
叡

知

的

性

格

に

お

け

る

心

術

の

唯

一

性

と

根

源

悪

福
田

喜
一
郎

は
じ
め
に

カ
ン
ト
の
主
張
の
な
か
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
一
般
的
に
抱
い
て

い
る
考
え
と
非
常
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
た
し
た
ち

は
人
間
の
性
格
を
判
定
す
る
場
合
に
、
そ
の
人
が
も
っ
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
善
い
面
と
悪
い
面
と
の
両
方
を
指
摘
す
る
。
あ
る
人
に
は
勇

気
が
あ
り
、
思
い
や
り
も
あ
る
が
、
仕
事
に
お
い
て
は
怠
惰
で
あ
り
、

計
画
性
も
な
い
。
ま
た
あ
る
人
は
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
で
あ
る
が
、

約
束
事
を
守
れ
な
い
、
な
ど
と
評
価
す
る
。
善
い
点
と
悪
い
点
の
両

方
を
挙
げ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
性

格
の
根
本
に
あ
る
「
心
術
（G

esinnung

）
」
は
唯
一
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
一
人
の
人
間
が
世
界
に
対
し
て
示
す
精
神
的
態
度
で
あ

る
心
術
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
っ

た
一
つ
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
れ
は
、
人
間
の
行
為
に
お
い
て
も
そ
の
性
格
に
お
い
て
も
「
道

徳
的
中
間
」（R

eligion,
V

I
22

）
と
い
う
あ
り
方
を
否
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
道
徳
的
な
「
無
記
（adiaphora

）
」
を
認
め
な
い

立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
い
心
術
と
悪
い
心
術
が
共
存
し
、
あ

る
人
の
心
の
一
部
は
善
で
あ
る
が
別
の
一
部
は
悪
で
あ
り
、
ま
た
両

者
が
混
合
さ
れ
た
中
間
者
も
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
排
除
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
の
際
カ
ン
ト
は
西
洋
の
「
性
格
論
（C

harakteristik

）
」

の
歴
史
に
お
い
て
、
従
来
考
察
さ
れ
て
き
た
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
性

格
の
あ
り
方
を
「
感
官
様
式
（S

innesart

）
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
、

新
た
に
「
思
惟
様
式
（D

enkungsart

）
」
を
本
来
の
「
性
格
」
と
し
て
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提
示
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
叡
知
的
性
格
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
道
徳
的
中
間
者
」
排
除
と
い
う
立
場
は
、
心
術
を
決
定
し
て
い

る
「
格
率
（M

axim
e

）
」
の
問
題
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン

ト
の
倫
理
学
と
宗
教
論
の
核
心
的
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
格
率

が
い
か
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
と
心
術
の
唯
一

性
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
ろ

う
。本

稿
は
、
カ
ン
ト
の
人
間
学
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
性
格
論
、『
純

粋
理
性
批
判
』
で
取
り
扱
わ
れ
た
「
叡
知
的
性
格
」
の
問
題
、
倫
理

学
お
よ
び
宗
教
論
に
お
け
る
格
率
概
念
と
心
術
概
念
を
と
り
あ
げ
、

さ
ら
に
心
術
が
「
根
源
悪
」
概
念
と
の
関
係
で
い
か
な
る
構
造
を
有

し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一

感
官
様
式
と
思
惟
様
式

西
洋
思
想
に
は
人
間
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
の
伝
統
が
あ
る
。

そ
の
嚆
矢
を
な
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス

（T
heophrastos,

B
C

372/369-288/285

）
の
『
人
さ
ま
ざ
ま
（C

haracteres

）
』

で
あ
り
、
こ
の
書
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
し
た
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル

（L
a

B
ruyère,

1645-1696

）
は
、
み
ず
か
ら
も
『
カ
ラ
ク
テ
ー
ル
（L

es

C
aractères

）
』
と
い
う
著
作
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
性
格
に
つ
い

て
の
考
察
を
「
性
格
学
（C

harakterologie

）
」
と
し
て
確
立
し
よ
う

と
し
た
ク
ラ
ー
ゲ
ス
（L

udw
ig

K
lages,

1872-1956

）
は
、
こ
れ
を
「
人

間
論
（M

enschenkunde

）
」
と
も
呼
び
、
そ
の
系
譜
に
お
い
て
、
カ

ン
ト
を
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
モ
リ
エ
ー
ル
、
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
、

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
ら
の
後
継
者
と
見
な
し
て

い
た
。

(

一)カ
ン
ト
の
性
格
論
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」

と
『
人
間
学
』
の
「
人
間
学
的
性
格
論
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
か

れ
は
人
間
学
講
義
を
一
七
七
三
‐
四
年
冬
学
期
に
開
始
し
、
一
七
九

五
‐
六
年
冬
学
期
ま
で
ト
ー
タ
ル
で
二
四
回
行
っ
た
。
こ
の
講
義
に

基
づ
い
て
一
七
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
の
が
『
人
間
学
』
で
あ
り
、

こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
第
七
巻
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
み
ず
か
ら
の
著
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

講
義
の
手
引
き
と
し
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学

（B
aum

gartens
M

etaphysica

）
』
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
三
部
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第
一
章
「
経
験
的
心
理
学
」
の
み
が
人
間
学
講
義
の
内
容
に
対
応
し

て
い
る
。
ま
た
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
は
二
つ
の
部
「
人
間
学
的
教

訓
論
（D

idaktik

）
」
と
「
人
間
学
的
性
格
論
（C

harakteristik

）
」
と
か

ら
な
り
、
前
者
に
は
総
計
八
八
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
が
割
り
与
え
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
は
そ
れ
が
な
く
、「
個
人
の
性
格
」

「
男
女
の
性
格
」「
国
民
の
性
格
」「
人
種
の
性
格
」「
人
類
の
性
格
」

の
五
つ
の
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
第
一
部
か
ら
第
二
部
へ

の
移
行
の
説
明
は
い
っ
さ
い
な
さ
れ
て
い
な
い
。
内
容
的
に
は
前
者

(

二)

が
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
経
験
的
心
理
学
に
対
応
し
、
後
者
は
そ
れ
と

は
独
立
し
た
内
容
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

単
純
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
流
の
経
験
的
心
理
学
が
人
間
学
へ
と
発
展

さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
異
な
る
思
想
史
的
伝
統
の
な
か
に
位
置

づ
け
ら
れ
う
る
性
格
論
が
、
カ
ン
ト
の
人
間
学
に
お
い
て
取
り
あ
げ

ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
個
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
描
写
を
、「
気

立
て
（N

aturell

）
も
し
く
は
気
前
（N

aturanlage

）
」
、「
気
質
（T

em
pera-

m
ent

）
も
し
く
は
性
分
（S

innesart

）
」
、
「
性
格
（C

harakter

）
も
し
く

は
思
惟
様
式
（D

enkungsart

）
」
の
三
つ
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
重
要
な
差
別
化
は
、
自
然
的
も
し
く

(

三)

は
受
動
的
に
人
間
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
の
か
を
示
す
最
初
の
二
者

「
気
立
て
」
「
気
質
」
と
、
能
動
的
に
人
間
が
い
か
に
み
ず
か
ら
を

形
成
す
る
の
か
を
示
す
「
性
格
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
後

者
を
道
徳
的
性
格
お
よ
び
道
徳
的
資
質
と
見
な
し
（A

nthropologie,

V
II

285

）
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
」
で
は
な
く
「
一

つ
の
性
格
」
と
い
う
あ
り
方
を
と
る
と
い
う
特
徴
を
強
調
し
て
い
る
。

「
気
立
て
」
の
特
徴
は
、「
そ
の
人
は
善
良
な
（gut

）
心
（G

em
üt

）

、

を
も
っ
て
い
る
」（A

nthropologie,
V

II
285

）
と
い
う
表
現
に
よ
く
表

さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
文
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

当
の
人
が
反
抗
的
で
な
く
、
譲
歩
す
る
か
も
し
く
は
言
い
な
り
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
気
立
て
は
人
が
い
か
に
他
人
か
ら
触
発
を

受
け
る
か
と
い
う
主
観
的
な
快
・
不
快
の
感
情
に
関
わ
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（A

nthropologie,
V

II
286

）
。
こ
う
し
た
と
ら
え
方

は
、
日
本
語
の
「
気
立
て
」
に
つ
い
て
の
説
明
「
他
人
に
対
す
る
態

度
な
ど
に
現
れ
る
、
そ
の
人
の
心
の
持
ち
方
。
性
質
。
気
質
」
（
小

学
館
『
大
辞
泉
』
）
と
合
致
す
る
。
な
お
、
ド
ー
ナ
版
人
間
学
講
義
録

で
は
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
善
良
な
気
立
て
は
快
と
不

快
の
感
情
に
属
し
、
こ
れ
に
対
し
て
善
良
な
心
も
ち
は
欲
求
能
力
に

属
す
る
。
善
良
な
気
立
て
の
人
間
は
人
を
恨
む
こ
と
な
く
、
気
持
ち
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を
引
き
ず
ら
ず
、
自
分
に
加
え
ら
れ
た
不
正
を
許
す
」
。

(

四)

こ
れ
に
対
し
て
「
そ
の
人
は
善
良
な
（gut

）
心
（H

erz

）
を
も
っ

、

て
い
る
」（A

nthropologie,
V

II
286

）
と
表
現
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は

「
気
立
て
」
で
は
な
く
「
気
質
」
上
の
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
欲
求

能
力
に
関
わ
り
、
実
践
的
な
善
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
だ
と
見
な
さ

れ
て
い
る
（A

nthropologie,
V

II
286

）
。
た
と
え
ば
「
心
の
や
さ
し
さ

（G
utherzigkeit

）
」
は
そ
の
人
の
「
気
質
」
を
表
し
て
い
る
。

「
気
質
」
は
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
体
液
に
基
づ
い
た
気
質
論

の
伝
統
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ン
ト

は
こ
こ
で
血
液
の
特
質
と
い
う
生
理
学
的
な
考
察
を
踏
ま
え
て
、
心

理
学
的
な
「
多
血
質
」
「
気
鬱
質
」
「
胆
汁
質
」
「
粘
液
質
」
の
四
つ

の
代
表
的
な
気
質
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
は
こ
の
気
質
論
に

関
わ
り
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
も
残
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
一
般
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
「
心
の

や
さ
し
さ
」
が
繰
り
返
し
取
り
あ
げ
ら
れ
、
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
道
徳
性
は
け
っ
し
て
心
の
や
さ
し
さ
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
善
き
性
格
の
な
か
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
そ
し
て
善

き
性
格
を
形
成
す
る
の
は
道
徳
性
で
あ
る
べ
き
だ
」
。
「
心
の
や
さ

し
さ
の
推
奨
は
、
自
愛
を
勢
い
づ
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
単
に
希

望
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
い
が
そ
の
人
に
ま
ざ
ま
ざ
と
価
値
を
与
え
、

ほ
か
の
人
た
ち
を
無
情
だ
と
見
な
す
よ
う
に
す
る
の
に
巧
み
で
あ

る
」（R

eflexion
zur

A
nthropologie

1179,
X

V
521-522

）
。
「
親
切
は
性

格
上
の
も
の
で
は
な
い
」（R

eflexion
zur

A
nthropologie

1158,
X

V

512

）
。
こ
う
し
た
善
良
な
心
も
ち
を
大
い
に
推
奨
す
る
と
「
心
が
性

格
を
身
に
つ
け
る
の
を
妨
げ
る
」（R

eflexion
zur

A
nthropologie

1166,

X
V

516

）
。
ド
ー
ナ
版
で
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
善

良
な
心
と
い
う
の
は
「
好
意
（W

ohlw
ollen

）
」
と
同
じ
で
あ
り
、
そ

れ
は
単
に
「
他
人
が
自
分
に
つ
い
て
不
快
な
気
持
ち
に
な
る
の
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（D

ohna,
293

）
に
す
ぎ
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
気
質
が
生
起
す
る
の
は
「
感
官
様
式
」
に

お
い
て
で
あ
っ
て
、
本
来
の
性
格
の
生
起
す
る
場
で
あ
る
「
思
惟
様

式
」
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
か
え
れ
ば
、
気
立
て
や

心
も
ち
の
善
さ
、
も
し
く
は
わ
た
し
た
ち
が
一
般
的
に
評
価
し
て
い

る
「
思
い
や
り
」
さ
ら
に
「
親
切
さ
（G

utartigkeit

）
」
の
生
起
は
、

性
格
の
価
値
を
決
定
す
る
の
に
い
さ
さ
か
も
寄
与
し
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
善
良
さ
は
人
間
の
意
志
と
も
無
関
係
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
自
由
な
行
為
と
も
無
縁
な
心
の
状
態
な
の
で
あ
る
。



23／叡知的性格における心術の唯一性と根源悪

性
格
論
の
歴
史
に
お
い
て
、
「
感
官
様
式
」
と
し
て
の
人
間
の
さ

ま
ざ
ま
な
心
情
に
対
し
て
、
「
思
惟
様
式
」
こ
そ
を
性
格
の
中
枢
に

位
置
づ
け
た
の
は
、
カ
ン
ト
の
不
朽
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
「
性
格
」

(

五)

に
つ
い
て
は
、
「
気
立
て
」
や
「
気
質
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、

形
容
詞
を
伴
わ
ず
に
端
的
に
「
そ
の
人
は
一
つ
の
性
格
を
有
し
て
い

、
、

る
」（A

nthropologie,
V

II
292

）
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
だ
け

で
す
で
に
そ
の
人
の
称
賛
に
な
っ
て
い
る
の
が
重
要
な
特
徴
で
あ

る
。
「
一
つ
の
性
格
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
「
そ
の
人

が
変
わ
る
こ
と
な
く
自
分
自
身
の
理
性
を
と
お
し
て
自
分
に
定
め
る

一
定
の
実
践
的
原
理
に
、
主
体
が
み
ず
か
ら
を
義
務
づ
け
る
際
の
意

志
の
特
性
」（A

nthropologie,
V

II
292

）
で
あ
り
、
「
確
固
と
し
た
原

則
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
意
欲
一
般
の
形
式
性
」（A

nthropologie,

V
II

292

）
で
あ
る
。
つ
ね
に
主
体
が
わ
れ
と
わ
が
身
に
課
し
た
原
則

に
固
執
し
よ
う
と
す
る
「
思
惟
様
式
」
は
、
そ
の
意
欲
一
般
の
形
式

性
に
お
い
て
こ
そ
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
「
性
格
」
に
よ
っ
て
の
み
、
感
官
様
式
の
な
か
に
生
起

す
る
「
悪
意
」
も
克
服
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
悪
意
と
親

切
心
と
は
同
一
の
人
間
に
お
い
て
同
時
に
存
在
し
う
る
。
と
い
う
の

は
、
あ
る
人
は
あ
る
状
況
で
特
定
の
人
に
親
切
心
を
示
す
が
、
異
な

る
状
況
で
は
そ
の
同
じ
人
に
対
し
て
悪
意
を
抱
く
こ
と
も
十
分
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
官
様
式
に
お
い
て
生
起
す
る
心
情
は
、
あ

る
と
き
は
善
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
日
常
的
に
「
あ
の
人
に
は
悪
い
面
と
善
い

面
が
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
感
官
様
式
に
お
い

て
生
起
す
る
心
情
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
性
格
」
に
属
す

る
心
の
あ
り
方
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
人
間
は
悪
に
は
自
分
の
内

面
に
お
い
て
け
っ
し
て
同
意
し
な
い
。
だ
か
ら
本
来
、
原
則
に
基
づ

、
、

い
た
悪
意
は
な
く
、
あ
る
の
は
原
則
の
放
棄
に
基
づ
い
た
悪
意
だ
け

で
あ
る
」（A

nthropologie,
V

II
293-4

）
と
も
主
張
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
悪
意
は
、
原
則
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
「
性
格
」
に
属
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

二

格
率

『
人
間
学
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
性
格
」
概
念
は
、『
純

粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
初
め
て
批
判
哲
学
の
内
部
で
理
論
的
に
考

察
さ
れ
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
然
必
然
性
の
普
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遍
的
法
則
と
の
関
係
に
お
け
る
自
由
に
よ
る
因
果
性
の
可
能
性
が
問

わ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
人
間
の
意
志
に
は
経
験
的
性
格

と
並
ん
で
叡
知
的
性
格
が
あ
る
と
主
張
し
た
と
き
、
人
間
学
講
義
を

念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（cf.

K
rV

,
A

550=
B

578

）
。
人
間

学
は
本
来
人
間
を
現
象
と
し
て
の
み
観
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
批
判

に
お
い
て
初
め
て
そ
の
叡
知
的
性
格
の
可
能
性
が
理
論
的
に
究
明
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
現
象
に
お
い
て
確
認
で
き
る
さ
ま

ざ
ま
な
経
験
的
条
件
に
規
定
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方

で
、
人
間
は
い
か
な
る
過
去
の
経
験
的
条
件
か
ら
も
独
立
し
て
自
分

の
意
志
を
規
定
し
、
こ
れ
が
現
象
の
叡
智
的
な
原
因
と
な
り
う
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
に
規
定
さ
れ
ず
に
、
ま
っ
た
く
自
由

に
行
為
を
生
み
出
し
、
自
ら
を
形
成
し
て
ゆ
く
能
力
が
可
能
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
意
志
の
性
格
が
も
つ
経
験
性
と
叡
知
性
と
を
区
別
し

た
と
き
、
同
時
に
前
者
が
感
官
様
式
と
し
て
の
性
格
で
あ
り
、
後
者

が
思
惟
様
式
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
こ
と
を
、
人
間
学
に
お
け
る
説

明
様
式
と
同
じ
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
（cf.

K
rV

,

A
551=

B
579

）
。
こ
こ
で
思
惟
様
式
と
し
て
の
叡
知
的
性
格
は
、
自
由

に
よ
る
因
果
性
と
し
て
見
直
さ
れ
、
経
験
的
性
格
は
時
間
的
条
件
に

基
づ
い
て
生
起
す
る
現
象
の
系
列
と
見
な
さ
れ
る
。
叡
知
的
性
格
は

時
間
的
に
生
起
す
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
現
象
に
対
し
て
原
因
と

な
る
能
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
人
の
気
立
て
や
気
質
と
は
ま
っ
た

く
独
立
に
現
象
に
お
い
て
結
果
を
引
き
起
こ
す
能
力
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
由
に
基
づ
く
因
果
性
の
可
能
性
が
理
論
的
に
承
認

さ
れ
る
な
ら
ば
、
実
践
哲
学
が
探
求
す
べ
き
問
題
は
、
こ
の
自
由
の

因
果
性
に
お
け
る
法
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
則
と
理
性
の

能
力
と
の
関
係
は
、
『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
式
化

さ
れ
た
。「
自
然
の
事
物
は
す
べ
て
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
。

理
性
的
存
在
者
だ
け
が
、
法
則
の
表
象
に
し
た
が
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

、
、
、
、
、
、
、
、

原
理
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能
力
、
言
い
か
え
れ
ば
、
意
志
を
有

、
、

し
て
い
る
。
行
為
を
法
則
か
ら
導
き
だ
す
た
め
に
は
理
性
が
必
要
と

、
、

な
る
の
だ
か
ら
、
意
志
は
実
践
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（G

M
S,

IV

412

）
。

人
間
は
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
法
則
そ
の
ま
ま
に
行
為
す
る

の
で
は
な
く
、
法
則
の
表
象
を
と
お
し
て
現
象
界
に
行
為
を
生
み
出

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
の
で
あ
る
。
法
則
を
表
象
す
る
の
は
個
別
の
主
体
で
あ
り
、
そ
の

か
ぎ
り
で
表
象
さ
れ
た
法
則
は
主
観
性
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
カ
ン

ト
は
そ
の
主
観
的
な
原
理
を
「
格
率
」
と
名
付
け
て
、
客
観
的
な
道
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徳
法
則
と
は
区
別
し
、
法
則
と
の
違
い
に
人
間
の
有
限
性
を
認
め
て

い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
有
限
的
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
は

個
人
の
主
観
的
原
則
で
あ
る
格
率
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
客
観
的
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
を
つ
ね
に
抱
え
込
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
動
機
、
関
心
、
格
率
の
三
つ
の
概
念
は
、
有
限
的
存

在
者
に
の
み
適
用
さ
れ
う
る
、
と
主
張
し
て
い
る
（K

pV
,

V
79

）
。

こ
の
三
者
に
つ
い
て
は
、
動
機
の
概
念
か
ら
関
心
の
概
念
が
生
じ
、

さ
ら
に
格
率
は
こ
の
関
心
の
概
念
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
（K

pV
,

V
79

）
。
人
間
の
意
志
は
そ
の
本
性
上
、
必
然
的
に
客
観
的
法
則
に

し
た
が
う
も
の
で
は
な
い
が
、
人
間
の
意
志
を
規
定
す
る
根
拠
と
な

る
も
の
が
主
体
に
お
い
て
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た

主
観
的
根
拠
が
「
動
機
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
動
機
が
理
性
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
た
場
合
に
「
関
心
」
と
称
さ
れ
る
。
人
間
は
こ
の
関

心
に
即
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
格
率
」
を
自
ら
に
採
用
す
る
の
で
あ

る
。
も
し
関
心
が
純
粋
に
道
徳
的
関
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち

意
志
を
規
定
す
る
根
拠
が
純
粋
に
道
徳
法
則
で
あ
る
な
ら
ば
、
格
率

は
道
徳
法
則
の
精
神
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

、
、

こ
う
し
た
諸
概
念
の
規
定
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
決
定
的
な
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
に
は
、
な
に
か
に
よ
っ
て
活
動
へ

と
駆
り
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
必
要
性

（B
edürfnis

）
」
が
、
本
性
的
に
「
制
限
」
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
人
間
の
行
動
に
道
徳
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

け
っ
し
て
神
の
存
在
や
強
制
法
に
よ
っ
て
客
観
的
法
則
に
し
た
が
う

の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
そ
の
も
の
が
純
粋
な
動
機
と
な
る
以
外
に

は
あ
り
え
ず
、
し
か
も
そ
の
可
能
性
は
人
間
の
本
性
的
「
制
限
」
の

ゆ
え
に
意
志
の
概
念
か
ら
分
析
的
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

、
、
、
、

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
制
限
」
は
、
人
間
の
意
志
が
自
ら
の
外
部

に
あ
る
も
の
に
駆
り
立
て
ら
れ
そ
れ
に
関
心
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
意
欲
の
対
象
を
も
つ
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
カ

ン
ト
は
、
法
則
そ
の
も
の
が
単
独
で
「
拘
束
力
（V

erbindlichkeit,

obligatio

）
」
を
も
つ
と
い
う
自
律
思
想
を
、
西
洋
倫
理
思
想
に
お
い

て
初
め
て
提
示
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
格
率
概
念
を

定
立
し
て
、
人
間
存
在
の
有
限
性
と
法
則
の
純
粋
性
と
を
媒
介
す
る

倫
理
学
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
格
率
概
念
が
主
体
の
主
観
性
と

道
徳
法
則
の
客
観
性
と
を
媒
介
し
て
い
る
と
も
称
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
格
率
は
行
為
主
体
が
み
ず
か
ら
の
経
験
の
な
か
で
採
用
し
（
も

し
く
は
形
成
し
）
、
し
か
も
同
時
に
道
徳
法
則
と
し
て
も
妥
当
し
う
る
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こ
と
を
欲
す
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
媒
介
性
を
有
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
行
為
の
主
観
的
原
則
で
あ
る
格
率
は
、
け
っ
し
て

「
毎
日
、
午
前
六
時
に
起
き
て
早
朝
散
歩
を
す
る
」
と
か
「
寝
る
前

に
は
必
ず
歯
を
磨
く
」
と
い
う
よ
う
な
日
常
的
決
め
ご
と
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
判
定
の
対
象
と
な
り
う
る
よ
う

な
命
題
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』

に
お
い
て
最
初
に
吟
味
し
た
格
率
の
例
は
、
「
自
分
の
財
産
を
あ
ら

ゆ
る
確
実
な
手
段
を
と
お
し
て
増
や
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
が
普
遍
的
立
法
と
し
て
妥
当
し
う
る
か
否
か
が
考
察
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
わ
た
し
の
所
有
欲
は
普
遍
的
な
法
則
に
ふ
さ
わ
し
い
意
志
の

規
定
根
拠
と
な
り
う
る
か
否
か
、
と
い
う
吟
味
だ
と
称
し
て
も
よ
い
。

い
ま
こ
こ
に
「
寄
託
物
（D

epositum

）
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ

の
本
来
の
所
有
者
は
死
亡
し
、
し
か
も
そ
の
人
は
な
ん
ら
そ
れ
に
関

す
る
証
書
を
残
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
に
対
し
て
「
自
分
の
財
産

を
あ
ら
ゆ
る
確
実
な
手
段
で
増
や
す
」
と
い
う
格
率
を
適
用
す
る
な

ら
ば
、
「
預
け
た
こ
と
を
誰
も
証
明
で
き
な
い
寄
託
物
は
、
誰
で
も

否
認
し
て
よ
い
」
と
い
う
法
則
が
成
り
立
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

こ
の
法
則
は
寄
託
物
の
概
念
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
自
分
で
設
定
し
た
格
率
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま

う
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
普
遍
的
法
則
と
は
な
り
え
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
う
し
た
普
遍
的
立
法
の
可
能
性
を
問
う
作
業
を

と
お
し
て
、
み
ず
か
ら
採
用
し
た
格
率
の
是
非
を
判
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
普
遍
的
立
法
の
可
能
性
を
と

お
し
て
自
分
の
格
率
を
改
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
た

し
た
ち
は
自
分
に
し
か
妥
当
し
な
い
格
率
を
廃
棄
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
自
身
の
人
生
に
お
い
て
、
い
ま

こ
こ
で
だ
け
例
外
を
認
め
る
よ
う
な
格
率
も
採
用
を
と
ど
め
る
の
で

あ
る
。
格
率
の
普
遍
性
は
そ
の
よ
う
に
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
誰
も
が
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
思
考
実
験
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
「
自
分
の
財
産

を
あ
ら
ゆ
る
確
実
な
手
段
で
殖
や
す
」
と
い
う
格
率
で
人
生
を
歩
む

こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
あ
る
と
き
そ
こ
か
ら
起
因
す
る
普
遍
性
の
限

界
に
気
づ
き
、
個
々
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
人
生
全
体

の
な
か
で
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
も
思
い
を
馳
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
い
ま
こ
こ

で
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
格
率
が
、
い
ま
こ
こ
で
の
み
妥
当
す
る
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特
殊
な
も
の
か
否
か
は
、
誰
で
も
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
人
生
が
困
窮
の
連
続
で
生
き
る
に
値
し
な
い
と
洞
察

し
て
も
み
ず
か
ら
の
命
を
絶
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
自
分
の
能
力

を
展
開
す
る
こ
と
に
お
い
て
怠
惰
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
他

人
に
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
困
っ
て
い
る
他
者
に
無
関
心

で
い
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
人
を
助
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、

普
遍
化
可
能
な
格
率
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
道
徳
法
則
と
し

て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
共
同
体
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
そ
の
一
員

に
な
る
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
念
と
し

て
の
国
で
は
、
道
徳
法
則
が
自
然
界
に
お
け
る
自
然
法
則
の
ご
と
く

支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ビ
ト
ナ
ー
は
、
「
月
曜
日
の
夕
方
は
テ
レ
ビ
で
す
ぐ
れ
た
犯
罪
映

画
が
あ
る
の
で
家
に
い
る
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
単

な
る
「
意
図
的
決
め
ご
と
（V

orsatz

）
」
は
、
な
に
か
ほ
か
に
特
定

の
で
き
ご
と
が
あ
れ
ば
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
格
率
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
人
生

(

六)

に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
格
率
を
変
え
る
よ
う
な
で
き
ご
と
が
起
き
、

そ
の
と
き
獲
得
し
た
洞
察
は
、
自
分
の
人
生
全
体
の
あ
り
方
と
方
向

性
さ
え
を
も
決
定
す
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
意
図
的
決
め
ご
と
の
変

更
に
は
そ
う
し
た
意
味
は
な
い
。
一
人
の
人
間
が
採
用
し
よ
う
と
す

る
格
率
は
、
そ
の
人
が
い
か
な
る
人
間
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
自
分
は
い
か
な
る
人
生
を
歩
ん
で
き
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
、

人
生
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
み
ず
か
ら
の
生
命

、
、
、
、
、

を
絶
と
う
と
す
る
者
は
、
特
定
の
人
生
の
辛
酸
な
経
験
が
引
き
金
と

な
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
行
為
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

の
人
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
自
己
規
定
に
基
づ
い
て
実

行
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
も
っ
と
も
カ
ン
ト
は
自
殺
を
許
容
す
る
格

率
は
普
遍
的
な
法
則
に
は
な
り
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
あ
る
苦

し
み
の
感
情
は
そ
れ
を
克
服
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
は
ず
な
の

に
、
そ
の
同
じ
感
情
に
よ
っ
て
命
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、

自
己
矛
盾
に
陥
る
と
い
う
の
で
あ
る
（G

M
S

,
IV

422

）
。
こ
の
矛
盾

を
自
覚
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
自
分
の
人
生
そ
の
も

の
を
す
べ
て
無
価
値
だ
と
判
定
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ビ
ト
ナ
ー
は
、
カ
ン
ト
的
な
格
率
概
念
は
、
一
人
の
人
間
が
自
分

の
人
生
を
歩
む
方
向
性
を
示
す
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
確
か
に
個
々
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
人

生
全
体
に
関
わ
る
道
徳
的
反
省
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
と
解
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
そ
の
人
の
格
率
は
自
分
の
世
界
の
経
験
に
基
づ
い
た
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個
人
の
自
己
規
定
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
人
は
、
困
っ
て

(

七)

い
る
人
を
助
け
て
も
な
ん
ら
感
謝
さ
れ
な
い
こ
と
を
複
数
回
経
験
し

て
も
、
単
に
個
々
の
経
験
の
繰
り
返
し
だ
け
で
は
そ
の
人
は
非
情
を

格
率
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
世
界
に
は

感
謝
と
い
う
見
返
り
が
な
い
と
い
う
「
人
生
経
験
（L

ebenserfahrung

）
」

も
し
く
は
包
括
的
理
解
が
、
非
情
を
格
率
に
採
用
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ビ
ト
ナ
ー
は
ま
た
、
個
々
の
具
体
的
経
験
の
な
か
か
ら
人
生
全
体
に

関
わ
る
意
味
を
み
ず
か
ら
の
内
部
に
形
成
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
格
率

を
め
ぐ
る
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
と
古
代
哲
学
、
特

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
が
近
い
考
え
を
も
っ
て
い
る
、
と
見
な
し
て

い
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

(

八)も
っ
と
も
格
率
は
、
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
を
考
え
る
状
況
に
お

い
て
そ
の
つ
ど
採
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
熟
練
（F

ertigkeit,

habitus

）
」
と
な
っ
た
意
志
の
あ
り
方
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
自
由

な
選
択
意
志
の
そ
の
つ
ど
の
能
動
的
な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
習
慣
的

、
、
、
、
、

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
『
人

倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
徳
は
つ
ね
に
新
た
に
始
ま
る
も
の
だ

と
定
式
化
し
て
い
る
（M

S
,

V
I

409

）
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
性
は

何
度
も
傾
向
性
に
触
発
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
徳
は
一

度
採
用
さ
れ
た
格
率
に
静
か
に
停
滞
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ

こ
で
向
上
し
よ
う
と
努
め
な
い
な
ら
ば
不
可
避
的
に
堕
落
す
る
も
の

で
あ
る
（M

S
,

V
I

409

）
。
格
率
の
採
用
は
受
動
的
な
心
理
的
営
み
で

は
な
く
、
そ
の
つ
ど
の
自
由
の
実
現
で
あ
り
能
動
的
な
自
己
規
定
な

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
徳
は
「
行
為
に
お
い
て
法
則
の
表
象
を
と

(

九)

お
し
て
自
己
を
規
定
す
る
こ
と
」（M

S
,

V
I

407

）
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
み
ず
か
ら
採
用
し
た
格
率
を
と
お
し
て
、
行
為

者
自
身
が
作
り
出
し
た
自
由
の
構
造
を
現
象
界
に
実
現
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
規
定
の
あ
り
方
こ
そ
「
性
格
」
を
決
定
づ
け

る
の
で
あ
り
、
「
性
格
」
の
こ
の
新
し
い
次
元
こ
そ
は
カ
ン
ト
が
性

格
論
の
歴
史
に
お
い
て
初
め
て
開
拓
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
格
率
は
特
定
の
状
況
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
一

回
限
り
の
原
則
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
採
用
さ
れ
る
格
率
は
、
爾
後

の
人
生
に
お
い
て
も
同
一
の
考
え
方
を
す
る
の
だ
と
い
う
決
心
を
含

ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
格
率
は
個
々
の
行
為
に
関
わ
る
と
同
時
に
、

将
来
の
人
生
へ
の
展
望
を
も
含
ん
で
い
る
の
だ
。
一
人
の
人
間
が
「
性

格
」
を
も
つ
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
格
率
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
状
況
に
お
か
れ
た
と
き
、
そ
の
ひ
と

は
一
度
採
用
し
た
格
率
を
再
度
確
認
し
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ろ
う
と
努
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め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
「
性
格
」
が
自
他
と
も

に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
人
間
の
行
為
は
主
体
が
み
ず
か
ら
設
定
す
る
原
則
す

な
わ
ち
格
率
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
、
と
い
う
大
前
提
の
も
と
で

議
論
を
進
め
て
い
る
。
人
間
は
原
則
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能
力

で
あ
る
意
志
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
格
率

は
「
主
体
が
み
ず
か
ら
規
則
と
す
る
（
つ
ま
り
、
主
体
が
い
か
に
行
為

し
た
い
か
の
）
主
観
的
原
理
」（M

S
,

V
I

225

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
道
徳
法
則
は
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
と
い
う
原
理
を
命
じ
る

、
、
、

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
道
徳
の
最
高
原
則
は
、
同
時
に

道
徳
の
普
遍
的
法
則
と
し
て
も
妥
当
し
う
る
格
率
に
し
た
が
っ
て
行

為
せ
よ
、
も
し
く
は
格
率
が
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
す
る

こ
と
を
欲
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
格
率

概
念
は
基
本
的
に
み
ず
か
ら
が
欲
す
る
主
観
的
原
理
で
あ
る
。
も
し

く
は
み
ず
か
ら
が
行
為
の
規
則
と
し
た
い
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
行
為
主
体
が
採
用
す
る
格
率
の
な
か
に
は
、
客
観
的
法
則
と
し

て
妥
当
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
際
、
こ
の
客
観
的
法
則
へ
の
純
粋
な
関
心
に
基
づ
い
た
格
率
の
み

が
道
徳
的
に
正
し
い
格
率
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
係
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』

に
お
い
て
初
め
て
エ
ク
ス
プ
リ
シ
ッ
ト
に
、
倫
理
学
は
、
行
為
に
対

し
て
法
則
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
の
格
率
に
対
し

て
の
み
法
則
を
与
え
る
の
だ
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
（M

S,
V

I

388

）
。
行
為
に
対
し
て
直
接
的
に
法
則
を
与
え
る
の
は
、
倫
理
学
で

は
な
く
法
論
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
法
論
は
狭
い
義
務
を

扱
う
が
、
倫
理
学
が
広
い
義
務
を
扱
う
た
め
に
、
道
徳
法
則
に
対
し

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
格
率
の
設
定
が
可
能
と
な
る
。
そ
う
し
た
格
率
の

多
様
性
は
、
人
生
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
他
人
に
親
切
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
普
遍
的
法
則
に

対
し
て
、
そ
こ
で
わ
た
し
は
自
分
の
能
力
を
い
か
に
ど
こ
ま
で
使
う

べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
格
率
の
設
定
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が

義
務
の
広
さ
も
し
く
は
広
が
り
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
る
格
率
は
、
そ
の
人
が
い
か
な
る

人
間
に
な
り
た
い
の
か
、
も
し
く
は
な
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の

か
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

心
術
の
唯
一
性
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格
率
概
念
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
倫
理
学
の
基
本
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
基

礎
づ
け
』
、
『
実
践
理
性
批
判
』
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る

言
及
に
劣
る
こ
と
な
く
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
悪
の
問
題
は
『
宗
教
論
』
が
積
極
的
に
テ
ー
マ
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
格
率
の
あ
り
方
が
そ
れ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
『
宗
教
論
』
で
明
確
に
主
張
さ
れ
た
心
術

の
唯
一
性
と
い
う
あ
り
方
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
理
解
を
踏
ま
え
て
「
根

源
悪
」
の
問
題
を
格
率
概
念
と
の
関
係
で
考
察
し
よ
う
。

カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
の
後
に
出
版
さ
れ
た
『
人
倫
の
形
而
上
学
』

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
選
択
意
志
と
願
望
と
を
区
別
し
て
い
る
。

行
為
を
規
定
す
る
根
拠
が
欲
求
能
力
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
、
こ
れ

が
、
客
体
を
実
現
す
る
た
め
に
行
為
す
る
能
力
と
い
う
意
識
と
結
び

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
い
た
と
き
「
選
択
意
志
（W

illkür

）
」
と
称
さ
れ
、
後
者
の
能
力

と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
た
場
合
は
、
そ
れ
は
単
な
る
「
願
望

（W
unsch

）
」
に
す
ぎ
な
い
（M

S
,

V
I

213

）
。
カ
ン
ト
倫
理
学
を
象
徴

す
る
「
汝
な
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
し
あ
た
う
」
と
い
う
標
語

に
お
い
て
「
な
し
う
る
」
の
は
、
純
粋
理
性
に
よ
る
意
志
の
規
定
可

、
、
、
、
、
、

能
性
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
果
の
実
現
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

、
、

(

一
〇)

し
か
し
こ
の
選
択
意
志
は
、
単
な
る
意
図
や
願
望
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
結
果
を
実
現
す
べ
く
努
め
る
意
志
で
あ
り
、
結
果
に
対
す

る
責
任
と
は
無
関
係
な
意
志
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

選
択
意
志
は
衝
動
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
が
、
け
っ
し
て
そ
れ
だ

け
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
純
粋
理
性
が

課
す
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
こ
の
選
択
意

志
か
ら
格
率
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
れ
は

「
自
由
な
選
択
意
志
」（M

S
,

V
I

226

）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
人
間

的
自
由
は
ま
さ
し
く
こ
の
格
率
の
採
用
に
お
い
て
成
立
す
る
か
ら
で

あ
る
。

カ
ン
ト
は
格
率
概
念
に
関
わ
る
論
述
に
お
い
て
、sinnen

（
熟
考

す
る
）
を
語
源
と
す
る
「
心
術
（G

esinnung

）
」
と
い
う
語
を
よ
く
用

い
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
基
礎
づ
け
』
で
は
、
道
徳
的
な
価
値
の
存

す
る
「
心
術
」
の
こ
と
を
「
意
志
の
格
率
」
と
言
い
か
え
て
い
る
（G

M
S

,

IV
435

）
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
格
率
を
採
用
す
る
か
と
い
う
心

の

あ

り

方

が

心

術

な

の

で

あ

る

。

社

会

学

に

お

い

て

G
esinnungsethik

が
「
心
情
倫
理
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、

カ
ン
ト
の
心
術
概
念
は
け
っ
し
て
心
理
的
な
状
態
を
表
す
心
情
で
は
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な
く
、
む
し
ろ
思
惟
様
式
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
、
も
し
く
は
思

惟
様
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
心
術
を
思
惟
様
式
と

言
い
直
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（K

pV
,

V
116

）
。

カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
心
術
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
テ
ー
ゼ
を
表
明
し
た
。
「
心
術
、
す
な
わ
ち
格
率
の
採
用
の
第

一
の
主
観
的
根
拠
は
、
た
っ
た
一
つ
で
し
か
あ
り
え
ず
、
し
か
も
普

遍
的
に
自
由
の
使
用
全
体
に
関
わ
る
」（R

eligion,
V

I
25

）
。
こ
こ
で

は
三
つ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
心
術
の
唯
一
性
、
格
率
採
用

の
第
一
の
主
観
的
根
拠
、
自
由
概
念
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
心
術
は

格
率
を
採
用
す
る
際
の
第
一
の
思
惟
様
式
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
さ

ら
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
自
由
な
選
択
意
志
の
あ

り
方
な
の
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
そ
も
そ
も
人
間
は
道
徳
的
に
善
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、

の
か
、
ま
た
は
悪
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
と
い
う

根
本
的
な
問
い
の
文
脈
の
な
か
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
カ

ン
ト
が
こ
こ
で
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
に
は
道
徳
的
に

善
な
る
性
質
も
悪
な
る
性
質
も
両
方
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
と
い

う
考
え
や
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
道
徳
的
に
中
間
的
性
質
が
あ
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。

人
間
に
は
善
い
性
質
と
悪
い
性
質
の
両
者
が
同
時
に
存
在
し
て
い

る
、
と
い
う
見
方
が
成
り
立
ち
う
る
の
は
感
官
様
式
に
お
い
て
の
み

で
あ
っ
て
、
本
来
思
惟
様
式
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
気
質
」
や
「
気
立
て
」
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
現
象
で

あ
っ
て
、
原
理
的
に
思
惟
様
式
に
お
い
て
生
起
す
る
あ
り
方
で
は
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
非
常
に
微
妙
な
表
現

を
選
ん
で
い
る
。
「
道
徳
論
一
般
に
と
っ
て
、
行
為
に
お
け
る
道
徳

的
中
間
も
（adiaphora

）
、
人
間
の
性
格
に
お
け
る
道
徳
的
中
間
も
、

可
能
な
限
り
許
容
し
な
い
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ
る
」
（R

eli-

gion,
V

I
22

）
。

こ
う
し
た
道
徳
的
な
「
無
記
」
の
排
除
は
、
全
面
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
う
る
よ
う
な
主
張
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
実
際
に
道
徳
性
と
は

無
縁
な
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
行

為
の
多
く
は
、
命
令
も
禁
止
も
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え

に
カ
ン
ト
は
「
可
能
な
限
り
」
と
い
う
微
妙
な
表
現
を
選
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
道
徳
的
中
間
の
排
除
の
考
え
方
の
意
義
は
、
カ
ン

ト
が
若
い
頃
か
ら
論
じ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
対
立
す

(

一
一)
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る
二
つ
の
も
の
が
い
か
な
る
実
在
的
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
っ
て
、
後
に
論
じ
る
根
源
悪
の
思
想
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

善
＝
ａ
が
あ
り
、
こ
れ
と
対
立
す
る
も
の
が
非
善
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
善
の
根
拠
の
欠
如
＝
０
の
結
果
で
あ
る
の
か
、

ま
た
は
善
の
積
極
的
な
根
拠
の
否
定
＝

の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら

-ａ

れ
る
。
カ
ン
ト
は
前
者
の
考
え
を
と
ら
な
い
。
か
れ
は
、
後
者
が
実、

在
的
対
立
で
あ
り
、
動
機
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
欠
如
は
、
そ
の
不

、
、

在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
は
な
く
、
選
択
意
志
の
反
抗
＝

と
-ａ

し
て
の
み
可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
悪
い
格
率

が
前
面
に
出
て
い
な
く
と
も
、
善
い
格
率
が
悪
い
格
率
に
よ
っ
て
実

在
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
見
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
道
徳
法
則
は
純
粋
理
性
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
選

択
意
志
に
迫
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
無
視
す
る
た
め
に

は
単
に
そ
れ
に
耳
を
貸
さ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
悪
い
格
率

を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
的
に
押
さ
え
込
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
道
徳
的
な
善
悪
の
中
間
者
が
排
除
さ
れ
る
場
で
あ
る
心

術
に
お
い
て
は
、
「
格
率
の
内
的
原
理
」（R

eligion,
V

I
23

）
が
支
配

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
内
的
原
理
が
心
術
の
「
最
上
根

拠
」（R

eligion,
V

I
25

）
だ
と
も
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
術
が
、

さ
ま
ざ
ま
に
採
用
さ
れ
る
諸
格
率
の
も
と
に
内
的
な
統
一
性
を
与
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
的
統
一
を
与
え
よ
う
と
す
る
能
力
が
心
術
の

核
心
的
意
味
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
反
す
る
よ
う
な
心
情
の
共
存

を
許
す
感
官
様
式
と
は
そ
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
や
は
り
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
、
人
間
に
は
有
徳
な
面

と
悪
徳
な
面
と
の
両
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
道
徳
法

則
が
「
第
一
の
根
拠
」
、
「
内
的
原
理
」
、
「
最
上
根
拠
」
と
な
る
面

と
そ
う
で
な
い
面
と
の
両
方
が
同
時
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
そ
う
し
た
通
俗
的
な
理
解
を
よ

く
わ
き
ま
え
て
い
て
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に

人
間
を
現
象
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
そ
う
し
た
観
察
は
充
分
可
能
で

、
、
、
、
、
、

あ
る
。
し
か
し
、
現
象
の
背
後
に
あ
り
、
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
物

自
体
、
す
な
わ
ち
思
惟
様
式
と
し
て
あ
る
心
術
に
着
目
し
た
場
合
は
、

有
徳
と
悪
徳
の
同
時
存
在
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
「
性
格
」
を
叡
知
的
性
格
と
経
験
的
性
格
と
に
分
け
た
こ
と
に
対

応
し
て
い
る
。
心
術
の
成
立
す
る
場
は
叡
知
的
世
界
で
あ
り
、
こ
こ

に
は
複
数
の
格
率
が
分
散
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
格
率
間
に
序
列

が
あ
り
、
「
第
一
の
根
拠
」
が
措
定
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
間
的
規
定
を
超
越
し
、
人
間
の
心
の
諸
現

象
の
根
底
に
あ
っ
て
自
己
を
規
定
し
、
そ
こ
か
ら
自
由
の
構
造
を
経

験
的
性
格
の
な
か
に
生
み
出
す
こ
と
も
、
自
愛
の
原
理
を
採
用
し
道

徳
法
則
に
対
す
る
関
心
を
放
棄
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
個
々
の
人
間
に
必
ず
そ
の
人
の
も
っ
と
も
基
本
的
と

、
、
、
、
、
、
、
、

な
る
思
惟
様
式
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
の
人

、
、

生
全
体
を
表
す
基
本
的
な
格
率
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
唯
一
の
も

の
で
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
格
率
が
序
列
を
な
し
て
い

る
、
も
し
く
は
序
列
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
状
況
に
お
け
る
あ
る
格
率
の
採
用
は
、
こ
の
採
用
と
矛

(

一
二)

盾
せ
ず
そ
の
根
拠
と
も
な
る
よ
う
な
別
の
格
率
が
こ
れ
を
支
持
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
格
率
採
用
の
根
拠
と
な
る
、
ま

た
別
の
高
次
の
格
率
が
あ
り
、
最
終
的
に
唯
一
の
「
最
高
根
拠
」
と

な
る
格
率
が
全
格
率
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返

す
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
「
あ
の
人
に
は
善
い
面
と
悪
い
面
の

両
方
が
あ
る
」
と
い
う
有
徳
と
悪
徳
の
同
時
存
在
を
否
定
す
る
も
の

だ
。
そ
う
し
た
見
解
は
あ
く
ま
で
も
現
象
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
、

も
し
こ
の
見
方
に
拘
泥
す
る
な
ら
ば
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
の
道
徳

的
判
定
を
無
効
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

格
率
の
序
列
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
「
法
則
の
表
象
に
し
た
が
っ

、
、
、
、
、
、
、

て
、
す
な
わ
ち
、
原
理
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能
力
」
で
あ
る
意

、志
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
原
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
互

い
に
他
の
原
理
と
矛
盾
関
係
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悪
い
人
間

は
部
分
的
に
悪
い
の
で
は
な
く
、
こ
の
原
理
を
決
定
し
て
い
る
根
拠

に
お
い
て
悪
い
の
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
の
道
徳
的
判
定
は
、
こ

の
原
理
の
存
在
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
悪
い
人
間
の
悪
徳
は
、

そ
の
人
の
行
動
の
原
理
が
悪
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
結
果
の
み
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。

そ
の
際
、
悪
い
人
間
の
心
の
な
か
に
は
、
そ
の
よ
う
な
最
高
原
則

や
内
的
原
理
の
よ
う
な
理
路
整
然
と
し
た
も
の
が
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
最
高
原
則
や
内
的
原
則
と
い
う
「
主

観
的
第
一
原
理
」
こ
そ
が
、
人
間
の
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
厳
然
と

し
て
あ
り
、
し
か
も
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
「
究
め
が
た
い
」（R

eli-

gion,
V

I
51

）
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
む
し
ろ
一
人
の
人
間
が
自
由

に
基
づ
い
て
設
定
し
て
い
る
こ
の
「
主
観
的
第
一
根
拠
」
こ
そ
が
、

人
間
の
心
の
深
み
も
し
く
は
根
と
称
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
説
く
「
根
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源
悪
」
の
理
論
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。
最
後
に
こ
の
問
題
を
取
り

上
げ
よ
う
。
か
れ
が
人
間
の
悪
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
態
度
の
基
本

に
は
、
道
徳
的
無
記
の
排
除
と
こ
れ
に
結
び
つ
い
た
心
術
の
唯
一
性

と
い
う
主
張
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四

根
源
悪

カ
ン
ト
は
、
悪
い
心
の
あ
り
方
が
示
す
三
つ
の
段
階
を
説
明
し
て

い
る
。
第
一
に
「
採
用
さ
れ
た
格
率
一
般
を
守
る
と
き
の
人
間
の
心

の
弱
さ
、
あ
る
い
は
人
間
本
性
の
も
ろ
さ
」（R

eligion,
V

I
29

）
で
あ

り
、
善
い
格
率
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
動
機
が
弱
く
、
そ

れ
に
従
え
な
い
脆
弱
さ
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
（
善
い
意
図
が
あ
り
善

、
、
、

い
格
率
の
も
と
で
な
さ
れ
る
場
合
で
さ
え
も
）
道
徳
的
な
動
機
と
道
徳

的
で
な
い
動
機
と
を
混
同
し
て
し
ま
う
性
癖
、
す
な
わ
ち
不
純
さ
」

、
、
、

（ibid.

）
で
あ
り
、
道
徳
的
な
動
機
が
あ
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
行

為
に
お
い
て
不
十
分
な
た
め
に
別
の
動
機
を
必
要
と
し
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
悪
い
格
率
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
性
癖
、

す
な
わ
ち
人
間
本
性
も
し
く
は
人
間
の
心
の
邪
悪
さ
」（ibid.

）
で
あ

、
、
、

り
、
こ
れ
は
道
徳
法
則
に
基
づ
く
動
機
よ
り
も
自
己
愛
に
基
づ
く
動

機
を
優
先
さ
せ
る
「
人
間
の
心
の
倒
錯
」（R

eligion,
V

I
30

）
と
称
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
倒
錯
に
お
い
て
道
徳
的
秩
序
が
転
倒
さ

せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
義
務
に
か
な
っ
た
行
為
、
す

な
わ
ち
適
法
的
な
行
為
が
実
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
必
ず
し
も
極
悪
非
道
な
人
間
の
行
為
だ
け
を
扱

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
情
の
よ
う
な
人
間
の
善
き
心
情

に
基
づ
い
た
行
為
の
本
性
を
暴
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て

や
さ
し
い
心
に
基
づ
く
行
為
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
を
え
ぐ
り
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
道
徳
法
則
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同

時
に
感
性
の
動
機
に
愛
着
を
も
っ
て
い
て
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ

の
い
ず
れ
の
動
機
を
も
同
時
に
自
分
の
格
率
の
な
か
に
採
用
す
る
の

、
、
、

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
非
常
に
重
要
な
指
摘
を
し

て
い
る
。
「
人
間
は
動
機
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
あ
っ
て
も
そ
れ
自
身

で
意
志
の
規
定
に
は
十
分
だ
と
見
な
し
て
い
る
」（R

eligion,
V

I
36

）
。

す
な
わ
ち
、
正
し
く
行
為
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
や
さ
し
い
心

だ
け
で
十
分
だ
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
の
心
の
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内
部
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
に
基
づ
く
格
率
も
感
性
に
基
づ
く
格
率

も
共
存
し
、
し
か
も
両
者
の
内
実
も
し
く
は
命
題
が
同
じ
で
あ
る
場

合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
格
率
を
規
定
す
る
の
が
、
道
徳
法
則
で

あ
る
と
同
時
に
、
感
官
様
式
に
お
い
て
生
起
す
る
同
情
心
で
あ
る
場

合
も
あ
る
。
そ
こ
で
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
を
不
必
要
と
し
、
い
つ
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
自
己
愛
に
転
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
同
情
心
だ
け
で
意
志
を

規
定
す
る
の
に
十
分
だ
と
見
な
し
、
自
己
を
是
認
し
て
ゆ
く
の
が
「
人

間
の
心
の
倒
錯
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
間
の
根
源
悪
が
潜
ん
で
い
る

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
議
論
に
お
い
て
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
叡
知
的
性
格

に
お
い
て
生
起
す
る
心
術
の
唯
一
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
格
率

の
序
列
と
統
一
性
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

道
徳
法
則
に
基
づ
く
格
率
と
幸
福
を
追
求
す
る
自
己
愛
に
基
づ
く
格

率
と
の
並
列
的
存
在
が
排
除
さ
れ
、
両
者
に
従
属
関
係
も
し
く
は
優

劣
関
係
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
愛
の
動
機
が
道
徳
法
則
を

守
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
最
高
格
率
」
が

唯
一
の
も
の
と
し
て
統
一
性
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
の
は
こ
う
し

た
事
態
を
も
意
味
し
う
る
の
で
あ
る
。
心
術
の
唯
一
性
も
し
く
は
統

一
性
は
、
人
間
の
心
の
善
悪
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
の
概
念
で
あ
る
。

も
っ
と
も
善
き
人
間
も
も
っ
と
も
悪
し
き
人
間
も
、
自
分
の
原
則
に

し
た
が
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
前
提
と
し
な
い

な
ら
ば
、
人
間
に
は
経
験
的
性
格
し
か
な
く
な
り
、
善
で
も
あ
り
同

時
に
悪
で
も
あ
る
と
称
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
が
、
実
は
そ
う
で

は
な
く
、
い
か
な
る
人
間
に
も
叡
知
的
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
て
、

悪
は
こ
の
叡
知
的
性
格
に
の
み
存
在
の
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
正
確
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
中
間
者
排
除
の

原
則
が
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
道
徳
的
中

間
者
と
い
う
概
念
に
は
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
と
い
う
「
無
差
別
の

消
極
的
中
間
者
」
と
「
一
部
分
は
善
で
一
部
分
が
悪
だ
と
い
う
混
合

の
積
極
的
中
間
者
」
が
あ
る
。
行
為
の
道
徳
性
を
経
験
的
に
判
断
す

る
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
教
育
に
先
行
す
る
無
差
別
と
い
う
消
極
的
中
間

者
」
と
、
善
の
格
率

と
悪
の
格
率

の
両
者
が
従
属
的
に
共
存
す

+ａ

-ａ

る
積
極
的
中
間
者
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
特
に
と
り
あ

げ
る
価
値
の
な
い
も
の
だ
が
、
後
者
は
現
象
に
お
い
て
そ
の
共
存
性

が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
べ
き
知
性
的
判
定
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
思
惟
様
式
に
お
い
て
は
、
最
高
格
率
に
よ
る
統
一
が
見
す

え
ら
れ
、
積
極
的
中
間
者
も
排
除
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

人
間
の
心
術
に
お
い
て
は
、
道
徳
法
則
へ
の
関
心
と
自
己
愛
に
基
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づ
く
動
機
と
の
両
者
が
同
時
並
列
的
に
存
在
し
え
ず
、
ま
た
お
互
い

に
無
化
し
合
っ
て
中
間
者
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
必
ず
一
方
が

他
方
を
押
さ
え
つ
け
て
従
属
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
従
属
関

係
は
、
け
っ
し
て
一
方
が
他
方
を
無
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
押
さ
え
つ
け
な
が
ら
共
存
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
悪
い
心
は

、
、
、
、
、
、
、

概
ね
善
な
る
意
志
と
共
存
し
う
る
」（R

eligion,
V

I
37

）
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
際
、
そ
の
人
の
心
術
は
唯
一
で
あ
る
か
ら
、
自
己
愛
の
動
機
を

道
徳
法
則
を
守
る
た
め
の
条
件
に
す
る
と
い
う
従
属
関
係
を
導
入
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
心
の
不
純
さ
よ
り
も
根
深
い
悪

で
あ
っ
て
、
純
粋
理
性
が
命
じ
る
道
徳
法
則
へ
の
適
法
性
に
の
み
心

を
砕
き
、
現
象
と
し
て
の
悪
い
行
為
を
避
け
、
そ
れ
を
隠
れ
蓑
に
し

て
自
己
愛
に
満
足
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
こ
そ
カ
ン
ト

が
「
人
間
の
心
に
お
け
る
根
源
的
倒
錯
」（R

eligion,
V

I
37

）
と
名
付

け
た
も
の
で
あ
り
、
心
の
な
か
に
根
付
い
て
い
る
生
ま
れ
な
が
ら
の

「
性
癖
」
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
根
源
悪
の
構
造
を
考
察
す
る
際

に
、
心
術
の
唯
一
性
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
重
要
な
論
点
な
の
だ
。

こ
の
議
論
は
、
人
間
学
に
お
け
る
性
格
論
で
展
開
さ
れ
て
い
た
「
や

さ
し
い
心
」
に
対
す
る
否
定
的
評
価
に
対
応
し
て
い
る
。
善
い
気
立

て
、
情
け
深
さ
、
同
情
心
を
最
高
原
則
と
し
た
場
合
の
思
惟
様
式
は
、

自
分
に
気
概
や
能
力
が
な
い
た
め
に
偶
然
に
も
悪
徳
を
免
れ
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
の
に
、
み
ず
か
ら
を
道
徳
的
だ
と
錯
覚
し
、
そ
こ
に
良

心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
同
情
心
は
経
験
的
性

格
に
お
い
て
の
み
生
じ
、
い
つ
で
も
悪
徳
へ
と
方
向
転
換
し
う
る
。

し
た
が
っ
て
「
人
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
善
い
行
い
を
し
て
い
て
も
悪
で

あ
る
」（R

eligion,
V

I
31

）
。
そ
の
人
の
経
験
的
性
格
は
善
で
あ
っ
て

も
、
叡
知
的
性
格
に
お
い
て
は
道
徳
法
則
に
尊
敬
を
払
っ
て
い
な
い

と
い
う
意
味
で
悪
い
人
間
に
な
る
可
能
性
は
充
分
で
あ
る
。
「
犯
罪

の
大
胆
な
行
為
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
性
格
の
弱
さ
が
、
そ
の
当
人

に
よ
っ
て
徳
（
こ
れ
は
強
さ
の
概
念
を
与
え
る
も
の
だ
が
）
だ
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
は
た
び
た
び
あ
り
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
が
罪
の
な
い

長
い
人
生
を
送
ろ
う
と
も
、
か
れ
ら
は
単
に
多
く
の
誘
惑
か
ら
免
れ

て
い
た
幸
運
な
人
た
ち
で
あ
り
、
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
ど
れ
だ

、
、
、
、
、
、

け
純
粋
な
道
徳
的
内
容
が
心
術
の
な
か
に
あ
っ
た
か
は
、
か
れ
ら
自

身
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」（M

S
,

V
I

392-3

）
。

こ
の
よ
う
な
主
張
が
可
能
と
な
る
の
は
、
心
術
の
唯
一
性
に
基
づ

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
心
の
深
み
が
当
の
本
人
に
も

自
覚
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
ま
た
最
終
的
に
は
そ
れ
を
規
定
す
る
原
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理
と
し
て
異
な
る
複
数
の
格
率
が
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
両
者
の
内
容

が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
動
機
を
何
に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
必
ず
両
者

に
は
道
徳
的
無
記
を
許
さ
な
い
従
属
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
心
の
倒
錯
は
、
単
に
悪
だ
と
知
っ
て
い

な
が
ら
悪
を
犯
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
感
官
様
式
が
生
み
出
す

格
率
の
内
実
が
善
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
同
時
に
道
徳
法
則
が
命
じ

る
内
実
と
一
致
し
て
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
結
果
に
お
い
て
善
き
行
為

を
実
現
し
な
が
ら
も
、
心
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
人
の
心
は

善
い
行
為
を
実
現
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
邪
悪
か
ら
免
れ
て
い
な

い
。
い
や
む
し
ろ
、
道
徳
法
則
を
格
率
の
な
か
に
採
り
入
れ
な
い
か

ぎ
り
は
、
善
い
行
為
を
行
え
ば
行
う
ほ
ど
、
自
分
の
心
の
奥
底
で
な

さ
れ
た
倒
錯
に
気
づ
か
ず
、
無
邪
気
に
も
自
分
の
偽
善
的
善
の
確
信

を
深
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

註※

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
場
合
の

み
そ
の
第
一
版
（

）
と
第
二
版
（

）
の
ペ
ー
ジ
数
を
、
そ
れ
以
外
の
著
作

Ａ

Ｂ

に
つ
い
て
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
と
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
タ
イ
ト
ル
の
表
示
に
関
し
て
は
次
の
短
縮
形
を
用
い
て
い
る
。

『
基
礎
づ
け
』G

M
S:

G
rundlegung

zur
M

etaphysik
der

S
itten

(1786
)

『
純
粋
理
性
批
判
』K

rV
:

K
ritik

der
reinen

V
ernunft

(1781,
1787 )

『
実
践
理
性
批
判
』K

pV
:

K
ritik

der
praktischen

V
ernunft

(1788 )

『
宗
教
論
』R

eligion:
D

ie
R

eligion
innerhalb

der
G

renzen
der

bloßen

V
ernunft

(1793 )

『
人
倫
の
形
而
上
学
』M

S:
D

ie
M

etaphysik
der

Sitten
(1797

)

『
人
間
学
』A

nthropologie:
A

nthropologie
in

pragm
atischer

H
insicht

(1798
)

（
一
）
ク
ラ
ー
ゲ
ス
『
人
間
学
み
ち
し
る
べ
』、
千
谷
七
郎
編
・
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
七
二
年
、「
附
表
二
」
を
参
照
。

（
二
）C

f.
R

einhard
B

randt,
K

ritischer
K

om
m

entar
zu

K
ants

A
nthropologie

in
pragm

atischer
H

insicht
(1798

),
Felix

M
einer

V
erlag,

1999,
S.

31-37.

（
三
）
本
稿
で
は
、
『
人
間
学
』
に
登
場
す
る
用
語
の
多
く
は
、
岩
波
版
カ
ン
ト

全
集
の
『
人
間
学
』
（
渋
谷
治
美
訳
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
と
し
て
い
る
。

D
enkungsart

は
こ
の
岩
波
版
『
人
間
学
』
で
は
「
心
構
え
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
他
の
著
作
で
は
「
思
惟
様
式
」
、
「
思
考
様
式
」
、
「
考
え
方
」
そ
の
他
さ
ま

ざ
ま
な
訳
語
が
文
脈
に
即
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
対
概
念
で
あ
る

Sinnesart

も
同
様
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
も
ち
ろ
ん
不
適
切
な
場
合
も
な
く
は

な
い
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
両
者
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
思
惟
様
式
」
、「
感

官
様
式
」
と
い
う
訳
語
を
統
一
的
に
用
い
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
訳
語
に
お
い
て
、

む
し
ろ
原
語
のD

enkungsart

とSinnesart

を
念
頭
に
お
い
て
も
ら
た
い
。

（
四
）D

ie
philosophischen

H
auptvorlesungen

Im
m

anuel
K

ants,
N

ach
den

n
eu

au
fg

efu
n

d
en

en
K

o
lleg

h
eften

d
es

G
rafen

H
ein

rich
zu

D
ohna-W

undlacken,
herausgegeben

von
A

rnold
K

ow
alew

ski,
G

eorg
O

lm
s

V
erlagsbuchhandlung,

H
ildesheim

,
1965,

S.
293.

以
下D

ohna

と
略
記
。

（
五
）D

enkungsart

とSinnesart

の
区
別
が
行
わ
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学

に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
の
区
別
は
一
七
六
三
年
の
『
美
と
崇
高
の
感
情
の
考
察
』
に
お
い
て
は
ま
だ
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行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
講
義
録
に
関
し
て
は
、
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は

Pillau
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に

M
enschenkunde

と

M
rongovius

の
講
義

録
が
続
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。C

f.
R

einhard,
a.

a.
O

.,
S.

407.

（
六
）R

üdiger
B

ittner,
M

axim
en

in:
A

kten
des

4.
Internationalen

K
ant-K

ongresses,
M

ainz,
6-10.

A
pril

1974,
herausgegeben

von
G

erhard

Funke,
W

alter
de

G
ruyter,

B
erlin/N

ew
Y

ork.
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Die Einzigartigkeit der Gesinnung im intelligiblen Charakter
und das radikale Böse

Kiichiro FUKUDA

Kant führt im Bereich der Charakteristik den Begriff des intelligiblen Charakters
ein, um den Charakter selbst vom Temperament (Sinnesart) zu unterscheiden.
Während eine Person manche Temperamente haben kann, behauptet er, dass ihre
Gesinnung (Denkungsart) im intelligiblen Charakter eigentlich einzigartig sei. Diese
Einzigartigkeit des ersten Grundes der Annehmung der Maximen schließt nicht nur
die ,,adiaphora

,,

(Mitteldinge) des menschlichen Charakters aus, sondern auch die
Möglichkeit, zu sagen, dass der Mensch zugleich in einigen Stücken gut, in
anderen böse ist. Der Mensch könne nur in der Beziehung auf seine Gesinnung
entweder für gut oder für böse gehalten werden. Selbst die Gutherzigkeit (ein
Temperament) z. B. oder die Abwesenheit des Lasters dürfe deswegen nicht in
gerader Richtung für die Angemessenheit seiner Gesinnung zum Gesetz der Pflicht
gehalten werden. Solch eine Verkehrtheit im Herzen nennt Kant das ,,radikale
Böse

,,

.


