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研

究

ノ

ー

ト

カ

ン
ト

に
お
け
る
人
格
概
念

石

橋

孝

明

カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
に
お

い
て
、
最
も
重
要

で
あ
る
の
は
P
そ
の
道
徳
法

ほ

則

と
人
格
と
に

つ
い
て
の
思
索

で
あ
る
。
我
々
は
先

の
論
文
で
、
カ
ン
ト
の

道
徳
法
則
に

つ
い
て
、
就
中
、
意
志

の
自
律

の
原
理
を
中
心

に
考
察

し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
人
格
概
念

に
つ
い
て
は
充
分
取
り
級

い
得
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
我
々
の
こ
こ
で
の
課
題
は
、
カ

ン
ト
が
人
格
を
ど

の
よ
う

に
捉
え
、
そ
し
て
そ
の
人
格
概
念

に
即
し
て
人
格

の
個
性
が
ど
の
よ
う
に
語

ら
れ
る
か
、
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ζ
の
こ
と
は
次

の
よ
う

な

シ

ェ
ー
ラ
ー
の
批
判

に
対
し
答
え

る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
人

格
は

「
理
性
人
格
」

(
　

)
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
既
に
実
質

的
な
想
定
、
即
ち

「人
格
は
根
本

に
お

い
て
理
性
的
な
即
ち
理
念
的
な
法
則

に
従

う
作
用
活
動
の
そ
の
つ
ど
の
論
理
的
主
体

に
他
な
ら
な
い
」
と

い
う
こ

と
を
前
提
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
格
の
本
質

が
ま
ず
示
さ
れ

て
、
次

に
そ

の
本
質
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
理
性
活
動
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人

格
存
在
は
実
践
的
な
も

の
と
し

て
の
合
法
則
的
な
理
性
活
動
の
何
ら
か
或
る

X

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
理
性
人
格

は
理
性
活
動
の
論
理
的
主
体
と
し
て

す

べ
て
の
具
体

的
な
人
格
に

一
様

に
帰
属
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
「
個
性

的

人
格
」
(
　

)
と
し

て
の
人
格

は
形
容
矛
盾
と
な
る
。

つ

衷
り
、
「
人
間

は
人
格

で
あ

る
こ
と
の

み
で
は
い
か
な
る
点

に
お

い
て
も
区

別
さ
れ
得
な

い
」
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

「
あ
ら

ゆ
る
有
限
な
人
格
は
個
体

(
　

で
あ
り
、
人
格
そ
の
も

の
と
し
て
個
体

で
あ
る
1

彼
の
特

殊

な

(外
的
お
よ
び
内
的
)
体
験
内
容
、
即
ち
彼
が
考
え
意
志
し
感
じ
る
等

等

の
も
の
に
よ

っ
て
は
じ

め
て
、
ま

た
彼
が
我

が
も

の
と

し
て

い
る
身

体

(そ
の
空
間
充
実
等

々
)
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
そ
う
な
の
で
は
な

い
ー
!

と
働

い
う
本
質
連
関
」
に
矛
盾
す
る
。

こ
の
よ
う
に
シ

ェ
ー
ラ
ー

は
批
判

す
る
。



で
は
、
カ

ン
ト
の
人
格
概
念
は
、

シ

ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
よ
う

に
理
性
活
動

の
論
理
的
主
体

で
あ

っ
て
、
欄
性
的
人

格
で
あ

る
こ
と
を
排
除
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
仮

に
、
人
格

の
個

性
が
認

め
ら
れ

る
と
す
れ
ば

、
「彼

の
特
殊
な

(外
的
お
よ
び
内
的

)
体
験
内
容

」
或

い
は

「身
体
」

に
よ

っ
て

ね

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
シ

ェ
…
ラ
ー
の
批
判
を
念
頭

に
お
き
な
が
ら
、

我
々
は
カ
ン
ト
の
人
格
概
念

に

つ
い
て
の
考
察
を
進

め
て
い
こ
う
。

カ

ン
ト
は
人

格
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
語

る
。
「
理
性

的
存

在
者
は
、
そ

ヨ

ゐ

も

の
本
性
が
そ
れ
を
既
に
目
的
自
体

(
　

と
し

て
、

即
ち
単
に
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
或
る
も

の
と
し
て
…
…
特

む

徴

づ
け
る
た
め
、
人
格
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
(
　

と
。
そ
れ
故
、

「人
間
及
び

一
般

に
す

べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
目
的
自
体
と
し
て
存
在

し
、

あ
れ

ζ
れ
の
意
志

に
と

っ
て
の
任
意

な
使
用

の
手
段
と
し
て
の
み
存
在
す

る

の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
並

び
に
他
の
理
性
的
存
在
者
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら

ゆ
る
行
為

に
お

い
て
、
常
に
同
時

に
目
的

と
し
て
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

〈O
弓
`
もり
`
量

の

で
あ

る
。
そ
し

て
、

カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
目
的
自
体
と
は

「す

べ
て
の
可
能
な
日
的
の
主
体

そ
の
も
の
」
　

で
あ

る
。
こ

の
よ
う
に
、
理
性
的
存
在
者
は
目
的
自
体
で
あ
る
が
故

に
、
人

格
と
呼
ば
れ
、

あ
ら
ゆ
る
行
為

に
お
い
て
常
に
同
時

に
目
的

と
し
て
見
微
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
存
在
者
が
目
的
自

ぬ

ぬ

も

ぬ

体

で
あ
る
の
は
、
そ
の
本
性
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
本
性
と
は

何
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

カ
ン
ト
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
「
目
的
自

体
と
し
て
の
す

べ
て
の
理

性
的

存
在
者
は
、

一
切

の
法
則

に
関
し
て
、

…
…
自

ら
を
同
時

に
普
遍
的

に
立
法

す
る
も

の
と
し
て
見
倣
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
彼

の
格
率
の

普

遍
的
立
法

へ
の
こ
の
適
合
性
が
ま
さ
に
彼
を
目
的
自
体
と
し
て
特
徴
づ
け

る
か
ら
で
あ
る
」
(
　

。
「
人
間

は
、
そ
し
て
彼

と
共

に
す

べ
て

の
理
性
的
被
造
物

は
目
的
自
体

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼

は
彼

の
自
由

の
自
律

(
　

に
よ

っ
て
、
神

聖

で
あ

る
道

徳
法

則
織

(
　

)
の
主
体
で
あ
る
」
(
　

)
と
。

そ
れ
故
、
自
由

の
自
律

が
理
控
的
存
在
者
を
霞
的
自
体

と
し
て
特
徴

づ
け
る

の
で
あ
る
か
ら

、
理
性
的
存
在
者

の
本

性
と
は
、
自
由
の
自
律

で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
自
由

の
自
律
と
は
、
理
姓
的
存
在
者
が
普
遍
的

に
立
法
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
「
普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志

(
　

　
)
」

(
　

が
理

性
的

存
在

者
の
本

性

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
性
は
自
然

法
則

に
従

う

「物
件
」
(
　

)
と
見
倣
さ
れ
る
理
性
的
存
在
者

の
本
性
、
即
ち

「
感
性

的
本
性
」

(
　

)

と
区
別
さ
れ
、
道
徳
法
則
に
従
う
理
性
的

存
在
者

の
本
性
、
即
ち

「超
感
性
的
本
性
」
　

)
と

ゐ

言
わ
れ
み
。

カ
ン
ト
は
、
こ
の
超
感
性
的
本
性
を
、
人
格

(理
性
的
存
在
者

)

を
人
格
と

し
て
特
徴

づ
け
て
い
る

「人
格
性
」
(
　

と
呼
ぶ
。

こ
う
し
て
、
カ

ン
ト
は
、
理
性
的
存
在
者
が
目
的
自
体
と
し
て
人
格
と
名

づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
本
性

で
あ
る

「普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
」
、
即
ち

人
格
性
の
故

で
あ
る
と
す
る
。
「普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志
」
は
、
い
か
な
る

も

の
に
も
制
約
さ
れ
ず
自
分
自
身

に
普
遍
的
法
則
を
与
え
な
が
ら
、
そ

の
法



納

則
に
従

う
意
志
の
こ
と

で
あ
る
。
そ

こ
で
、
カ
ン
ト
は
人
格
牲
を
定
義

し
て
、

「独
特

な
、

つ
ま
り
自
己
自
身

の
理
性
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
純
粋
な
実
践

的
法
則
に
従
う
存
在
者

の
能
力
」
(
　

)
で
あ
る
と
言
う
。

と
こ
ろ
で
、
我

々
は
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
有
限
な
理
挫
的
存
在
者

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者

の
有
限
性
と
は
、
そ
の
全
存
在

に

つ
い
て

の
満
足

が
欠
如

(
　

)
し

て
お
り
、
従

っ
て
そ
れ
を
欲
求
す
る

(げ
?

　

　
)
こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
か
ら

、
「感

覚
的

に
」

(冨

子
o
げ
o登
冨
畠
)

触
発
さ
れ

る
我

々
有
限
な
理
性
的
存
在
者

が
、
感
性
に
よ

っ
て
対
象
の
表
象

を
感
覚

し
、
そ

の
感
覚

に
基
づ
い
て
対
象

を
欲
求
す
る
、
即
ち

「欲
求
能
力

の
感
覚

へ
の
依
存

(
　

)
で
あ
る

「傾
向
控
」

(
　

)

に
基
づ
い
て
対
象

を
欲
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
対
象
を

欲
求
す
る
意
志

の
主
観
的
原
理
が

「格
率

」
(
　

)

で
あ

る
か
ら
、
我

我
有
限

な
理
性
的
存
在
者
は
格
率
を
通
し
て
の
み
行
為
を
意
欲
し
得
る
。
そ

こ
で
、
純
粋
な
実
践
的
法
則

(道
徳
法
則
)
は
、
「意
志

が
そ
の
格
率
に
よ

っ

て
自
分
自
身
を
同
時

に
普
遍
的

に
立
法
す
る
も

の
と
し
て
見
倣
し
得
る
よ
う

に
の
み
行
為
せ
よ
」
(
　

、
或
い
は

「汝
の
意
志

の
格
率
が
常

に

周
時

に
普
逓
的
立
法

の
原
理
と
し

て
妥
当

し
得

る
よ
う
に
行
為
せ
よ
し

(客

や

　
と
表
現
さ

れ
叡
。
す

る
と
、
「
普
遍
的

に
立

法
す
る
意

志
」
に
よ

っ
て

こ
の
よ
う
な
法
則

の
主
体

で
あ

る
こ
と
が
、
理
性
的
存
在
者

を
人
格

と
し

て
特
徴
づ
け
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
カ

ン
ト
に
お

い
て
、
人

格
と
は
、
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
、
そ
の
法
則
に
従

っ

て
行
為
す
る
こ
と
を
意
志
し
得

る
理
性
的

な
存
在
者

で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
故
、
カ
ン
ト

の
人
格
概
念
は
、

シ

ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
理
性
活

動
の
論
理
的
主
体

で
あ
る
の
で
は
な
く
、
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と

を
意
志
す
る
と
い
う

「普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志
」
を
そ
の
核
心
と
す
る
。

つ
ま
り
、

シ

ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
カ

ン
ト
の
人
格
概
念
が

「理
性
的
な

即
ち
理
念

的
な
法
則

に
従
う
作
用
活
動
の
そ
の

つ
ど
の
論
理
的
主
体
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
時

の
理
性
的
な
法
則

の

一
つ
で
あ
る

カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
が
要

求
し
て
い
る
こ
と
は
、
「目

的
定

立
に
お
い
て
矛

盾
を
さ
け
る
こ
と
」

で
あ
る
か

「意
欲

の

一
貫
性
を
守

る
こ
と
」
で
あ
り
、

従

っ
て

「
カ

ン
ト
の
道
徳
法
則
は
根
本

に
お
い
て
意
欲

の
領
域
に
と

っ
て
の

⑯

同

一
律
と
矛
盾

律
に
す
ぎ
な
い
」
と
語
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

シ

ェ
ー
ラ
…
に

お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
が
周

一
律
と
矛
盾
律

に
従
う
理
性
活
動
の

論
理
的
主
体

と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々

の
考
察
が
示
す
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
人

格
概
念
は

こ
の
よ
う
な
論
理
的
な
思

惟
作
用
を
す
る
主
体

で
は
な

い
。
カ

ン
ト
の
人
格
は
、
思
惟
作

用
、
論
理
の

レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「普

遍
的

に
立
法
す

る
意
志
」
と
い
う
意

志

の
レ
ベ
ル
に
あ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ζ
の
よ
う
な
人
格
概
念

に
即
し
て
、
人
格
の
個
控
は
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
性

的
存
在
者
は
そ
の
人
格
性
故

に
目
的
自
体

で
あ
る
こ
と
に
お

い
て
は
何
ら
個
人
的
差
異
は
な

い
。
目
的
自
体

に
関
し
て

は
、

「人
間

は
自

分
自
身

の
存
在
を
必
然
的

に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
考

え
て
い
る
。
…
…
他
の
す

べ
て
の
理
姓
的
存
在
者
も
ま
た
、
私
に
妥
当
す
る

の
と
同

一
の
理
性
根
拠

に
従

っ
て
、
彼

の
存
在
を

こ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て



考

え

て

い

る
」

(
Ω
、
ご

もり
・
段

{・
〉

の

で

あ

る
。

従

っ
て
、

理

性

的

存

在

者

も

も

も

も

も

も

ぬ

も

も

も

も

(人
格

)
は
、
そ
の
人
格
性

に
注
醤
す
れ
ば

、
普
遍
的

で
無
差
別

で
あ
る
と

へ

も

も

も

へ

ぬ

言
え
る
。

そ
れ
故

、
こ
の
意
味

で
は
、

シ

ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に

「
人
間

は
人
格
で
あ

る
こ
と
の
み
で
は
い
か
な
る
点

に
お
い
て
も
区
別
さ
れ
得
な

い
」。

す
る
と
、
人
格

が
こ
の
よ
う
に
普
遍
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格

の
個
牲
は

語
れ
ず

、
偲
牲
的
人
格
を
排
除

し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
我

々
は
そ
う

で
は
な
い
と
主
張
し
た
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は
次

に
そ

の
こ
と
を
示
そ
う
。
.

有
限
な
理
性
的

荏
在
者

が
人
格
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
畠

由
の
自
律

に
よ

っ
て
道
徳
法
則

の
主
体
で
あ
る
か
ら

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
道

徳
法

則
は
、
「汝

の
意
志

の
格
率

が
普
遍
釣
法
則
と
な
り
得
る
よ
う

㈱

に
行
為

せ
よ
」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
故

、
道
徳
法
則
は
格
率
が
普
遍
的
法

則
と
な
り
得
る
こ
と
を
命
令

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
格
率

に
基
づ
く

個
々
の
具
体
的
な
行
為
に
関

し
て
は
何
も
命
令
し

て
い
な

い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
我

々
は
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
制
約

さ
れ
た
格
率

に
基

づ
く
具
体
的
な

行
為

の
多
様
性
を
認
め
得
る
。
即
ち
、
「倫

理
学

は
、
行
為

に
対
し
て
法
則
を

与
え
る
の
で
は
な
く

て
、
…
…
た
だ
行
為

の
格
率

に
対
し
て
法
則
を
与
え
る
」

(
　

)
の

で
あ
る

か
ら

、
「
法

則

が
行
為

の
格

率

の

み
を

命
令
し
得

て
、
行
為
そ
の
も

の
を
命
令

し
得
な

い
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
法
則

が
自
由
な
執
意

(≦
一一涛
母
)
に
対
し
て
遵
奉

の
余
地

(
ω
嵐
Φ
岸
豊

ε

を
委
ね

擶

る
…
…
と

い
う
し
る
し
で
あ

る
縣
(
窯
.
斜

の
↓
Qウ
・
卜φ
毬
h
>
。
例
え
ば
、
我

我
は
才
能

(自
然
的
素
質

(驚
繋
薮
§

騨
o辱
Φ>
>
を
開
発
す
る
格
率
が
普
逓
的

法
則
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
、
そ
の
法
則

に
従

っ
て
行
為
す

る
こ
と
を
意
志

し
得
る
。

し
か

る
に
、
格
率

の

「
実
質

」

(
　

〉

(
目的
)
と
湊
れ
る

才
能
の
開
発

は
多
様
性
を
含

み
得
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
普
逓
的
法
則
と
な
り

得
る
格
率

に
基
づ
く
行
為

の
具
体
化
は
多
様
性
を
含
み
得

る
。
そ
こ
で
、
「人

は
修
養

(自
己

の
悟
性
能
力

の
、
即
ち
知
識
或

い
は
技
能

に
お
け
る
拡
張
或

い
は
修

正
)
に
お

い
て
ど
れ
ほ
ど
進
む

べ
き
か
を
、

い
か
な
る
理
性
原
理
も

明
確
に
想
定

し
な

い
、
ま
た
、
人
々
が
入
り
得
る
境
遇

の
差
異
は
、
彼
が
自

己

の
才
能
を
そ

の
た
め
に
開
拓
す

べ
き
仕
事

の
種
類
の
選
択
を
任
意
的

に
す

る
。
l
l

そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
行
為
に
対
す
る

い
か
な
る
理
性
の
法
則
も
存

在

す
る
の
で
は
な
く

、
単

に
行

為

の
格
率

に
対

す
る
法

則

が
存

在

す
る
」

(
　

)
と
言
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
才
能
を
開
発
せ
よ
と

い

稚参

う

「義
務
」

(
　

は
、

ζ
の
義
務
を
遂
行
す
る
各

々
の
理
性
的
存
往

者
に
と

っ
て
多
様

な
行
為
を
許
す
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
義
務
に
基

づ
く
理

性
的
存
在
者

の
多
様
な
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、
各
々
の
欄
性
的

存
在
者

は
、
義
務

で
あ

る
が
故
に
自
己

の
自
然
的

素
質

(才
能
)
を
開
発
す

る
こ
と
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
あ

る
と
こ
ろ
の
も

の
に
な
る
と
書
え
る
。

そ
れ
故
、
各

々
の
人
格
は
道
徳
法
則
の
制
約
め
も

と
に
人
格
の
欄
性
、
即
ち

そ
の
人
格

の
人
格
ら
し
さ
を
実
現
し
得
る
。
従

っ
て
、
カ
ン
ト

に
お
け
る
人

格
概
念
は
、
人
格

の
個
性

を
排
除

し
な

い
。

こ
の
こ
と
を
、
目
的
概
念

(格
率

の
実
質
)

に
即
し

て
考
察

す
れ
ば

、
次

の
よ
う
に
言
え
る
。
理
性

的
存

在

者
は
、
「
す

べ
て
の
可
能
な
翻
的

の
主
体

そ
の
も

の
」
と
し
て
目
的

自
体

で
あ
り
、
そ
れ
故
人
格

と
呼
ば

れ
る
。
従

っ

て
、
理
性
的
存
在
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
幾
的
を
措
定
し
、
そ
れ
を
実
現
す

る
こ



と

に
よ

っ
て
人
格
た
り
得

る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
の
目
的
は
、
傾
向
性

に
基

づ

い
て
措
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
格
率

が
法
則
と
な
り
得

る
よ
う
な
格

率
の
も

つ
実
質

で
あ

る
。
そ
れ
故
、
各

々
の
人
格
は
、
法
則

の
制
約

の
も
と

に
個
体
妥
当
的

な
目
的
を
措
定
し
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
個
性

的
人
格
た
り
得

る
と
言

え
る
。

我

々
は
、
人
格

の
個
性
を
才
能

を
開
発
せ
よ
と

い
う
義
務

に
即
し
て
考
察

し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
他

の
諸
義
務

、
自
己
の
生
命
を
保

存
せ
よ
、
う
そ
を

つ
く
な
、
他
者

の
幸
福
を
促

進
せ
よ
と

い
う
義
務

に
即
し

て
も
言
え
る
。
道
徳
法
則
は
行
為

の
格
率
の
み
を
命
令
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
行
為

の
格
率

(義
務
)
に
基

づ
く
行
為
の
具
体
化
は
各
々
の
人
格
に
委

ね
ら
れ
る
。
自
己
の
生
命
を
保
存

せ
よ
と

い
う
義
務

の
場
合

、
各

々
の
人
格

に
と

っ
て
生
命

の
保
存

の
仕
方
は
多
様

で
あ
り
得

る
。
そ
の
仕
方
は
、
他
の

義
務
と
の
関
連

で
、
例
え
ば
才
能

の
開
発
の
義
務
等
と

の
関
連

で
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
自
己

の
生
命

を
保
存
す
る
か
は
、
各

々
の
人
格

に
委
ね
ら
れ
る
。
ま
た
、
う
そ
を

つ
く
な
と
い
う
義
務
の
場
合
も
、
こ
の
義

務
に
反

し
な

い
限
り
で
真
実
を
語
る
自
由

の
余
地
が
各
々
の
人
格
に
委
ね
ら

れ
る
。

さ
ら
に
、
他
者
の
幸
福
を
促
進

せ
よ
と

い
う
義
務

の
場
合

も
、
ど

の

よ
う
に
他
者
の
幸
福
を
促
進
す
る
か
は
、
各

々
の
人
格
に
委
ね
ら
れ
る
の
で

㈲
あ
る
。
そ
れ
故

、
こ
れ
ら
の
場
合

に
お
い
て
も
、
各

々
の
人
格
は
義
務

に
基

づ
い
て
そ
の
人
格

の
人
格
ら
し
さ
を
実
現
し
得
る
と
言
え

る
。

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
人
格
概
念

は
、
そ
の
人
格
性

に
注
目
す
る
限
り
、

普
遍
的

で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
普
遍
性
は
、
人
格

の
多
様
性
を
排
除
せ

ず
、
人
格
概
念
を
空
虚
な
も
の
に
し
な

い
。

一
般

に
、
概
念
は
、
そ
れ
が
普

遍
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
多
様
性
を
排
除
し
、
空
虚

な
も

の
と
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
人
格
概
念

の
普
遍
性

は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
に

お
い
て
考
え
ら
れ
る
そ
れ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。

ま
た
、

シ

ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
カ

ン
ト
に
お

い
て
、
人
格
の
個
性

が
、
人
格
の
特
殊
な
偶
然
的
な
体
験
内
容
、
或

い
は
身
体
に
よ

っ
て
認

め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
は
、
人
格

の
個
性
を
捉

え

る
こ
と
で
は
な
く

て
、
人
格
を
物
件
と
す
る
だ
け

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
カ

ン
ト
に
即

し
て
考
察

す
れ
ば
、
特
殊
な
偶
然
的
な
体
験
内
容
或

い
は
身
体
は
、

有
限
な
理
性
的
存
在
者

の
感
性
的
本
性
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
限
り
、

そ
れ
ら
体
験
内
容
、
身
体
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
を
自
然
法
則
に
従
う
物

件
と
し
て
区
別
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
す

べ
て
の

自
然

の
事
物

に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
人
格

の
個
性

に

つ
い
て

は
何
も
明
ら
か
に
し
な

い
。
カ

ン
ト
は
、
人
格
を
道
徳
法
則
の
主
体
と
し
て

捉
え
、
各

々
の
人
格
が
そ

の
格
率
を
普
遍
的
法
則

と
な
し
得
る
と

い
う
こ
と

に
お
い
て
、
従

っ
て
、
普
遍
性

へ
と
開
か
れ
た
格
率

(義
務

)
に
基
づ
い
て

個
々
の
具
体
的

な
行
為
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
、
個
性
的
な
人
格
の

可
能
性
を
み
て
い
た
と
言
え
る
。

我

々
の
こ
の
よ
う
な
カ

ン
ト
の
人
格
概
念
、
並
び

に
人
格

の
個
性
に

つ
い

て
の
考
察

は
、
カ
ン
ト
が

『基
礎
づ
け
』
で
語
る

「目
的

の
国
」
に

つ
い
て

の
理
解
を
深
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
次
に

「目
的
の
国

」
に
つ

い
て
考
察

し
て
お
こ
う
。



す

べ
て
の
理
性
的
存
葎
者
は
、
そ
の

「普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志

」
に
よ

っ
て
普
遍
的
法
則
を
立
法
す
る
。

そ
し
て
、

「法

則
は
そ
の
普

遍
的
な
妥
当

儀

に
従

っ
て
員
的
を
規
定
す
る
」

(
　

。
そ
こ
で
、
「さ
ま
ざ
ま
な

理
性
的
存
在
者

の
共
通
の
法
則
に
よ
る
体
系
的
結
合
」

(
　

)
が
国

と
呼

ば
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志

」
に
基
づ
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
理
性
的

存
在
者
の
共
通
の
法

則
に
よ
る
諸
磨
的
の
体
系
的
結
合

、
即

ち

「羅
的
の
国
　

)
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
の
諸
羅
的
は
、
理
性
的
存
在
者

の
個
人
的
差
異
や
私
的

農
的

(
　

　
)で
は
な
く
、
「目

的
自
体

と
し
て
の
理

性
的
存

在
者

と
各
入
が
自

ち

ヘ

へ

も

へ

分
自
身

に
措
定

し
て
よ

い
独
自
の
目
的
　

)
」

(
　

.

㎝
3

で
あ
る
。
理
性

的
存
在
者
が
馨
的
自
体
と
し
て
霞
的

と
見
徹
さ
れ
る
の

は
、
掻
的
を
措
定
す
る
薫
体
と
し
て
、
即
ち

「す

べ
て
の
可
能
な
霞
的

の
主

体

そ
の
も
の
し
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
為

に
お

い
て
常
に
岡
時

に
霞
的

と
見

倣

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「各
人
が
自
分
自
身
に
措
定

も

も

も

ヘ

へ

し
て
よ

い
独

自
の
目
的

」
は
私
的
霞
的

と
区
別
さ
れ
、
黛
的
自
体
と
し
て
の

理
性
的
存
在
者

(普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志

)
に
制
約
さ
れ
た
目
的

(実
質

)

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
、
「
目
的
自
体

で
あ
る
主
体

の
霞
的

は
、

そ
の
表
象
が
私

に
充
分
な
作
用
を
及
ぼ
す

べ
き
な
ら
、
ま
た
そ
れ
だ
け
私

の

員
的

で
あ
り
得

る
』

(
　

の

で
あ
る
。
す

る
と
、
カ

ン
ト
は
、

ヘ

ヤ

ぬ

へ

も

「
目
的

の
羅
」
に
お

い
て
独
自

の
撰
的
を
も

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
鮭
的
存
在

者
に

つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格

の
個
性
を
認
め
た
う
え

で
、
そ
の

よ
う
な

さ
ま
ざ
ま
な
理
性
的
存
在
者

が
各
自

の
独
肉
の
羅
的
を
実
現
す
る
国

を

「
顯
的

の
国
」
と
考
.凡
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
他
の
人
格

の
も

つ

独
自

の
目
的
は
、
ま

た
私

の
霞
的
で
も
あ
り
得
る
と
語
ら
れ
て

い
る
こ
と

に

お

い
て
、

「呂

的
の
函

〕
で
は
、
独

自

の
露
的
を
も

つ
個
性
的
人
格

が
相

互

に
認

め
ら
れ

つ
つ
、
共
通

の
法
則
に
よ
る
体
系
的
結
合
が
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し

て
、
カ
ン
ト
に
お

い
て
、
理
性
的

存
在
者
は
、

「普
逓

的
に
立
法

す
る
意
志
」

に
よ

っ
て
道
徳
法
則
の
主
体

で
あ
る
が
故

に
人
格
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の

「普
遍
的

に
立
法
す
る
意
志
」
に
注
目
す
れ

ば
、
す

べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
人
格
と
し
て
普

遍
的

で
無
差
別
で
あ

る
。

し
か
し
、
そ

の
立
法

す
る
意
志
に
よ
る
道
徳
法
則
は
行
為
の
格
率

の
み
を
命

令
し
、
行
為
そ
の
も

の
を
命

令
す
る
の
で
は
な

い
。
従

っ
て
、
法
則

に
よ

っ

て
制
約
さ
れ
た
格
率

に
基
づ

い
て
、
具
体
的
に
行
為

す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、

各
々
の
人
格

に
自
由
な
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
各
々
の
人
格
は
、

こ
の
よ
う
な
格
率

(義
務
)
に
基
づ
い
て
そ
の
独
自

の
目
的
を
実
現
す
る

こ

と
に
お
い
て
個
性
的
人
格

で
あ
り
得

る
と
言
え
る
。
従

っ
て
、
カ
ン
ト

の
人

格
概
念
は
、
人
格
の
個
性
を
排
除

し
な
い
と
言
え
る
。

カ
ン
ト
は
、
人
格
が

何
に
基
づ

い
て
人
格
で
あ

る
か
と

い
う

こ
と
を
問
題

に
し
、
人
格
の
個
性

に

つ
い
て
は
表
立

っ
て
…問
題

に
し
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
我

々
の
検
討

が
示

す
よ
う

に
、
カ
ン
ト
の
人
格
概
念

は
、
人
格
の
偲
性
を
排
除
し
な

い
の

で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
、
人
格
性
に
よ

っ
て
切
開

か
れ
た
人
格
概
念

に
よ

っ

て
は
じ
め

て
、
真
の
綴
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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和
辻
哲
郎

"

『和
辻
哲
郎
全
集
』
第
九
巻

「人
格
と
人
類
性

」
.二
八
六
ー

三
八
七
頁
参
照
。

　
と

略

記

。

　
以
下

、
　

略
記
。
尚

、
『基
礎

づ
け
隔
は
、
善
意
志
の
概
丁急

を
含
む
義
務
概
念
を
分
析
し
、
そ

こ
か
ら
道
徳
法
期
を
導
き
出
す
。
従

っ

て
、
道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
を
確

証
す

る
た
め
に
超
越
論
的
演
繹
を

脚

必
要

と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『実
践
理
性
批
判
臨
は
、
道
徳
法
則
の
意
識

旧

が

「理
性

の
事
実
」

で
あ
る
と
語
る
こ
と
に
お
い
て
、

一
挙

に
法
期
の
客

け

観
的
実
在
性
に
達

し
、
演
繹
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
故
、
論
述
の
仕
方

け

は
、
前
者
が
分
析
的

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
総
合
的

で
あ
る
。

し
か

・

し
な
が
ら
、
道
徳
法
則
の
蓋
体
と
し
て
の
人
格
概
念
に
関
し

て
は
、
両
者

17

と

も
異

な
ら

な

い
。　　

　
働

こ
れ
ら

の
命

法
は
、
普
遍
的
立
法
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
同

一
で
あ
る
。
尚
、
法
則
は
、
我
々
が
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
有
限
な
理
性

的
存
在
者

で
あ
る
が
故

に
、
命
令

と
な

る
。

　
同
掲
書
　

麟

「普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
」
に

つ
い
て
は
拙
論

(同
)
参
照
。　

　
以
下
、
　

"

と
略
記
。
尚
、

『道
徳
形
.廊
上
学
』
「
徳
論

の

形
面
h
学
的
基
礎

」
は
、
『基
礎

づ
け
』
、
『実
践
理
性
批
判
』
で
な
さ
れ
た

義
務

の
原
理
に

つ
い
て
の
考
察

に
墓
つ

い
て
、
欄

々
の
義
務

の
分
析
を
し

て
い
る
。
従

っ
て
、
個

々
の
義
務

の
考
察

に

つ
い
て
は
、
こ
の
著
作
が
豊

富

な
内
容
を
与
え

て
く
れ
る
。　

　「義
務
は
法
則

に
対
す
る
尊
敬

に
基
づ
く
行
為

の
必
然
性

で
あ
る
」　

　〈本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)
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