知
覚
が
分
離
し
て
存
在
す
る
と
考
え
得
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
は
分
離
し
て
存
在
し
得
る
、
換
書
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
そ
の
存
在
を
さ
さ

鵬　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
於
け
る
「
外
界
」
と
「
自
我
」
の
聞
題
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五
八

胸　
　
え
る
他
の
何
物
を
も
必
要
と
し
て
い
な
い
〔
卜
。
ω
。
。
（
。
。
y
卜
。
認
（
b
。
）
〕
。
③
自
我
な
い
し
心
な
る
も
の
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
、
常
に
個
励
的
な

　
　
諸
知
覚
に
行
き
あ
た
る
の
み
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
知
覚
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
同
時
に
自
我
な
い
し
心
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。

　
　
従
っ
て
、
自
我
な
い
し
心
な
る
も
の
と
こ
れ
ら
の
知
覚
と
は
同
じ
で
あ
る
面
罵
（
N
）
1
（
ω
）
〕
。
1
な
お
、
ω
に
関
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
様

　
　
様
な
議
論
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
納
り
あ
る
印
象
が
実
体
た
る
自
我
な
い
し
心
を
表
象
し
得
る
た
め

　
　
に
は
、
そ
の
印
象
は
実
体
た
る
自
我
な
い
し
心
に
類
似
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
印
象
を
も
っ
て
、
実
体
と
は
別
物
で
あ
り
、

　
　
か
つ
、
実
体
の
特
性
を
何
ら
持
た
な
い
と
想
定
す
る
か
ぎ
り
に
撃
て
、
印
象
が
実
体
た
る
自
我
な
い
し
心
に
い
か
に
し
て
類
似
し
得
る
の

　
　
で
あ
る
か
雷
。
。
鱒
（
。
。
）
1
卜
。
G
。
。
。
（
H
）
〕
。
回
自
我
な
い
し
心
は
、
い
か
な
る
印
象
と
も
別
物
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
様
々
な
印
象
と
観
念
と
が
そ

　
　
れ
に
帰
属
す
る
何
物
か
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
自
我
な
い
し
心
の
印
象
が
存
在
す
る
と
み
な
す
の
は
不
合
理
で
あ
る

　
　
〔
b
。
黛
（
。
。
）
〕
。
の
自
我
な
い
し
心
が
一
生
を
通
じ
て
不
変
で
あ
り
続
け
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
印
象
も
同
じ
特
性
を
持
っ
て
い

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
印
象
は
、
継
起
こ
そ
す
れ
、
い
ず
れ
も
不
変
で
は
な
い
〔
b
。
銀
（
。
。
）
I
b
。
紹
（
H
）
〕
。
⇔
実
体
た
る
自
我
な

　
　
い
し
心
の
観
念
を
我
々
は
持
っ
て
い
る
と
称
す
る
人
達
に
望
む
が
、
そ
の
観
念
を
生
む
印
象
を
指
示
し
て
晃
せ
よ
〔
鱒
。
。
ω
（
b
。
）
〕
。

　
　
　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の
ω
②
㈲
の
三
つ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
何
か
を
証
明
し
て
い
る
と
す

　
　
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
実
体
と
し
て
の
自
我
な
い
し
心
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
体
と
し
て
の
自
我
な
い
し

　
　
心
な
る
も
の
が
我
々
の
知
識
の
う
ち
に
於
て
占
め
る
場
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
ち
に
ヒ
ュ
ー
ム

　
　
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
な
い
し
心
と
は
、
「
思
い
も
よ
ら
ぬ
速
さ
で
互
い
に
継
起
し
、
か
つ
、
絶
え
間
な
い
流
れ

　
　
と
動
き
の
う
ち
に
あ
る
、
様
々
な
知
覚
の
束
な
い
し
集
合
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
B
誌
（
。
。
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
心
を
様
々
な
知
覚
が
そ

　
　
こ
に
現
れ
る
劇
場
に
た
と
え
る
が
、
劇
場
は
場
所
の
念
を
与
え
る
が
故
に
こ
の
比
喩
は
適
切
で
な
い
と
雷
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
心

　
　
を
構
成
す
る
も
の
は
継
起
す
る
知
覚
の
み
で
あ
り
、
か
つ
、
あ
る
一
つ
の
時
に
於
け
る
「
単
純
性
」
（
。
・
ぎ
忌
。
ξ
）
も
、
異
な
る
時
に
ま

　
　
た
が
る
「
同
一
性
」
（
乙
①
ヨ
ξ
）
も
、
心
は
持
っ
て
い
な
い
、
の
で
あ
る
〔
謡
ω
（
H
）
〕
。



　
　
さ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
互
い
に
密
接
に
関
係
し
た
い
く
つ
か
の
対
象
の
継
起
が
現
れ
る
と
、
そ
の
継
起
に
紺
し
て
同
一

　
　
性
を
与
え
る
心
理
的
な
傾
向
が
我
々
に
は
あ
り
、
自
我
な
い
し
心
の
同
一
性
（
「
人
格
の
同
一
性
」
）
と
い
う
見
解
も
、
知
覚
の
継
起
に
同

　
　
一
性
を
与
え
る
我
々
の
心
理
的
な
傾
向
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
〔
b
。
α
。
。
（
。
。
）
…
言
条
（
b
。
）
〕
。
こ
の
線
に
沿
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は

　
　
例
に
よ
っ
て
心
理
的
な
解
明
を
こ
こ
ろ
み
る
が
〔
卜
。
α
ω
（
邸
）
塗
〕
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
な
注
意
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
の
同

　
　
琳
性
に
関
し
て
、
我
々
の
思
考
な
い
し
想
像
に
か
か
わ
る
そ
れ
と
、
我
々
の
惰
柔
な
い
し
我
々
が
自
分
自
身
に
抱
く
関
心
に
か
か
わ
る
そ

　
　
れ
と
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
自
分
が
直
焼
に
し
て
い
る
の
は
前
者
の
意
味
に
於
け
る
人
格
の
同
扁
性
で
あ
る
、
と
〔
謡
。
。
（
鱒
）
〕
。

　
　
ヒ
ュ
…
ム
の
雷
う
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
当
面
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
知

　
性
の
対
象
と
し
て
の
人
格
の
同
一
性
で
あ
り
、
一
方
、
知
性
に
と
っ
て
人
格
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
に
せ
よ
、
情
念

　
　
は
、
自
我
を
そ
の
対
象
と
し
て
働
く
か
ぎ
り
に
重
て
、
常
に
、
同
一
的
な
自
我
を
志
向
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
、
植
物
や
動
物
の
岡
山
性
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
人
格
の
同
一
性
と
い
う
見
解
の
起
源
を
説
明
す
る
〔
盤
Q
。
（
鱒
）

　
　
一
揺
Φ
（
同
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
あ
る
時
間
的
な
経
過
に
於
て
、
不
変
で
中
断
せ
ず
に
あ
る
よ
う
な
対
象
の
観
念
を
持
つ
時
、
そ
の

　
　
観
念
を
も
っ
て
我
々
は
「
同
一
性
」
あ
る
い
は
「
同
じ
で
あ
る
こ
と
」
（
ω
9
。
難
Φ
琴
ω
の
）
の
観
念
と
呼
ぶ
、
と
い
う
〔
邸
紹
（
。
。
）
〕
。
一
方
、
互

　
　
い
に
継
起
し
か
つ
密
接
に
関
係
し
合
う
い
く
つ
か
の
対
象
の
観
念
を
持
つ
時
、
そ
の
観
念
は
「
差
異
性
（
多
数
性
）
」
（
象
く
①
誘
搾
矯
）
に
対

　
　
応
ず
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
観
念
は
あ
る
意
味
で
反
対
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
普
通
こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
し
ま

　
　
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
不
変
で
中
断
し
な
い
対
象
を
な
が
め
る
心
（
想
像
）
の
働
き
と
、
互
い
に
関
係
し
合
っ
た
対
象

　
　
の
継
起
を
な
が
め
る
心
の
働
き
と
は
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
互
い
に
関
係
し
合
っ
た
い
く
つ
か
の
対
象
の

　
　
継
起
を
な
が
め
る
時
、
そ
の
対
象
間
の
関
係
（
す
ぐ
後
で
述
べ
る
、
「
観
念
連
合
」
を
生
じ
さ
せ
る
関
係
）
の
故
に
、
心
は
哺
つ
の
対
象

　
　
か
ら
次
の
蔚
象
へ
と
な
め
ら
か
に
移
動
す
る
が
、
こ
の
心
の
移
動
の
な
め
ら
か
さ
が
、
一
つ
の
連
続
し
た
質
疑
を
な
が
め
る
場
合
の
心
の

　
　
あ
り
方
と
よ
く
似
て
お
り
、
こ
の
類
似
が
、
我
々
を
し
て
、
継
起
に
同
一
性
を
（
誤
っ
て
）
与
え
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

婚5　
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（
1
）

　
　
る
E
総
（
H
）
…
謡
O
（
昏
。
）
〕
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
植
物
や
動
物
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
同
一
性
を
論
じ
、
人
洛

　
　
の
同
一
性
と
い
う
見
解
も
こ
れ
ら
の
場
合
と
同
じ
仕
方
で
説
明
し
得
る
と
主
張
す
る
〔
ま
Φ
（
H
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
更
に
、
「
魂
」
（
・
。
o
巳
）
・

　
　
「
自
我
」
（
ω
Φ
5
・
「
実
体
」
（
譲
ぴ
ω
＄
琴
①
）
と
い
っ
た
考
え
方
を
、
上
の
、
継
起
に
同
一
性
を
与
え
る
我
々
の
心
理
的
な
傾
向
に
そ
の
基

　
　
礎
を
置
く
虚
構
（
諭
。
誌
○
⇔
）
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
は
げ
し
く
非
難
す
る
〔
卜
。
綬
（
同
）
〕
。

　
　
　
上
で
述
べ
た
「
同
一
性
」
と
「
差
異
性
（
多
数
性
）
」
と
に
関
し
て
は
少
し
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
べ
て
異
な
る
も
の
は
区
洌
で
き
、
す

　
　
べ
て
区
別
で
き
る
も
の
は
想
像
（
な
い
し
思
考
、
心
）
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
、
と
ヒ
ュ
…
ム
は
か
ね
て
主
張
す
る
ロ
。
。
（
b
。
）
b
。
。
。
。
（
。
。
）
〕
。

　
　
ヒ
ュ
…
ム
が
、
「
同
一
性
」
と
対
立
す
る
意
味
に
於
て
、
「
差
異
性
（
多
数
性
）
」
と
需
う
隣
、
こ
の
、
異
な
る
も
の
の
根
雪
分
離
可
能
性

　
　
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
知
覚
の
継
起
か
ら
人
格
の
同
一
性
と
い
う
見
解

　
　
へ
到
る
過
程
を
、
も
っ
ぱ
ら
心
理
的
な
原
理
に
よ
っ
て
の
み
解
虜
し
ょ
う
と
つ
と
め
て
い
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
植
物
や
動
物
の
場
合
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
…
に
よ
る
説
明
を
離
れ
て
、
よ
り
直
接
的
な
仕
方
で
人
格
の
同
一
性
と
い

　
　
う
晃
解
の
起
源
を
再
び
説
明
し
よ
う
と
す
る
〔
b
。
α
㊤
（
込
。
）
塗
〕
。
心
を
構
成
す
る
諸
知
覚
は
、
互
い
に
継
起
す
る
が
、
互
い
に
異
な
っ
た
存

　
　
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
心
は
、
そ
れ
ら
の
知
覚
を
互
い
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
換
言
す
れ
ば
、
心
が
、
そ

　
　
れ
ら
の
知
覚
の
間
に
何
か
本
当
の
結
び
つ
き
（
賠
軍
器
巴
8
華
③
凶
g
）
を
見
出
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
故
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ば
、
心
は
、
そ
れ
ら
の
知
覚
が
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
た
だ
感
じ
る
（
冷
＆
だ
け
で
あ
っ
て
〔
鉢
①
ω
只
駆
）
〕
、
こ
の
心
理
的
拘
束

　
　
感
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
観
念
連
合
」
（
鋤
ω
の
O
O
一
⇔
洗
口
O
コ
　
O
｛
　
陣
伽
Φ
⇔
ω
）
の
原
理
か
ら
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
知

　
　
覚
の
継
起
に
同
一
性
を
与
え
る
、
従
っ
て
、
人
格
の
同
一
性
と
い
う
見
解
を
生
む
源
は
「
観
念
連
合
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。
「
観
念
連
合
」

　
　
の
原
理
と
は
、
雷
う
ま
で
も
な
く
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
誓
学
な
い
し
心
理
学
に
於
け
る
中
心
的
な
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
点
は
次
の
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
あ
る
〔
鑑
b
u
o
o
搾
押
℃
飴
溝
押
。
っ
2
↓
．
囲
く
〕
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
対
象
が
あ
る
関
係
に
立
つ
時
、
そ
の
関
係
の
故
に
、
そ
れ
ら
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
象
な
い
し
そ
れ
ら
の
対
象
の
観
念
が
心
の
中
で
結
び
つ
く
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
対
象
な
い
し
そ
れ
ら
の
対
象
の
観
念
を
心
が
結
び
つ



　
　
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
、
こ
の
現
象
に
か
か
わ
る
心
の
能
力
が
「
想
像
」
で
あ
り
、
一
方
、
こ
の
現
象
を
生
む
関
係
と
し

　
　
て
は
、
類
似
・
（
時
間
及
び
空
聞
に
於
け
る
）
接
近
・
因
果
関
係
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
故
に
心
が
二

　
　
つ
の
紺
象
な
い
し
観
念
を
結
び
つ
け
る
と
は
、
君
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
関
係
に
沿
っ
て
心
が
一
方
の
対
象
な
い
し
観
念
か
ら
他
方
の

　
　
対
象
な
い
し
観
念
へ
と
な
め
ら
か
に
移
動
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
心
の
移
動
の
な
め
ら
か
さ
か
ら
人
格
の
同
一
性
と

　
　
い
う
見
解
が
生
じ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
〔
以
上
、
b
◎
α
ゆ
（
さ
。
）
一
陣
8
（
回
）
〕
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
知
覚
の
継
起
に
関
し
て
心
の
移
動
の
な
め
ら
か
さ
を
生
む
の
は
上
の
三
つ
の
関
係
の
う
ち
ど
れ
な
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ず
、
接
近
は
こ
の
際
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
と
言
う
〔
邸
8
（
込
二
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
意
味
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ

　
　
る
と
思
う
。
い
く
つ
か
の
対
象
が
継
起
す
る
時
、
勿
論
そ
の
継
起
の
う
ち
に
は
そ
れ
ら
対
象
間
の
（
時
間
的
な
）
接
近
関
係
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
継
起
な
い
し
接
近
の
関
係
に
立
つ
対
象
に
常
に
同
一
性
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
が
同
一
性
を
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
は
、
継
起
な
い
し
接
近
の
関
係
に
立
つ
対
象
の
う
ち
の
あ
る
種
の
も
の
（
つ
ま
り
、
普
通
は
「
物
」
と
「
心
」
）
の
み
で
あ
る
。
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
、
今
ヒ
ュ
ー
ム
が
庶
弟
と
し
て
い
る
の
は
、
継
起
な
い
し
接
近
に
飢
え
て
い
か
な
る
関
係
が
あ
れ
ば
人
格
の
同
一
性
と
い
う
見
解
を
生
む

　
　
か
と
い
う
点
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
継
起
な
い
し
接
近
は
議
論
全
体
の
む
し
ろ
前
提
な
の
で
あ
る
。

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
類
似
に
闘
し
て
は
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
言
う
樹
①
O
（
ω
）
一
邸
①
H
（
困
）
〕
。
記
憶
と
は
過
去
の
知
覚
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
お
こ
す
能
力
に

　
　
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
対
象
に
必
然
的
に
類
似
す
る
。
従
っ
て
、
記
憶
が
あ
る
か
ぎ
り
、
知
覚
の
継
起
の
う
ち
に
は

　
　
互
い
に
類
似
し
た
知
覚
が
し
ば
し
ば
出
現
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
互
い
に
類
似
し
た
知
覚
に
沿
っ
て
心
は
な
め
ら
か
に
移
動
す
る
。
こ

　
　
の
意
味
に
予
て
、
記
憶
は
、
人
格
の
同
一
性
を
発
見
す
る
の
み
な
ら
ず
、
知
覚
間
に
類
似
の
関
係
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
性
を
生
む
の
に
も
寄
与
す
る
、
と
諾
わ
れ
る
。
因
果
関
係
に
関
し
て
は
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
言
う
欝
曾
（
卜
。
）
〕
。
す
な
わ
ち
、
人
間

　
　
の
心
と
は
、
正
し
く
は
、
互
い
に
生
み
、
ほ
ろ
ぼ
し
、
影
響
し
、
変
容
し
合
う
、
様
々
な
知
覚
な
い
し
様
々
な
存
在
の
体
系
、
に
他
な
ら

　
　
な
い
と
。
こ
こ
で
、
人
聞
の
心
を
一
つ
の
国
家
に
た
と
え
る
有
名
な
比
喩
が
出
て
く
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
同
じ
一
つ
の
国
家
が
、

175　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
於
け
る
「
外
界
偏
と
「
自
我
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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哲
学
研
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第
五
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白
一
二
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

そ
の
成
員
の
み
な
ら
ず
そ
の
法
律
や
組
織
を
も
変
え
得
る
よ
う
に
、
同
じ
一
人
の
人
が
、
そ
の
同
一
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
そ
の
印
象

と
観
念
の
み
な
ら
ず
そ
の
性
格
や
性
向
を
も
変
え
得
る
、
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
我
を
梅
成
す
る
知
覚
の
継
起
の
存
在
と
そ
の
及
ぶ
範
囲
と
を
ま
ず
我
々
に
知
ら
せ
得
る
の
は
記
憶
の
み
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
は
た
し
か
に
記
億
は
人
格
の
同
一
性
と
い
う
見
解
の
源
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
憶
を
持
た
な
け
れ
ば
、
我
々
は
、

因
果
関
係
と
い
う
考
え
に
も
、
従
っ
て
、
自
我
な
い
し
人
格
を
構
成
す
る
因
果
の
連
鎖
と
い
う
考
え
に
も
到
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
ひ
と
た
び
記
憶
か
ら
こ
の
因
果
関
係
と
い
う
考
え
を
獲
得
し
て
し
ま
え
ば
、
我
々
は
、
自
我
を
構
成
す
る
因
果
の
連
鎖
を
、
従
っ

て
、
人
格
の
同
一
性
を
、
記
億
の
示
す
と
こ
ろ
以
上
に
拡
張
で
き
る
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
す
で
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
時
点
に
ま
で
人

格
の
同
一
性
と
い
う
見
解
を
我
々
が
及
ぼ
し
得
る
の
は
因
果
関
係
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
欝
①
H
（
ω
）
一
b
。
①
b
。
（
H
）
〕
。

　
最
後
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
同
時
に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
知
覚
に
「
単
純
性
」
を
我
々
が
与
え
る
過
程
を
、
異
な
る
疇
に
ま
た
が
る
「
同

一
性
」
の
場
合
と
同
様
な
仕
方
で
説
明
す
る
〔
鉢
。
①
。
。
（
昇
）
〕
。
す
な
わ
ち
、
共
在
す
る
各
部
分
が
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
対
象
は
、

単
純
で
不
可
分
な
対
象
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
想
像
に
作
用
す
る
が
故
に
、
こ
の
想
像
に
及
ぼ
す
作
用
の
類
似
か
ら
我
々
は
そ
の
対
象
に

単
純
性
を
与
え
る
に
到
る
、
と
い
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
、
「
自
我
」
及
び
「
人
格
の
同
一
性
」
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
方
に
つ
い
て
我
々
は
ど
う
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
た
だ
二
、
三
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
上
の
、
第
四
部
・
第
六
節
に
於
け
る
、
「
自

我
」
の
問
題
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
一
見
し
て
気
づ
か
れ
る
の
は
、
心
と
外
的
対
象
と
の
関
係
、
な
か
ん
ず
く
、
「
知
覚
の
因
果

説
」
の
聞
題
、
が
全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
外
的
対
象
と
知
覚
と
の
閲
に
恒
常
的
連
接

が
見
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
於
て
、
外
的
対
象
は
知
覚
の
原
因
で
事
実
あ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
承
認
し
て
お
り
、
更
に
、
「
外
界
」
の
堤
題
を

論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
感
覚
の
印
象
の
外
的
対
象
へ
の
因
果
的
依
存
性
、
特
に
、
身
体
へ
の
依
存
性
、
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
身
体
へ
の
依

存
性
か
ら
感
覚
の
印
象
の
心
へ
の
依
存
性
と
い
う
見
解
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
定



　
　
義
に
よ
れ
ば
、
心
は
様
々
な
知
覚
の
平
な
い
し
集
合
で
あ
る
が
、
知
覚
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
的
な
見
解
に
従
え
ば
〔
o
声
。
ご
o
o
犀
メ

　
　
勺
偉
。
詳
押
G
o
①
露
ω
．
H
山
ご
、
す
べ
て
の
知
覚
は
、
感
覚
の
印
象
と
、
内
省
の
印
象
と
、
観
念
と
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
内
省
の
印
象
と
観
念

　
　
と
は
因
果
的
に
は
感
覚
の
印
象
に
帰
着
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
感
覚
の
印
象
が
身
体
に
依
存
す
る
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
於

　
　
て
、
心
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
知
覚
は
因
果
的
に
は
身
体
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ

　
　
ば
、
心
な
い
し
知
覚
の
束
の
存
在
を
さ
さ
え
て
い
る
も
の
は
身
体
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
心
の
存
在
を
身
体
に
依
存
さ
せ
る
こ

　
　
と
は
、
心
は
身
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
や
や
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
常
識
的
な
見
解
に
近
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
心
を
構
成

　
　
す
る
知
覚
の
い
わ
ば
背
景
に
常
に
身
体
の
存
在
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
論
じ
た
意
味
で
の

　
　
「
人
格
の
同
一
性
」
の
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
解
髪
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
心
が
た
と
え
様
々
な
知
覚

　
　
の
束
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
知
覚
の
束
そ
の
も
の
を
も
っ
て
同
一
の
心
と
み
な
し
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
な
い
し
知
覚
の
束

　
　
の
存
在
に
は
常
に
身
体
の
存
在
が
先
立
ち
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
身
体
の
存
在
こ
そ
蝋
次
的
で
あ
っ
て
、
心
な
い
し
知
覚
の
束
の
存
在
は

　
　
単
に
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
さ
て
、
心
な
い
し
知
覚
の
東
の
存
在
に
先
立
っ
て
常
に
身
体
が
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
身
体
が
一
生

　
　
を
通
じ
て
連
続
的
に
存
在
す
る
と
み
な
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
時
に
、
こ
れ
と
平
行
し
て
心
も
一
生
を
通
じ
て
連
続
的
に
存
在
す
る

　
　
と
み
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
書
う
意
味
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
を
溝
成
す
る
様
々
な
知
覚
は
次
々
と
継
起
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
が
、
知
覚
の
そ
の
継
起
の
全
体
が
蝸
つ
の
心
で
あ
り
、
か
つ
、
個
々
の
知
覚
は
そ
の
一
つ
の
心
を
構
成
す
る
単
な
る
成
員
に
す
ぎ
な
い
、

　
　
と
み
な
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
次
の
二
つ
の
要
点
が
あ
る
。
ω
「
人
格
の
同
一
性
」
な
い
し
心
の
同

　
　
一
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
知
覚
製
織
問
の
因
果
関
係
（
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
側
面
の
み
を
強
調
す
る
が
）
の
み
な
ら
ず
、
知
覚

　
　
と
身
体
と
の
間
の
因
果
関
係
を
も
考
慮
に
入
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
知
覚
と
身
体
と
の
間
の
因
果
関
係
を
基
礎
に
置
い
て
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
同
一
性
の
問
題
を
考
え
る
。
②
相
互
に
異
な
る
多
数
の
知
覚
を
通
じ
て
心
の
同
一
性
が
発
見
さ
れ
る
（
ヒ
ュ
…
ム
は
そ
う
考
え
る
が
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
に
異
な
る
多
数
の
知
覚
が
そ
の
ま
ま
（
全
体
と
し
て
）
一
つ
の
心
を
つ
く
る
と
考
え
る
。

鵬　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
於
け
る
「
外
界
」
と
「
自
我
」
の
闇
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



520

　
　
　
　
折
糊
学
研
究
　
餓
叩
五
頁
　
二
十
六
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
～
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
上
で
私
が
述
べ
た
こ
と
は
、
「
人
格
の
同
一
性
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
単
に
一
つ
の
観
点
か
ら
定
義
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
い
は
、
身
体
が
心
の
存
在
を
さ
さ
え
て
い
る
、
な
い
し
、
身
体
の
中
に
心
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
心
の
同
一
性
と
い

う
こ
と
が
持
ち
得
る
扁
つ
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
、
身
体
の
存
在
と
そ
の
同
一
性
、
更
に
、
身
体
と
知

覚
と
の
間
の
因
果
関
係
、
等
に
毒
し
て
問
題
が
残
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
ラ
ヅ
セ
ル
（
し
d
興
鍵
鋤
鵠
伽
力
蕊
。
・
⑦
嵩
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
、
様
々
な
出
来
事
（
①
〈
の
馨
の
）
を
つ
な
ぐ
因
果
の
線
（
o
譲
。
。
巴
瞬
ぎ
Φ
ω
）
と
い
う
考
え
方
が
お
そ
ら
く
有
効
で
あ
る
と
思
う
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
私
に
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
心
の
同
一
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
身
体
と
の
関
係
を
重

視
す
る
上
述
の
考
え
方
は
、
心
の
存
在
に
身
体
の
存
在
を
優
先
さ
せ
て
い
る
が
故
に
、
唯
物
論
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
書
い
得
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
う
一
歩
進
め
る
な
ら
ば
、
心
の
能
力
と
普
通
さ
れ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
を
身
体
に
所
属
さ
せ
る
考
え
方

が
成
り
立
つ
。
ま
た
、
知
覚
に
関
し
て
も
、
感
覚
の
印
象
を
経
由
し
て
間
接
的
に
身
体
と
結
び
つ
く
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
直
接
的
に

身
体
に
依
存
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
身
体
と
諸
知
覚
と
の
間
の
因
果
関
係
が
ま
ず
基

本
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
諸
知
覚
枳
互
間
の
因
渠
関
係
は
副
次
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
こ
で
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
哲
学
自
体
が
実
際
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
…
ム
に
は
た
し
か
に
喉
物
論
的
に
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

さ
れ
得
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
外
的
対
象
は
知
覚
の
原
因
で
事
実
あ
る
、
と
言
う
時
〔
b
。
直
①

（
ω
）
頃
・
〕
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
の
要
点
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
二
つ

の
対
象
の
問
に
恒
常
的
連
接
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
そ
れ
ら
対
象
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
第
二
に
、
例
え
ば
身
体
の
場
合
に
、
外
的
対
象
の
変
化
と
知
覚
の
変
化
と
の
閥
に
恒
常
的
連
接
が
実
際
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
提
出
す
る
時
、
快
通
（
感
覚
の
印
象
）
に
加
え
て
情
念
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
更
に
、
外

的
対
象
に
関
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
原
子
論
的
な
見
解
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
行
え
る
〔
o
や
ト
Q
恥
①
（
c
Q
）
恥
戯
G
。
（
同
）
〕
。

　
ヒ
ュ
…
ム
は
、
『
人
性
論
』
第
一
巻
よ
り
も
お
く
れ
て
出
さ
れ
た
「
付
録
篇
（
》
℃
℃
Φ
⇔
伽
卿
×
）
に
点
て
、
第
四
部
・
第
六
節
で
述
べ
ら
れ
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た
「
人
格
の
周
一
性
」
に
関
す
る
議
論
に
翼
し
て
み
ず
か
ら
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
〔
①
。
。
c
。
（
卜
。
）
δ
h
鱒
。
。
b
。
（
H
）
〕
。
つ
づ
い
て
、
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

関
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
分
の
説
に
不
満
を
感
じ
た
の
は
、
「
人
格
の
同
一
性
」
と
い
う
見
解
を
説
明
す
る
た
め
に

「
観
念
連
合
」
の
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
と
い
う
点
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
更
に
、
こ
の
困
難
は
、
働
き
の

ヘ
　
　
　
へ

主
体
と
し
て
の
自
我
な
い
し
心
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
生
じ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〔
o
轡
＄
α
（
晶
Y
①
も
。
α
（
鱒
）
〕
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明

に
よ
れ
ば
、
互
い
に
関
係
し
合
っ
た
諸
知
覚
の
継
起
に
、
「
観
念
連
合
」
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
同
酷
性
を
（
誤
っ
て
）
与
え
る
も
の

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
想
像
な
い
し
心
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
現
れ
る
想
像
な
い
し
心
と
は
、
ヒ
ュ
…
ム
の
定
義
に
従
え
ば
、
互
い
に
関
係
し
合

っ
た
諸
知
覚
の
継
起
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
か
つ
、
こ
の
諸
知
覚
の
継
趨
と
は
、
「
観
念
連
合
」
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
同
一

性
が
与
え
ら
る
べ
き
当
の
対
象
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
心
を
も
っ
て
諸
知
覚
の
継
起
と
す
る
か
ぎ
り
に
於
て
、
「
人

格
の
丁
田
寒
し
に
関
し
て
、
「
観
念
連
合
」
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な

事
態
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
観
念
連
合
」
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
「
人
格
の
同
｝
性
」
（
心
の
同
屈
性
）
を
説
明

す
る
た
め
に
は
、
愛
唱
性
が
与
え
ら
る
べ
き
対
象
た
る
知
覚
の
継
起
と
、
そ
れ
に
同
一
性
を
与
え
る
べ
き
何
物
か
た
る
心
と
、
こ
の
二
つ

を
区
憂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
区
別
が
な
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
「
観
念
連
合
」
の
原
理
を
い
れ
る
べ
き
余
地

は
少
し
も
な
く
、
か
つ
、
ひ
と
た
び
こ
の
区
劉
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
舶
性
を
与
え
る
側
に
現
れ
る
心
の
同
一
性
を
「
観
念
連
合
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

原
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
付
録
」
に
於
て
追
分
の
説
に
不
満
を
も
ら
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
は
他
で
も
な
く
、
知
覚
の
継
起
に
関
し
て
「
観
念
連
合
」
を
起
す
心
の
同
一
性
を
説
明
す
る
原
理
が
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
上
で
述
べ
た
、
そ
の
対
象
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
観
念
連
合
」
を
起
す
心
と
の
区
別
、
と
い
う
二
元
性
の
問
題
は
、
「
人
格
の
同
一
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
場
合
に
の
み
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
実
を
言
え
ば
、
ヒ
ュ
…
ム
の
哲
学
全
般
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
心
理
学
全
体
に
た
え
ず
つ
き
ま

と
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
更
に
、
こ
の
、
心
理
学
と
の
関
連
に
於
て
生
じ
て
く
る
、
心
と
そ
の
対
象
と
の
区
鋼
と

　
　
　
　
ヒ
嵩
身
ム
龍
於
け
る
「
外
界
」
と
「
窃
我
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
↓
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
う
二
元
性
の
問
題
は
、
よ
り
大
き
な
問
題
た
る
、
一
般
に
認
識
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ

ヘ
　
　
　
へ

れ
る
も
の
と
い
う
二
元
的
な
関
係
の
問
題
、
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
認
識
す
る
も
の
と
認
識

さ
れ
る
も
の
と
い
う
二
元
性
の
問
題
に
関
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
人
格
の
同
一
性
」
の
問
題
と
の
関
連
に
於
け
る
、
「
記
億
」
に
対
す
る
ヒ

ュ
ー
ム
の
扱
い
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
人
格
の
同
一
性
」
の
闇
題
に
関
し
て
、
記
億
の
役
劉
を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
記

憶
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る
意
識
の
統
㎝
性
が
直
接
達
成
さ
れ
る
と
い
う
風
に
は
考
え
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
於
け
る
記
億
の
役
割
は
、

過
去
の
諸
知
覚
が
互
い
の
間
に
持
つ
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
知
覚
の
間
に
類
似
と
い
う
関
係
を
生
む
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
よ

り
、
想
像
が
（
「
観
念
連
合
」
の
原
理
に
従
っ
て
）
働
く
た
め
の
い
わ
ば
土
台
を
つ
く
る
こ
と
の
み
で
あ
る
〔
。
h
．
鱒
①
O
（
ω
Y
鵠
蔵
回
ソ
N
鎗

（。。

x
鱒
紹
（
H
）
〕
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
記
億
が
、
過
去
の
諸
知
覚
相
互
間
の
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
知
覚
の
間
に
類
似
と
い
う

関
係
を
生
む
こ
と
と
を
同
時
に
果
た
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
聞
題
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
記
憶
が
過
去
の

二
つ
の
知
覚
の
間
の
関
係
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
知
覚
は
共
に
記
憶
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
方
、

記
憶
が
、
過
去
の
知
覚
と
似
た
知
覚
、
つ
ま
り
記
憶
観
念
、
を
生
む
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
記
憶
観
念
自
体
は
記
憶
の
対
象
た
り

得
な
い
（
こ
の
堂
舎
、
記
憶
が
そ
の
対
象
と
し
て
持
つ
の
は
、
記
憶
観
念
が
そ
れ
と
似
て
い
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
過
去
の
知
覚
の
み
で

あ
る
）
、
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
蓑
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
諸
知
覚
が
互
い
の
間
に
持
つ

関
係
を
発
議
す
る
役
割
を
果
た
す
記
憶
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
心
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
知
覚
の
継
起
の
中
に
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

場
所
を
持
た
ず
、
そ
の
継
起
全
体
を
な
が
め
得
る
よ
う
な
位
竃
、
い
わ
ば
そ
の
継
起
の
外
、
に
そ
の
場
所
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
記
憶
が
こ
の
よ
う
な
二
元
性
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
や
は

り
、
認
識
す
る
（
記
憶
す
る
）
も
の
と
認
識
さ
れ
る
（
記
憶
さ
れ
る
）
も
の
と
い
う
二
元
的
な
関
係
の
問
題
が
現
れ
て
き
て
い
る
と
雷
わ

ね
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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も

　
し
か
し
、
何
物
か
を
記
憶
す
る
、
あ
る
い
は
、
何
物
か
に
つ
い
て
の
記
憶
を
持
つ
、
更
に
扁
般
的
に
は
、
何
物
か
を
認
識
す
る
、
あ
る
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ヘ
　
　
　
へ

い
は
、
何
物
か
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
つ
、
と
言
わ
れ
る
場
合
に
そ
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
働
き
の
主
体
と
し
て
の
自
我
な
い

し
心
と
は
実
の
と
こ
ろ
何
な
の
で
あ
る
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
闘
題
点
を
櫓
写
す
る
こ
と
は
あ
る
い
は
容
易
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
問
題
点
に
対
し
て
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
ま
た
別
で
あ
っ
て
、
上
の
問
に
対
す
る
明
確
な
答
は
も
と
よ
り
私

に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
入
髪
の
聖
心
性
と
い
う
見
解
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
ヒ
訊
ー
ム
の
説
開
の
仕
方
は
、
先
に
述
べ
た
「
種
屋
性
」
か
ら
外
的
対
象
の
連
続
的
な
存
在
と
い
う
見
解
を
説

　
　
明
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
仕
方
と
対
応
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
．
o
畳
器
＝
貯
①
ω
、
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
を
参
照
さ
れ
た
い
”
口
d
o
3
鑓
鼠
図
器
ω
①
鍔
亀
嚇
§
軸
§
脳
き
ミ
ミ
鳴
翫
晦
ミ
㌧
冴
⑦
亀
鳩
亀
黛
博
ミ
ト
“
§
讐
り

　
　
　
（
い
。
口
飢
。
ジ
一
逡
G
Q
ソ
℃
貧
け
＜
H
雫

　
（
3
）
　
菊
．
国
〉
鼠
①
笏
舅
は
、
次
醤
に
於
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
を
一
貫
し
て
唯
物
諭
的
に
解
釈
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
軸
男
。
ぴ
Φ
簿
浮
民
屋
》
鼠
ゆ
暁
。
轟
き
馬
§
鳴
．
⇔

　
　
ミ
蔑
箕
、
、
鷺
禽
黛
象
（
ワ
酬
①
σ
楢
㊤
し
摩
π
餌
”
　
H
ゆ
①
0
）

　
（
4
）
　
と
ユ
ー
ム
の
議
論
に
対
す
る
以
下
の
解
駅
に
関
し
て
は
、
O
h
験
。
ぎ
憎
、
塁
m
ヨ
。
話
”
蔑
袋
§
偽
、
恥
、
ミ
§
勘
ミ
窮
（
器
く
亀
＆
ご
瓢
⑦
ミ
く
。
円
ぎ
6
α
Q
。
ソ
O
審
P
一
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

（
筆
考
　
高
野
山
大
学
〔
西
洋
哲
学
〕
講
師
）
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THE　OUTLINES　OF　TNE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of　sztch　an　article　as　apPears　in　more　than　one　nuntber　of　this

magaxine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article

On　the　Actual

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Mitsuo　Moriguchi

　　The　world　we　live　in　to－day’is　a　mttcous　or　viscous　actuality，　ln　the

sense　that　we　can　neither　destroy　nor　innovate・even　through　our　life－

giving　effort．　So　the　problem　：　what　at　all　the　aetual　is，　arises．　Th｛s

essay　intenδs　to　search　ou賛he磁ea漁g　of’actua1’under　teach三ngs　of

Jose　Ortega　Y　Gasset．　His　suggestion　that　on｝y　a　firm　faith　offers　us

some　or　other　actua1ity　as　the　solid　eaith　upon　which　we　ever　think　and

act，　leads　us　to　think　out，　how　we　should　to－day　lead　our　life’with　so

little　faith．

Hllme’s　Theories　of　the　External　Werld　and　ef　the　Self

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のSusumu　Ta簸aka

　　The　author　contends　that　a　realistic　interpretation　of　Hume’s　theory

of　pereeption　wil｝　lead　us　to　a　so1ution　not　only　of　the　problem　of　the

external　world，　but　aiso　of　that　of　personal　identity　in　his　phi1osophy，’

The　key　for　the　interpretation　sugges£ed　iies　in　his　actuai　aeceptance　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i



　the　’causa！　theory　of　percePtlon．

　　Hu艶e　says　th段t　all　our　sense－perceptio獄s　exis士。ロ1y　i菰毛｝ユe孤ind，　a亘d

their　existence　depends　entirely　upon　it．　By　this　he　means　that　their

existence　depends　causally　upon　our　own　boay．　lf　therefore　this　is　true，

there　must　at　least　be　our　own　body．　Although　Hume　says　that　our

knowledge　of．the　external　world・cannot　be　extended　beyond　the　reaeh

of　our　sense－perceptions，　his　basic　view　of　sense－perceptions　presupposes

the　existence　of　our　own　body．　The　truth　is　that　the　adequate　explana－

tion　of　eur　sense－perceptiens　requires　the　real　existence　not　only　of

our　own　body，　but　also　of　the　whole　of　the　external　world．

　　Such　a　realistic・　lnterpretation　of　Hume’s　theory　of　perception　as　the

author　propounds，　will　also　throw　light　on　the　problem　of　personal　iden’

tity．　As　above　explained，　ali　our　sense－perceptions　depend　causally

ttpon　our　ewn　body．　And　according　to　Hume，　all　the　rest　of　our　per－

ceptions　depend　causally　upon　our　sense－perceptions．．　lt　therefore　follows

that　all　our　perceptions　at　bottom　depend　causally　upon　our　own　body．

In　view　of　this，　the　author　claims　that　so　far　as　our　own　body　exists，

the　nvゐole　Qf施ose　d遜erent　percep土三〇窺s　wh圭ch，　as　H：羅me　says，　co総s蹴ute

our　mind，　can　be　regarded　as　one　mind．　Hume　treats　the　problem　of

personal　identity　based　on　those　relations　which　our　perceptions　bear

to　each　other．　The　author，　however，　proposes　to　deal　with　our　perceptions

en　the　basis　of　their　causal　dependence　upon　our　own　body．

　・The　author　further　discttsses　the　problem　of　the　＄elf．　ln　the　Appeneix

to　his　Treatise，　Hume　reconsiders　his　own　doctrine　ef　personai　identity，

and　finds　it　unsatisfactory．　He　sees　that　his　rejection　of　the　self　as　a

substance　results　in　the　contradiction　with　his　psychoiogical　explanation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



of　personal　identity．　The　clue　to　get　out　of　this　labyrinth　seems　to　be

in　the　c1arification　of　the　relatlon　between　the　knower　and　the　known

in　cognitive　activity．　To　treat　this　polnt　suthciently，　it　would　be　neces－

sary　to　consider　the　probiem　of　the　intentionality　of　consciousness．

Ka藪ts　Tぬe鍵ie　de罫Pfiichもen

von　Shigeo　Nagaoka

　　In　der　‘Grundlegung　zur　Metaphysik　der　Sitten’　gibt　Kant　vier　For－

meln　des　kategorlschen　lmperativs，　der　der　einzige　und　h6ehste　Gruncl

vo鷺alle聡morai量sche簸Pfiichten　is亡．　Kant嚇e圭聡t，　da8“d三e　eine　der　For－

me董双die　a蔽（量ere豆vo鷺selbst　圭n　sich　vere圭箪三gt　，　ntim薮ch　（量aB　d三e　ei豊e

磁髭den　a礁deren　gle呈。紬edeute丑d　is重，　obwohl　er三磁田er　sag℃，　daβ　die

dritte　Formel　von　der　Autonomie　des　WiHens　und　die　vierte　von　einem

Relcke　der　Zwecke　die　volistgndlge　Bestimmung　sind．　ln　diesem　Aufsatz

versuche　ich　diese　Formeln　zu　vergleichen　und　zu　zeigen，　daB　die　erste

礁dzwe呈重e　Fom｝el　die　moral三schen　Pfiichten　n量ch毛genug　begτ甑den

k6nnen　und　daB　seine　mora！ische　Philosophie　erst　von　der　ldee　der

Auto員omie　des　Willen曲er　genau　verst鋤den　werden　ka聡n．

　　Bei　Pfiichten　gegen　sich　selbst　spielt　die　erste　Fortriel　des　allgemeinen

Naturgesetzes　nur　die　Rolle　des　moralischen　Mikroscops　（C，　D．　Broad），

d．h、　s主e　lasst　uns　den　Widerspτuch　im　Denken　oder玉狙Wolle加ur　klarer

sehen．　Denn　der　W1derspruch　kommt　nicht　aus　der　Anwendung　der

Formel，　sondern　er　liegt　in　der　Maxime　selbst．　Bei　der　zweiten　Forrnel

der　Menschheit　als　Zweck　an　sich　selbst　muB　der　Zweck　“nicht　als　ein

zu　bewirkender，　sondern　seibstandiger　Zweck，　mithin　nur　negativ　gedacht
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