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は
じ
め
に

園
谷

実

･
大
山

真
未

〟
.
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
に
関
す
る
調
査
研
究
に
対
す
る
科
学
技
術
政
策
研
究
所
の
取
組
み

近
年
の
科
学
技
術
の
急
速
な
進
展
は
､
国
民
生
活
に
プ
ラ
ス

･
マ
イ
ナ
ス
両
面
に
わ
た
り
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
て
お
り
､

一
方
で
科
学
技
術

が
社
会
シ
ス
テ
ム
や
日
常
生
活
の
あ
り
方
を
変
え
'
他
方
で
は
社
会
の
側
か
ら
科
学
技
術
に
対
し
て
の
要
望
や
規
制
と
い
っ
た
働
き
か
け
が
存
在
し

て
い
る
｡

従
来
'
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
の
関
係
に
関
す
る
国
の
対
応
と
し
て
は
'
｢科
学
技
術
政
策
大
綱
｣
(
叫
九
九
二
年
四
月
閣
議
決
定
)
を
始
め
'

科
学
技
術
会
議
の
い
く

つ
か
の
答
申
の
中
で
社
会
と
科
学
技
術
の
調
和
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
｡
具
体
的
に
は
､

一
九
七

1
年
の
科
学
技
術

会
議
第
五
号
答
申
､

1
九
七
七
年
の
科
学
技
術
会
議
第
六
号
答
申
､

1
九
八
四
年
の
科
学
技
術
会
議
第

二

号
答
申
'

一
九
九
二
年
の
科
学
技
術
会

議
第

7
八
号
答
申
な
ど
の
ほ
か
､

7
九
九
五
年
に
制
定
さ
れ
た
科
学
技
術
基
本
法
に
お
い
て
も
､
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
と
の
調
和
に

つ
い
て
の

言
及
が
見
ら
れ
る
｡

1
方
､
こ
れ
に
対
応
し
た
具
体
的
施
策
と
し
て
は
､
本
論
第
二
編
で
述
べ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
､

l
九
七

〇
年
代
か
ら
我
が
国
で

も
注
目
さ
れ
実
施
さ
れ
た
が
､
こ
れ
も
科
学
技
術
の
正

･
負
両
面
の
影
響
評
価

(ア
メ
リ
カ
で
は
科
学
技
術
の
も

つ
危
険
性

へ
の
早
期
警
戒
と
し
て

考
え
ら
れ
た
)
と
い
う
意
味
で
'
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
の
調
和
を
目
指
す
初
期
の
施
策
と
し
て
あ
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
個
別
分
野
の
中
で
は
､
特
に
生
命
科
学
技
術
と
の
関
連
で
､
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
の
関
わ
り
が
問
題
と
さ
れ
､
関
係
省
庁
部
内
で
の

検
討
も
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
第

1
編
第

三
早
第

一
節
の

｢生
命
科
学
技
術
の
現
状
と
戦
略
｣
の
項
の
中
で
ふ
れ
る
こ
と
と
す

る
｡科

学
技
術
政
策
研
究
所
は

7
九
八
八
年

(昭
和
六
三
年
)
の
発
足
以
来
'
こ
の

(科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
)
を
主
要
な
調
査
研
究
テ
ー

マ
の

1

つ
と
し
て
取
り
上
げ
､
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
の
分
析
や
国
際
比
較
､
科
学
技
術
が
人
間

･
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
や
生
活
関

連
科
学
技
術
課
題
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
な
ど
を
行

っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

主
な
成
果
と
し
て
は
'
｢科
学
技
術
に
対
す
る
社
会
の
意
識
に
つ
い
て
｣
(
一
九
八
九
年
)
及
び

｢日

･
米

･
欧
に
お
け
る
科
学
技
術
に
対
す
る
社

会
意
識
に
関
す
る
比
較
調
査
｣
(
1
九
九
二
年
)
に
よ
り
'
科
学
技
術
に
対
す
る
人
々
の
意
識
調
査
を
基
に
分
析
し
､
科
学
技
術
に
対
し
社
会
や
人

々
の
生
活
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
､
人
間
の
生
存
や
安
全
の
実
現

へ
の
貢
献
が
重
要
で
あ
る
こ
と
等
の
指
摘
を
行

っ

た
｡
ま
た
､
｢科
学
技
術
が
人
間

･
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
調
査
｣
(
1
九
九
四
年
)
に
お
い
て
'
意
識
調
査
に
基
づ
き
､
科
学
技
術
と
人
間

二

二
三

ペ

ー

ジ

～

参

照
二
一ペ
ー
ジ
～
参
照



･
社
会
と
の
調
和
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
科
学
技
術
に
対
す
る
価
値
観
､
因
子
'
機
能
等
の
新
し
い
分
析
を
行
い
､
科
学
技
術
が
人
間

･
社
会
に
及

ぼ
す
問
題
面

(人
間
の
精
神
面
へ
の
影
響
や
人
間
性
軽
視
等
)
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
｡
さ
ら
に
､
｢生
活
関
連

科
学
技
術
課
題
に
関
す
る
意
識
調
査
｣
(中
間
報
告

一
九
九
五
年
及
び
最
終
報
告

一
九
九
六
年
)
で
は
､
生
活
関
連
科
学
技
術
の
推
進
方
策
と
し
て
'

環
境
保
全
､
健
康

･
医
療
'
防
災
'
福
祉
関
連
分
野
の
重
要
性
や
'
生
活
者
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
及
び
生
活
関
連
科
学
技
術
に
関
す
る
情
報
提
供
の
必

要
性
な
ど
を
指
摘
し
た
O

近
時
の
動
き
と
し
て
､
従
来
の
意
識
調
査
の
分
析
を
中
心
と
し
た
調
査
研
究
の
み
な
ら
ず
へ
科
学
技
術
の
進
歩
を
契
機
と
し
た
社
会
的
変
化
へ
の

対
応
'
あ
る
い
は
科
学
技
術
に
解
決
が
期
待
さ
れ
る
社
会
的
問
題

へ
の
取
り
組
み
'
例
え
ば
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
生
命
科
学
技
術
'

情
報
科
学
技
術
､
廃
棄
物

･
環
境
問
題
な
ど
に
関
し
て
'
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
'
具
体
的
問
題
事
例
'
行
政
事
例
を
踏
ま
え
て
の
検
討
､
政

策
琴
吉
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
､
本
調
査
研
究
も
こ
の
よ
う
な
新
し
い
問
題
意
識
に
立
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

二
.

新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
社
会
的
関
心

‖科
学
技
術
の
新
し
い
捉
え
方

科
学
技
術
を
め
ぐ
る
社
会
の
変
化
を
踏
ま
え
て
'
近
年
t
S
T
S

(Science,T
echnotogy
and
S
ociety
)
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
研
究
分
野
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
｡
そ
の
定
義
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
､
例

え
ば

｢科
学
技
術
の
社
会
的
側
面
に
つ
い
て
の
人
文

･
社
会
科
学
的

な
研
究

･
教
育
で
あ
る
｣
(中
島
秀
人

『
科
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
』)
と
さ
れ
る
｡

そ
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
､

1
九
七
〇
年
代
初
め
'
イ
ギ
リ
ス
各
地
の
大
学
等
に
よ
る
科
学
教
育

へ
の
取
り
組
み
の
中
で
､
科
学
技
術
を
め
ぐ
る

諸
問
題
に
つ
い
て
多
角
的
側
面
か
ら
の
分
析
を
取
り
入
れ
よ
う
と
試
み
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
｡
(い
わ
ゆ
る
S
-S
COZ‥S
cience
in
a
So
cia-

C
o
n
te
x
t)

他
方
､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
'

一
九
六
〇
年
代
以
降
､
環
境
問
題
な
ど
を
き
っ
か
け
と
し
て
､
大
戦
で
の
勝
利
以
来
の
科
学
技
術
に
対
す
る
社

会
の
期
待
感
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
イ
ギ
リ
ス
で
の
動
き
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
'

一
九
六
〇
年
代
か
ら

一
九

七
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
､
大
学
に
お
い
て
科
学
技
術
と
社
会
と
の
関
係
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

(S
T
S
)
が
登
場
し
た
｡

近
年
の
科
学
技
術
社
会
論
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
'
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
と
の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
､
科
学
技
術
に
つ
い
て
の

公
衆
理
解
増
進

(専
門
家
が
市
民
の
啓
発
を
図
る
)
と
い
う
方
針
か
ら
､
科
学
技
術
と
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
､
さ
ら
に
科
学
技

術
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
に
市
民
が
参
加
す
る
と
い
う
方
向
に
推
移
し
て
お
り
､
情
報
公
開
'
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

(専
門
家
の
市
民

へ
の
説
明

[s
T
S
の
紹
介
]

2



義
務
)
の
重
要
性
が
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
科
学
技
術
の
抱
え
る
問
題
､
例
え
ば
地
球
環
境
問
題
'
生
命
倫
理
'
国
際
的
な
技
術
摩
擦
等
が
注
目
さ
れ
る
今
日
'
健
全
な
社
会
運
営
の

た
め
に
は
'

一
般
市
民
か
ら
政
策
決
定
者
ま
で
'
す
べ
て
の
人
々
が
科
学
技
術
に
関
す
る
社
会
問
題

へ
の
理
解
を
持
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

が
認
識
さ
れ
､
科
学
技
術
の
現
実

へ
の
コ
ミ
ッ
ト
が
重
視
さ
れ
る
方
向

へ
と
推
移
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
新
し
い
科
学
技
術
論

(s
T
s
)
の
展
開
に
は
'
い
わ
ゆ
る

｢
モ
ー
ド
論
｣
の
果
た
し
た
役
割
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

こ
れ
は
､

1
九
九

〇
年
代
に
入
っ
て
登
場
し
話
題
と
な
っ
た
も
の
で
､
マ
イ
ケ
ル
･
ギ
ボ
ン
ズ

(イ
ギ
リ
ス
･
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
科
学
政
策
研
究

ユ
ニ
ッ
ト
所
長

‥
当
時
)
ら
に
よ
る
著
書

『
づ
he
Zew
P
ro
d
uctio
n
o
f
K
no
w
-
edge』
(小
林
信

一
監
訳

『
現
代
社
会
と
知
の
創
造
～
モ
ー
ド
論
と

は
何
か
』
)
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

｡
こ

こで
は
'
科
学
技
術
活
動

を
編

成す
る
社
会
的
な
様
式
を
モ
ー
ド
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
､
既

存
の
学
問
領
域
内
の
研
究
者
集
団
の
価
値
や
方
法
に
よ
り
研
究
が
進
め
ら
れ
評
価
さ
れ
る
モ
ー
ド
1
の
科
学
に
対
し
､
現
実
の
問
題
解
決
や
社
会
的

応
用
を
指
向
す
る
モ
ー
ド
2
と
い
う
科
学
の
様
式
が
出
現
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
Q
モ
ー
ド
2
は
､
近
年
の
環
境
問
題
､
医
療
保
険
問
題
､

ビ
ッ
グ

･
サ
イ
エ
ン
ス
等
'
従
来
型
の
モ
ー
ド
1
で
は
説
明
の
で
き
な
い
諸
問
題
の
進
展
を
背
景
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
､
ト
ラ
ン
ス
二
ア

イ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
で
問
題
指
向
型
で
あ
り
'
知
識
を
利
用
す
る
立
場
か
ら
の
研
究
活
動
様
式
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
モ
ー
ド
論
の
登
場
に
よ
り
､
科

学
技
術
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
た
っ
て
､
様
々
な
学
問
的
手
法
を
用
い
た

(す
な
わ
ち
人
文

･
社
会
科
学
と
自
然
科
学
の
両
者
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
よ
る
)
問
題
解
決
型
の
視
点
が
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

s
T
s
そ
の
も
の
の
評
価
に
つ
い
て
は
､
研
究
対
象
と
な

っ
て
い
る
科
学
者
そ
の
も
の
と
論
争
も
あ
り
'
反
論
を
受
け
て
い
る
部
分
も
あ
る
よ
う

で
あ
る
が
､
科
学
技
術
政
策
研
究
に
新
し
い
視
点
を
盛
り
込
ん
だ
提
案
と
し
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
特
に
､
そ
の
方
法
論
か
ら
ト
ラ

ン
ス
デ
イ
シ
プ
リ
ナ
リ
を
特
徴
と
す
る
た
め
に
､
様
々
な
分
野
と
の
競
合
を
生
じ
て
新
し
い
方
法
論
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
｡
そ
う
し
た

例
と
し
て
'
科
学
技
術
史
学
'
科
学
技
術
哲
学
､
科
学
技
術
政
策
学
の
よ
う
に
す
で
に
研
究
の
始
ま
っ
て
い
る
も
の
か
ら
､
科
学
技
術
法
学
､
科
学

技
術
経
済
学
'
科
学
技
術
政
治
学
､
科
学
技
術
倫
理
学
､
科
学
技
術
大
衆
化
論
の
よ
う
な
従
来
な
か
っ
た
分
野
も
提
案
さ
れ
て
き
て
い
る

(中
島
秀

人

『
科
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
』)
と
こ
ろ
で
あ
り
'
こ
う
し
た
新
分
野
に
つ
い
て
は
ま
だ
そ
の
実
体
は
見
え
に
く
い
も
の
の
科
学
技
術
政
策
の
調
査

研
究
に
当
た
っ
て
は
配
慮
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡

こ
の
よ
う
な
学
問
の
新
し
い
潮
流
の
現
れ
る

T
方
で
'
科
学
技
術
を
め
ぐ
つ
て
は
､
こ
の

叫
○
年
余
に
わ
た
り
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
｡
経
済

社
会
'
特
に
経
済
問
題
の
中
で
､
産
業
の
活
性
化
に
果
た
す
科
学
技
術
の
役
割
は
大
き
な
期
待
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
'
各
国
と
も
先
端
科
学
技
術

に
対
す
る
戦
略
的
な
政
策
が
次
々
と
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

一
方
'
特
許
や
標
準
等
の
国
際
協
力
の
求
め
ら
れ
る
問
題
が
増
え
る

一
方
､

生
命
科
学
技
術
や
情
報
科
学
技
術
な
ど
の
分
野
で
は
高
度
な
研
究
や
そ
の
研
究
成
果
の
活
用
そ
の
も
の
に

一
定
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論

[
モ
ー
ド
論
]

[s
T
S
の
評
価
と

新
し
い
対
応
]



も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
に
､
科
学
技
術
に
関
す
る
検
討
も
単
に
特
定
分
野
の
専
門
家
だ
け
で
決
定
す
る
の
で
は
な
く
､
公
開

や
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
､
施
策

へ
の
国
民
の
声
の
反
映
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
'
最
近
の
科
学
技
術
行
政
の
か
な
り
の
部

分
は
従
前
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
う
し
た
新
し
い
対
応
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

∽新
し
い
課
題
と
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

科
学
技
術
政
策
研
究
所
と
し
て
は
､
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
様
々
な
検
討
を
進
め
て
き
'
ま
た

こ
れ
か
ら
検
討
す
べ
き
課
題
も
広
範
な
分
野
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
が
'
上
記
の
よ
う
な
科
学
技
術
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
も
配

慮
し
っ
つ
'
特
に
第
二
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ
の
当
面
取
り
上
げ
る
べ
き
課
題
と
し
て
'
現
在
現
実
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
か
'
な
い
し
ご
く
近
い
将

来
問
題
が
生
ず
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
技
術
で
あ

っ
て
､
早
急
な
回
答
を
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
｡
平

成

一
〇
年
度
に
機
関
評
価
を
受
け
た
科
学
技
術
政
策
研
究
所
と
し
て
は
､
機
関
評
価
に
お
い
て
当
研
究
所
の
役
割
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
ア
ド
バ
イ
ザ

リ
ー
機
能
を
果
た
す
た
め
に
も
､
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

一
方
こ
の
よ
う
な
分
野

に
つ
い
て
は
'
行
政
事
例
が
比
較
的
豊
富
に
あ
り
t
か
つ
検
討
の
過
程
で
立
法
化
や
制
度
化
の
よ
う
な
問
題
を
控
え
て
い
る
た
め
に
､

一
般
的
な
学

術
機
関
と
行
政
機
関
の
中
間
に
位
置
す
る
政
策
研
究
所
の
能
力
が
発
揮
し
や
す
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
こ
と
も
補
足
し
て
お
く
｡

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
分
野
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
'
科
学
技
術
と
人
間
社
会
の

1
般
的
な
検
討
の
中
で
積
み
上
げ
的
な
実
証
を
進
め
る

こ
と
と
な
り
'
従
来
比
較
的

一
般
論
か
ら
議
論
が
進
ん
で
い
る

(科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
)
の
研
究
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
進
捗
が
図
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
検
討
の
対
象
を
設
定
す
る
時
'
対
象
と
な
る
ジ
ャ
ン
ル
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
'
①
原
子
力
開

発
'
宇
宙
開
発
な
ど
国
が
主
体
と
な

っ
て
推
進
す
る
先
端
的
科
学
技
術
と
､
②
国
が
比
較
的
中
立
的
な
立
場
か
ら
国
全
体
の
推
進
や
規
制
を
考
え
る

先
端
科
学
技
術
で
あ
る
｡

一
概
に
個
別
の
科
学
技
術
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
は
定
め
が
た
い
が
'

一
応
後
者
の
科
学
技
術
の
検
討
の
方
が
原
理
的
な

回
答
を
期
待
で
き
､
前
者
は
そ
う
し
た
原
理
の
応
用
と
考
え
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
'
当
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
ま
ず
'
②
の
分
野
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
'
そ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
'
①
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
｡

次
に
､
②
の
科
学
技
術
に
つ
い
て
も
そ
の
対
象
は
極
め
て
広
範
囲
な
分
野
に
わ
た
り
'
研
究
は
網
羅
的
に
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
'
特
定
の
視

点
か
ら
そ
の
代
表
分
野
を
選
び
'
順
次
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
際
'
近
年
の
科
学
技
術
政
策
の
中
で

｢規
制
｣
が
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
｡
従
来
'
研
究
に
規
制
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
､
現
在
社
会
的
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
②

に
属
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
が
規
制
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
科
学
技
術
分
野
と
な

っ
て
い
る
｡
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②
に
属
す
る
研
究
の
形
態
も
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

1
つ
は
'
研
究
そ
の
も
の
を
規
制
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
必
要
と
考
え
ら

れ
て
い
る
分
野
の
科
学
技
術
で
､

一
例
と
し
て
は
､
昨
今
生
殖
医
療
技
術
や
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
で
社
会
の
話
題
と
な

っ
て
い
る
生
命
科
学
技
術
が

あ
る

(す
べ
て
が
そ
う
し
た
性
格
を
持

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
一
部
で
は
特
に
早
急
な
対
応
が
国
民
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
)0

第
二
は
'
研
究
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
研
究
の
成
果
が
大
き
な
影
響
を
持

つ
た
め
に
技
術
の
社
会

へ
の
適
用
の
段
階
で
様
々
な
規
制
が
必
要
と
考
え

ら
れ
て
い
る
科
学
技
術
で
､
情
報
科
学
技
術
が
そ
の

一
例
で
あ
る

(
こ
れ
も
､
第

i
の
も
の
と
の
区
別
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
)｡
第
三
は
'
研

究
の
成
果
が
規
制
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
'
第

一
や
第
二
と
は
反
対
に
､
研
究
の
成
果
が
ま
だ
十
分
上
が
っ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
段
階
で
'
国
民
の
安
全
や
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
規
制
と
い
う
形
で
社
会

へ
の
適
用
が
求
め
ら
れ
る
科
学
技
術
で
あ
る
｡
環
境
科
学
技
術

や
地
球
科
学
技
術
な
ど
が
そ
の

一
例
で
あ
る
｡

先
端
科
学
技
術
の
よ
う
に
そ
の
結
果
の
予
見
が
困
難
で
し
か
も
そ
の
及
ぼ
す
影
響
が
甚
大
で
あ
る
も
の
と

｢規
制
｣
と
の
関
係
は
､
従
来
特
定
の

分
野

(例
え
ば
原
子
力
の
規
制
)
以
外
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
科
学
技
術
政
策
の
検
討
に
当
た
っ

て
､

一
般
的
な
先
端
科
学
技
術
と
規
制
の
考
え
方
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
'
今
後
生
じ
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
問
題
を
先
取
り
す
る
意
味
で
も
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
｡
今
回
は
上
記
の
よ
う
な
検
討
対
象
の
中
か
ら
'
現
在
そ
の
中
で
も
最
も
ホ
ッ
ト
な
話
題
で
あ
る
生
命
科
学
技
術
1

特
に
生

殖
医
療
技
術
の
中
で
も
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
絞

っ
て
検
討
を
加
え
て
み
る
｡
以
後
'
こ
の
検
討
の
成
果
を
踏
ま
え
て
逐
次
他
の
分
野
に
つ
い
て

も
検
討
を
加
え
て
み
る
予
定
で
あ
る
｡
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生
命
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
規
制

第

l
編

規
制
の
可
能
性

第

一
章

法
的
規
制

第

一
節

生
命
科
学
技
術
の
現
状
と
戦
略

一
.
生
命
科
学
技
術
の
現
状

囲
谷

実

･
大
山

真
未

生
命
科
学
技
術

(国
の
政
策
に
お
い
て
は
､
｢ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
は
､
生
物
が
営
む
生
命
現
象
の
複
雑
か
つ
精
微
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
科
学
で
あ
る
と
共
に
､
そ
の
成
果
を
医
療
'
環
境
､
農
林
水
産
業
'
産
業
等
の
種
々
の
分
野
に
応
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
で
あ
る
｡

近
年
の
生
命
科
学
技
術
分
野
の
研
究
開
発
に
関
す
る
動
向
に
つ
い
て
は
､
生
物
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
蓄
積
に
よ
り
､
す
べ
て
の
生
命
現
象
を

1
定
の
共
通
的
原
理
に
基
づ
い
て
統

1
的
に
理
解
し
う
る
可
能
性
が
見
え
て
き
て
お
り
'
そ
れ
は
い
か
な
る
生
命
現
象
も
､
共
通
し
て
t
D
N
A
や

タ
ン
パ
ク
質
等
の
生
体
内
の
分
子
が
､
生
体
外
部
か
ら
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
'
時
間
の
流
れ
の
中
で
'

一
定
の
秩
序
を
も
っ
て
相
互
作
用
す
る
こ
と

に
よ
り
発
現
し
て
い
る
と
い
う
点
が
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
｡

こ
の
よ
う
な
生
命
科
学
技
術
発
展
の
端
緒
は
'

一
九
五
三
年
ワ
ト
ソ
ン
と
ク
リ
ッ
ク

(
一
九
六
二
年
ノ
ー
ベ
ル
医
学

･
生
理
学
賞
受
賞
)
に
よ
っ

て
D
N
A
の
構
造
モ
デ
ル
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
｡

D
N
A
は
､
リ
ン
酸
と
糖
が
長
い
二
本
の
鎖
と
な
っ
て
お
り
'
四
種
類
の
塩
基
が
結
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
､
特
定
の
塩
基
配
列
を
持

つ
D
N
A
分
子
を
切
断
す
る
制
限
酵
素
が
発
見
さ
れ
'
遺
伝
子
工
学
は
飛
躍
的
に
発
展
す
る
こ
と
と
な
る
.
す
な
わ
ち
､

1
九
七
三
年
コ
-
エ
ン
､

ボ
イ
ヤ
ー
ら
に
よ
り
初
め
て
の
遺
伝
子
組
換
え
が
行
わ
れ
､

一
九
七
九
年
に
は
ヒ
ト
の
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
の
遺
伝
子
が
得
ら
れ
る
な
ど
'
極
め
て
短
期

間
に
広
範
多
岐
に
わ
た
る
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
｡

生
命
科
学
技
術
の
研
究
開
発
は
､
そ
の
よ
う
な
理
解
を
基
礎
と
し
て
生
体
内
の
分
子
レ
ベ
ル
で
起
こ
る
ミ
ク
ロ
な
生
命
現
象
の
理
解
､
そ
れ
ら
ミ

ク
ロ
な
生
命
現
象
が
統
合
的
に
組
み
合
わ
さ

っ
て
生
じ
る
発
生
'
疾
病
'
生
態
系
等
の
複
雑
な
生
命
現
象
の
理
解
､
さ
ら
に
生
命
の
進
化
や
多
様
性

の
理
解
を
目
指
す
方
向

へ
進
も
う
と
し
て
い
る
｡
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今
後
の
動
向
に
つ
い
て
へ
複
雑
な
生
命
現
象
を
担
う
基
本
的
な
生
体
分
子
､
す
な
わ
ち
D
N
A
､
タ
ン
パ
ク
質
､
糖
質
'
脂
質
等
の
機
能
と
構
造

に
対
し
て
､
分
析
的
手
法
に
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
研
究
開
発
t
D
N
A
の
塩
基
配
列
情
報
､
遺
伝
子
の
染
色
体
上
の
位
置
情
報
､
タ
ン
パ
ク
質
の

立
休
構
造
に
関
す
る
情
報
等
に
関
し
､
そ
れ
ら
の
情
報
の
持

つ
意
味
'
例
え
ば
､
D
N
A
の
特
定
の
塩
基
配
列
が
担
う
生
命
機
能
の
理
解
を
深
め
る

た
め
の
研
究
開
発
が
進
む
と
予
想
さ
れ
て
い
る
｡
(そ
の
例
と
し
て
､
遺
伝
子
機
能
に
関
す
る
研
究
､
個
体
発
生
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で

の
解
析
研
究
な
ど
が
活
発
に
進
め
ら
れ
て
お
り
､
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
応
用
し
た
医
薬
品
､
食
品
が
作
ら
れ
る
な
ど
'
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を

利
用
し
た
産
業
も
出
現
し
て
い
る
｡
)

加
え
て
へ
生
体
分
子
の
有
す
る
機
能
､
構
造
に
関
す
る
理
解
の
進
展
と
併
せ
て
､
発
生
､
疾
病
､
生
態
系
等
の
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
相
関
し
つ

つ
発
現
す
る
生
命
現
象
に
対
し
て
も
'
分
子
レ
ベ
ル
'
細
胞
レ
ベ
ル
'
個
体
レ
ベ
ル
で
統
合
的
手
法
に
よ
り
迫
り
､
個
体
と
し
て
の
生
命
の
諸
様
相
､

さ
ら
に
個
体
の
集
団
と
し
て
の
生
態
系
の
姿
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
開
発
､
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
高
次
な
機
能
や
疾
病
の
要
因
に
関
す
る
科
学
的

理
解
に
基
づ
き
､
機
能
を
的
確
に
制
御
'
設
計
し
た
り
､
あ
る
い
は
疾
病
を
予
防
､
治
療
す
る
た
め
の
研
究
開
発
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
｡

(近
年
､
注
目
を
集
め
て
い
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
も
､
発
生
過
程
に
お
け
る
細
胞
レ
ベ
ル
で
の
現
象
解
明
や
そ
の
操
作
技
術
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
､

め
ざ
ま
し
い
進
展
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
)

具
体
的
に
は
､
科
学
技
術
政
策
研
究
所
に
よ
る
第
六
回
技
術
予
測
調
査

(
一
九
九
七
年
六
月
)
の
中
で
も
､
科
学
技
術
分
野
の
注
目
課
題
に
つ
い

て
､
我
が
国
の
専
門
家
等
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
､
実
現
時
期
が
予
測
さ
れ
て
い
る
｡
生
命
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
例
を

あ
げ
る
と
'
あ
る
種
の
が
ん
の
発
生
を
予
防
す
る
薬
の
開
発
の
実
現
時
期
が
二
〇
1
0
年
'
個
人
の
遺
伝
子
の
構
造
の
情
報
の
診
断
や
治
療

へ
の
利

用
の
実
現
時
期
が
二
〇
1
五
年
､
試
験
管
内
で
幹
細
胞
を
増
や
し
て
治
療
に
用
い
る
方
法
の
普
及
の
実
現
時
期
が
二
〇
一
五
年
､
自
己
細
胞
の
増
殖

に
よ
る
臓
器
再
生
技
術
の
臨
床
応
用
の
実
現
時
期
が
二
〇
二

一
年
と
予
測
さ
れ
て
い
る
｡

同
様
に
､
保
健

･
医
療

･
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
も
､
が
ん
の
転
移
を
防
ぐ
有
効
な
手
段
の
実
用
化
の
時
期
が
二
〇
二
二
年
､
が
ん
に
有
効
な
生

物
学
的

･
免
疫
学
的
治
療
法
の
普
及
の
時
期
が
二
〇
二

年
'
悪
性
腫
癌
に
対
す
る
遺
伝
子
治
療
の
普
及
の
時
期
が
二
〇
一
四
年
､
H
I
V
ワ
ク
チ

ン
の
開
発
の
時
期
が
二
〇
〇
七
年
'
血
液
か
ら
の
ウ
イ
ル
ス
除
去
方
法
の
普
及
の
時
期
が
二
〇
1
0
年
､
遺
伝
子
欠
損
疾
患
に
対
す
る
遺
伝
子
治
療

法
の
実
用
化
の
時
期
が
二
〇
二

一年
'
遺
伝
子
治
療
が
内
服
薬
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
時
期
が
二
〇
二
〇
年
'
完
全
埋
込
型
人
工
心
臓
の
開
発
の
時

期
が
二
〇
二
二
年
'
完
全
埋
込
型
人
工
腎
臓
の
実
用
化
の
時
期
が
二
〇
一
八
年
､
長
期
連
続
使
用
可
能
な
人
工
肝
臓

(体
外
肝
機
能
補
助
装
置
)
の

開
発
の
時
期
が
二
〇
1
六
年
､
臓
器
特
性
を
有
す
る
人
工
細
胞
生
産
の
実
用
化
の
時
期
が
二
〇
二
三
年
と
予
測
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
欧
米
各
国
の
動
向
を
見
て
も
'
生
命
科
学
技
術
の
重
要
性
'
特
に
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
先
駆
的
な
新
産
業
創
出
に
お
け
る
生
命
科

学
技
術
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
､
知
的
財
産
権
を
生
み
出
す
分
野
を
中
心
に
､
激
し
い
国
際
的
な
研
究
開
発
競
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
｡

[生
命
科
学
技
術
の

予
測
]
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我
が
国
で
は
生
命
科
学
技
術
分
野
で
国
と
し
て
特
に
取
り
組
む
べ
き
領
域
と
し
て
､

一
九
九
七
年
八
月
の

｢ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
に
関
す
る
研
究

開
発
基
本
計
画
｣
(内
閣
総
理
大
臣
決
定
)
で
､
脳
'
が
ん
､
発
生
'
生
態
系

･
生
物
圏
に
関
す
る
研
究
開
発
と
い
っ
た
統
合
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

生
物
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
ゲ
ノ
ム
等
基
礎
的
生
体
分
子
に
関
す
る
研
究
開
発
を
選
定
し
て
い
る
｡
加
え
て
'
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
､
生
命
倫

理
に
関
す
る
問
題

へ
の
配
慮
に
も
言
及
し
て
い
る
｡

二
.
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
主
要
国
の
生
命
科
学
技
術
戦
略
の
動
向

川生
命
科
学
技
術
戦
略

生
命
科
学
技
術
の
現
状
を
踏
ま
え
'
各
国
も
二

一
世
紀
に
向
け
て
こ
の
分
野
に
お
け
る
戦
略
的
な
取
り
組
み
を
図
っ
て
い
る
｡
こ
の
分
野
で
現
在

圧
倒
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
､
簡
単
に
生
命
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
世
界
的
な
戦
略
を
眺
め
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡

世
界
の
科
学
技
術
戦
略
を
語
る
に
は
ア
メ
リ
カ
の
科
学
技
術
戦
略
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
生
命
科
学
技
術
の
規
制
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
範
囲
で
'
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
一
般
的
な
科
学
技
術
戦
略
と
､
特
に
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
戦
略
の
歴
史
を
極
く

簡
単
に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

戦
後
ア
メ
リ
カ
で
は
'
欧
州
か
ら
の
優
れ
た
人
材
の
流
入
や
強
大
な
国
力
を
踏
ま
え
た
大
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

(原
子
力
開
発
'
宇
宙
開
発
等
)
の
推

進
に
よ
り
世
界
の
科
学
技
術
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
O
特
に
分
野
と
し
て
は
国
防
と
基
礎
研
究
の
優
位
が
顕
著
で
あ
っ
た
｡
そ
の
上
で
､
こ
れ
ら
の
研

究
か
ら
民
生
技
術
の
産
業

へ
の
ス
ピ
ン
オ
フ
が
図
ら
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
0

し
か
し
'

7
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
､
貿
易
赤
字
や
財
政
赤
字
に
よ
る
経
済
力
の
低
下
に
伴
い
､
米
国
産
業
の
競
争
力
が
主
要
先
進
国
と
比

較
し
て
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
政
府
や
民
間
で
広
ま
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
懸
念
に
対
し
'
レ
ー
ガ
ン
'
ブ
ッ
シ
ュ

政
権
時
代
に
､
新
し
い
科
学
技
術
戦
略
が
立
て
続
け
に
打
ち
出
さ
れ
た
｡
初
期
に
お
け
る
具
体
的
戦
略
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
'

一

九
八
五
年
の

｢大
統
領
産
業
競
争
力
委
員
会
報
告
｣
(ヤ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
)
が
あ
る
｡
ま
た
､

一
九
八
七
年
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
一
般
教
書
に
お
い

て
､
｢競
争
力
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
｣
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
具
体
的
な
研
究
分
野
と
し
て
は
'
当
時
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
の
高
温
超
伝
導
を
実
用
化
に

結
び
つ
け
る

｢超
伝
導
イ
ニ
シ
ャ
テ
イ
ブ
｣
が
同
年
発
表
さ
れ
て
も
い
る

(翌
年
'
超
伝
導
競
争
力
法
案
が
成
立
し
た
)｡
ま
た
そ
の
後
､
科
学
技

術
に
関
す
る
国
際
的
な
枠
組
み
の
協
議
等
の
中
で
､
こ
う
し
た
考
え
方
を
色
濃
く
出
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
内
容
を
極
く
大
雑
把
に
ま
と
め
て
言
え
ば
'
国
内
的
に
は
､
産
学
官
の
協
力
､
国
の
研
究
成
果
の
民
間
移
転
'
知
的
所
有
権
の
保
護
'

人
材
基
盤
の
強
化
等
を
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
､
ま
た
対
外
的
に
は
'
特
許
の
保
護
､
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
ア
ク
セ
ス
の
要
求
'
さ
ら
に
科
学
技
術

[科
学
技
術
戦
略
]
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上
の
大
規
模
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
国
際
共
同
計
画

(s
s
c
計
画
､
宇
宙
基
地
計
画
'
国
際
核
融
合
計
画
等
)

へ
の
提
案
な
ど
と
な

っ
て
現
れ
た
｡

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
､
ブ

ッ
シ
ュ
大
統
領
時
代
に
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
具
体
的
戦
略
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡

具
体
的
に
は
､

一
九
九

一
年
二
月
に
'
｢バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
政
策
に
関
す
る
報
告
｣
(大
統
領
競
争
力
委
員
会

‥
委
員
長
ク
エ
ー
ル
副
大
統
領
)

が
発
表
さ
れ
た
｡
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
'
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
戦
略
が
よ
く
う
か
が
え
る
｡

①
新
し
い
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
を
含
む
新
発
見
物
に
よ
っ
て
競
争
力
と
商
業
化
を
育
成
す
る

②
農
業
､
臨
床
医
学
､

エ
ネ
ル
ギ
～
､
環
境
調
査
の
各
分
野
に
お
け
る
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
に
対
す
る
連
邦
の
資
金
配
分
を
再
検
討
す
る

③
連
邦
の
研
究
計
画
は
､
引
き
続
き
基
礎
科
学
に
対
し
優
先
的
に
支
援
を
増
や
す
と
と
も
に
､
実
用
'
拡
張
技
術
の
発
展
の
た
め
の
資
金
援
助
に
も

こ
れ
ま
で
以
上
の
配
慮
を
図
る

④
政
府
は
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
連
邦
管
理
原
則

(修
飾
さ
れ
た
遺
伝
形
質
を
も
っ
た
生
物
の
環
境
中

へ
の
計
画
導
入
)
を
発
表
す
べ
き
で
あ
る

⑤
規
制
に
つ
い
て
は
本
報
告
書
で
示
す
規
制
審
査
四
原
則

(規
制
上
の
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
等
の
内
容
)
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
で
あ
り
'
新

た
な
法
体
系
を
構
築
す
る
試
み
に
反
対
す
る

⑥
新
薬
開
発
の
誘
因
を
な
く
す
よ
う
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
反
対
す
る

⑦
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
に
お
け
る
製
法
特
許
に
よ
る
保
護
を
図
る

一
九
九
三
年
以
後
民
主
党
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
就
任
し
､
そ
の
政
治
的
重
点
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
や
環
境
防
災
科
学
技
術
に
シ

フ
ト
し
て
い
る
が
､
先
端
的
科
学
技
術
と
し
て
の
生
命
科
学
技
術
戦
略
は
'
基
本
的
に
は
米
国
の
競
争
力
強
化
を
目
的
と
し
た

一
般
科
学
技
術
戦
略

の
上
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
と
見
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
戦
略
の
他
､
個
別
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
生
命
科
学
技
術
関
係
の
大
型
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
も
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
代
表
が

｢人
ゲ
ノ
ム
解
析
計
画
｣
で
あ
り
､

一
九
八
八
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
の
計
画
は
､
ヒ
ト
の
遺
伝
情
報
で
あ
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム

(総
数
三

〇
億
塩
基
対
)
を
す
べ
て
読
み
と
る
こ
と
を
目
的
と
し
国
立
衛
生
研
究
所

(N
I
H
)
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
省

(D
O
E
)
が
推
進
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
｡
二
〇
〇
三
年
に
は
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
全
数
の
解
析
が
終
わ
る
予
定
で
あ
る
｡
(な
お
､
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
呼
応
し
､
欧
州
各
国
や
日
本
も
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
の
解
析
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
)0

ち
な
み
に
'
ア
メ
リ
カ
の
政
府
研
究
開
発
予
算
の
推
移
を
眺
め
れ
ば
'
連
邦
政
府
の
目
的
別
科
学
技
術
予
算
で
は
'

1
九
九

1
年
/

一
九
九
六
年

比
較
で
､
保
健
関
係

(生
命
科
学
技
術
分
野
が
含
ま
れ
る
)
が
九
二
億
二
六
〇
〇
万
ド
ル
か
ら

二

九
億
二
〇
〇
万
ド
ル
と
約
三
〇
%
の
伸
び
率
で

最
も
高
い
o
国
防
関
係
は
三
九
三
億
二
八
〇
〇
万
ド
ル
か
ら
三
七
七
億
九

7
0
0
万
ド
ル
と
絶
対
額
は
大
き
い
も
の
の
伸
び
は
マ
イ
ナ
ス
四
%
と
な

っ
て
い
る
｡
花
形
で
あ

っ
た
宇
宙
関
係
は
､
六
五
億

二

〇
〇
万
ド
ル
か
ら
七
八
億
七

一
〇
〇
万
ド
ル
と
約
二
〇
%
の
伸
び
で
あ
る
が
近
年
は
伸
び

[
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ

ジ

ー
戦
略
]

∩フ



悩
ん
で
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
研
究
開
発
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
踏
ま
え
､
我
が
国
研
究
開
発
水
準
の
比
較
に
お
い
て
も
'
米
国
は
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス

分
野
に
お
い
て
圧
倒
的
な
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る

(図
参
照
)0

な
お
､
欧
州
は
じ
め
各
国
も
情
報
科
学
技
術
と
並
ん
で
生
命
科
学
技
術
関
係
の
研
究
開
発
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
略
す
｡

図 日米欧科学技術水準比較

開発 .応用分野でも､我が国は欧州には優れるものの､米国との間では生

(1)El米比較

(2)日欧比較

資料 :科学技術庁 平成 7年 我が国の研究活動の実態に関する調査報告
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∽生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
状
況

以
上
は
広
範
な
生
命
科
学
技
術
全
般
に
関
す
る
動
向
で
あ
る
が
､
こ
の
中
で
､
特
に
生
殖
支
援
に
関
す
る
科
学
技
術
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た

1
般

科
学
技
術
戦
略
と
は
異
な
る
状
況
を
呈
し
て
い
る
｡
欧
州
に
お
け
る
生
殖
医
療
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
､

】
九
八

〇
年
代
か
ら
慎
重
な
検
討
が
行

わ
れ
､

一
九
九

〇
年
代
に
入
り
法
整
備
が
行
わ
れ
た
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
｡
こ
こ
で
は
独
自
の
展
開
を
た

ど
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
動
き
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
｡

す
で
に
米
国
で
は
'
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
し
深
刻
な
対
立
が
あ
り
'
合
法
化
を
認
め
る
最
高
裁
判
決

二

九
七
三
年

ロ
ウ
判
決
)
が
出
さ
れ
た
も

の
の
､
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
で
は
各
州
の
法
律
に
よ
っ
て
制
限
も
可
能
と
な

っ
て
お
り
'
国
と
し
て
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た

方
針
や
法
整
備
は
行
わ
れ
て
い
な
い
.

1
方
､
遺
伝
病
の
出
生
前
検
査
､
人
体
実
験
の
あ
り
方
を
め
ぐ
つ
て
の
議
論
の
中
で

1
九
七
四
年
国
家
研
究

規
制
法
が
成
立
し
､
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
と
病
院
内
倫
理
委
員
会

(I
R
B
)
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
な
ど
'
医
療
に
お
け
る
倫
理
問
題
に

対
応
す
る
体
制
の
整
備
も
進
展
し
て
い
っ
た
｡
生
命
倫
理

(バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
)
の
概
念
が
確
定
し
た
の
も
米
国
に
お
け
る
こ
の
頃
の
研
究
の
成

果
で
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
中
で
､

一
九
八

一
年

～
八
三
年
に
か
け
て
､
医
学

･
生
物
医
学

･
行
動
科
学
大
統
領
諮
問
委
員
会
が
設
け
ら
れ
'
(
ヘ
ル
ス
ケ
ア
)

と

(研
究
)
に
関
す
る
検
討
が
様
々
に
行
わ
れ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
大
統
領
諮
問
委
員
会
の
後
議
会
に
設
け
ら
れ
た
生
物
医
学
倫
理
諮
問
委
員
会

(B
E
A
C
)
は
報
告
書
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
解
散
し
､
以
後
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
生
殖
医
療
技
術
に
つ
い
て
の
見
解
が
提
出
さ
れ

な
い
状
況
と
な

っ
て
い
る
｡
政
府
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
'
国
全
体
の
方
針
に
つ
い
て
は
出
さ
な
か
っ
た
も
の
の
､
国
の
研
究
資
金
の
生
殖
医

療
技
術

へ
の
提
供
は
停
止
し
た
た
め
民
間
資
金
に
よ
る
生
殖
医
療
技
術
の
研
究
が
進
み
'
現
在
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
生
殖
医
療
技
術
の

応
用
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
｡
例
え
ば
D
N
A
鑑
定
な
ど
に
つ
い
て
は
'
こ
の
よ
う
に
誕
生
し
た
ア
メ
リ
カ
生
殖
医
療
技
術
ビ
ジ
ネ

ス
が
す
で
に
日
本
で
も
営
業
活
動
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
今
後
国
境
を
越
え
て
広
範
な
生
命
科
学
技
術
関
係
事
業
が
展
開
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
｡

1
九
九
六
年
に
生
ま
れ
た
ク
ロ
ー
ン
羊
を
め
ぐ

つ
て
は
､
世
界
各
国
で
人
ク
ロ
ー
ン
の
可
否
が
話
題
と
な

っ
た
が
､
ア
メ
リ
カ
で
は
ク
リ
ン
ト
ン

大
統
領
が
い
ち
早
く
研
究
の
禁
止
を
う
た
っ
た
も
の
の
､
ク
ロ
ー
ン
禁
止
法
は
共
和

･
民
主
両
党
の
主
張
の
違
い
で
廃
案
と
な
り
'
米
国
に
お
け
る

法
制
化
の
見
通
し
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
o
民
間
の

7
部
で
は
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
進
め
て
行
く
動
き
が
報
道
さ
れ

て
い
る

(
｢日
本
で
ク
ロ
ー
ン
人
間
作
り
た
い
｣

一
九
九
八
年

〓

1月
二
目

･
毎
日
).

こ
の
よ
う
な
状
況
は
国
の
積
極
的
な
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
戦
略
と
は
言
え
な
い
が
'
我
が
国
に
お
け
る
生
命
科
学
技
術
の
適
用
に
関
す
る
規

制
の
検
討
を
行
う
に
当
た

っ
て
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
｡
後
述
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

六
八
ペ
ー
ジ
参
照

三
二
ペ
ー
ジ
参
照
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よ
う
に
､
国
の
規
制
の
考
え
方
が
何
で
あ
れ
生
殖
医
療
技
術

(ワ
ー
ノ
ッ
ク
報
告
で
は
代
理
母
)

へ
の
ニ
ー
ズ
は
形
を
変
え
て
残
っ
て
行
く
可
能
性

が
十
分
あ
り
､
医
療
に
関
す
る
規
制
や
事
実
上
の
制
限
は
容
易
に
そ
う
し
た
治
療
の
行
い
や
す
い
外
国
で
受
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
､

一
国
の
規
制

だ
け
で
は
問
題
解
決
が
つ
か
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(石
井
美
智
子

『
人
工
生
殖
の
法
律
学
』
に
よ
れ
ば
'
ア
メ
リ
カ
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
郊
外
の
代
理
母
斡
旋
セ
ン
タ
ー
で
は
､

一
九
九
〇
年
ま
で
に
日
本
人
夫
婦
四
組
の
子
供
四
人
が
誕
生
'
さ
ら
に
九
組
の
日
本
人
夫
婦
が
試
み

て
い
る
と
い
い
'
韓
国
ソ
ウ
ル
市
内
の
病
院
で
は

1
九
九
二
年
五
月
に
合
計
四
組
の
日
本
人
夫
婦
が
代
理
母
出
産
の
治
療
を
受
け
た
り
依
頼
し
た
り

し
て
い
る
と
い
う
｡
)

三
.
生
命
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
と
の
関
係

(政
府
関
係
の
活
動
を
中
心
に
)

の先
端
科
学
技
術
と
法
的
規
制
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
'
上
記
の
よ
う
な
世
界
的
な
科
学
技
術
戦
略
と
の
関
係
か
ら
､
特
に
生
殖
医
療
技
術
に

つ
い
て
の
規
制
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
第
二
審
で
は
'
生
殖
科
学
技
術
の
問
題
に
関
し
て
先
進
諸
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
検
討
が
行
わ

れ
､
ま
た
現
在
ど
の
よ
う
な
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
眺
め
る
こ
と
と
す
る
｡
さ
ら
に
､
従
来
我
が
国
で
は
こ
の
分
野
で
の
法
的
規
制
が
行
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
､
今
後
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
規
制
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
べ
き
か
を
第
三
節
以
後
で
論
じ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
｡
し
か
し
'

そ
れ
に
先
だ
っ
て
､
生
殖
医
療
技
術
に
対
す
る
規
制
'
も
し
く
は
よ
り
広
く
､
生
命
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
､
我
が
国
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
検
討
が
さ
れ
て
き
た
か
を
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

そ
も
そ
も
'
生
命
科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
と
の
関
係
の
検
討
に
つ
い
て
は
'
必
ず
し
も
我
が
国
に
と
っ
て
新
し
い
問
題
で
は
な
く
､
す
で
に
研

究
者
や
民
間
､
政
府
で
も
先
取
り
し
た
検
討
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
特
に
､
政
府
の
活
動
を
中
心
と
し
て

(生
命
科
学
技
術
と
人
間

･

社
会
の
関
係
)
を
め
ぐ
る
活
動
を
年
代
順
に
表
示
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡
次
ペ
ー
ジ
の
表
は
'
政
府
の
答
申
'
報
告
､
会
議
や
法
令
の
制
定
を
中

心
に
'
そ
れ
ら
と
関
係
あ
る
海
外
の
動
き
な
ど
を
若
干
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
眺
め
て
分
か
る
よ
う
に
､
今
後
の
検
討
に
当
た
っ
て
､
す

で
に
い
く
つ
か
の
問
題
は
提
起
さ
れ
'
部
分
的
な
議
論
も
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
'
本
論
の
検
討
に
当
た
っ
て
の
参
考
と
し
た
い
｡

([

]
内
は
外
国
の
動
静
｡
)
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表 生命科学技術と人間 ･社会関係年表

1971年 4月 :科学技術会議 6号答申で ｢ライフサイエンス｣を提案

1975年 2月 :[アメリカ ･カリフォルニアで遺伝子組換えに関するアシロマ会議開催]

1976年 6月 :[米国NIHが遺伝子組換えのガイ ドラインを決定]

9月 :日本においても組換えDNA規制の検討開始

1978年 7月 :[イギリスで世界初の体外受精児 (試験管ベビー)が誕生]

1979年 8月 :科学技術会議諮問第8号 ｢遺伝子組換え研究の推進方策の基本につい

て｣に対する答申 (組換えDNA実験指針)

1983年 4月 :厚生省 ･生命と倫理に関する懇談会発足

5月 :米国ウィリアムズバーグサ ミット･高度技術のPA(PublicAcceptance)
中曽根総理より ｢生命科学と人間の会議｣の提唱

10月 :東北大学で我が国初の体外受精児誕生

1984年 3月 :第 1回生命科学と人間の会議開催

(以後 1989年 5月まで計6回開催｡毎回サミットに報告)

:[欧米ではこの頃から体外受精をめぐる生殖医療議論が起こる]
1985年 9月

1986年 3月

1987年 12月

1988年 7月

11月

1989年 5月

1990年 2月

6月

1990-94年

1994年 2月

1997年 2月

厚生省 ･生命と倫理に関する懇談報告書 (全18回)

科学技術会議にライフサイエンスと人間に関する懇談会設置

ライフサイエンスと人間に関する懇談会報告 1 (以後 3回にわたり報
告)

科学技術政策研究所が発足､当初から科学技術と人間 ･社会も主要研
究テーマの一つ

生命科学と人間東京国際シンポジウム/生命倫理学会発足

第6回生命科学と人間の会議 (終了)

総理府に脳死臨調を設置

ライフサイエンスと人間に関する懇談会で概要をまとめ終了 (全 19
回)

[イギリス､ ドイツ､フランスにおいて先端生殖医療技術に関連する

法律が整備される]

厚生省 ｢遺伝子治療臨床研究に関する指針｣決定

(文部省も6月に大学におけるガイ ドラインを制定)

[イギリスにてクローン羊の作製に成功の報告 (誕生は前年 7月)]

3月 :学術審議会がクローン研究の科研費課題停止の決定

科学技術会議政策委員会がヒトクローン個体作製-の研究費配分を差

し控える決定

:[アメリカ ･クリン トン大統領の連邦政府からの資金停止の大統領令]

4月 :厚生科学審議会の設置｡その後同会に先端医療技術評価部会設置

:[欧州評議会でヒトクローンを目的とする技術の使用禁止の議定書調印]

5月 :[世界保健機構 (WHO)､クローン技術の人間-の応用禁止決議]

6月 :[デンバーサミットでクローン禁止宣言]

:[アメリカ､クローン禁止法を議会に提出 (その後廃案)]

7月 :科学技術会議がライフサイエンス研究開発基本計画を答申

9月 :科学技術会議に生命倫理委員会を設置

11月 :[ユネスコでクローン禁止を含む世界宣言]

1998年 1月 :生命倫理委員会にクローン小委員会設置
6月 :クローン小委員会の中間報告

7月 :学術審議会バイオサイエンス部会報告

:日本でクローン牛の誕生に成功

11月 :第 2回生命倫理国際サミッ ト会合

:[アメリカで人間の肺からES細胞 (腔性幹細胞)を分離､培養増殖
に成功]

12月 :[韓国で､ヒトクローン腫作成実験が行われる]

:生命倫理委員会にヒト腫小委員会設置

-13-



∽年
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
我
が
国
の
生
命
科
学
技
術
と
人
間
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
科
学
技
術
会
議
第
六
号
諮
問
に
対
す
る
答
申
か

ら
始
ま
っ
て
い
る

(こ
れ
以
前
の
医
療
倫
理
を
中
心
と
す
る
検
討
は
省
略
し
た
)｡
こ
の
答
申
の
中
で
'
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
推
進
が
提
唱
さ
れ
､

具
体
的
な
実
施
が
始
ま
る
と
と
も
に
､
人
間
や
社
会

へ
の
影
響
に
つ
い
て
社
会
の
各
層
か
ら
様
々
な
反
応
が
生
じ
た
｡
例
え
ば
'

一
九
七

l
年
～
一

九
七
三
年
に
か
け
て
､
全
日
本
仏
教
会
が
毎
年
生
命
科
学
と
仏
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
'
こ
の
早
い
例
に
当
た
る
と
言
え

よ
う
｡

こ
の
直
後
､
ア
メ
リ
カ
で
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
関
し
､
研
究
者
に
よ
り
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
ア
シ
ロ
マ
会
議
が
開
催
さ
れ
た
｡
こ
れ
を

踏
ま
え
て
､
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
N
I
H
に
よ
り
初
め
て
制
定
さ
れ
た
｡
以
後
､
こ
の
動
き
は
各
国
に
波
及
L
t
我
が

国
で
も
文
部
省
及
び
科
学
技
術
会
議
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
す
る
検
討
が
進
め
ら
れ
た
｡

こ
の
よ
う
な
'
安
全
性
に
関
す
る
検
討
の
他
に
二

九
八
三
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ

･
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
バ
ー
グ

･
サ
ミ
ッ
ト
で
中
曽
根
総
理
か
ら

｢生

命
科
学
と
人
間
の
会
議
｣
が
提
唱
さ
れ
'
こ
れ
を
受
け
て
-
九
八
四
年
三
月
に
､
｢第

l
回
生
命
科
学
と
人
間
の
会
議
｣
(箱
根
)
が
日
本
で
開
催
さ

れ
た

(第

1
セ
ッ
シ
ョ
ン

‥
生
命
科
学
の
現
状
と
将
来
'
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン

‥
生
命
科
学
の
社
会
に
と
つ
て
の
意
味
'
第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン

‥
生
命
科

学
の
個
人
に
と
っ
て
の
意
味
､
第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン

‥
生
命
科
学
に
関
す
る
国
際
協
力
)｡
首
脳
の
主
唱
に
よ
る
検
討
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
こ
の
会

議
の
結
果
は
'
次
回
の
ロ
ン
ド
ン
･
サ
ミ
ッ
ト
に
報
告
さ
れ
た
｡
以
後
､
通
算
六
回
の

｢生
命
科
学
と
人
間
の
会
議
｣
が
各
国
で
開
か
れ
て
い
る
｡

(第
二
回

‥
生
命
倫
理

(フ
ラ
ン
ス
)
'
第
三
回

‥
神
経
科
学
と
倫
理

(西
ド
イ
ツ
)
'
第
四
回

‥
人
間
に
関
す
る
研
究
の
た
め
の
国
際
的
倫
理
に
向

け
て

(カ
ナ
ダ
)
'
第
五
回

‥
人
間
遺
伝
子
D
N
A
の
配
列

倫
理
的
諸
問
題
､
第
六
回

‥
地
球
環
境
と
生
命
倫
理

(プ
ラ
ッ
セ
ル
)0)

国
内
に
お
け
る
専
門
家
レ
ベ
ル
の
会
合
と
し
て
は
'

1
九
八
四
年
三
月
に
発
足
し
た
厚
生
省
の

｢生
命
と
倫
理
に
関
す
る
懇
談
会
｣
は

1
八
回
に

わ
た
る
審
議
を
経
て
'

1
九
八
五
年
九
月
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
｡
内
容
は
､
①
臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
諸
問
題
'
②
死
を
迎
え
る
と
き
の
医
療
'

③
脳
死
を
め
ぐ
る
問
題
点
､
④
生
殖
医
学
の
展
開
､
⑤
遺
伝
性
疾
患
の
治
療
'
⑥
医
師
と
患
者
の
関
係
'
⑦
医
学
の
進
歩
と
倫
理
の
調
和
'
(別
章
)

様
々
な
生
命
観
､
か
ら
構
成
さ
れ
て
'
幅
広
い
議
論
が
行
わ
れ
た
｡

そ
の
後
科
学
技
術
会
議
に
お
い
て
も

一
九
八
六
年
三
月
に

｢ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
と
人
間
に
関
す
る
懇
談
会
｣
(座
長

‥
科
学
技
術
会
議
議
員

(当

時
)
岡
本
道
雄
1
森
亘
)
が
設
け
ら
れ
､
I
九
回
に
わ
た
る
懇
談
を
行
っ
た
o
こ
の
懇
談
会
は
結
論
の
と
り
ま
と
め
は
目
的
と
し
て
い
な
か
っ
た
が
'

議
論
の
経
過
を
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
す
る
科
学
技
術
会
議
に
報
告
し
て
い
る
0

そ
の
後
し
ば
ら
く
'
生
命
科
学
技
術
と
人
間
と
社
会
に
関
す
る
検
討
が
中
断
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
こ
の
時
期
以
後
環
境
問
題
や
脳
死
問
題
な
ど

の
新
し
い
問
題
'
な
い
し
個
別
の
問
題
に
議
論
が
集
中
し
た
た
め
と
考
え
る

(本
表
で
は
､
環
境
､
脳
死
関
係
の
事
項
は
省
略
し
た
)0

次
の
議
論
の
ピ
ー
ク
は
､
す
で
に
周
知
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
羊
の
誕
生
で
あ
る
｡
こ
の
検
討
は
今
日
に
至
っ
て
も
ま
だ
ホ
ッ
ト
な
話
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題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
､
以
後
ヒ
ト
E
S
細
胞
を
使

っ
た
実
験
な
ど
む
し
ろ
ク
ロ
ー
ン
に
留
ま
ら
な
い
､
人
間
の
生
殖
全
体
に

関
わ
る
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
の
状
況
は
'
逐
次
以
下
の
議
論
の
中
で
必
要
に
応
じ
紹
介
し
て
行
く
こ
と
と

し
た
い
｡

全
体
を
展
望
し
て
み
れ
ば
'
我
が
国
と
し
て
は
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
欧
米
先
進
国
に
立
ち
後
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
'

一
部
で
は
む
し
ろ
そ
の
先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
活
動
も
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
多
く
の
難
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
中
で
､
や
む

を
得
な
い
こ
と
な
が
ら
'
必
ず
し
も
明
確
な
答
え
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
'
今
後
の
我
が
国
の
あ
り
方
は
過
去
の
検
討
を

踏
ま
え
て
こ
の
分
野
に
お
け
る
､
タ
イ
ム
リ
ー
で
主
体
的
な
活
動
を
果
た
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
特
に
､
当
面
の
問
題
と
し
て
､
欧
州

が
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
社
会
と
の
関
係
を
生
殖
医
療
技
術
の
中
で
と
ら
え
法
整
備
な
ど
の
結
論
を
出
し
て
い
る
の
に
対
し
､
我
が
国
は
必
ず
し

も
そ
う
し
た
対
応
は
と

っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
関
す
る
問
題
が
､
生
殖
医
療
の
問
題
か
､
生
命
科
学
技
術
の
問
題
か
､
ま
ず

そ
こ
か
ら
整
理
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
｡
本
論
で
は
'
個
別
技
術
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
検
討
は
ク
ロ
ー
ン
技
術
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
が
､

生
殖
医
療
技
術
の
検
討
と
生
命
科
学
技
術
の
検
討
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
が
好
ま
し
い
か
は
さ
ら
に
全
般
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
Q



第
二
節

各
国
に
お
け
る
規
制
の
内
容
と
経
緯

一
.
立
法
ま
で
の
経
緯

(各
国
別
)

一
九
七
八
年
七
月
'
イ
ギ
-
ス
で
体
外
受
精
児

す
な
わ
ち
試
験
管
ベ
ビ
ー
が
誕
生
し
た
の
を
契
機
に
､
欧
米
に
お
け
る
先
端
的
な
生
殖
医

療
技
術
に
対
す
る
議
論
が
わ
き
起
こ
っ
た
｡

す
で
に
'
生
殖
医
療
に
つ
い
て
は
'
人
工
妊
娠
中
絶
や
避
妊
を
め
ぐ
っ
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
議
論
が
起
こ
り
'
欧
州
に
お
い
て
は
逐
次
人
工
妊

娠
中
絶
法
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
が
'
こ
れ
は
技
術
そ
の
も
の
は
従
来
か
ら
あ
る
技
術
で
あ
り
'
議
論
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
生
む
自
由

･
生
ま
な
い

自
由
を
め
ぐ
つ
て
の
社
会
的
な
問
題
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
体
外
受
精
児
は
､
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
六
七
年
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
行
わ
れ

た
心
臓
移
植
手
術
と
同
様
､
先
端
医
療
革
命
と
し
て
社
会
的
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
と
と
も
に
､
先
端
医
療
科
学
技
術
の
社
会

へ
の
受
容
の
問

題
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
｡

生
殖
医
療
技
術
に
関
し
て
'
各
国
に
お
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
を
経
た
上
で
'
体
外
受
精
を
初
め
と
す
る
生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
法
的
整

備
を
図
っ
た
｡
具
体
的
に
は
'

一
九
八
四
年
頃
か
ら
各
国
国
内
で
こ
の
間
題
を
議
論
す
る
有
識
者
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
'
そ
の
報
告
を
踏
ま
え
て

立
法
府
で
様
々
な
審
議
が
行
わ
れ
､

一
九
九
〇
～
九
四
年
に
は
先
端
医
療
技
術
を
め
ぐ
る
法
的
整
備
が
完
成
し
て
い
る
｡
以
下
主
要
国
に
お
け
る
検

討
の
状
況
を
簡
単
に
表
示
し

(主
に
三
菱
化
学
生
命
科
学
研
究
所
資
料
に
よ
る
)'
項
を
改
め
て
各
国
の
立
法
概
要
'
立
法
に
当
た
っ
て
の
考
え
方

を
紹
介
す
る
｡

第
三
節
以
下
で
は
'
我
が
国
に
お
け
る
生
殖
医
療
技
術

(特
に
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
技
術
)
の
適
用
に
つ
い
て
法
的
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
の
で
'
そ
の
前
に
本
節
で
は
各
国
の
法
的
な
整
備
状
況
を
詳
細
に
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
に
付
し
た
多
く
の
参

考
文
献
が
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
､
特
に
全
体
的
な
展
望
を
与
え
る
よ
う
な
紹
介
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
れ
で
も
､
各
国
の
法
律

の
紹
介
と
併
せ
て
'
そ
の
よ
う
な
法
制
度
を
採
る
こ
と
に
し
た
考
え
方
が
整
理
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
報
告
書

(必
ず
し
も
そ
の
考
え
方

の
す
べ
て
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
)'
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
は
従
来
の
紹
介
で
も
あ
ま
り
詳
し
く
は
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
な
の
で
､
こ
こ
で
は
や
や
細
か
く
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
｡
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表 主要各国における生殖医療技術の規制の検討

(1)イギリス

1984年 :ワ-ノック報告

1986年 :コンサルテーションペーパー

1987年 :白書 (立法化-の枠組み)

1989年 :ポーキングホーン報告 (中絶児の研究利用)

1990年 :法律成立

(2)ドイツ

1985年 :独連邦医師会で体外受精と胚研究のガイ ドライン決定

1985年 :ベンダ報告

1988年 :連邦一州作業部会報告 (腫保護に代理母禁止を追加)

1990年 :法律成立

(3)フランス

1982年～

1985年～

1988年

1991年

1992年

1993年

1994年

生命科学と医療の倫理国家諮問委員会

政府主催公開討論会等が行われる

ブレバン報告

ルノワール報告

司法省法案が成立

マテイ報告

3法案が成立

参考 :アメリカ

1979年 :厚生省 ･倫理諮問委員会 (EAB)報告 (体外受精が認められる)

(1983年 :医学 ･生物医学 ･行動科学大統領諮問委員会の遺伝子工学報告)

1988-1989年 :議会 ･生物医学倫理諮問委員会 (BEAC)(報告書を提出し

ないまま解散)
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二
.
各
国
の
立
法
概
要

以
下
､
イ
ギ
リ
ス
､
ド
イ
ツ
､
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
に
つ
い
て
､
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
｡
(対
比
に
つ
い
て
は
､
参
考

一
参
照
｡)

∽イ
ギ
リ
ス

○
法
の
形
態

イ
ギ
リ
ス
で
は

1
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た

｢人
の
受
精
と
肱
研
究
に
関
す
る
法
律
｣
に
よ
り
'
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る

(以
下
'
科
学
技

術
庁
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
課
資
料
に
よ
る
)0

同
法
で
は
'
人
の
受
精
と
腔
の
成
長
と
の
関
連
に
お
い
て
､
腔
及
び
配
偶
子
の
扱
い
全
般
に
つ
い
て
'
規
定
し
て
お
り
'
一
定
の
場
合
に
は
､

行
政
庁
の
認
可
を
得
る
こ
と
に
よ
り
'
旺
及
び
配
偶
子
を
用
い
た
研
究
や
生
殖
医
療
の
実
施
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
｡

本
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
各
種
の
活
動
が
､
腔
と
配
偶
子
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

○
腔
に
つ
い
て
の
規
制

腔
に
つ
い
て
は
､
そ
の
創
造
､
保
存
ま
た
は
使
用

(三
条

一
項
)
の
ほ
か
､
動
物
の
旺

(配
偶
子
も
)
を
女
性
の
体
内
に
置
く
こ
と

(三
条

二
項
)
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
認
可
で
き
な
い
事
項
と
し
て
'
原
始
線
条
の
発
現
後

(受
精
後
二
週
間
を
過
ぎ
た
も
の
)
の
腔
の
保
存

･
利
用
､
腔
へ
の
核
移
植
'

肱
を
動
物
の
体
内
に
置
く
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(三
条
三
項
)0

○
配
偶
子
に
つ
い
て
の
規
制

配
偶
子
に
関
す
る
禁
止
事
項
と
し
て
'
認
可
に
よ
る
実
施
の
場
合
を
除
き
'
そ
の
貯
蔵
､
利
用

(医
療
行
為
と
し
て
当
該
男
女
間
で
使
う
場

合
を
除
く
)､
他
の
動
物
の
生
き
た
配
偶
子
と
の
混
合
'
配
偶
子
を
女
性
の
体
内
に
置
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
｡
(四
条
)

○
行
政
庁
の
設
置
等

同
法
で
人
の
受
精

･
旺
担
当
庁
を
設
置
し
'
腔
や
配
偶
子
を
用
い
た
活
動
に
つ
い
て
の
認
可
付
与
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
｡

ま
た
､
上
記
各
種
の
違
背
行
為
に
対
す
る
罰
則

(自
由
刑
'
罰
金
刑
)
も
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

○
認
可
さ
れ
う
る
活
動

認
可
さ
れ
う
る
活
動
に
つ
い
て
は
､
治
療
'
貯
蔵
'
研
究
の
認
可
が
付
与
さ
れ
る

(付
属
書
二
)｡

治
療
の
認
可
と
し
て
は
､
配
偶
子
の
使
用
や
検
査

(受
精
率
ま
た
は
精
子
の
正
常
性
検
査
の
た
め
精
子
を
ハ
ム
ス
タ
ー
そ
の
他
の
明
記
さ
れ

1
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
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た
動
物
の
卵
子
と
交
配
す
る
こ
と
｡
た
だ
し
試
験
完
了
後
､
二
細
胞
期
ま
で
に
破
壊
の
こ
と
｡
)
の
ほ
か
､
膝
の
試
験
管
内
で
の
創
造
'
保
管
､

検
査
､
歴
を
女
性
の
体
内
に
置
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
配
偶
子
'
腔
の
貯
蔵
も
認
可
さ
れ
う
る
｡

さ
ら
に
'
研
究
の
た
め
に
'
試
験
管
内
の
腫
創
造
､
腔
の
保
管
'
使
用
が
認
可
さ
れ
う
る
｡

○
代
理
母

代
理
母
に
つ
い
て
は
､

1
九
八
五
年
の
代
理
母
契
約
法
に
よ
り
'
営
利
的
代
理
母
契
約
の
禁
止
､
代
理
母
斡
旋
に
関
す
る
広
告
の
禁
止
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

○
近
時
の
動
き

な
お
'
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
の
扱
い
に
つ
い
て
は
､
認
可
機
関
は
､
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
産
生
目
的
の
人
体
外
で
の
腰
の
創
造
､
保
存
'
使
用
の
不
認

可
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

∽ド
イ
ツ

○
法
の
形
態

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､

一
九
九
〇
年
の

｢腔
保
護
法
｣
に
よ
り
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る

(以
下
'
斎
藤
純
子

｢腔
保
護
法
｣
外
国
の
立
法
三

〇
巻
三
号
に
よ
る
)｡

同
法
は
､
生
殖
諸
技
術
に
つ
い
て
'
禁
止
事
項
を
個
別
に
列
挙
L
t
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
刑
罰

(自
由
刑
も
し
く
は
罰
金
刑
)
を
規
定
す
る

特
別
刑
法
で
あ
り
'
配
偶
子
や
肱
に
関
す
る
諸
技
術
に
つ
い
て
広
範
な
禁
止
規
定
を
お
い
て
い
る
｡

○
生
殖
系
列
細
胞
の
扱
い

人
の
生
殖
系
列
細
胞
の
遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
'
そ
の
受
精

へ
の
利
用
も
禁
止
さ
れ
て
い
る

(五
条
)｡

ま
た
'
識
別
さ
れ
た
精
子
細
胞
使
用
に
よ
る
人
為
的
性
選
択
も
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

(三
条
)0

○
人
工
授
精
等
の
生
殖
諸
技
術

人
工
授
精
等
の
諸
技
術
に
つ
い
て
規
定
が
置
か
れ
'
卵
細
胞
の
出
自
で
あ
る
女
性
の
妊
娠
以
外
の
目
的
で
の
卵
細
胞
の
人
工
授
精
や
､
人
の

精
子
細
胞
の
人
の
卵
細
胞

へ
の
人
為
的
移
入
､
他
の
女
性

へ
の
移
植
目
的
で
の
腔
の
女
性
か
ら
の
摘
出
な
ど
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

(
一
条
)
ほ

か
､
死
亡
し
た
男
性
の
精
子
を
用
い
た
人
工
授
精
も
禁
止
さ
れ
て
い
る

(四
条
)0

ま
た
､
代
理
母

へ
の
人
工
授
精
や
腔
移
植
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

二

条
)0
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○
腔
の
扱
い

腔
の
扱
い
に
関
L
t
体
外
で
生
成
さ
れ
た
人
の
腔
や
女
性
か
ら
掃
出
さ
れ
た
人
の
腔
に
つ
い
て
､
売
却
､
そ
の
維
持
に
役
立
た
な
い
目
的
の

た
め
の
譲
渡
'
取
得
､
利
用
が
禁
止
さ
れ
'
妊
娠
以
外
の
目
的
で
の
人
の
腔
の
体
外
で
の
発
育
も
禁
止
さ
れ
て
い
る

(二
条
)0

○
ク
ロ
ー
ン
の
扱
い

他
の
肱
'
胎
児
'
人
と
同
じ
遺
伝
形
質
を
も
つ
人
の
歴
が
生
ま
れ
る
事
態
を
人
為
的
に
引
き
起
こ
す
こ
と
､
こ
の
腔
の
女
性

へ
の
移
植
が
禁

止
さ
れ
て
い
る

(六
条
)0

○
キ
メ
ラ
及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
扱
い

異
な
る
遺
伝
形
質
を
有
す
る
複
数
の
腔

(人
の
腔
を
含
む
)
を
細
胞
結
合
さ
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
'
ま
た
動
物
の
配
偶
子
と
人
の
配
偶
子

の
受
精
に
よ
る
分
裂
可
能
な
腰
の
生
成
が
禁
止
さ
れ
る
｡
ま
た
'
こ
れ
ら
の
方
法
で
生
ま
れ
た
腔
の
女
性
ま
た
は
動
物

へ
の
移
植
や
､
人
の
腔

の
動
物

へ
の
移
植
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

(七
条
)0

∽フ
ラ
ン
ス

○
法
の
形
態

フ
ラ
ン
ス
で
は

一
九
九
四
年
に

｢生
命
倫
理
法
｣
と
総
称
さ
れ
る
三
つ
の
法
律
が
作
ら
れ
､
先
端
医
療
技
術
全
般

(臓
器
移
植
'
生
殖
関
連

技
術
)
を
共
通
の
倫
理
原
則
に
基
づ
き
'
包
括
的
に
規
制
し
て
い
る

(以
下
､
大
村
美
由
紀

｢
フ
ラ
ン
ス

｢生
命
倫
理
法
｣
の
全
体
像
｣
外
国

の
立
法
三
三
巻
二
号
に
よ
る
)0

こ
の
三
つ
の
法
律
と
は
､
｢人
体
尊
重
法
｣'
｢移
植

･
生
殖
法
Lt
｢記
名
デ
ー
タ
法
｣
で
あ
り
'
こ
れ
ら
に
よ
り
民
法
､
刑
法
､
保
健
医
療

法
典
等
に
所
用
の
規
定
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
｡

す
な
わ
ち
､
｢人
体
尊
重
法
｣
に
よ
り
､
先
端
医
療
諸
技
術
の
規
制
の
根
拠
と
な
る
原
則
が
民
法
の
中
に
'
関
連
の
刑
事
規
制
が
刑
法
の
中

に
'
そ
れ
ぞ
れ
盛
り
込
ま
れ
た
｡

｢移
植

･
生
殖
法
｣
に
よ
り
､
保
健
医
療
法
典
の
中
に
'
臓
器
組
織
の
摘
出
と
移
植
､
生
殖
医
療
'
出
生
前
診
断
'
遺
伝
子
検
査
な
ど
の
技

術
に
つ
い
て
の
規
制
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
｡

｢記
名
デ
ー
タ
法
｣
に
よ
り
'
同
じ
倫
理
原
則
の
枠
内
で
､
個
人
の
医
学
情
報
の
研
究
利
用
の
た
め
の
手
続
き
等
の
特
別
規
定
が
'
情
報
保

護
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
｡

フ
ラ
ン
ス
の
法
制
は
民
法
原
理
の
変
更
な
ど
大
幅
な
改
正
を
含
ん
で
い
る
た
め
'
イ
ギ
リ
ス
､
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
整
理
し
た
紹
介
を
行
う
こ
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と
が
困
難
で
あ
る
の
で
､
そ
れ
ら
主
要
法
典
ご
と
に
行
わ
れ
た
改
正
に
分
け
て
'
要
点
を
み
る
こ
と
と
す
る
｡

○
民
法
典
の
改
正

規
制
の
根
拠
と
な
る
理
念
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
､
人
の
優
越
性
の
保
障
､
そ
の
尊
厳

へ
の
侵
害
禁
止
､
人
を
生
命
の
始
ま
り
か
ら
尊
重
す

る
こ
と
の
保
障

(第

二
ハ
条
)
､
人
体
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
､
人
体
の
不
可
侵

(第

二
ハ
条
の
一
)､
人
の
種
の
完
全
性
の
侵
害
禁
止
'
人
の
選

別
の
組
織
化
を
目
的
と
す
る
優
生
学
上
の
行
為
の
禁
止
､
(遺
伝
性
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
目
的
の
研
究
を
別
に
し
て
)
人
の
子
孫
を
変
え
る

遺
伝
形
質
の
作
り
替
え
禁
止

(第

一
六
条
の
四
)
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
'
契
約
法
'
家
族
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
'
他
人
の
た
め
の
生
殖
ま
た
は
妊
娠
契
約
は
す
べ
て
無
効

(第

一
六
条
の
七
)
と
し
た

ほ
か
'
第
三
者
た
る
提
供
者
の
関
与
す
る
医
学
的
に
介
助
さ
れ
た
生
殖
の
場
合
'
提
供
者
と
生
ま
れ
た
子
と
の
間
に
は
い
か
な
る
親
子
関
係
も

生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

(第
三

二

条
の

7
九
)
こ
と
と
さ
れ
た
o
(第
五
節
第
三
項
②
に
再
説
)

○
刑
法
典
の
改
正

以
下
の
諸
行
為
に
つ
い
て
､
自
由
刑
､
罰
金
刑
が
課
さ
れ
て
い
る
｡

人
の
選
別
の
組
織
化
を
目
的
と
す
る
優
生
学
的
処
置
の
実
施
行
為

(第
五

二

条
の
一
)a

対
価
を
得
て
人
の
腔
を
取
得
す
る
行
為
､
そ
の
斡
旋
､
腔
の
有
償
譲
渡

(第
五

二

条
の

一
五
)
､
産
業
ま
た
は
商
業
目
的
で
の
生
体
外
で

の
人
の
腔
作
成
'
使
用

(第
五

二

条
の

一
七
)0

二

組
の
男
女
の
腔
検
査
の
場
合
を
除
く
)
検
査

･
研
究

･
実
験
目
的
で
の
生
体
外
で
の
人
の
腫
作
成
及
び
人
の
腔
に
対
す
る
実
験

(第
五

二

条
の

1
八
及
び
五

二

条
の

1
九
)o

O
保
健
医
療
法
典

こ
こ
で
は
､
生
殖
医
療
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
生
殖

へ
の
医
学
的
介
助
は
､

1
組
の
男
女
の
親
に
な
る
要
求
に
応
え
る

た
め
に
行
わ
れ
､

一
組
の
男
女
は
'
生
き
て
生
殖
年
齢
に
あ
り
､
婚
姻
し
て
い
る
か
少
な
く
と
も
二
年
以
上
の
共
同
生
活
の
証
拠
が
必
要
で
､

腫
移
植
ま
た
は
人
工
授
精
に
つ
い
て
事
前
承
諾
が
必
要
と
さ
れ
る

(第
L
一
五
二
条
の
二
)0

ま
た
､
生
殖

へ
の
医
学
的
介
助
の
目
的
の
範
囲
内
で
そ
の
目
的
に
従
う
場
合
の
み
'
腔
の
生
体
外
作
成
可
能
と
さ
れ
る

(第
L
一
五
二
条
の

三
)0膝

を
取
得
し
た
男
女
及
び
腰
を
提
供
し
た
男
女
は
､
そ
れ
ぞ
れ
身
元
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
､
腔
を
提
供
し
た
男
女
に
報
酬
を
払
っ
て
は
な

ら
な
い

(第
L
一
五
二
条
の
五
)0

こ
の
ほ
か
､
行
政
手
続
き
に
関
し
､
配
偶
子
の
収
集
､
処
理
'
保
存
及
び
移
植
の
活
動
は
､
行
政
機
関
か
ら
許
可
を
得
た
非
営
利
目
的
の
公
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共
及
び
民
間
の
保
健
団
体
及
び
施
設
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(第
L
六
七
三
条
の
五
)0

○
近
時
の
動
き

な
お
､
近
時
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
進
展
に
対
応
す
る
べ
く
検
討
を
行
っ
た
国
家
倫
理
諮
問
委
員
会
か
ら
大
統
領
あ
て
の

｢生
殖
ク
ロ
ー
ニ
ン

グ
に
関
す
る
答
申
｣
の
中
で
'
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
作
成
は
民
法
典
第

一
六
条
の
四
に
反
す
る
旨
述
べ
ら
れ
'
刑
法
典
第
五

二

条
の
一
及
び
第
五

一
一
条
の
一
八
の
刑
罰
規
定
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
｡

㈱
国
際
機
関
等
に
お
け
る
対
応
状
況

な
お
'
各
国
に
お
け
る
対
応
に
加
え
､
国
際
的
な
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
お
り
'
以
下
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る

(科
学
技
術
庁
ラ
イ
フ
サ

イ
エ
ン
ス
課
資
料
に
よ
る
)0

○
欧
州
評
議
会

欧
州
諸
国
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
欧
州
評
議
会
に
お
い
て
は
､

一
九
九
七
年
四
月
に
体
外
受
精
や
人
の
腔
の
取
り
扱
い
を
定
め
た
条
約
で
あ
る

｢人
権
と
生
物
医
学
に
関
す
る
条
約
｣
が
調
印
さ
れ
た
｡
こ
の
条
約
は
'
研
究
目
的
の
人
の
肱
の
作
成
禁
止
等
を
内
容
と
し
て
お
り
､
欧
州
四

〇
ヶ
国
中

二
二
ヶ
国
が
調
印
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､

一
九
九
八
年

一
月
に
は

｢人
権
及
び
生
物
医
学
に
関
す
る
条
約
追
加
議
定
書
｣
が
調
印
さ
れ
'
こ
の
中
で
遺
伝
学
的
に
同

一
の
人

を
作
り
出
す
目
的
の
あ
ら
ゆ
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

(二
四
ヶ
国
が
調
印
)0
(な
お
'
調
印
国
数
は
い
ず
れ
も

一
九
九

八
年

1
1
月
五
日
現
在
)

○
世
界
保
健
機
関

(W
H
O
)

世
界
保
健
機
関

(W
H
O
)
に
お
い
て
は
､

1
九
九
七
年
五
月
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
人
間
へ
の
適
用
は
容
認
で
き
な
い
旨
の

｢ク
ロ
ー
ン
技

術
に
関
す
る
決
議
｣
が
採
択
さ
れ
た
｡

○
デ
ン
バ
ー

･
サ
ミ
ッ
ト

7
九
九
七
年
六
月
の
デ
ン
バ
ー
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
'
シ
ラ
ク
仏
大
統
領
が
サ
ミ
ッ
ト
の
議
題
と
し
て
'
ク
ロ
ー
ン
人
間
作
成
禁
止
を
提
唱

し
'
こ
れ
に
各
国
が
同
調
し
､
子
孫
を
作
り
出
す
目
的
の
体
細
胞
核
移
植
を
禁
止
す
る
国
内
措
置
及
び
国
際
協
力
の
必
要
性
を
う
た
っ
た

｢八

ヶ
国
首
脳
宣
言
｣
が
採
択
さ
れ
た
｡

○
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関

(U
N
E
S
C
O
)

U
N
E
S
C
O
で
は
'

1
九
九
七
年

二

月
に
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
取
り
扱
い
と
人
権
に
関
す
る

1
般
宣
言
で
あ
る

｢ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関
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す
る
世
界
宣
言
｣
を
採
択
し
た
｡
こ
の
宣
言
に
お
い
て
は
'
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
に
関
す
る
い
か
な
る
研
究
ま
た
は
そ
の
応
用
も
､
個
人
ま
た
は
集
団

の
人
権
､
基
本
的
自
由
及
び
人
間
の
尊
厳
に
優
越
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
､
人
の
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
の
よ
う
な
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
行

為
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
｡
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献
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の
体
外
受
精
と
立
法

-

フ
ラ
ン
ス
の
立
法
を
中
心
に
｣
法
律
の
広
場

1
九
九
八
年
四
月
号

北
村

一
郎

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
立
法
の
概
要
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
九
〇
号

｢
フ
ラ
ン
ス
生
命
倫
理
立
法
の
背
景

-

ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
に
聞
く

(対
談
)｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
九
二
号

フ
ラ
ン
ス
刑
法
研
究
会

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
と
法
｣
国
学
院
法
学
三
四
巻
四
号
及
び
三
五
巻
二
号

斎
藤
純
子

｢腫
保
護
法
｣
外
国
の
立
法
三
〇
巻
三
号

ド
イ
ッ
チ

ユ
著

二
向
烏
英
弘
訳

｢ド
イ
ツ
に
お
け
る
腔
保
護
法
｣
産
大
法
学
二
八
巻
三
､
四
号

岩
志
和

一
郎

｢諸
外
国
に
お
け
る
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
と
立
法

-

ド
イ
ツ
の
立
法
を
中
心
に
｣
法
律
の
広
場

一
九
九
八
年
四
月
号

岩
志
和

一
郎

｢ド
イ
ツ

｢親
子
関
係
法
改
正
法
｣
草
案
の
背
景
と
概
要
｣
早
稲
田
法
学
七
二
巻
四
号

三
木
妙
子

｢人
工
生
殖
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
判
例

-

非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
を
考
え
る

1
素
材
と
し
て
｣
法
律
の
広
場

l
九
九
八
年
四
月
号

ワ
-
ノ
ッ
ク
著

･
上
見
幸
司
訳

『
生
命
操
作
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
』

甲
斐
克
則

｢生
殖
医
療
と
刑
事
規
制

1

イ
ギ
リ
ス
の

｢ウ
オ
ー
ノ
ッ
ク
委
員
会
報
告
書
｣
(
一
九
八
四
年
)
を
素
材
と
し
て
｣
犯
罪
と
刑
罰
七
号

中
村
恵

｢人
工
生
殖
と
親
子
関
係

-

ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
と
し
て
｣
上
智
法
学
論
集
四

一
巻
三
号

唄
孝

1
他

｢人
工
生
殖
の
比
較
法
的
研
究
｣
比
較
法
研
究
五
三
号

唄
孝

T
･
石
川
稔
編

『
家
族
と
医
療

I

そ
の
法
学
的
考
察
』
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三
.
立
法
の
考
え
方

‖イ
ギ
リ
ス
‥
ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告

りイ
ギ
リ
ス
で
は
､
先
端
生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
最
も
初
期
の
報
告
書
と
し
て

｢ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告
｣
を
ま
と
め
て
い
る

(地
方
政
府
レ
ベ
ル
で

は
､
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

･
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
ウ
オ
ー
ラ
ー
に
よ
る
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
)0

こ
の
報
告
は
､
メ
ア
リ
ー
･
ワ
-
ノ
ッ
ク
を
委
員
長
と
し
て

一
六
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
諮
問
委
員
会
が
､

1
九
八
二
年
七
月
に
政
府
か

ら
諮
問
を
受
け
'

一
九
八
四
年
六
月
に
ま
と
め
た
人
間
の
受
精
と
発
生
学
に
関
連
す
る
医
学
的
科
学
的
発
展
の
今
後
の
可
能
性
と
そ
の
成
果
が
持
つ

社
会
的
､
倫
理
的
､
法
的
意
味
の
吟
味
と
政
策
を
検
討
し
た
結
果
の
報
告
書
で
あ
る
｡
(以
下
は
メ
ア
リ
ー
･
ワ
-
ノ
ッ
ク
著

『
生
命
換
作
は
ど
こ

ま
で
許
さ
れ
る
か
』
(上
見
幸
司
訳

･
共
同
出
版
刊
)
に
よ
る
｡)

委
員
会
は
'
哲
学

1
人
'
神
学

1
人
､
行
政

1
人
'
助
産
婦

1
人
､
医
師
三
人
'
心
理
学
者
二
人
'
医
学
研
究
者

1
人
'
審
議
会
部
門
長

一
人
､

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
一
人
､
弁
護
士
二
人
'
里
親
協
会

一
人
､
財
団
理
事
長

一
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
'
社
会

の
様
々
な
意
見
が
あ
る
た
め
､
異
な
る
意
見
を
持
つ
で
き
る
だ
け
多
く
の
団
休
か
ら
証
言
を
得
る
よ
う
に
し
､
報
告
書
巻
末
に
は
証
言
を
得
た
二
五

四
の
団
体
名
と
こ
の
ほ
か
に
六
九
五
通
の
手
紙

･
付
託
書
を
得
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
｡

報
告
書
は
､
不
妊
症
治
療
の
技
術
と
し
て
'

(

a

)

共
通
問
題
'
(b
)
個
別
の
技
術
と
し
て
①
人
工
授
精
②
体
外
受
精
③
卵
子
供
与
法
④
腔
供
与

法
⑤
代
理
母
⑥
不
妊
治
療
技
術
の
応
用

(遺
伝
疾
患
の
発
見
､
性
別
判
定
'
性
選
択
)
⑦
精
液

･
卵
子

･
腔
の
凍
結
と
保
存
､

(

C

)

科
学
研
究
に

お
け
る
諸
問
題
と
研
究
と
そ
の
展
望
'
(a
)
避
妊
治
療
サ
ー
ビ
ス
と
研
究
の
規
制
を
取
り
上
げ
'
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
結
論
を
と
り
ま
と
め

た
勧
告
を
付
し
て
い
る
｡

そ
れ
ぞ
れ
の
章
ご
と
の
構
成
は
､
個
別
の
技
術
ご
と
に

(イ
)
定
義
や
内
容
､
(
ロ
)
反
対
意
見
'
(
ハ
)
賛
成
意
見
､
(
ニ
)
諮
問
委
員
会
と
し

て
の
見
解
と
し
て
結
論
と
そ
の
際
の
留
意
事
項
を
付
し
て
い
る
｡
こ
の
結
論
は
'
極
め
て
簡
明
な
も
の
か
ら
､
非
常
に
長
い
も
の
ま
で
技
術
に
よ
っ

て
差
が
あ
る
｡
諮
問
委
員
会
の
意
見
は
ほ
ぼ
収
束
し
て
い
る
が
､

一
部
の
意
見
の
分
か
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
'
巻
末
に

(異
見
表
明
)
と
し
て
の

少
数
意
見
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

00そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
ご
と
の
意
見
は
ご
く
簡
単
に
述
べ
れ
ば
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
第

T
に
不
妊
治
療
技
術
と
し
て
の
各
技
術
に
つ
い
て
の
諮
問

委
員
会
の
意
見
で
あ
る
｡

①
人
工
授
精

‥
適
正
な
医
療
機
関
に
お
け
る
法
定
の
許
認
可
方
式
に
基
づ
い
た
A
I
D

(人
工
授
精
)
治
療
は
許
可
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

②
体
外
受
精

‥
A
I
D
の
規
則
に
関
し
た
勧
告
と
同
種
の
許
認
可
及
び
審
査
方
式
に
基
づ
い
て
継
続
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
｡

[内
容

‥
不
妊
治
療

技
術
]
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③
卵
子
供
与
法

(不
妊
で
な
い
女
性
提
供
者
か
ら
成
熟
卵
子
を
採
取
し
､
そ
れ
を
不
妊
女
性
の
夫
の
精
液
に
よ
っ
て
試
験
管
内
で
受
精
､
得
ら
れ
た

腔
を
不
妊
女
性
の
子
宮
に
着
床
さ
せ
る
方
法
)

‥
同
種
の
許
認
可
と
監
督
の
下
で
､
許
可
さ
れ
た
不
妊
治
療
技
術
と
し
て
容
認
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す

る
｡

④
腫
供
与
法

(
い
く
つ
か
あ
る
が

一
例
と
し
て
､
女
性
と
夫
が
不
妊
で
あ
る
場
合
､
卵
子
と
精
子
の
両
方
の
供
与
を
受
け
て
'
得
ら
れ
た
腔
を
不
妊

女
性
に
移
植
す
る
方
法
)

‥
同
種
の
許
認
可
と
監
督
の
下
で
'
不
妊
治
療
と
し
て
容
認
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
｡

⑤
代
理
母

‥
営
利
'
非
営
利
を
問
わ
ず
､
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
代
理
妊
娠
の
た
め
に
女
性
を
募
集
し
た
り
'
代
理
母
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
ょ
う
と
希
望

す
る
個
人
ま
た
は
夫
婦
に
代
理
母
を
斡
旋
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
機
関
を
設
立
し
た
り
､
も
し
く
は
運
営
す
る
こ
と
を
犯
罪
と
規
定
と
し
た
法
制

化
を
行
う
よ
う
勧
告
す
る
｡
す
べ
て
の
代
理
母
契
約
は
そ
も
そ
も
違
法
契
約
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
､
法
廷
に
お
い
て
も
そ
れ
が
強
制
力
を
持
た
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
勧
告
す
る
｡

こ
の
う
ち
､
代
理
母
に
つ
い
て
の
勧
告
に
つ
い
て
だ
け
は
､
二
名
か
ら
異
見
表
明
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
'
諮
問
委
員
会
と
し
て
何
を
勧
告
し
よ
-

と
代
理
母

へ
の
ニ
ー
ズ
は
形
を
変
え
て
残

っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
し
､
逆
に
増
え
る
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
'
子
供
の
で
き
な
い
夫
婦

へ
の
'
治
療
行

為
と
し
て
の
代
理
母
を
提
供
す
る
道
を
完
全
に
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
'
代
理
母
契
約
を
斡
旋
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
非
営
利
機

関
に
認
可
を
与
え
る
権
限
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

1■1■ー■れu
軸
次
に
科
学
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
と
研
究
と
そ
の
展
望
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
｡
科
学
研
究
に
つ
い
て
は
､
議
論
も
錯
綜
L
t
意
見
も
必
ず
し
も

統

7
さ
れ
て
い
な
い
の
で
や
や
詳
細
に
論
ず
る
｡

(イ
)
人
間
の
腔
を
利
用
し
た
研
究
に
対
し
て
は
､
反
対
意
見
は
､
人
間
の
腔
は
ま
さ
に
人
間
で
あ
り
､
そ
れ
を
研
究
に
用
い
る
こ
と
は
道
徳
的
に

誤
り
で
あ
る
と
す
る
の
が
主
意
見
で
あ
る
｡
こ
の
ほ
か
､
多
く
の
人
々
は
人
間
の
生
命
の
創
造
を
み
だ
り
に
操
作
す
る
よ
う
な
研
究
に
は
本
能
的
に

抵
抗
が
あ
り
'
無
節
操
な
科
学
者
た
ち
が
雑
種
を
作
り
出
し
た
り
､
人
為
淘
汰
や
優
生
学
的
淘
汰
の
理
論
を
弄
ぶ
た
め
に
生
殖
過
程
を
い
じ
く
り
回

す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
｡

一
方
人
間
の
腔
を
研
究
対
象
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
見
解
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
O
人
間
の
腔
に
は
人
格
は
な
く
単
な
る
細
胞

の
集
合
で
あ
り
こ
れ
ら
の
細
胞
の
身
分
を
保
護
す
べ
き
理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
､
と
言
う
意
見
か
ら
､
人
間
の
腔
を
利
用
す
る
以
上
実
験
動
物
以
上

に
大
き
な
敬
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
だ
が
､
そ
の
敬
意
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
'
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
と
の
間
で
ハ
カ
リ
に
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
t
と
い
う
考
え
方
ま
で
あ
る
｡

(
ロ
)
諮
問
委
員
会
と
し
て
は
'
ま
ず
生
体
内
の
腔
に
つ
い
て
は
コ
モ
ン
ロ
I
で
あ
る
程
度
の
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
､
体
外
の
腔

に
つ
い
て
議
論
し
た
結
果
､
人
間
の
腔
に
対
し
て

一
定
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
勧
告
し
'
具
体
的
に
は
体
外
の
人
間
の
肱
を
対
象
と
し
た
研
究

[内
容

‥
研
究
]
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や
'
こ
れ
ら
の
腔
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
'
許
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
許
可
さ
れ
る
､
つ
ま
り
体
外
の
人
間
の
腔
を
許
可
な
く
使
用

す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
で
犯
罪
と
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
｡
(A
)

さ
ら
に
､
諮
問
委
員
会
の
技
術
的
結
論
と
し
て
は
､
人
間
の
腔
の
成
長
過
程
の
中
の
原
始
線
条
の
形
成

(受
精
後
約

l
五
日
目
)
に
着
目
し
､
体

外
受
精
に
由
来
す
る
人
間
の
肱
は
凍
結
さ
れ
て
い
る
'
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
､
子
宮
に
移
植
し
な
い
場
合
に
は
受
精
後

1
四
日
を
超
え
て
生
か
し

て
お
い
て
は
な
ら
ず
'
ま
た
受
精
後

一
四
日
を
超
え
た
人
間
の
肱
を
研
究
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
､
体
外
受
精
に
由
来
す
る
生
き
た
腔
を
'
子
の
期

限
を
超
え
て
研
究
対
象
と
し
て
取
り
扱
い
､
ま
た
は
使
用
す
る
こ
と
は
犯
罪
と
す
る
よ
う
勧
告
す
る
｡
ま
た
､
研
究
に
使
用
し
た
腔
は
'
い
か
な
る

場
合
で
あ
っ
て
も
子
宮
に
移
植
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
勧
告
し
た
｡

特
に
腔
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
'
体
外
受
精
で
得
ら
れ
た
予
備
旺

(余
剰
旺
)
と
体
外
で
作
り
出
さ
れ
た
研
究
の
み
を
目
的
と
す
る
腫
'
腔

を
作
る
こ
と
が
主
目
的
で
は
な
い
研
究
で
偶
然
作
り
出
さ
れ
た
腔
と
の
扱
い
で
あ
る
｡
諮
問
委
員
会
は
'
予
備
艦
に
つ
い
て
は
研
究
に
使
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
認
め
'
予
備
艦
の
使
用
方
法
も
し
く
は
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
提
供
者
の
同
意
を
得
る
よ
う
勧
告
し
た
｡

一
方
他
の
肱
に
つ
い
て
は

意
見
が
分
か
れ
'
多
数
意
見
と
し
て
許
認
可
機
関
が
定
め
る
あ
ら
ゆ
る
規
制
に
従
う
と
い
う
条
件
で
､
受
精
後

1
四
日
の
終
わ
り
ま
で
を
期
限
と
し

て
許
さ
れ
る
こ
と
を
法
律
で
規
定
す
る
よ
う
勧
告
し
た
｡
(B
)

(
ハ
)
諮
問
委
員
会
の
結
論
に
対
し
て
は
異
見
表
明
が
行
わ
れ
､
(A
)
に
関
し
て
は
二
人
の
委
員
か
ら
､
人
間
の
腔
を
用
い
た
実
験
は
許
可
し
な

い
'
着
床
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
人
間
の
肱
の
取
り
扱
い
を
許
可
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
提
出
さ
れ
た
｡
ま
た
､
(B
)
に
関
し
て
は
四

人
の
委
員
か
ら
､
予
備
艦
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
研
究
は
許
さ
れ
て
良
い
と
い
う
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
と
言
う
意
見
が
提
出
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
不
妊
治
療
技
術
が
代
理
母
以
外
に
関
し
て
は
全
員
の
合
意
が
得
ら
れ
た
の
に
対
し
'
研
究
に
関
し
て
は
大
き
く
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
｡
な
お
'
研
究
と
そ
の
後
の
展
望
で
'
将
来
の
技
術
と
し
て
'
異
種
間
受
精

･
体
外
発
生

･
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ

･
腔
生
検

(バ
イ
オ
プ
シ
ー
)
･

核
移
植

･
遺
伝
子
疾
患
防
止
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
は
人
間
腔
で
人
為
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
特
段
の
勧
告
は
行
わ
れ
て
い
な
い
｡

以
上
が
報
告
書
の
内
容
で
あ
る
が
'
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
は
本
報
告
の
他
の
章
の
勧
告
も
含
め
こ
れ
を
踏
ま
え
て
制
定
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
､
代
理
母
に
関
し
て
は
'
こ
の
法
律
に
先
行
す
る
代
理
母
契
約
法

二

九
八
五
午
)
に
よ
り
商
業
的
目
的
の
代
理
母
の
斡
旋
が
禁
止
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
'
非
営
利
の
斡
旋
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
､
報
告
書
の
勧
告
よ
り
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
同
法
は
､
従
来
議
論
の
あ

っ
た
代
理
母
契
約
に
つ
い
て
の
強
制
は
'
強
行
さ
れ
得
な
い
と
明
文
規
定
を
お
い
て
い
る
｡
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∽ド
イ
ツ

‥
ベ
ン
ダ
報
告

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
'
腔
保
護
法
の
制
定
に
先
立
ち
､
立
法
の
基
本
線
の
決
定
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
'
体
外
受
精
並
び
に
遺
伝
子
の

分
析

･
治
療
に
関
す
る
現
状
と
課
題
の
究
明
を
委
任
さ
れ
た
政
府
の
審
議
委
員
会

(通
称
ベ
ン
ダ
委
員
会
)
に
よ
る
報
告
で
あ
る
｡
(以
下
'
三
菱

化
成
生
命
科
学
研
究
所

･
生
命
倫
理
研
究
会
生
殖
技
術
研
究
チ
ー
ム
研
究
報
告
書

『
出
生
前
診
断
を
考
え
る
』
に
よ
る
｡
)

こ
の
委
員
会
は

1
九
八
四
年
五
月
に
､
連
邦
司
法
相

ハ
ン
ス

･
A
･
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
'
連
邦
科
学
技
術
庁
長
官

ハ
イ
ン
ツ

･
リ
ー
ゼ
ン
ヒ
ユ
ー

バ
ー
の
共
同
要
請
の
下
す
連
邦
憲
法
裁
判
所
前
長
官

エ
ル
ン
ス
ト

･
ベ
ン
ダ
を
委
員
長
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
構
成
員
は
､
科
学
者
､

医
師
'
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
並
び
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
'
哲
学
者
､
法
律
家
､
雇
用
者

･
労
働
者
双
方
の
代
表
者
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
'
こ
の

全

一
九
名
の
委
員
は
九
回
の
審
議
を
経
た
後
'
翌

一
九
八
五
年

二

月
そ
の
結
果
を
報
告
書

｢体
外
受
精
､
遺
伝
子
分
析
及
び
遺
伝
子
治
療
｣
と
し

て
提
出
し
て
い
る
｡

報
告
書
は
､
各
問
題
に
対
し
て
表
決
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
立
法
勧
告
を
行

っ
て
い
る
.
す
な
わ
ち
'
ベ
ン
ダ
報
告
で
は
､

3体
外
受
精
と
家
族
､

～~･･

00腔
を
用
い
た
研
究
の
規
制
'
秘
遺
伝
子
技
術
の
導
入
の
三
つ
の
問
題
群
に
取
り
組
ん
で
お
り
､
結
論
と
理
由
づ
け
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
｡3体

外
受
精
と
家
族
の
問
題

不
妊
治
療
と
し
て
の
配
偶
者
間
体
外
受
精
は
､
原
則
的
に
何
ら
問
題
な
い
o
夫
以
外
の
精
子
を
用
い
た
体
外
受
精
や
卵
子
提
供
に
よ
る
体
外
受
精

は
､
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
､

1
定
の
保
護
の
下
で
の
み
許
容
さ
れ
､
こ
れ
に
よ
り
誕
生
し
た
子
供
の
自
分
の
素
性
を
知
る
権
利
を
奪

っ
て

は
な
ら
な
い
｡
腔
提
供
は
､
腔
の
延
命
に
役
立
ち
､
貰
い
手
の
夫
婦
が
そ
の
腔
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
を
自
分
の
子
供
と
し
て
引
き
受
け
る
覚
悟
が
あ

る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
､
ま
た
代
理
母
制
度
に
は
反
対
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
こ
こ
で
は
配
偶
者
間
シ
ス
テ
ム
が
肯
定
さ
れ
､
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
が
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
理
由
は
､
非

配
偶
者
間
シ
ス
テ
ム
が
父
性
な
い
し
母
性
を
分
裂
さ
せ
る
た
め
子
供
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
帰
属
を
危
う
く
す
る
危
険
性
が
多
分
に
あ
り
､
子
供

の
幸
福
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

00

腔
を
用
い
た
研
究
の
規
制

研
究
を
目
的
と
し
た
人
の
腔
の
生
成
は
原
則
的
に
許
容
さ
れ
な
い
｡
た
だ
し
'
当
該
の
肱
の
疾
患
の
発
見
'
予
防
､
除
去
､
あ
る
い
は
は
っ
き
り

し
た
高
等
な
医
学
的
知
見
の
獲
得
に
役
立

つ
場
合
に
限

っ
て
腔
を
用
い
た
実
験
は
許
容
さ
れ
る

(た
だ
し
'

一
部
の
委
員
は
反
対
)｡
人
の
腔
の
凍

結
保
存
は
'
①
移
植
が

一
時
的
に
不
可
能
で
､
凍
結
さ
れ
た
受
精
卵
が
二
年
以
内
に
移
植
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
､
も
し
く
は
②
腔
の
着
床
率

を
高
め
る
た
め
に
､
女
性
の
次
回
以
降
の
月
経
周
期
に
肱
移
植
が
試
み
ら
れ
る
の
が
妥
当
な
場
合
の
み
将
来
考
慮
の
対
象
と
な
る
｡
ク
ロ
ー
ン
形
成

[経
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は
､
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
､
許
容
さ
れ
な
い
｡
動
物
と
人
間
か
ら
キ
メ
ラ
並
び
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
を
形
成
す
る
こ
と
も
同
様
に
許
容

さ
れ
な
い
｡

報
告
冒
頭
の
序
文
の
中
で
研
究
の
自
由
と
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
そ
の
他
の
基
本
権
が
衝
突
す
る
場
合
､
前
者
が
後
者
に
優
越
す
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
と
い
う
連
邦
裁
判
所
の
判
断
に
言
及
し
っ
つ
､
生
命
と
身
体
の
保
護
､
当
事
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
'
子
供
の
幸
福

へ
の
配
慮
､
そ

し
て
何
よ
り
人
間
の
尊
厳
の
保
護
の
下
に

｢研
究
の
自
由
｣
が
制
限
さ
れ
う
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
｡
こ
の
基
本
姿
勢
の
下
､
が
ん
'
免
疫
疾
患
'

遺
伝
疾
患
等
の
治
療
方
法
を
発
見
す
る
上
で
腔
を
用
い
た
研
究
が
有
用
で
あ
る
点
を
認
め
な
が
ら
も
､
研
究
を
目
的
と
し
た
随
の
生
成
は
人
間
の
生

命
を
手
段
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
'
原
則
と
し
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
方
向
を
示
し
た
｡
ま
た
､
腔
の
凍
結
保
存
に
つ
い
て
も
'
随
の
損
傷
の
危

険
が
高
い
､
あ
る
い
は
子
供
=

腔
の
嫡
子
性
が
宙
づ
り
に
さ
れ
る
と
い
う
理
由
の
ほ
か
'
研
究
目
的
で
使
用
さ
れ
る
余
剰
腔
の
発
生
を
防
止
す
る
観

点
か
ら
'
上
記
①
及
び
②
の
二
つ
の
例
外
を
除
い
て
禁
止
と
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
'
実
験
色
が
濃
厚
な
ク
ロ
ー
ン
'
キ
メ
ラ
､
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
成
は
'

人
間
の
尊
厳
を
著
し
い
形
で
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
禁
止
と
さ
れ
た
｡

F
れu

紳
遺
伝
子
技
術
の
導
入

遺
伝
子
技
術
の
導
入
に
関
し
て
は
'
被
験
者
の
同
意
等
'

一
連
の
制
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
'
何
の
問
題
も
な
い
と
さ
れ
た
｡
た
だ
し
'

遺
伝
子
分
析
が
も
た
ら
す
諸
問
題
に
も
注
意
喚
起
し
'
遺
伝
性
疾
患
の
有
無
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
が
被
験
者
の
不
当
な
差
別
に
つ
な
が
ら
な
い
か
､

被
験
者
に
自
分
の
遺
伝
的
素
質
を
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
等
の
点
が
言
及
さ
れ
た
｡

以
上
の
と
お
り
'
ベ
ン
ダ
報
告
で
は
特
に

3に
お
い
て
子
供
の
幸
福
'

00に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
と
い
っ
た
倫
理
的
側
面
の
強
い
理
由
づ
け
の
下
'

生
殖
医
療
や
研
究
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
'
こ
の
報
告
に
は
'
二
つ
の
特
別
表
決
が
付
さ
れ
て
い
る
｡

一
つ
は
委
員
の

一
人
で
あ

っ
た
遺
伝
学
者
ヴ
ア
ル
タ
ー

･
ド
ル
フ
ラ
ー

(ケ
ル

ン
大
学
教
授
)
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
彼
は
研
究
の
自
由
を
法
律

(刑
法
)
に
よ

っ
て
規
制
す
る
こ
と
自
休
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
､
報
告
書
の
全

内
容
そ
の
も
の
に
対
し
て
反
対
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
o
も
う

I
つ
は
'
や
は
り
委
員
の

1
人
の
精
神
治
療
医
ベ
ー
タ

I
･
ベ
ー
タ
ー
ゼ

ン

(
ハ

ノ
ー
バ
ー
医
科
大
学
)
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
彼
は
報
告
書
そ
の
も
の
に
は
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
が
､
不
妊
の
心
理
的
要
因
を
軽
視

し
た
も

っ
ぱ

ら
外
科
的
な
体
外
受
精
措
置
に
懐
疑
的
で
あ
る
と
同
時
に
'
人
の
歴
を
用
い
た
研
究
を
よ
り
厳
重
に
規
制
す
べ
き
だ
と
の
立
場
か
ら
､
独
自
の
意
見

表
明
を
行

っ
て
い
る
｡

腔
保
護
法
に
お
い
て
は
､

3体
外
受
精
に
関
し
て
は
､
卵
子
の
提
供
'
腔
提
供
を
目
的
と
し
た
膝
の
生
成
等
の
ほ
か
､
代
理
母
が
禁
止
さ
れ
て
お

り
'
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
は
ベ
ン
ダ
報
告
の
姿
勢
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
､
他
方
'
第
三
者
の
男
性
の
精
子
を
用
い
た
生
殖

は
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
'
こ
の
点
で
報
告
書
の
非
配
偶
者
間
体
外
授
精
に
対
す
る
否
定
的
態
度
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
､

00肱
を
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用
い
た
研
究
に
関
し
て
は
'
人
の
ク
ロ
ー
ン
形
成
､
人
と
動
物
の
キ
メ
ラ
'

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
成
禁
止
な
ど
は
､
報
告
書
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
法
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
研
究
を
目
的
と
し
た
腔
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
'
ベ
ン
ダ
報
告
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
禁
止
を
課
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
､
研
究
を
目
的
と
し
た
腫
生
成
は
原
則
禁
止
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
'
当
該
腔
の
疾
患
の
発
見

･
予
防

･
除
去
の
他
に
､
は
っ
き
り
と
し

た
高
等
な
医
学
的
知
見
の
獲
得
に
役
立
つ
場
合
､
腔
の
実
験
は
許
容
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
､
法
制
定
に
至
る
そ
の
後
の
議
論
の
中
で
趨
勢
は
禁

止
の
方
向

へ
と
傾
き
'
法
に
お
い
て
研
究
目
的
の
腫
生
成
の
み
な
ら
ず
､
腔
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
｡

印
フ
ラ
ン
ス

‥
ブ
レ
バ
ン
報
告
等

フ
ラ
ン
ス
で
は

一
九
九
四
年
の
生
命
倫
理
法
の
準
備
過
程
に
お
い
て
､
政
府
に
対
す
る
三
つ
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
｡
以
下
､
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
立
法
に
至
る
過
程
を
概
観
す
る
｡

(以
下
､
横
島
次
郎
他

｢先
進
諸
国
に
お
け
る
生
殖
技
術

へ
の
対
応
｣

S【udies
生
命

･
人
間

･
社
会

(三
菱
化
学
生
命
科
学
研
究
所
)
､
横
島
次
郎

｢
フ
ラ
ン
ス
の
先
端
医
療
規
制
の
構
造
｣
法
律
時
報
六
八
巻

l
〇
号
'
｢フ
ラ
ン
ス
生
命
倫
理
立
法
の
背
景
-

ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
に
聞
く

(対
談
)
｣

ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
九
二
号
'
｢フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
と
法

(1
)｣
園
掌
院
法
学
三
四
巻
四
号
に
よ
る
)0

三
つ
の
報
告
書
の
う
ち
､
最
初
に
出
さ
れ
た
の
が

1
九
八
八
年
の
ブ
レ
バ
ン
報
告
で
あ
る
o

T
九
八
六
年
に
当
時
の
シ
ラ
ク
首
相
が
コ
ン
セ
イ
ユ

･
デ
タ

(法
制
局
兼
行
政
最
高
法
院
)
に
対
し
て
､
人
間
の
生
死
か
ら
臓
器
移
植
に
ま
で
わ
た
る
生
命
倫
理
の
諸
局
面
に
関
す
る
法
律
の
草
案
作
成

を
求
め
た
｡
コ
ン
セ
イ
ユ
･
デ
タ
で
は
委
員
会
が
作
ら
れ
'
一
九
八
八
年
に
ブ
レ
バ
ン
報
告
に
よ
り

｢人
体
の
人
権
｣
な
ど
の
基
本
理
念
が
示
さ
れ
'

1
九
八
九
年
に
は
こ
れ
を
も
と
に
八
九
ヶ
条
の
法
律
草
案
が
提
出
さ
れ
た

(こ
こ
で
は
'
生
殖
介
助
と
出
生
前
診
断
を
独
立
の
部
と
し
て
取
り
上
げ

て
い
た
｡
)｡
こ
れ
に
対
し
て
世
論
を
含
め
議
論
が
起
こ
り
､
同
法
案
は
不
完
全
で
あ
り
関
係
者
の
意
見
と
世
論
を
聴
取
す
べ
き
と
の
慎
重
派
の
反
対

に
あ
い
､
政
府
も
国
会
に
直
ち
に
法
案
上
程
で
き
る
状
態
で
は
な
い
と
判
断
し
た
0

第
二
の
検
討
結
果
が
t

l
九
九

一
年
に
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
と
し
て
提
出
さ
れ
た
.
同
報
告
は
比
較
法
的
な
研
究
で
あ
り
'
三
つ
の
部
か
ら
成
る
0

第

一
部
は
実
務
の
状
況
か
ら
成
る
｡
す
な
わ
ち
'
腔
や
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
に
関
す
る
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
､
人
工
生
殖
や
臓
器
移
植
の
状
況
は
ど

う
か
'
遺
伝
子
検
査
や
出
生
前
診
断
の
問
題
､
情
報
処
理
の
問
題
､
個
人
の
遺
伝
子
デ
ー
タ
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
処
理
の
問
題
､
死
と
安
楽
死
と
の
問

題
等
で
あ
る
｡
第
二
部
は
､
付
録
の
比
較
法
資
料
と
と
も
に
､
立
法
化
し
た
の
は
ど
こ
の
国
か
､
ど
こ
で
は
医
師
会
等
の
団
体
の
発
表
し
た
指
針
だ

け
に
よ
っ
て
い
る
か
'
法
律
が
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
い
う
内
容
か
の
調
査
で
あ
っ
た
｡
第
三
部
は
'
提
言
で
'
緊
急
に
立
法
す
べ
き
も
の
と
議
論
が

熟
し
て
い
な
い
の
で
熟
慮
の
期
間
を
置
く
べ
き
も
の
と
が
区
別
さ
れ
た
｡
緊
急
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
は
､
臓
器
の
摘
出
だ
け
で
な
く
移
植
の
問

題
､
情
報
処
理
の
問
題
な
ど
規
制
の
全
く
な
い
分
野
と
'
遺
伝
子
情
報
フ
ァ
イ
ル
や

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

･
デ
ー
タ
な
ど
の
違
法
な
実
務
の
分
野
で
あ
っ

[
経
緯
]
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た
｡
違
法
と
い
う
の
は
'
フ
ラ
ン
ス
で
は
医
療
上
の
秘
密
は
絶
対
的
な
も
の
で
､
医
師
は
医
療
以
外
の
目
的
で
は
'
た
と
え
研
究
の
た
め
で
あ
っ
て

も
情
報
を
伝
達
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

(こ
の
点
は
立
法
措
置
に
よ
り
'
改
正
さ
れ
た
｡
)｡
他
方
､
人
工
生
殖
に
関
し
て
は
人
体
の
地
位
の
問
題
が

あ
り
'
こ
れ
は
ま
た
'
生
殖
上
の
選
択
､
カ
ッ
プ
ル
の
自
由
､
妊
娠
中
絶
に
結
び
つ
く
自
由
の
諸
問
題
の
た
め
に
議
論
が
百
出
し
た
が
､
立
法
化
す

る
に
は
熟
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
｡

こ
の
報
告
を
受
け
'
政
府
は

一
九
九
二
年
三
月
に
法
案

(出
生
前
診
断
､
腔
研
究
は
見
送
り
､
生
殖
介
助
の
み
規
定
)
を
提
出
し
､
同
年

二

月

に
国
民
議
会
第

一
読
会
で
､
現
在
あ
る
よ
う
な
三
つ
の
法
律
草
案
が
採
択
さ
れ
た

(出
生
前
診
断
'
腫
研
究
の
規
定
を
導
入
｡)0

そ
の
後
'

一
九
九
三
年
の
総
選
挙
で
政
権
交
代

(社
会
党
か
ら
保
守
中
道

へ
)
が
あ
り
､
パ
ラ
デ

ユ
ウ
ル
新
首
相
は
､
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
べ
き
か

ゼ
ロ
か
ら
や
り
直
す
べ
き
か
の
検
討
を
多
数
派
の
マ
テ
イ
議
員
に
委
ね
た
｡
こ
う
し
て
'
第
三
の
報
告
書
､
マ
テ
イ
議
員
報
告
が

一
九
九
三
年

二

月
に
首
相
に
提
出
さ
れ
た
｡
同
報
告
で
は
'
旧
議
会
法
案
を
再
検
討
の
上
'
大
筋
で
支
持
し
､
特
に
腔
研
究
の
禁
止
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
法
律
を

引
き
継
ぐ
べ
き
と
し
､
結
局
'
法
律
案
は
ほ
と
ん
ど
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
｡

そ
の
後
'

一
九
九
四
年
六
月
に
生
命
倫
理
法
が
国
会
で
可
決
さ
れ
る
が
'
複
数
の
議
員
に
よ
り
違
憲
審
査
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
｡
こ
こ
で
の

論
点
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ま
ず
､
移
植

･
生
殖
法
の
生
殖

へ
の
医
学
的
介
助
の
規
定
に
関
し
て
､
腔
の
生
命
権
､
腔
の
平
等
権
'
人
の
1
体
性
の
尊
重
'
遺
伝
形
質
の
保
護
､

家
族
の
権
利
､
子
供
の
健
康
に
関
す
る
権
利
等
の
諸
原
則
が
問
題
と
さ
れ
た
｡
憲
法
院
は
､
立
法
者
は
腔
の
受
胎
､
移
植
､
保
存
に
つ
き
多
く
の
保

障
を
し
て
お
り
'
自
分
た
ち
に
は
立
法
者
の
作
っ
た
規
定
を
問
題
に
す
る
権
限
は
な
い
と
し
た
｡
そ
の
際
､
遺
伝
形
質
の
保
護
を
害
す
る
憲
法
原
則

や
規
定
は
存
し
な
い
こ
と
､

I
九
四
六
年
憲
法
前
文
は
肱
の
提
供
に
よ
り
家
族
が
発
展
す
る
こ
と
の
障
害
に
な
ら
な
い
こ
と
'
ド
ナ
ー
探
索
の
禁
止

は
子
の
健
康
権
侵
害
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
'
医
療
目
的
の
研
究
の
決
定
に
つ
い
て
'
立
法
府
が
行
政
委
員
会
の
統

一
見
解
を
要
求
す
る
旨
定
め

て
も
､
委
員
会
の
管
轄
を
無
視
し
な
い
限
り
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
｡
ま
た
'
移
植

･
生
殖
法
の
出
生
前
診
断
の
規
定
に
関
し
て
､
出
生
前
診

断
が
中
絶
を
容
易
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
､
出
生
前
診
断
と
腔
ま
た
は
胎
児
の
生
命
権
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
'
憲
法
院
は
法
は
中
絶
の
新

形
態
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
､
合
憲
と
し
た
｡

次
に
､
人
体
尊
重
法
の
定
め
る
医
学
的
に
介
助
さ
れ
た
生
殖
の
場
合
の
民
法
原
則
等
に
つ
い
て
､
個
人
責
任
の
原
則
､
子
供
の
親
を
知
る
権
利
と

の
関
係
で
､
ド
ナ
ー
の
匿
名
性
が
問
題
と
な
っ
た
｡
憲
法
院
は
､
本
法
は
'
医
療
介
助
に
よ
る
生
殖
の
場
合
の
親
子
関
係
を
決
定
す
る
た
め
の
条
件

を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
し
､
憲
法
上
も
子
と
ド
ナ
ー
間
の
親
子
関
係
設
定
や
ド
ナ
ー
の
責
任
追
及
を
禁
止
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
t
と

し
た
｡

さ
ら
に
､
憲
法
院
は
､
法
律
全
体

(三
つ
の
法
律
)
に
関
し
て
'
個
人
の
優
越
性
､
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
人
の
尊
重
､
人
体
の
不
可
侵
性

二

[憲
法
院
で
の
違
憲

審
査
]



体
性

･
非
財
産
性
､
種
と
し
て
の
人
の

1
体
性
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
'
憲
法
が
保
障
す
る
個
人
の
尊
厳
を
保
護
す
る
も
の
'
つ
ま
り
､
憲
法
規

範
を
そ
の
適
用
範
囲
を
考
慮
し
っ
つ
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
､
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
｡

四
.
ま
と
め

Ⅲ以
上
の
各
国
の
規
制
の
内
容
と
検
討
経
緯
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
｡
概
し
て
言
え
ば
'
生
殖
技
術
を
め
ぐ
る
欧
州
の
法
制
度
は
'
現
実
の
生
殖

医
療
技
術
に
つ
い
て
は
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
前
向
き
に
認
め
て
い
る
が
､
研
究
に
関
し
て
は
厳
し
い
規
制
と
な

っ
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
生
殖
支
援
技
術
で
あ

っ
て
も
､
生
殖
に
関
す
る
ど
の
事
項
が
規
制
対
象
と
な

っ
て
い
る
か
は
国
ご
と
に
か
な
-
バ
ラ
つ
い
て
い

る
｡
生
殖
支
援
技
術
と
し
て
は
､
参
考

一

八法
制
度
概
要
)
に
掲
げ
た
よ
う
に
､
①
配
偶
子
の
保
存

･
使
用
､
②
性
選
択
'
③
保
存
配
偶
子
に
よ
る

死
後
の
人
工
授
精
'
④
生
殖
細
胞
の
変
更
'
⑤
ヒ
ト
腔
の
体
外
で
の
作
成
､
⑥
肱
の
摘
出
､
⑦
腔
の
保
存

･
使
用

･
検
査
､
⑧
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
の
作

成
'
⑨
キ
メ
ラ

･
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
作
成
'
⑲
人
工
授
精
､
⑪
腔
の
譲
渡
､
⑫
代
理
母
の
項
目
に
分
け
て
全
体
展
望
す
る
と
便
利
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

の
項
目
は
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か

一
ヶ
国
が
規
定
を
設
け
て
い
る
事
項
で
あ
る
が
､
イ
ギ
リ
ス

･
ド
イ
ツ

･
フ
ラ
ン
ス
の
三
国
で
共
通
し
て
法
律
の

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
､
④
⑤
⑦
⑧
⑩
⑫
で
あ
り

(⑧
に
つ
い
て
は
法
律
解
釈
で
対
象
と
し
禁
止
し
て
い
る
国
が
あ
る
)
､
規
制
は
あ
る
も

の
の
具
体
的
対
応
は
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
る

(例
え
ば
⑫
代
理
母
は
イ
ギ
リ
ス
は
商
業
的
代
理
母
の
み
禁
止
'
ド
イ
ツ

･
フ
ラ
ン
ス
は
す
べ
て
の

代
理
母
を
禁
止
)｡

特
に
そ
れ
ぞ
れ
規
制
を
行
う
根
拠
や
考
え
方
は
相
当
に
異
な

っ
て
お
り
､
決
し
て
同
様
の
考
え
方
が
背
景
に
あ
る
た
め
に
類
似
の
規
制
が
成
立
し

た
と
は
言
い
難
い
｡
い
ず
れ
の
国
も
､
立
法
化
に
先
立
ち
'
こ
の
問
題
を
包
括
的
に
議
論
す
る
委
員
会
を
設
け
報
告
書
を
提
出
さ
せ
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
報
告
書
は
'
そ
れ
ぞ
れ
が
特
色
あ
り
か
つ
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
極
め
て
実
務
的
に
世
論
の
様
々
な
意
見
を
賛

成
意
見
と
反
対
意
見
に
分
け
て
そ
の
是
非
を
吟
味
し
て
い
る

(そ
の
緒
言
で
'
新
技
術
の
社
会
的
な
障
壁
は
是
非
必
要
だ
が
'

一
方
で
道
徳
感
情
に

普
遍
性
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
)
｡

1
方
ド
イ
ツ
は
'
生
命
と
身
体
の
保
護
'
自
己
決
定
の
尊
重
'
子
供
の
幸
福

へ
の
配
慮
等
は
研
究
の
自
由
に
優

先
す
る
と
し
､
特
に
研
究
を
目
的
と
し
た
腔
の
生
成
は
人
間
の
生
命
を
手
段
化
す
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
｡

一
方
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
ず
'
人
間

の
尊
厳
の
尊
重
か
ら
人
体
の
不
可
侵
性
､
非
財
産
性
の
原
理
が
う
た
わ
れ
て
い
る
｡

報
告
書
は
結
論
を
ま
と
め
て
い
る
も
の
の
､
必
ず
し
も
す
べ
て
の
問
題
に
合
意
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
､
少
数
意
見
や
反
対
意
見
が
付
せ
ら

れ
て
い
る
｡
相
対
的
に
見
て
ド
イ
ツ
が
最
も
厳
し
い
規
制
を
､
イ
ギ
リ
ス
が
比
較
的
穏
健
な
結
論
を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
､
ド
イ
ツ
で
は
研
究
の
自

由
に
対
す
る
規
制
に
反
対
す
る
意
見
が
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
腔
に
対
す
る
研
究
を
規
制
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
｡

31



ま
た
'
報
告
書
か
ら
立
法
化
に
当
た
っ
て
､
若
干
の
規
制
の
考
え
方
の
変
更

(イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
理
母
の
禁
止
の
緩
和
'
ド
イ
ツ
に
お
け
る

腔
実
験
の
禁
止
の
徹
底
'
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
前
検
査

･
腔
研
究
に
関
す
る
規
定
の
追
加
)
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡

一
方
､
フ

ラ
ン
ス
の
よ
う
に
立
法
化
の
最
終
段
階
で
違
憲
審
査
の
申
し
立
て
の
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
な
ど
､
立
法
化
も
平
坦
な
道
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
各
国
に
お
い
て
検
討
の
重
要
な
要
素
と
な

っ
た
も
の
に
宗
教
界
の
意
見
の
取
り
入
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ド
イ
ツ
で
は
､
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
及
び
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
者
が
入
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
､
イ
ギ
リ
ス

･
フ
ラ
ン
ス
の
委
員
会
に
は
こ
う

し
た
宗
教
界
を
代
表
す
る
立
場
の
者
が
入
っ
て
い
な
い
｡
各
国
国
内
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
手
法
は
必
ず
し
も
こ
こ
に
あ
げ
た
委
員
会
だ
け

で
は
な
く
､
様
々
な
議
論
の
場
が
設
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
'
そ
の
意
味
で
は
各
国
の
考
え
方
の
整
理
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
お

よ
そ
の
全
体
的
輪
郭
を
理
解
す
る

1
助
と
な
る
か
と
思
う
｡

な
お
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
ド
イ
ツ
で
は
法
律
で
明
文
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
､
イ
ギ
リ
ス
'
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
律
の
解
釈
を

政
府
が
発
L
t
実
体
的
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
ヒ
ト

へ
の
適
用
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

[参
考
]
ア
メ
リ
カ
で
は
医
療
技
術
や
生
命
科
学
技
術
関
係
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
う
し
た
規
制
に
つ
い
て
の
検
討
は
停
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し
て
い
る
｡

1
九
八
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医
学

･
行
動
科
学
大
統
領
諮
問
委
員
会
が
設
け
ら
れ
'
八

1
-
八
三
年
で
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
配
分
関
係
の
報

告
書
五
冊
'
研
究
関
係
の
報
告
書
五
冊
が
ま
と
め
ら
れ
た
.
し
か
し
､
大
統
領
諮
問
委
員
会
の
後
'

1
九
八
五
年
議
会
に
設
け
ら
れ
た
生
物
医
学
倫

理
諮
問
委
員
会

(B
E
A
C
)
は
具
体
的
な
報
告
を
何
も
出
さ
な
い
ま
ま
解
散
し
て
お
り
'
以
来
こ
の
問
題
に
関
す
る
報
告
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
｡

ち
な
み
に
生
殖
医
療
技
術
関
係
で
は
､
大
統
領
諮
問
委
員
会
は

1
九
八
三
年
に
遺
伝
子
工
学
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
ア

メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
'
カ
ソ
リ
ッ
ク
､
ユ
ダ
ヤ
三
教
会
の
代
表
者
が
カ
ー
タ
I
大
統
領
に
対
し
て
な
し
た
検
討
の
要
請
に
基
づ
き
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
､
次
の
よ
う
な
事
項
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

①
遺
伝
子
工
学
は
人
間
や
家
族
に
対
し
持
っ
て
い
る
感
情
に
対
す
る
挑
戦
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

②
遺
伝
子
工
学
が
人
類
の
幸
福
に
寄
与
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
'
こ
れ
を
推
進
す
る
倫
理
的
根
拠
と
も
な
る

③
遺
伝
子
工
学
の
人
間

へ
の
適
用
は
'
他
の
技
術
に
よ
る
診
断

･
処
置
と
同
様
に
考
え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
が
､
子
孫
に
伝
わ
る
遺
伝
子
変
換

を
与
え
る
措
置
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

④
遺
伝
欠
損
を
直
す
の
で
は
な
く
正
常
の
人
間
の
改
良
を
ね
ら
っ
た
操
作
は
問
題
で
あ
り
､

一
旦
改
良
と
い
う
扉
を
開
け
る
と
'
定
見
な
く
完
全

な
人
間
を
目
指
し
た
操
作
が
行
わ
れ
る
危
険
が
あ
る

[
ア
メ
リ
カ
の
検
討

経
緯
]
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⑤
人
間
が
神
を
演
ず
る
と
い
う
批
判
は
､
大
き
な
力
に
は
大
き
な
責
任
が
伴
う
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る

⑥
現
在
の
遺
伝
子
操
作
実
験
の
ほ
と
ん
ど
は
注
意
を
払
っ
て
行
わ
れ
れ
ば
安
全
で
あ
る
と
の
仮
定
の
上
で
行
わ
れ
て
お
り
､
こ
れ
に
反
対
す
る
に

は
そ
れ
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る

そ
の
後
､

一
九
九
五
年
､
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
生
物
学
及
び
行
動
学
研
究
か
ら
生
じ
る
生
命
倫
理
問
題
等
に
つ
い
て
政
府
に
勧
告
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
ア
メ
リ
カ
生
命
倫
理
諮
問
委
員
会

(N
B
A
c
)
を
設
け
た

(
一
九
九
九
年

一
〇
月
ま
で
時
限
設
置
)｡
同
委
員
会
は
､
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解

析
計
画
で
進
め
て
い
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
解
析
で
遺
伝
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
関
す
る
諮
問
機
関
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
会
か
ら
の

要
請
に
応
え
て
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
｡
設
置
後
の
活
動
は
､

1
九
九
七
年
の
ク
ロ
ー
ン
羊
の
誕
生
に
際
し
大
統
領
か
ら
の
諮
問
を
受
け
て
ヒ
ト
の

ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
の
報
告
と
勧
告
を
行
う
な
ど
､
タ
イ
ム
リ
ー
な
活
動
を
し
て
い
る
｡

∽以
上
の
よ
う
な
法
制
度
と
そ
れ
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
代
表
さ
れ
る
考
え
方
を
踏
ま
え
て
今
後
の
我
が
国
の
生
命
科
学
技

術
に
関
す
る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
の
進
め
方
を
考
え
る
｡
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
の
規
制
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
欧
州
主
要
各
国

に
お
い
て
法
整
備
が
行
わ
れ
て
お
り
'
何
ら
か
の
規
制
の
必
要
は
前
項
に
述
べ
た
と
お
り
必
要
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
規
制
に
関
す
る
考
え
方
､
ま
た
規
制
の
し
方
に
つ
い
て
は
'
｢宗
教

･
哲
学

･
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
的
信
念
の
い
ず
れ
に
基
づ
い

た
も
の
に
し
ろ
'
道
徳
的
感
情
に
普
遍
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
の
は
欺
晴
と
い
う
も
の
で
あ
る
｣
(イ
ギ
リ
ス

･
ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告
)
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
統

丁
的
な
考
え
方
が
で
て
く
る
可
能
性
は
必
ず
し
も
な
い
0

1
方
､
進
ん
だ
法
整
備
を
踏
ま
え
て
､
E
U
や
U
N
E
S
C
O
で
は
欧
州

先
進
国
の
主
導
の
下
に
､
こ
れ
ら
の
技
術
に
対
す
る
国
際
的
な
規
制
に
向
け
て
の
動
き
が
進
み
つ
つ
あ
る
｡
我
が
国
と
し
て
は
､
欧
州
各
国
の
規
制

の
あ
り
方
や
考
え
方
は
参
考
に
し
つ
つ
も
'
宗
教
や
文
化
と
い
っ
た
点
で
我
が
国
の
国
情
や
法
制
度
に
あ

っ
た
規
制
を
探
り
､
そ
れ
を
踏
ま
え
て
国

際
的
な
協
力
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
特
に
'
世
界
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
や

ユ
ダ
ヤ
教
と
は
異
な
る
宗
教
を
持

つ
国
民
を
擁
す
る
国
は
多
く

あ
り
'
こ
う
し
た
国
々
に
と
っ
て
も
我
が
国
が
別
途
の
規
制
の
考
え
方
を
探
る
こ
と
は
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
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第
三
節

我
が
国
に
お
け
る
法
的
視
点
か
ら
の
検
討

生
殖
科
学
技
術
の
進
展
は
､
従
来
の
法
秩
序
が
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
､
既
存
の
法
体
系
か
ら
の
類
推
解
釈
に
よ
る
対

応
が
図
ら
れ
た
り
､
法
の
空
白
状
態
の
発
生
へ
の
対
応
の
た
め
新
た
な
立
法
を
求
め
る
指
摘
が
な
さ
れ
た
り
し
て
い
る
｡

体
外
受
精
'
人
工
授
精
､
精
子

･
卵
子
の
提
供
'
代
理
母
等
の
生
殖
科
学
技
術
の
適
用
や
'
受
精
卵
や
肱
等
を
用
い
た
研
究
に
つ
い
て
は
､
す
で

に
我
が
国
の
憲
法
'
民
法
'
刑
法
等
の
視
点
か
ら
の
諸
論
文
が
あ
り
､
こ
れ
ら
の
中
に
は
'
生
殖
医
療
に
関
す
る
法
的
視
点
と
先
端
的
科
学
技
術
分

野
の
研
究
開
発
に
関
す
る
法
的
視
点
と
が
存
在
し
て
い
る
O
以
下
､
主
な
論
文
を
紹
介
し
､
指
摘
事
項
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
｡

川憲
法
上
の
視
点

憲
法
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
'
以
下
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
｡

①
長
谷
川
晃

｢人
工
生
殖
医
療
に
お
け
る
自
由
と
規
制
に
つ
い
て
｣
(平
成
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

(A
)
研
究
成
果
報
告
書

｢生

殖
医
療
に
お
け
る
人
格
権
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
｣

‥
以
下
､
｢科
研
費
研
究
｣
と
い
う
｡)

②
高
井
裕
之

｢生
殖
医
療
問
題
の
憲
法
的
分
析
｣
(科
研
費
研
究
)

③
保
木
本

一
郎

『
遺
伝
換
作
と
法
』

①
は
､
人
工
生
殖
医
療
の
活
用
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
､
ま
ず
､
個
人
の
選
択
の
自
由
と
い
う
基
本
的
権
利
で
あ
る
と
す
る
｡

す
な
わ
ち
'
個
人
の
活
動
に
対
す
る
正
当
な
規
制
理
由
は
､

一
定
の
活
動
が
個
人
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
け
で
あ
り
､
人
工
生

殖
医
療
に
つ
い
て
も
'
個
々
人
の
選
択
の
自
由
を
最
大
限
に
保
障
す
る
た
め
の
最
低
限
の
規
制
し
か
考
え
ら
れ
ず
'
自
由
な
人
工
生
殖
医
療
が
認
め

ら
れ
る
べ
き
と
す
る
｡

②
は
､
憲
法
は
公
序
と
し
て
の
家
族
を
求
め
て
お
り
､
関
係
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
い
か
な
る
関
係
で
生
殖
を
行
お
う
と
国
家
が
介
入
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
が
､
国
家
の
介
入
は
憲
法
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
'
問
題
と
な
る
条
項
と
し
て
以
下
の

a
.

b
.

C
.
の
三
つ
の
条
文
を
指
摘
す
る
｡
(な
お
'
こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
､
憲
法

〓
二
条
及
び
二
四
条
は
生
殖
医
療
に
関
連
し
た
論
点
で
あ
り
'
二

三
条
は
先
端
科
学
技
術
分
野
の
研
究
開
発
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
｡)

a
.
憲
法

一
三
条
の
幸
福
追
求
権
｡

そ
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
､

一
定
の
個
人
的
事
柄
に
つ
い
て
､
公
権
力
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
､
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
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人
格
的
自
律
権
'
自
己
決
定
権
が
あ
げ
ら
れ
､
○
自
己
の
生
命
､
身
体
の
処
分
に
か
か
わ
る
事
柄
へ
○
家
族
の
形
成

･
維
持
に
か
か
わ
る
事
柄
'

○
リ
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
事
柄
'
○
そ
の
他
の
事
柄
に
分
け
ら
れ
る
｡

b
.
憲
法
二
四
条
の
性
平
等
の
原
則
｡

生
物
学
的
特
性
に
よ
る
規
制
が
､
女
性
抑
圧
を
助
長
'
促
進
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
か
の
審
査
が
必
要
と
な
る
｡

C
.
憲
法
二
三
条
の
学
問
の
自
由
｡

子
の
出
生
に
つ
な
が
る
配
偶
子
'
腔
､
胎
児
な
ど
の
保
護
の
観
点
か
ら
､
生
殖
医
療
研
究

･
実
施
過
程
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
も
多
く
の
場
合
､

許
さ
れ
る
｡

し
か
し
'
出
生
に
用
い
ら
れ
な
い
配
偶
子
'
腔
の
研
究
利
用
の
制
限
に
は
､
慎
重
な
考
慮
を
要
す
る
｡
(例
え
ば
､
目
的
に
よ
る
規
制
は
許
さ
れ

な
い
が
'
手
段
､
方
法
に
つ
い
て
の
規
制
の
可
能
性
は
検
討
さ
れ
う
る
｡
)

こ
の
ほ
か
､
③
は
､
科
学
者
の
研
究
の
権
利
の
保
障
を
憲
法
原
理
と
し
て
確
定
し
た
上
で
､
無
限
定
で
か
つ
他
者
や
市
民
の
健
康

･
安
全

･
社
会

的
倫
理
に
反
す
る
よ
う
な
研
究
を
､
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
か
考
え
る
べ
き
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
､
人
間
の
肱
や

生
殖
細
胞
に
対
す
る
遺
伝
子
操
作
な
ど
の
研
究
に
対
す
る
市
民
統
制
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
､
市
民
参
加
と
行
政
手
続
法
的
統
制
の
必
要
性
を
あ
げ

て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
憲
法
と
の
関
連
で
は
､
生
殖
医
療
技
術
を
用
い
る
に
当
た
っ
て
､
憲
法

〓
二
条
に
基
づ
く

(親
に
当
た
る
個
人
の
)
人
格
的
自

律
権
､
自
己
決
定
権
と
'
憲
法
二
三
条
の
研
究
の
自
由
が
問
題
と
な
る
｡
(な
お
'
先
端
科
学
技
術
と
研
究
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
別
途

詳
述
｡
)

∽民
法
上
の
視
点

民
法
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
'
以
下
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
｡

①
石
井
美
智
子

｢非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
と
家
族
法
上
の
問
題
点
｣
法
律
の
広
場

7
九
九
七
年
九
月
号

②
石
井
美
智
子

｢人
工
生
殖
と
親
子
法
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
二
号

③
樋
口
範
雄

｢非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精

-

人
工
生
殖
'
家
族
'
そ
し
て
法
｣
法
律
の
広
場

一
九
九
八
年
九
月
号

④
樋
口
範
雄

｢人
工
生
殖
と
親
子
関
係
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
五
九
号

⑤
人
見
康
子

｢人
工
生
殖
子
の
親
子
関
係
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
四
七
号
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⑥
菅
野
耕
毅

｢代
理
出
産
契
約
の
効
力
と
公
序
良
俗
｣
(科
研
費
研
究
)

⑦
高
鳥
英
弘

｢非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
に
お
け
る
配
偶
子
提
供
契
約
の
問
題
点
｣
法
律
の
広
場

f
九
九
八
年
九
月
号

⑧
手
嶋
豊

｢イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド

･
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
メ
モ
｣
(科
研
費
研
究
)

⑨
東
海
林
邦
彦

｢日
本
に
お
け
る
人
為
的
生
殖
医
療
に
対
す
る
規
制

-

そ
の
若
干
の
特
質
と
問
題
点
｣
(科
研
費
研
究
)

⑩
山
田
卓
生

｢法
的
規
制
の
必
要
性

-

民
法
の
立
場
か
ら
｣
産
科
と
婦
人
科

一
九
九
八
年
四
月
号

民
法
の
観
点
か
ら
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
､
主
に

3子
供
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
家
族
法
上
の
問
題
と
､

00
(公序
良
俗
と

の
関
係
に
お
い
て
)
配
偶
子
提
供
契
約
や
代
理
母
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
問
題
等
で
あ
る
｡
民
法
上
問
題
と
な
る
視
点
は
､
先
端
的
研
究
開
発
に

関
す
る
も
の
で
は
な
く
､
生
殖
医
療
に
関
連
し
た
も
の
と
い
え
る
Q

り子
供
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
家
族
法
上
の
問
題

①
で
は
'
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
と
家
族
法
上
の
問
題
点
と
し
て
'
父
母
の
特
定
の
問
題
を
あ
げ
て
い
る
｡
我
が
国
に
は
人
工
生
殖
の
親
子
関

係
に
関
し
て
､
特
別
の
法
律
は
な
く
'
父
親
に
つ
い
て
は
民
法
七
七
二
条
の
嫡
出
推
定
に
よ
り
､
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
'
母
親
に
つ
い
て
は
'
分
娩

の
事
実
に
よ
り
親
子
関
係
が
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
る

(最
判
昭
和
三
七
年
四
月
二
七
日
)｡
し
か
し
､
夫
以
外
の
男
性
精
子
の
提
供
に
よ
る
人
工

受
精
に
よ
る
場
合
や
､
夫
の
死
後
に
保
存
さ
れ
て
い
た
精
子
を
用
い
て
体
外
受
精
を
行
っ
た
場
合
､
妻
以
外
の
卵
子
を
用
い
た
体
外
受
精
卵
に
よ
る

出
産
の
場
合
な
ど
､
疑
義
を
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
､
ま
た
､
生
ま
れ
た
子
供
の
配
偶
子
提
供
者
を
知
る
権
利
と
提
供
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題

の
検
討
も
求
め
ら
れ
'
人
工
生
殖
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
子
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
立
法
が
必
要
と
の
指
摘
が
あ
る
｡
(②
で
も
指
摘
)

同
様
に
'
③
で
は
､
子
の
法
的
地
位
の
明
確
化
の
問
題

(親
の
特
定
､
子
の
養
育
義
務
者
の
特
定
､
相
続
)
'
子
供
の
権
利
の
問
題

(子
供
が
差

別
の
対
象
と
な
る
お
そ
れ
'
子
の
売
買

･
商
品
化
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
'
自
ら
の
出
生
に
関
わ
る
事
実
に
つ
い
て
の
子
の
知
る
権
利
)､
社
会
に
対

す
る
今
後
の
影
響
の
問
題
な
ど
が
あ
り
､
我
が
国
の
従
来
の
法
的
な
親
子
関
係
と
の
不
調
和
が
問
題
と
な
る
旨
指
摘
す
る
｡
(こ
の
ほ
か
'
④
で
も

ア
メ
リ
カ
の
判
例
等
を
あ
げ
問
題
指
摘
｡
⑤
も
同
様
｡
ま
た
⑩
も
親
子
関
係
や
子
の
利
益
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
｡)

㈲
(公序
良
俗
と
の
関
係
に
お
い
て
)
配
偶
子
提
供
契
約
や
代
理
母
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
問
題

⑥
で
は
'
代
理
出
産
契
約
の
効
力
に
関
し
て
'
諸
外
国
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
.
ま
ず
ア
メ
リ
カ
で
は
ベ
ビ
ー
M
事
件

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最

高
裁
判
決

(
一
九
八
八
年
二
月
三
日
)
は
'
代
理
母
契
約
を
公
序
良
俗
に
反
し
て
無
効
と
し
､
ベ
ビ
ー
C
事
件
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
決

二

九
九
三
年
五
月
二
〇
日
)
で
は
､
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
と
判
示
し
た
｡
ド
イ
ツ
で
は
､
腫
保
護
法
に
よ
り
代
理
母
禁
止
'
イ
ギ
リ
ス
は
代
理
母
契

約
法
に
よ
り
営
利
的
代
理
母
契
約
禁
止
､
代
理
母
斡
旋
に
関
す
る
広
告
禁
止
と
さ
れ
'
こ
れ
ら
に
反
し
な
い
限
り
代
理
母
契
約
が
違
法
と
さ
れ
る
こ
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と
は
な
い
O
フ
ラ
ン
ス
で
は
､
破
敦
院
判
決

二

九
九

丁
年
五
月
三

一
日
)
で
代
理
母
出
産
を
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
い
る
o
ま
た
､
我
が
国
の
学

説
で
も
､
公
序
良
俗
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
､
判
断
要
件
と
し
て
'
対
価
の
性
質
､
他
人
に
引
き
渡
す
こ
と
を
予
定
し
た
出
産
の
道
徳
性
'
子
が

出
生
の
経
緯
を
知

っ
て
受
け
る
衝
撃
'
代
理
母
の
人
権
'
代
理
母
志
願
者

へ
の
十
分
な
説
明
と
承
諾
'
子
供
の
福
祉
の
危
殆
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
旨
紹
介
さ
れ
､
⑥
で
は
婚
姻
秩
序
､
親
子
間
秩
序
に
反
す
る
も
の
と
し
て
､
公
序
良
俗
に
反
す
る
契
約
と
し
て
無
効

(民
法
九
〇
条
)
と
解
す

べ
き
と
指
摘
し
て
い
る
｡

同
様
に
､
⑦
で
は
､
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
に
お
け
る
配
偶
子
提
供
契
約
に
関
し
て
､
ま
ず
成
立
要
件
と
し
て
､
契
約
当
事
者
の
存
在
､
意
思

表
示
の
存
在
に
は
問
題
が
な
い
が
､
有
効
要
件
と
し
て
､
法
律
行
為
の
内
容
が
確
定
可
能
で
あ
り
t
か
つ
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
'
法
律
行
為
の
内

容
が
強
行
法
規
及
び
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
'
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
と
評
価
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
'
そ
の
判
断

に
際
し
て
､
公
序
良
俗
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
､
親
権
放
棄
の
合
意

(家
族
秩
序
を
危
殆
化
し
子
供
の
法
的
地
位
を
不
安
定
に

す
る
)
及
び
配
偶
子
の
有
償
性

(特
に
卵
子
提
供
の
た
め
の
医
的
侵
襲
性
､
経
済
的
困
窮
者
が
間
接
的
に
強
制
さ
れ
う
る
)
で
あ
る
と
指
摘
す
る
｡

ま
た
'
配
偶
子
提
供
契
約
が
必
ず
し
も
公
序
良
俗
に
違
反
し
な
い
と
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
､
配
偶
子
引
き
渡
し
は
強
制
履
行
に
な
じ
ま
な
い

と
い
う
法
的
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
｡

)紳
そ
の
他

(医
師
の
説
明
義
務
)

そ
の
他
､
⑧
で
は
生
殖
医
療
技
術
に
固
有
の
論
点
で
は
な
い
が
､
医
療
過
誤
の
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
も
の
と
し
て
､

医
師
の
説
明
義
務
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
医
師
の
説
明
義
務
と
し
て
､

a
.
結
果
回
避
義
務
と
し
て
の
説
明
義
務
､
b
.
承
諾
の
前
提
と
し
て
の

説
明
義
務
､
C

.
転
送
の
前
提
と
し
て
の
説
明
義
務
､
d
.
事
後
報
告

(顛
末
報
告
)
と
し
て
の
説
明
義
務
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト

は
b
.
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
｡
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
に
内
包
さ
れ
る
問
題
と
し
て
は
､
必
要
な
デ
ー
タ
の
不
十
分
さ
､

医
師
の
情
報
伝
達
の
あ
り
方
の
問
題
､
情
報
を
受
け
る
患
者
の
知
的
側
面
'
決
定
に
関
す
る
態
度
の
問
題
な
ど
が
存
在
す
る
｡

こ
の
ほ
か
'
⑨
は
生
殖
医
療
に
関
し
て
の
､
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
会
告
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
｡

ま
と
め
る
と
､

何子
供
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
家
族
法
上
の
問
題
､

00
(公序
良
俗
と
の
関
係
に
お
い
て
)
配
偶
子
提
供
契
約
や
代
理
母
契
約
の

有
効
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
我
が
国
の
学
説
上
定
説
と
な
る
も
の
は
な
く
､
問
題
点
を
掃
出
し
､
今
後
の
議
論
及
び
必
要
な
立

法
措
置
を
求
め
る
指
摘
が
見
受
け
ら
れ
る
｡
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川刑
法
上
の
視
点

刑
法
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
､
以
下
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
｡

①
吉
田
敏
男

②
加
藤
久
雄

③
甲
斐
克
則

④
甲
斐
克
則

⑤
中
谷
瑛
子

⑥
中
谷
瑳
子

⑦
金
津
文
雄

⑧
加
藤
久
雄

｢
ヒ
ト
の
移
植
前
初
期
腔
の

(法
的
)
性
格
と
そ
れ
に
関
連
す
る
若
干
の
問
題
-

刑
事
法
的
問
題
関
心
か
ら
｣
(科
研
費
研
究
)

｢
｢ヒ
ト
の
生
命
｣
生
成
と
刑
法
上
の
諸
問
題

-

｢受
精
卵
｣
二
初
期
旺
｣
の
法
的
保
護
を
中
心
に
し
て
｣
(科
研
費
研
究
)

｢生
殖
医
療
技
術
の

(刑
事
)
規
制
モ
デ
ル
に
つ
い
て
｣
(科
研
費
研
究
)

｢法
的
規
制
の
必
要
性

!

刑
法
の
立
場
か
ら
｣
産
科
と
婦
人
科

一
九
九
八
年
四
月
号

｢法
的
規
制
の
必
要
性

-

ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
｣
産
科
と
婦
人
科

l
九
九
八
年
四
月
号

｢生
命
の
発
生
と
刑
法
｣
現
代
刑
罰
法
体
系
三

｢人
の
腔
の
道
徳
的
お
よ
び
法
的
地
位
｣
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢

1
九
九
五
年
二
月
号

｢生
殖
補
助
行
為

(技
術
)
と
受
精
卵

･
初
期
腔
に
対
す
る
法
的
保
護
｣
大
野
真
義
編

『
現
代
医
療
と
医
事
法
制
』

刑
法
上
の
観
点
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
論
点
は
､
主
に

3受
精
卵
や
初
期
腔
の
法
的
性
格
'

00受
精
卵
や
初
期
腔
を
用
い
た
研
究
や
生
殖

医
療
技
術
の
適
用

(代
理
母
な
ど
)
を
め
ぐ
つ
て
の
許
容
性
と
法
規
制
の
あ
り
方
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
'
生
殖
医
療
と
先
端
的
研
究
開
発
の
両
者
に
つ
い
て
許
さ
れ
る
範
囲
'
違
反
の
場
合
の
罰
則
等
が
問
題
と
な
り
､
両
方
の
視
点
が
論
点

と
な
っ
て
い
る
｡

い受
精
卵
や
初
期
腔
の
法
的
性
格

①
は
､
移
植
前
初
期
腔
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
､
受
精
時
点
か
ら
人
格
を
是
認
L
t
権
利
主
体
と
す
る
説
､
人
と
同
じ
で
は
な
い
が
'
あ
る
特
別

の
地
位
を
認
め
る
説
'
両
親
の
財
産
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
上
で
'
初
期
腔
は
潜
在
的
人
で
あ
っ
て
も
現
実
の
人
と
は
異
な

る
こ
と
か
ら
､
基
本
権
の
主
体
た
る
地
位
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
が
'
そ
の
象
徴
的
意
味
の
ゆ
え
に
'
財
産
と
し
て
器
物
損
壊
罪
等
の
対
象
と

す
る
こ
と
も
適
切
で
な
く
､
新
た
な
立
法
に
よ
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
旨
指
摘
す
る
｡
(⑥
及
び
⑧
で
も
'
生
命
の
発
生
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
｡)

②
で
は
'
｢受
精
卵
｣
｢初
期
腫
｣
の
法
的
保
護
の
問
題
に
関
し
､
ド
イ
ツ
で
は
卵
子
､
精
子
'
着
床
前
の
受
精
卵

･
初
期
腔
に
至
る
ま
で
の
段
階

の
細
胞
を

｢旺
保
護
法
｣
で
'
着
床
後
の
腔
盤
'
腫
子
'
胎
児
に
つ
い
て

｢刑
法
｣
で
規
制
し
て
い
る
の
に
対
し
て
､
我
が
国
で
は
､
｢受
精
卵
｣
｢初

期
旺
｣
に
つ
い
て
は
'
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
会
告
に
よ
る
学
会
員
の
自
主
規
制
が
あ
り
､
ま
た
現
行
刑
法
で
は
'
胎
児
の
生
命
に
つ
い
て
堕
胎

罪
に
ょ
り
胎
児
の
生
命
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
旨
紹
介
し
て
い
る
(保
護
法
益
は
､
胎
児
の
生
命

･
身
体
と
と
も
に
､
母
体
の
生
命

･
身
体
の
安
全
)o



こ
こ
で
は
'
学
説
に
よ
っ
て
は
'
法
的
保
護
の
対
象
と
し
て
の
生
命
'
個
体
の
始
期
は
着
床
終
了
時
と
す
る
説
､
受
精
卵
は
胎
児
で
は
な
く
､
人
及

び
胎
児
以
外
の

｢生
物
｣
と
し
た
上
で
､
そ
の
穀
損
を
器
物
損
壊
罪
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
が
､
着
床
前
受
精
卵
も
人
と
な
る
可
能
性
を
有
す
る
以

上
'
器
物
損
壊
罪
は
不
適
切
と
考
え
ら
れ
､
立
法
的
解
決
が
望
ま
し
い
旨
､
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

00受
精
卵
や
初
期
腔
を
用
い
た
研
究
や
生
殖
医
療
技
術
の
適
用

(代
理
母
な
ど
)
を
め
ぐ
つ
て
の
許
容
性
と
法
規
制
の
あ
り
方

③
で
は
､
海
外
の
例
と
し
て
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
認
可
機
関
を
設
置
し
'
認
可
手
続
き
を
定
め
て
､
認
可
違
反
の

一
定
行
為
を
処
罰
す
る
行
政
刑
法

の
形
式
､
ド
イ
ツ
で
は
刑
事
規
制
を
打
ち
出
し
た
特
別
刑
法
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
原
始
線
条
の
現
れ
る
前
の
腫

(受
精

後

一
四
日
'
腔
が
個
体
と
し
て
発
生
開
始
す
る
出
発
点
)
に
つ
い
て
の
一
定
の
研
究
は
認
可
さ
れ
う
る
が
､
ド
イ
ツ
で
は
､
人
間
の
尊
厳
を
根
拠
に
'

妊
娠
目
的
外
の
腔
使
用

･
腫
研
究
の
全
面
禁
止
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
我
が
国
で
は
､
刑
法
の
謙
抑
性

･
最
終

手
段
性
'
憲
法
上
の
研
究
の
自
由
と
の
関
係
か
ら
も
'
ド
イ
ツ
型

一
律
禁
止
よ
り
'
イ
ギ
リ
ス
型
の
方
が
望
ま
し
い
旨
評
価
し
て
い
る
｡

(な
お
'
①
で
は
'
初
期
腔
の
培
養
期
間
に
つ
い
て
､
原
始
線
条
形
成
直
前
を
越
え
る
時
点
で
も
人
の
腔
研
究
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
る
の

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
｡
)

こ
れ
に
加
え
､
③
で
は
､
代
理
母
な
ど
に
つ
い
て
は
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
商
業
的
な
代
理
出
産
の
斡
旋
を
処
罰
す
る
こ
と
と
さ
れ

(代
理
母
契
約
法
)
､

ド
イ
ツ
で
は
代
理
母
に
対
す
る
人
工
授
精
ま
た
は
人
腔
移
植
を
企
行
し
た
者
を
処
罰
す
る

(腫
保
護
法
)
と
さ
れ
て
お
り
､
我
が
国
で
も
商
業
主
義

的
濫
用
に
対
し
て
刑
事
制
裁
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
(④
で
は
'
科
研
費
研
究
で
提
案
さ
れ
た
'
生
殖
医
療
に
つ
い
て
の
日
本
型
規

制
モ
デ
ル
を
紹
介
し
て
い
る
｡
)

ま
た
､
⑤
で
は
'
諸
外
国
の
法
制
の
紹
介
と
と
も
に
へ
体
外
受
精
を
め
ぐ
っ
て
倫
理
的
､
法
的
に
特
に
問
題
と
な
る
も
の
と
し
て
､
代
理
母
､
多

胎
妊
娠
の
場
合
の
減
数
手
術
の
可
否
､
男
女
産
み
分
け
の
是
非
'
い
わ
ゆ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー

･
ベ
ビ
ー

(妊
娠
八
～
〓

】週
く
ら
い
ま
で
の
胎
児
を
人

工
中
絶
し
て
'
そ
の
脳
細
胞
そ
の
他
の
組
織
を
取
り
出
し
て
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
等
の
治
療
に
使
用
す
る
｡
)
の
問
題
､
死
者
と
中
絶
胎
児
を
卵
子
の

ド
ナ
ー
と
す
る
こ
と
の
是
非
､
着
床
前
診
断
と
遺
伝
子
治
療
の
問
題
を
あ
げ
､
生
殖
医
療
の
進
歩
に
応
じ
た
法
的
対
応
に
迫
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
｡こ

の
ほ
か
'
⑦
で
は
'
人
の
腔
に
対
し
て
､
人
間
の
生
命
と
し
て
こ
れ
を
保
護
す
る
べ
き
道
徳
上
及
び
憲
法
上
の
要
請
が
あ
り
'
国
政
上
の
義
務

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
実
定
法
的
に
は
全
く
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
法
的
空
白
領
域
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
､
人
の
腔
を
用
い

て
い
ろ
い
ろ
な
実
験
を
行
う
こ
と
は
､
現
状
で
は
違
法
と
さ
れ
て
い
な
い
が
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
適
法
で
あ
り
研
究
者
は
自
由
に
肱
を
操
作
し
た
り

人
と
動
物
と
の
キ
メ
ラ
な
ど
を
作
り
出
す
権
利
が
あ
る
と
は
い
え
ず
､
新
し
い
規
制
立
法
が
必
要
で
あ
り
'
イ
ギ
リ
ス
型
の
行
政
規
則
と
審
査
制
度

を
原
則
と
し
､
特
に
重
い
違
反
の
み
に
刑
を
科
す
る
方
式
が
妥
当
で
あ
る
旨
､
提
言
し
て
い
る
｡
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ま
と
め
る
と
､
特
に

00受
精
卵
や
初
期
腔
を
用
い
た
研
究
や
生
殖
医
療
技
術
の
適
用

(代
理
母
な
ど
)
を
め
ぐ
つ
て
の
許
容
性
と
法
規
制
の
あ
り

方
に
つ
い
て
､
ド
イ
ツ

､イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
海
外
の
法
制
を
参
考
に
し
､
ド
イ
ツ
型
の
腔
使
用

･
腫
研
究
の
全
面
禁
止
と
イ
ギ
リ
ス
型
の

1
定
範
囲

で
の
容
認
と
を
対
比
し
'
憲
法
上
の
研
究
の
自
由
や
刑
法
の
謙
抑
性
等
と
の
関
係
か
ら
､

一
定
範
囲
で
の
腫
使
用

･
腔
研
究
を
認
め
る
方
向

へ
の
示

唆
が
見
ら
れ
る
ほ
か
'
新
し
い
立
法
に
よ
る
解
決
を
求
め
る
論
も
あ
る
｡

㈹医
事
法
の
視
点

医
事
法
の
視
点
か
ら
'
生
殖
医
療
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
以
下
の
文
献
が
あ
る
｡

①
大
谷
貴

『
医
療
行
為
と
法

(新
版
)』

②
植
木
哲
編

『
医
事
法
教
科
書
』
(特
に
第
六
章

先
端
医
療
と
脳
死
等
)

③
大
野
直
義
編

『
現
代
医
療
と
医
事
法
制
』
(す
で
に

Sで
取
り
上
げ
た
も
の
)

医
事
法
の
観
点
か
ら
は
､
憲
法
や
刑
法
と
異
な
る
独
自
の
体
系
の
下
に
提
起
さ
れ
て
お
り
､
こ
こ
で
は
最
先
端
生
殖
医
療
技
術
に
つ
い
て
ま
で
ふ

れ
た
①
に
従
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
｡

医
事
法
の
観
点
か
ら
は
､

一
般
に
医
療
行
為
の
適
法
性
に
つ
い
て
次
の
三
つ
の
要
件
が
求
め
ら
れ
る
.
第

-
に
'
医
療
行
為
は
人
身

へ
の
危
険
を

随
伴
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
相
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
医
学
的
適

応
性
の
問
題
'
第
二
に
'
医
学
的
に
認
め
ら
れ
た
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
医
療
技
術
の
正
当
性
の
問
題
､
第
三
に
'
医
療
行
為
は

人
身

へ
の
侵
襲
を
伴
う
の
だ
か
ら
､
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
患
者
が
決
定
す
べ
き
と
い
う
患
者
の
自
己
決
定
権
の
問
題
で
あ
り
､
こ
れ
ら

三
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
は
じ
め
て
医
師
の
治
療
行
為
は
正
当
な
も
の
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
､
医
療
の
限
界
事
例
と
し
て
人
工
授
精
､
体
外
受
精
に
関
し
､
施
術
の
医
学
的
適
応
性
と
法
上
の
許
否
に
つ
い
て
検
討
す

る
と
'
子
を
得
ら
れ
な
い
精
神
的
苦
痛
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
技
術
を
適
用
す
る
の
だ
か
ら
'

一
応
､
医
学
的
適
応
を
有
す
る
と
考
え
ら

れ
､
現
行
法
で
取
り
締
ま
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
る
｡
な
お
､
体
外
受
精
と
の
関
連
で
'
受
精
は
し
た
が
移
植
さ
れ
な
か
っ
た
卵
子

-

受
精
卵

の
処
分
が
問
題
と
な
り
､
何
ら
か
の
法
的
規
制
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
が
､
受
胎
後
で
あ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
'
腫
そ
の
も
の
を
法

的
に
保
護
す
る
根
拠
は
な
い
と
す
る
｡

次
に
､
生
殖
医
療
に
何
ら
か
の
法
的
規
制
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
'
倫
理
的
不
快
感
や
漠
然
と
し
た
不
安
感
だ
け
で
は
足
り

ず
､
そ
の
療
法
に
よ
り
誰
の
い
か
な
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
､
そ
の
侵
害
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
い
か
な
る

一
〇
八
ペ
ー
ジ
参
照

40



法
規
制
が
必
要
か
を
弾
力
的
に
考
え
る
べ
き
と
し
た
上
で
､
例
え
ば
ク
ロ
ー
ン
児
に
つ
い
て
も

1
個
の
人
格
と
し
て
尊
厳
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ

ば
こ
れ
に
反
対
す
る
法
律
上
の
根
拠
は
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
し
､
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
果
の
利
用
に
つ
い
て
､
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
社

会
が
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
､
あ
る
い
は
完
全
な
も
の
で
な
い
以
上
､
少
く
と
も
生
命
科
学
の
研
究
､
医
療
技
術
の
開
発
に
法
の
枠
を
は
め
る
こ
と

だ
け
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

糊そ
の
他

以
上
の
ほ
か
､
法
律
サ
イ
ド
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
､
複
数
の
法
分
野
か
ら
の
取
り
組
み
の
他
'
諸
外
国
の
生
殖
科
学
技
術
に
関
す
る
法
制

に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
が
あ
る
｡
(諸
外
国
の
法
制
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
､
第
二
節
二
.
で
紹
介
｡
)

金
城
清
子

｢非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
と
生
殖
の
自
由

･
権
利
｣
法
律
の
広
場

1
九
九
八
年
四
月
号

金
城
晴
子

『
生
命
誕
生
を
め
ぐ
る
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
ー

生
命
倫
理
と
法
』



第
四
節

法
的
な
規
制
の
限
界

第

一
項

学
問
研
究
自
由
の
制
限

M生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
を
制
限
す
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
研
究
活
動
を
制
限
す
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
研
究
の
自
由
を
制
限
を
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
｡
研
究
の
自
由
は
憲
法
二
三
条
の
学
問
の
自
由
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
'
特
に
そ
れ
は
精
神
的
自
由

(良
心
の
自
由
､
表
現
の
自
由
､
信
教

の
自
由
等
)
の
一
種
と
さ
れ
､
こ
う
し
た
自
由
を
直
接
制
限
す
る
に
は
明
白
な
正
当
性
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
最
終
的
に
は
'
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
損
な
わ
れ
る
利
益
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
か
否
か
､
更
に
制
限
す
る
態
様
等
を
含
め
て
総
合
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
｡

現
在
の
法
令
の
中
で
､
研
究
そ
の
も
の
を
明
示
的
に
制
限
し
て
い
る
例
は
な
く
､
十
分
な
吟
味
が
必
要
と
考
え
る

(法
制
定
当
初
に
'
そ
の
技
術
の

実
用
の
例
が
少
な
く
'
実
質
的
に
大
学
及
び
研
究
機
関
に
お
け
る
研
究
が
主
た
る
規
制
対
象
で
あ
っ
た
例
と
し
て
'
原
子
炉
規
制
法
が
あ
り
'
研
究

の
制
限
に
際
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
o
た
だ
し
こ
の
法
律
も
'
研
究
そ
の
も
の
を
規
制
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
と
お
り

で
あ
る
｡)

∽学
問
の
自
由
の
内
容
と
し
て
は
､
通
例
①
学
問
研
究
の
自
由
､
②
研
究
成
果
発
表
の
自
由
'
③
教
授
の
自
由
'
④
大
学
の
自
治
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

こ
の
権
利
の
主
体
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
ポ
ポ
ロ
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
'
｢学
問
の
自
由
は
こ
れ
を
保
障
す
る
と
規
定
し
た
の
は
､

一
面

に
お
い
て
広
く
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
～
-
-
特
に
大
学
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を

趣
旨
と
し
た
も
の
で
あ
る
｣
(最
高
判
昭
和
三
八
年
五
月
二
二
日
)
と
あ
る
よ
う
に
､
大
学
に
お
け
る
学
問
研
究
､
学
会
に
お
け
る
学
問
研
究
に
限

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
o
(最
近
で
は
更
に
高
柳
信

1
･
大
浜
啓
吾

｢学
問
の
自
由
｣
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
等
の
よ
う
に
'
大
学
教
員
の

特
権
的
自
由
と
し
て
保
障
し
た
も
の
で
な
く
､
市
民
的
自
由
を
研
究
教
育
機
関
の
内
部
に
お
い
て
貫
徹
さ
せ
る
も
の
だ
と
説
く
説
も
有
力
で
あ
る
｡
)

学
問
の
自
由
に
つ
い
て
は
'
戦
前
の
社
会

･
人
文
科
学
に
お
け
る
学
問
の
統
制
'
戦
後
の
教
授
の
自
由
や
大
学
の
自
治
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
学
説

や
判
例
が
出
さ
れ
た
が
､
近
年
は
先
端
科
学
技
術
と
の
関
係
に
お
い
て
'
原
子
力
な
ど
の
大
規
模
技
術
'
遺
伝
子
組
換
え
実
験
な
ど
の
遺
伝
子
技
術
'

体
外
受
精
な
ど
の
医
療
技
術
等
の
分
野
に
お
け
る
学
問
研
究
の
自
由
の
規
制
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
特
に
､
後
述

す
る
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
規
制
に
つ
い
て
は
'
最
近
盛
ん
な
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

比
較
的
初
期
に
こ
の
間
題
を
取
り
上
げ
た
論
文
の
中
に
は

｢-
-
-
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
よ
う
に
'
人
類
の
生
存
を
脅
か
す
お
そ
れ
の
あ
る

(研

究
)
な
ど
も
'
野
放
図
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
問
題
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
学
問
の
自
由
と
他
の
価
値
と
の
衝
突
は
､

学
問
の
性
質
か
ら
言
っ
て
そ
れ
ほ
ど
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
し
､
仮
り
に
学
問
の
自
由
の

｢行
き
過
ぎ
｣
に
よ
る

｢害
悪
｣
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ

[学
問
の
自
由
の

一

般
的
な
理
解
]



る
と
し
て
も
'
原
則
と
し
て
そ
れ
は
権
力
的
に
統
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
､
学
問
に
携
わ
る
も
の
の
手
に
よ
っ
て
自
主
的
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
上
例
の
よ
う
な
行
動
が
学
問
的
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
も
､
行
政
権
や
立
法
権
が
み
だ
り
に
立
ち
入
る
べ
き
事
柄
で
は
な
く
､
第

l
義

的
に
は
学
者
じ
し
ん
と
学
問
の
府

(大
学

･
研
究
機
関
)
の
自
律
や
自
主
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
政
治
的
権
力
が
､
学
問
の
あ
り
方

に
つ
い
て
法
規
に
よ
る
画

一
的
規
律
を
企
て
た
り
､
勝
手
に
限
界
線
を
引
い
て
取
り
締
ま
り
を
行
っ
た
り
す
れ
ば
､
学
問
の
進
歩
､
ひ
い
て
は
文
化

1
般
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
(小
林
直
樹

『
憲
法
講
義
』
)
と
言
う
考
え
方
も
出
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
考
え
方
の
背
景
に
は
､
｢学
問
の
自
由
は
､
真
理
の
究
明
に
は
創
造
的
な
自
由
が
不
可
欠
だ
と
い
う
認
識
の
ほ
か
に
'
さ
ら
に
､
研
究

･
教
授
に
携
わ
る
専
門
家
の
良
心
と
判
断
が
､
政
治
や
行
政
の
判
断
や
要
求
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
､
と
い
う
も
う

1
つ
の
合
理
的
な
理
由
を

も
ふ
く
ん
で
い
る
｡
だ
か
ら
､
そ
う
し
た
意
味
で
の
研
究
者
の
任
務
や
独
立
性
を
尊
重
す
る
社
会
的
雰
囲
気
を
欠
け
ば
､
学
問
の
自
由
を
支
え
る
社

会
力
も
そ
れ
だ
け
乏
し
く
な
る
｡
学
問
の
自
由
の
実
質
的
な
裏
づ
け
に
は
､
何
よ
り
も
学
問
に
対
す
る

l
般
社
会
の
敬
意
や
期
待
や
理
解
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
｡
｣
(同
上
)
と
言
う
よ
う
な
'
学
問
の
自
由
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
考
え
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'

3ク
ロ
ー
ン
技
術
な
ど
の
適
用
に
つ
い
て
は

(後
述
す
る
よ
う
に
)
人
類
の
存
亡
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
が
か
か
っ
て
お
り
､

専
門
家
の
良
心
と
判
断
だ
け
で
結
論
を
出
す
こ
と
が
国
民
か
ら
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
､

㈲従
来
の
大
学
で
の
研
究
を
中
心
と
し
て

㌔)

い
た
生
命
科
学
が
､
最
近
特
に
民
間

(ベ
ン
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
中
小
企
業
を
含
む
)
で
の
研
究
の
比
重
を
増
し
て
い
る
こ
と
､
軸
生
命
科
学
技
術
を

め
ぐ
る
研
究
の
動
向
に
は
'
最
先
端
技
術
を
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
結
び
つ
け
て
い
く
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
国
際
的
な
企
業
戦
略
が
あ
る
こ
と
､

㈲
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
め
ぐ
っ
て
は

(か
つ
て
科
学
者
の
権
利
や
責
任
,
身
分
保
障
を
う
た
っ
た

｢科
学
研
究
者
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
｣
(
完

七

四
年
)
を
提
出
し
た
)
U
N
E
S
C
O
に
も
規
制
強
化
の
動
き
が
あ
る
こ
と
､
な
ど
か
ら

一
般
的
原
則
論
と
は
別
に
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
増
し

て
い
る
と
考
え
る
｡

S多
く
の
憲
法
学
者
は
'
学
問
の
自
由
は
内
面
的
活
動
に
と
ど
ま
る
限
り
は
絶
対
自
由
で
あ
る
が
､
研
究
方
法
の
選
択

(松
井
幸
夫

｢学
問
の
自
由

と
大
学
の
自
治
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
八
九
号
)
､
外
部
に
現
れ
た
研
究
遂
行
の
た
め
の
諸
活
動

(上
田
章

･
浅
野

1
郎

『
憲
法
』
)
な
ど
は
他
の
法
的

利
益
と
衝
突
を
生
み
出
し
､
相
対
的
自
由
と
な
る
と
説
く
｡
具
体
例
と
し
て
は
､
生
体
実
験
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
｡
こ
う

し
た
中
で
､
特
に
遺
伝
子
組
換
え
を
中
心
と
し
た
学
問
の
自
由
の
制
限
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
主
要
な
説
を
総
覧
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い

る
｡3自

主
的
規
律
説

①
高
柳
信

～
･
大
浜
啓
吉

｢学
問
の
自
由
｣
『
基
本
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』

[遺
伝
子
研
究
の
制

限
に
関
す
る
学
説
]

43



②
阪
本
昌
成

『憲
法
理
論
三
』

③
小
林
直
樹

『
憲
法
講
義
』

④
成
嶋
隆

｢学
問
の
自
由
｣
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

憲
法
』

⑤
吉
田
善
明

『
日
本
国
憲
法
論

･
新
版
』

⑥
森
田
友
喜

『
日
本
の
憲
法
』

00国
家
的
規
制
説

⑦
戸
波
江
二

｢科
学
技
術
規
制
の
憲
法
問
題
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

l
〇
二
二
号

⑧
戸
波
江
二

｢学
問

･
科
学
技
術
と
憲
法
｣
樋
口
陽

一
郎

『
講
座
憲
法
学
四

･
権
利
の
保
障
二
』

⑨
芦
部
信
書

｢学
問
の
自
由

二

法
学
教
室

一
五
七
号

⑩
保
木
本

一
郎

『
遺
伝
子
操
作
と
法
』

⑪
小
林
武

･
三
並
敏
克
編

『今
日
本
国
憲
法
は
』

こ
れ
ら
の
論
文
で
は
様
々
な
観
点
か
ら
学
問
の
自
由
の
規
制
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
､
以
後
の
本
論
文
の
論
点
と
重
な
る
点
に
つ
い
て
も
述
べ
て

い
る
｡
以
下
､
本
論
の
検
討
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
点
を
紹
介
し
て
お
く
｡

戸
波
⑦
論
文
で
は
､
特
に
生
命
科
学
技
術
関
係
の
規
制
の
根
拠
を
ド
イ
ツ
基
本
法
を
参
考
に

｢人
間
の
尊
厳
｣
か
ら
導
き
出
す

(し
た
が
っ
て
'

受
精
卵
や
人
の
遺
伝
子
操
作
を
反
倫
理
的
と
す
る
)
が
､
⑧
論
文
で
は
む
し
ろ
生
命
の
権
利
､
家
族
の
保
護
'
人
格
権
と
い
っ
た
憲
法
上
の
権
利
保

護
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
そ
の
背
景
に
人
間
の
尊
厳
の
原
理
を
見
て
取
る
と
し
て
い
る

(し
た
が
っ
て
､
そ
の
限
界
は
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
と
す
る
)｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
人
間
の
尊
厳
そ
の
も
の
が
抽
象
的
で
あ
り
'
後
述
の
よ
う
に
生
命
科
学
技
術
の
中
で
も
体
外
受
精
､

ク
ロ
ー
ン
技
術
､
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
解
析
な
ど
多
様
な
技
術
が
い
ず
れ
も
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
を
直
接
の
規
制
原

理
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
考
え
る

(第
六
節
第
三
項
で
詳
説
)0

ま
た
､
科
学
技
術
の
影
響
に
つ
い
て
事
前
に
十
分
な
予
測
が
つ
か
な
い
こ
と
を
前
提
に
'
そ
れ
ぞ
れ
､
被
害
の
及
ぶ
範
囲
と
程
度
が
広
範
か
つ
深

刻
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
国
に
よ
る
規
制
の
必
要
と
し

(戸
波
⑦
論
文
)､
あ
る
い
は
反
対
に
予
測
が
つ
か
な
い
だ
け
に
国
に
よ
る
規

制
の
根
拠
と
な
ら
な
い
と
す
る

(阪
本
②
論
文
)｡
し
か
し
､
先
端
科
学
技
術
に
あ
っ
て
は
予
測
が
つ
か
な
い
だ
け
で
は
な
く
､
科
学
技
術
の
現
在

の
通
説

(研
究
者
の
考
え
方
)
も
常
に
批
判
の
余
地
が
あ
り
'
最
終
的
に
国
の
責
任
に
お
い
て
解
決
を
図
る
必
要
も
当
然
予
想
さ
れ
る
｡

な
お
､
規
制
を
法
律
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
'
(イ
)
科
学
技
術
の
限
界
を
明
確
に
確
定
す
る
た
め

(
ロ
)
研
究
の
自
由

と
い
う
人
権
を
制
限
す
る
た
め

(
ハ
)
規
制
の
限
界
を
確
定
す
る
の
が
難
し
い
た
め

(
lこ

科
学
技
術
の
統
制
と
い
う
問
題
に
は
世
論
の
合
意
が
必

七
五
ペ
ー
ジ
参
照
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要
で
法
律
の
制
定
と
い
う
形
が
最
も
適
当
で
あ
る
た
め

(ホ
)
研
究
者
の
自
主
判
断
の
尊
重
は
か
え
っ
て
研
究
の
萎
縮
を
招
く
た
め
､
と
さ
れ
て
い

る

(戸
波
⑦
論
文
)
が
'

一
方
で
､
科
学
技
術
に
つ
い
て
ひ
っ
く
る
め
た
解
決
は
不
適
当
で
あ
る
し
､
規
制
は
様
々
な
実
体
験
を
経
て
逐
次
見
直
し

が
必
要
で
あ
る

(戸
波
⑧
論
文
)
と
も
い
わ
れ
'
法
律
か
自
主
規
制
か
と
い
う
二
者
択

7
的
な
回
答
は
困
難
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

刷上
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
'
研
究
の
自
由
の
規
制
に
つ
い
て
の
考
慮
事
項
と
し
て
､
次
の
三
点
を
十
分
吟
味
し
て
み
た
い
｡
す
な
わ

ち
､Ⅲ研

究

(な
い
し
技
術
)
を
放
置
す
る

(す
な
わ
ち
規
制
し
な
い
)
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
危
害
は
具
体
的
に
何
で
あ
り
､

1
方
規
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
利
益
は
何
で
あ
る
の
か
｡

Ei-iaさ
ら
に
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
最
も
被
規
制
者
に
負
担
が
少
な
く
､
効
果
的
な
規
制
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
o

＼ノ
紳
研
究
の
み
を
規
制
す
る
の
か
t

l
般
人
に
対
す
る
規
制
の

1
環
と
し
て
研
究
者
の
研
究
も
同
時
に
規
制
さ
れ
る
の
か
0

3､
榊に
つ
い
て
は
､
現
在
規
制
の
必
要
が
議
論
さ
れ
て
い
る
科
学
技
術
ご
と
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
生
命
科
学
技
術
に
よ
る
危
険
性
や
社
会
的
秩
序
の
混
乱
は
､
遺
伝
子
組
換
え
実
験
と
､
体
外
受
精
や
代
理
母
の
よ
う
な

生
殖
医
療
技
術
と
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
で
は
そ
れ
ぞ
れ
侵
害
さ
れ
る
法
益
や
社
会
的
利
益
が
か
な
り
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

一
括
し
て
議
論

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
o
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
具
体
的
な
例
を
示
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
と
す
る

何に
つ
い
て
は
第
六
節
'
佃
に
つ
い

て
は
第
五
節
で
検
討
).
輔
に
つ
い
て
は
'
次
項
で
さ
ら
に
お
っ
て
検
討
を
加
え
る
･

I"川Ⅶ_川】

本
論
文
の
基
本
的
立
場
と
し
て
は
､

一
般
的
に

｢学
問
研
究
の
自
由
｣
と
い
え
ど
も
'
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
規
制
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
が
､
そ
の
際
特
に
技
術
の
中
身
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
い
､
制
限
す
る
メ
リ
ッ
ト
や
様
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
｡

第
二
項

研
究
段
階
と
実
用
段
階
の
技
術
の
規
制

侶研
究
活
動
の
規
制
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
､
科
学
技
術
研
究
と

(そ
の
成
果
の
利
用
の
た
め
の
)
技
術
適
用
と
い
う
二
つ
の
段
階
に
分
け
て

あ
る
程
度
概
念
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
｡
生
命
科
学
技
術
に
つ
い
て
は
こ
の
二
つ
の
区
分
は
後
述
す
る
よ
う
に
な
か
な
か

難
し
い
点
が
多
い
が
､

7
般
の
科
学
技
術
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
区
分
を
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
｡

具
体
的
に
は
先
端
的
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
研
究
者
が
科
学
的
知
見
を
増
や
し
て
行
く
た
め
に
そ
の
技
術
を
適
用
す
る
段
階
と
､
研
究
者
だ

[今
後
の
検
討
項
目
]
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け
で
な
く
幅
広
い
人
々

(技
術
者
も
含
む
)
が
生
産
な
ど
の
手
段
に
そ
の
技
術
を
組
み
込
ん
で
適
用
し
て
行
く
段
階
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
な
影
響
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

り研
究
段
階
の
技
術

適
用
者
は
多
く
大
学
の
研
究
者
で
､
研
究
室
規
模
の
ス
ケ
ー
ル
'
資
金
や
携
わ
る
人
員
も
少
な
く
､
万

一
事
散
が
生
じ
た
場
合
の
被
害
も
小
さ
い

と
予
想
さ
れ
る
｡

00実
用
段
階
の
技
術

適
用
者
は
多
く
民
間
企
業
の
技
術
者
で
'
工
場
規
模
の
ス
ケ
ー
ル
'
資
金
や
携
わ
る
人
員
も
膨
大
で
'
万

一
事
故
が
生
じ
た
場
合
の
被
害
は
甚
大

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
こ
れ
は
あ
く
ま
で
概
念
的
な
例
で
あ
る
が
'
例
え
ば
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
は
'
動
物
を
対
象
と
し
た
生
殖
技
術
の
向
上
を
踏
ま

え
た
動
物
実
験
が
進
み
'
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
が
議
論
に
な
っ
て
い
る
が
'
現
段
階
で
は
'
牛
や
羊
な
ど
の
動
物
の
ク
ロ
ー
ン
の
作
成
'
人
の

肱
の
特
定
段
階
ま
で
の
分
化
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
'
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
､
研
究

(基
礎
研

究
)
の
段
階
と
､
そ
う
し
た
技
術
が
実
際
社
会
で
適
用
さ
れ
る
段
階
が
混
乱
し
た
ま
ま
で
研
究
活
動
の
規
制
が
議
論
さ
れ
て
行
く
こ
と
は
適
当
で
は

な
い
｡

∽研
究
と
そ
の
成
果
で
あ
る
新
技
術
の
適
用
と
の
関
係
は
､
従
来
比
較
的
単
純
に
整
理
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
｡
諸
々
の
研
究
活
動
は
､
消
費
財
の

提
供
や
輸
送
や
通
信
な
ど
､
人
類
が
長
い
間
求
め
て
き
た
効
用
を
効
果
的

･
効
率
的
に
実
現
し
た
り
'
そ
の
た
め
の
手
段
の
選
択
肢
を
増
や
す
も
の

と
し
て
是
認
さ
れ
て
き
た
｡
分
類
し
て
言
え
ば
､
社
会
に
適
用
さ
れ
る
技
術
を
生
み
出
す
研
究

(

a

)

､
あ
る
い
は
こ
う
し
た
技
術
を
チ

ェ
ッ
ク
す

る
視
点
か
ら
の
研
究

(b
)
の
成
果
を
踏
ま
え
､
当
該
技
術
の
適
用
の
評
価
決
定
が
行
わ
れ
て
き
た

｡

あ
る
い
は
'
技
術
適
用
の
段
階
で
問
題
が
生

じ
た
り
､
生
じ
得
る
可
能
性
が
あ
る
時
の
代
替
な
い
し
補
完
技
術
を
提
供
す
る
の
も
研
究

(

C

)

の
役
割
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡

例
え
ば
原
子
力
開
発
に
当
た
っ
て
は
､
原
子
炉
開
発
の
基
本
と
な
る
原
子
炉
工
学
研
究
等

(

a

)

が
存
在
し
'
こ
れ
に
対
し
て
､
工
学
及
び
環
境

安
全
研
究

(b
)
が
進
め
ら
れ
'
そ
の
周
辺
に
お
い
て
､
材
料
研
究
'
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
研
究
'
計
測
制
御
技
術
の
研
究
な
ど

(

C

)

が
推
進
さ
れ
て

き
た
と
い
え
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
あ
る
技
術
が
社
会
で
適
用
さ
れ
る
前
提
と
し
て
は
'
こ
れ
ら
十
分
発
達
し
た
広
範
な
分
野
の
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
利
益
に
も
適
合
し
て
い
た
｡

一
方
で
､
研
究
活
動
は
直
接
生
産
等
の
具
体
的
な
社
会
的
効
用
に
結
び
つ
か
な
く
て
も
､
人
類
の
英
知
を
増
進
す
る
こ
と
と
な
り
､
よ
り

一
層
広

範
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
従
来
よ
り
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
O
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
こ
う
し
た
研
究
成
果
の
中
に
は

[研
究
の
社
会

へ
の

利
益
還
元
]
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予
期
せ
ぬ
利
用
に
よ
り
'
人
類
の
社
会
を
根
本
的
に
変
更
す
る
よ
う
な
発
明
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
も
の
も
多
く
あ

っ
た
｡
近
年
で
は
'
当
初
か
ら

具
体
的
目
的
に
向
け
て
遂
行
さ
れ
る
研
究
よ
り
'
こ
う
し
た
広
範
な
影
響
を
持
つ
と
期
待
さ
れ
る
研
究
が
各
国
政
府
に
よ
り
戦
略
的
に
推
進
さ
れ
て

い
る
｡

Sこ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
､
新
技
術
に
関
連
す
る
研
究
と
そ
の
技
術
適
用
に
つ
い
て
の
規
制
に
当
た

っ
て
は
'
政
策
的
に
研
究
段
階
と
実
用
段
階

で
の
技
術
の
適
用
と
を
分
け
'
後
者
の
規
制
を

1
般
的
な
方
針
と
し
つ
つ
'
前
者
に
特
別
な
条
件
の
下
で
緩
和
措
置
を
設
け
る
事
例
が
あ
る
｡

3原
子
力
開
発
-

旧
原
子
炉
規
制
法
の
例

旧

｢核
原
料
物
質
'
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

(原
子
炉
規
制
法
)
｣
(昭
和
三
二
年
制
定
)
に
お
い
て
は
'
原
子
炉
の
設

置
に
当
た
っ
て
設
置
者
は
､
内
閣
総
理
大
臣
等
の
許
可
を
受
け

(第
二
三
条
)
､
設
計
工
事
方
法
の
認
可
を
受
け

(第
二
七
条
)
'
使
用
前
検
査

･
定

期
検
査

(第
二
八
条

･
第
二
九
条
)
を
受
け
る
こ
と
さ
れ
て
い
た
が
'
日
本
原
子
力
研
究
所
は
原
子
炉
の
設
置
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
原
子
炉
を

設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た

(設
計
工
事
方
法
の
認
可
等
は
必
要
)｡
こ
れ
は
'
日
本
原
子
力
研
究
所
が
特
別
の
法
律
に
基
づ
き
原
子
力
の
開

発
に
関
す
る
研
究
等
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
す
で
に
法
律
制
定
以
前
の
昭
和
三
〇
年
に
財
団
と
し
て
設
立
さ

れ
我
が
国
で
極
め
て
限
ら
れ
た
原
子
力
研
究
の
実
施
を
開
始
し
て
い
た
研
究
所
と
し
て
十
分
な
実
績
を
有
し
て
い
た
た
め
に
'
特
に
許
可
を
要
し
な

い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
そ
の
後
の
改
正
に
お
い
て
は
'

一
般
の
設
置
者
と
同
様
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡

[注
]
ま
た
別
に
'
原
子
炉
規
制
法
に
お
い
て
は
'
そ
の
規
制
体
系
下
に
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
人
体
に
対
す
る
放
射
線
被
曝
を

極
め
て
厳
し
く
に
制
限
し
て
お
り
､

一
定
の
許
容
被
曝
線
量
を
超
え
る
施
設
の
設
置
は
禁
じ
ら
れ
､
ま
た
当
該
線
量
を
超
え
る
従
事
者
な
ど
の
活
動

は
制
限
さ
れ
る
等
の
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
医
療
研
究
用
の
目
的
に
お
い
て
許
可
を
取
ら
れ
た
原
子
炉
に
あ
っ
て
は
､
許
可
の
条
件
の

も
と
で
原
子
炉
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
人
量
の

(当
然
､
許
容
被
爆
線
量
を
超
え
て
い
る
)
中
性
子
線
等
を
脳
腫
癌
等
の
患
者
に
照
射
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る

(現
在
'
日
本
原
子
炉
研
究
所
の
1
R
4
等
若
干
の
研
究
炉
で
許
可
が
取
ら
れ
て
い
る
)0

00毒
物
研
究
-

毒
物
劇
物
取
締
法

毒
物
劇
物
取
締
法
で
は
､
毒
物
ま
た
は
劇
物
に
つ
い
て
登
録
し
た
製
造
業
者
で
な
け
れ
ば
特
定
毒
物
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い

(第
三
条
の
二
第

一
項
)､

登
録
し
た
輸
入
業
者
で
な
け
れ
ば
特
定
毒
物
を
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い

(同
第
二
項
)
と
さ
れ
て
い
る
が
､

一
方
で
い
ず
れ
も
学
術
研
究
の
た
め
特
定
毒

物
を
製
造
し
'
も
し
く
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者

(特
定
毒
物
研
究
者
)
は
製
造
や
輸
入
が
許
さ
れ
て

[研
究
に
お
い
て
規

制
緩
和
さ
れ
て
い
る

例
]



い
る
｡

㈹
も
ち
ろ
ん
､
研
究
段
階
と
実
用
の
た
め
の
技
術
適
用
段
階
と
に
差
を
設
け
る
こ
と
は
政
策
的
な
判
断
で
あ
り
､
法
的
に
不
可
欠
な
条
件
で
は
な
い
O

一
般
的
に
､
①
新
技
術
の
適
用
は
社
会
に
も
た
ら
す
効
用
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
､
②
技
術
の
適
用
に
先
立
っ
て
そ
の
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
知

見
を
得
て
お
く
た
め
に
研
究
を
推
進
し
て
お
く
社
会
的
要
請
が
強
い
こ
と
'
③

l
方
で
実
用
の
た
め
の
包
括
的
な
規
制
は
研
究
の
大
き
な
障
害
と
な

る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
'
④
通
常
､
研
究
は
研
究
室
レ
ベ
ル
の
小
規
模
な
実
験
が
多
く
t
か
つ
多
様
性
に
富
み
､
研
究
者
の
よ
う
な
十
分
な
知
見
を

持
っ
た
専
門
家
の
監
督
の
下
で
規
制
条
件
を
課
せ
ば
安
全
性
が
確
保
で
き
る
こ
と
､
⑤
必
要
な
場
合
は
国
な
い
し
国
に
準
ず
る
機
関
が
実
施
す
る
体

制
と
す
れ
ば
よ
い
こ
と
t
な
ど
の
状
況
の
中
で
規
制
の
緩
和
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

ま
た
通
常
､
(基
礎
的
な
)
研
究
は
'
実
用
段
階
で
の
技
術
適
用
と
異
な
り
当
該
技
術
の
す
べ
て
の
プ
ロ
セ
ス
を

一
時
に
'

一
斉
に
適
用
す
る
わ

け
で
な
く
'
例
え
ば
生
命
科
学
技
術
で
あ
れ
ば
発
生
分
化
等
の
細
か
い
プ
ロ
セ
ス
ご
と
に
実
験
等
が
行
わ
れ
る
例
が
多
い
O
全
体
プ
ロ
セ
ス
が
規
制

さ
れ
て
も
'
細
か
い
各
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
が
実
施
可
能
で
あ
れ
ば
研
究
と
し
て
は
有
効
な
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
前
提
の
下
で
､
先
端
技
術
の
適
用
に
関
す
る
規
制
の
際
は
い
か
な
る
研
究
に
関
し
て
緩
和
措
置
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
か
を

一
般
的
に

検
討
し
て
み
る
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
個
別
の
技
術
の
性
格
に
応
じ
て
議
論
は
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
つ
は
'
安
全
性
の
確
認
が
行
わ
れ
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
'
い
ず
れ
は
社
会
で
そ
の
技
術
を
適
用
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
で
あ
る
｡
例
と
し

て
､
遺
伝
子
の
組
換
え
に
よ
る
新
薬
や
食
料
の
生
産
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
場
合
に
は
､
そ
の
新
技
術
を
適
用
す
る
た
め
に
t
よ
り
目
的
に
あ

っ
た
'
ま
た
安
全
な
生
物
や
手
法
の
開
発
､
関
連
す
る
情
報
が
集
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
'
こ
の
た
め
の
研
究
は
'
実
用
段
階
で
の
規
制
と
は
異
な

っ
て
研
究
を
促
進
す
る
た
め
の
緩
和
措
置
が
考
え
ら
れ
て
も
不
当
で
は
な
い
｡

も
う

一
つ
は
'
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
'
社
会
と
し
て
当
面
技
術
の
適
用
の
結
果
を
認
め
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
｡
人
を
殺
傷
す
る
こ
と
の
み

を
目
的
と
す
る
技
術
が
例
と
な
り
得
る
｡
こ
の
場
合
に
は
'
そ
の
技
術
を
実
用
段
階
に
今
後
適
用
し
な
い
と
決
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
こ
れ
に
関
連

す
る
研
究
は
促
進
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
､
実
用
段
階
で
の
規
制
を
研
究
段
階
に
お
い
て
緩
和
す
る
必
要
は
乏
し
い
｡

S,)
の
よ
う
な
考
え
方
の
上
で
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
｡
通
常
､
研
究
の
目
的
と
手
法
は
完
全
に

l
対

1
に
対
応
す
る
こ
と
は

少
な
く
'
目
的
に
対
し
て
様
々
な
手
法
が
'
ま
た

一
つ
の
手
法
も
様
々
な
目
的
の
研
究
に
使
い
得
る
こ
と
が
多
い
｡
し
た
が
っ
て
､
ク
ロ
ー
ン
技
術

も
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
を
目
的
と
せ
ず
'
他
の
目
的
で
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
す
る
研
究
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
が
別
の
目
的

を
明
確
に
持
つ
か
'
あ
る
い
は
も
っ
と

一
般
的
な
真
理
の
探
究
の
レ
ベ
ル
の
研
究
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
､
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
と
し
て

[規
制
の
緩
和
の
背

景

][
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
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検
討
]



人
間
の
発
生
の
機
構
を
解
明
し
た
り
､
あ
る
い
は
ガ
ン
細
胞
な
ど
の
分
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
'
他

の
生
命
科
学
技
術
の
基
礎
的
研
究
を
推
進
す
る
の
と
同
様
の
重
要
性
が
あ
る
こ
と
と
な
る
｡

し
か
し

1
方
､
こ
の
場
合
さ
ら
に
考
慮
が
必
要
な
点
は
､
最
近
の
科
学
技
術
の
変
質
で
あ
る
.
従
来
の
科
学
技
術
が
'
大
学
の
研
究
室
の
基
礎
研

究
段
階
と
そ
れ
を
実
用
に
移
す
技
術
開
発
段
階
と
で
は
資
金
面
､
人
材
面
､
施
設
面
で
も
大
幅
な
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
必
要
で
､
研
究
段
階
と
実
用
段

階
が
は
っ
き
り
異
な
る
意
思
決
定
や
責
任
を
生
じ
た
の
に
対
し

(例

‥
原
子
力
研
究
'
宇
宙
研
究
)
'
最
近
の
科
学
技
術
は
研
究
と
実
用
の
境
目
が

不
分
明
で
､
研
究
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
社
会
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
と
な
る
事
態
が
発
生
し
っ
つ
あ
る

(生
命
科
学
技
術
､
情
報
科
学
技

術
な
ど
)
｡
特
に
生
命
科
学
技
術
で
は
'
例
え
ば
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
研
究
で
は
当
該
研
究
が
完
了
し
た
段
階
で
ク
ロ
ー
ン
児
が
創
出
さ
れ
る
な
ど
､
直

ち
に
人
類
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
否
定
し
得
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
実
体
を
踏
ま
え
れ
ば
､
基
本
的
に
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
よ
る
危
険
性
に
応
じ
'

一
般
人
に
対
す
る
規

制
が
あ
る
中
で
'
研
究
者
の
研
究
が
そ
の
範
囲
内
で
規
制
を
受
け
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
考
え
る
｡

㈲

1
般
人
に
対
す
る
規
制
の
l
環
と
し
て
研
究
者
の
研
究
活
動
が
制
限
さ
れ
る
法
令
は
多
く
制
定
さ
れ
て
い
る
o
例
え
ば
､
特
定
の
物
資
を
法
的
に

制
限
す
る

(放
射
線
障
害
防
止
法
に
よ
り
研
究
用
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
使
用
を
規
制
)
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
研
究

(ト
レ
ー
サ
ー

実
験
)
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
､
ま
た
は
資
材
の
使
用
に
よ
り
発
生
す
る
影
響
を
制
限

(電
波
法
で
発
生
す
る
電
磁
波
を
規
制
す
る
)
す
る

こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
研
究

(電
磁
波
研
究
)
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
｡
こ
れ
を
も
っ
て
学
問
の
自
由
が
損
な
わ

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
当
た
ら
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
'

一
般
的
に
あ
る
行
為
が
許
容
さ
れ
て
い
る
中
で
研
究
を
の
み
制
限
す
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
る
｡
少
な
く
と
も
特
定
分
野
の
技
術

に
つ
き
'
実
用
で
は
適
用
が
許
さ
れ
て
い
る
が
研
究
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
は
考
え
ら
れ
な
い
L
t
現
在
の
日
本
憲
法
上
も
取
り
得
な
い
と
考

え
る
｡

例
え
ば
'
卵
子
､
精
子
に
対
す
る
個
人
に
よ
る
支
配
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
'
そ
の
利
用
権
の
範
囲
内
で
卵
子

･
精
子
の
冷
凍
保
存
'
卵
子

･

精
子
の
斡
旋
､
人
工
授
精
､
出
生
前
検
査
､
受
精
卵
の
除
去
な
ど
が
広
く

l
般
的
に
法
律
的
で
も
許
容
さ
れ
て
い
る
中
で

(現
に
我
が
国
で
は

l
定

の
条
件
の
下
で
人
工
授
精
'
体
外
受
精
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
)
､
精
子

･
卵
子
の
取
り
扱
い
の
研
究

(特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
適
用
し
た
研
究
)

の
み
を
規
制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
｡

も
ち
ろ
ん
t

i
般
的
に
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
至
る
よ
う
な
措
置
を
禁
止
す
る
法
律
に
よ
っ
て
'
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
と
併
せ
て

一
連
の

研
究
を
も
規
制
す
る
こ
と
は
'
的
ま
で
の
理
由
で
可
能
で
あ
る
｡
当
然
'
そ
の
た
め
に
は
､
人
工
授
精
､
体
外
受
精
な
ど
の
生
殖
医
療
技
術
と
､
ク

[結
論
]
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ロ
ー
ン
技
術
の
も
た
ら
す
法
益
侵
害
や
社
会
的
利
益
が
明
確
と
な
っ
て
'
そ
れ
ら
を
比
較
検
討
し
た
上
で
合
理
的
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
｡
(ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
で
'
ク
ロ
ー
ン
に
関
す
る
規
制
を
論
ず
る
場
合
に
'
｢ク
ロ
ー
ン
研
究
の
規
制
｣
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
､

純
粋
に

(ク
ロ
ー
ン
の
み
に
関
す
る
研
究
)
で
あ
る
の
か
'
(ク
ロ
ー
ン
研
究
を
含
む
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
)
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
さ
せ
る
こ

と
が
検
討
に
当
た
っ
て
混
乱
を
招
か
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
)

S
最
後
に
学
問
研
究
の
自
由
の
制
限
に
伴
い
生
ず
る
関
連
す
る
問
題
を
あ
げ
て
お
く
O
研
究
の
規
制
と

(研
究
を
含
め
た
)
技
術
適
用
の
規
制
の
差

に
､
前
者
で
は
規
制
の
対
象
と
し
て
研
究
者
が
該
当
す
る
の
に
対
し
'
後
者
で
は
お
よ
そ
規
制
さ
れ
る
当
事
者
と
し
て

一
般
人
し
か
存
在
せ
ず
､
こ

の
場
合
､
直
ち
に
研
究
者
と
い
う
属
性
を
配
慮
し
な
い
で
す
む
と
い
う
法
技
術
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
｡
規
制
の
対
象
と
し
て
研
究
者
が
出
て
く
る

場
合
は
､
従
来
､
純
粋
な
意
味
の
研
究
規
制
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
､
研
究
と
い
う
活
動
に
関
す
る
慎
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
り
､
特
に
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
は

1
般
人
の
責
任
と
異
な
る

｢研
究
者
の
法
的
責
任
｣
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
く
'
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
様
々
な
検
討
課
題
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
O
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
七
節
に
お
い
て
補
説
と
し
て
詳
細
に
検
討
し
た
い
O

従
来
､
研
究
者
の
地
位
や
責
任
は
､
U
N
E
S
C
O
の
勧
告
を
始
め
と
し
て
'
そ
の
特
権
的
な
立
場
と
､

一
般
人
に
比
較
し
て
よ
り
高
い
倫
理
的

な
責
任
な
ど
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
生
命
科
学
技
術
の
よ
う
な
問
題
の
登
場
に
伴
い
'
医
師
､
弁
護
士
等
と
同
様
に
'
特
権
的
な

立
場
と
高
い
倫
理
的
な
責
任
と
併
せ
て
'
法
的
責
任
を
議
論
す
る
必
要
が
生
じ
'
い
ず
れ
こ
の
新
し
い
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
検
討
は
避
け
て
通

れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
.
し
か
し
'
新
し
い
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
は
か
な
り
の
時
間
が
必
要
と
な

る
で
あ
ろ
う
｡

八
二
ペ
ー
ジ
～
参
照
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第
五
節

規
制
対
象
の
検
討

(生
殖
医
療
技
術
に
つ
い
て
)

一
.
規
制
対
象
の
検
討

学
問
研
究
の
自
由
の
制
限
を
行
う
に
当
り
､
対
象
と
な
る
技
術
ご
と
に
規
制
の
必
要
と
態
様
を
吟
味
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
以
下
本
節
で
は
技
術
に
応
じ
た
規
制
の
態
様
を
､
第
六
節
で
は
技
術
に
応
じ
た
規
制
の
必
要
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
｡

法
規
制
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
､
両
者
は
密
接
に
絡
み
合
う
と
こ
ろ
が
あ
り
､
必
要
な
点
に
つ
い
て
は
逐
次
他
に
言
及
し
な
が
ら
検
討
を
進
め

る
こ
と
に
し
た
い
｡
ま
た
､
本
来
は
規
制
の
必
要
性
を
は
じ
め
に
検
討
し
､
つ
い
で
規
制
の
態
様
に
移
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
'
対
象
と
す
る
技
術

が
複
雑
で
あ
る
の
で
'
こ
う
し
た
技
術
の
説
明
も
進
め
な
が
ら
規
制
の
態
様
に
つ
い
て
む
し
ろ
先
に
論
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

本
論
は
'
大
き
く
は
生
命
科
学
技
術
の
規
制
を
検
討
し
て
い
る
が
､
個
別
の
技
術
に
わ
た
る
以
下
の
検
討
で
は
'
や
は
り
検
討
の
範
囲
を
限
定
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
'
冒
頭
に
記
し
た
と
お
り
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
し
か
し
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
検
討
を
す

る
に
当
た

っ
て
は
'
そ
れ
よ
り
や
や
範
囲
を
広
げ
て
生
殖
医
療
技
術
ま
で
見
通
し
て
お
く
こ
と
が
全
体
の
位
置
づ
け
を
す
る
上
か
ら
も
好
ま
し
い
｡

こ
の
た
め
'
本
節
で
取
り
扱
う
技
術
は
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
周
辺
を
含
む
'
生
殖
に
関
わ
る
科
学
技
術
と
し
て
お
く
｡
た
だ
し
､
こ
こ
で
進
め
る
検

討
の
方
法
は
'
広
く
生
命
科
学
技
術
の
規
制
に
関
す
る
検
討
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
も
必
要
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
｡

一
般
に
､
す
で
に
完
成
し
て
し
ま

っ
た
技
術
に
つ
い
て
は
次
項
の

(発
生

･
生
育
過
程
の
時
系
列
で
の
整
理
)
の
例
で
見
る
よ
う
に
時
系
列
的
な

因
果
関
係
を
た
ど
り
'
然
る
べ
き
段
階
で
包
括
的
な
規
制
を
行
う
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
.
例
え
ば
､
受
精
卵
の
操
作
に
つ
い
て
､
受
精
後

1

四
日
を
超
え
た
卵
に
つ
い
て
は
実
験
を
許
さ
な
い
'
と
か
'
肱
と
な

っ
た
時
点
で
生
命
が
誕
生
し
た
と
見
て
特
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
る
､
と
み
る

見
解
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
'
現
在
､
ま
さ
に
大
き
く
進
展
し
つ
つ
あ
る
生
命
科
学
技
術
の
よ
う
な
先
端

的
科
学
技
術
の
規
制
を
吟
味
検
討
す
る
に
当
た

っ
て
は
'
こ
の
よ
う
な
時
系
列
的
な
技
術
体
系
図
の
中
で
の
み
と
ら
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
と

は
言
え
な
い
と
考
え
る
｡
個
々
の
時
系
列
上
の
行
為
の
中
に
は
､
人
類
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
と
な
る
行
為
と
､
注
意
深
く
行
え
ば
問
題
は
な
く
む

し
ろ
人
類
に
と
っ
て
極
め
て
有
益
な
技
術
を
生
み
出
す
行
為
が
隣
り
合

っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
時

系
列
的
な
因
果
関
係
を
基
本
と
し
な
が
ら
､
各
発
生

･
生
育
の
ス
テ
ー
ジ
ご
と
の
問
題
と
な
る
行
為
を
注
意
深
く
分
類
吟
味
し
て
み
る

(結
果
的
に

線
状
的
か
ら
面
的
に
把
え
る
こ
と
と
な
る
)
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
本
論
で
は
そ
う
し
た
規
制
に
必
要
な
専
門
的
な
技
術
検
討
を
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
り
､
あ
く
ま
で
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
の
法
的
規
制
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
代
表
的
隣
接
技
術
と
の
関
係
を
お
お
よ
そ

示
す
程
度
に
と
ど
め
て
あ
る
｡
現
在
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
め
ぐ
る
広
範
な
生
命
科
学
技
術
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
上
で
規
制
の
対
象
と
し
て
吟
味

[
は
じ
め
に
]
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す
る
か
の

1
例
と
し
て
紹
介
し
た
い
.

特
に
そ
の
際
'
①
規
制
対
象

(配
偶
子
､
歴
､
胎
児
な
ど
の
発
生

･
生
育
段
階
に
あ
る
対
象
)
と
規
制
行
為

(受
精
､
核
移
植
'
着
床
な
ど
)
に

で
き
る
限
り
明
瞭
に
分
け
て
検
討
す
る

(こ
の
点
は
規
制
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
考
え
る
)
と
と
も
に
､
②
直
接
ク
ロ
ー

ン
児
創
出
に
か
か
わ
る
技
術
だ
け
で
な
く
周
辺
的
な
技
術
に
ま
で
視
野
を
広
げ
る
こ
と
と
し
て
み
る
｡
ま
た
､
そ
れ
ら
技
術
の
評
価
に
つ
い
て
も
､

③
ク
ロ
ー
ン
技
術
と
し
て
の
法
的

･
倫
理
的
評
価
と
併
せ
て
'
そ
の
他
の
生
命
倫
理
的
な
問
題

(例
え
ば
､
人
間
の
女
性
に
人
間
以
外
の
受
精
卵
を

着
床
さ
せ
る
こ
と
は
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
持

つ
問
題
と
は
別
個
の
生
命
倫
理
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
)
が
派
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
'
そ
う

し
た
点
も
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
｡

生
命
科
学
技
術
､
特
に
生
殖
関
連
の
研
究
､
技
術
適
用
の
規
制
に
つ
い
て
考
え
る
際
､
そ
の
対
象
と
な
る
細
胞
や
'
そ
の
時
系
列
で
の
変
化
､
対

象
と
し
た
技
術
に
つ
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
'
ま
ず
､
ヒ
ト
の
発
生
過
程
の
時
系
列
変
化
を
図
示
す
れ

ば
､
次
ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡

二
.
問
題
と
な
り
う
る
技
術

･
行
為
と
そ
の
評
価

ヒ
ト
の
発
生
過
程
に
お
け
る
細
胞
の
時
系
列
的
変
化
の
中
で
､
問
題
と
な
り
う
る
技
術

･
行
為
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
､
発
生

･
生
育
段
階
に
応
じ
た
対
象
物
に
よ
っ
て
大
分
類
L
t
そ
れ
ら
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
技
術

･
行
為
を
海
外
の
立
法
例
を
参
考
と
し
て
中
分
類
L
t
さ

ら
に
具
体
的
実
験
研
究
例
の
い
く
つ
か
を
小
分
類
と
し
た
｡
(消
費
)
と
あ
る
の
は
実
験
後
廃
棄
す
る
も
の
を
い
う
｡

(注
)
な
お
､
各
項
目
中
の
記
号
の
意
味
は
以
下
の
と
お
り
｡

/~､＼(
△●I J *ーヽ )

‥
自
然
の
生
殖
過
程
で
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
形
態
｡

‥
人
体
か
ら
の
取
り
出
し
や
人
為
的
操
作
で
'
操
作
後
に
ヒ
ト
の
発
生
過
程
を
た
ど
る
細
胞
を
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
｡

‥
人
体

へ
戻
す
行
為
｡

‥
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
に
至
る
技
術
ま
た
は
行
為
｡

‥
代
理
母
'
ヒ
ト
の
配
偶
子
と
動
物
の
配
偶
子
の
受
精
､
こ
れ
に
よ
り
作
ら
れ
た
肱
の
ヒ
ト
ま
た
は
動
物

へ
の
移
植
､
ヒ
ト
の
腔
の
動
物

へ

の
移
植
'
ヒ
ト
の
キ
メ
ラ
の
作
成
等
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
と
は
別
の
理
由
か
ら
倫
理
的
な
問
題
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
技
術
ま

た
は
行
為
｡

[
発
生

･
生
育
過
程

に
お
け
る
時
系
列
で

の
整
理
]



表 ヒトの発生過程の時系列変化

<男性> 生殖幹細胞-精祖細胞 - 精子 (生殖細胞)- 受精卵

<女性> 生殖幹細胞-卵祖細胞 ･-卵子 (生殖細胞)メ

-卵割期 (2細胞期 ･4細胞期 ･8細胞期 ･桑実歴)

一膝盤胞 (分割開始 1週間後 :表面の栄養芽層と中央部の内部細胞塊から成る｡

内部細胞塊から細胞を取 り出し培養することにより､全能性を持った腔性幹細胞

(ES細胞)ができる｡)

-母体-の腫移植-着床 (原始線条の発現 :分割開始後 2週間)-胎児

(始原生殖細胞を有する)

-出産

<なお､卵割期 と腫盤胞の時期を､初期腔と呼ぶ｡>

(注)上表の理解のため､細胞の種類について補足して解説を加える｡

･生 殖 細 胞 :有性生殖を行 う際に形成される細胞で､卵子と精子がある｡(こ

胞

胞

細殖

田

生

糸

原始

体

れらを配偶子とよぶ｡)

胎児期に形成される生殖幹細胞｡

身体を構成する細胞のうち､精子､卵子及び両者の元となる生殖

幹細胞 (胎児期には始原生殖細胞)を除くすべての細胞｡

･幹細胞 (Stem Cell):動物組織の中に存在する､細胞分裂能を保持 し､寿命が限定され

ておらず､その所属する組織の細胞にのみ分化する能力を持っ細

胞｡(すなわち､神経系､内分泌系､血液､免疫系等のそれぞれ

の系内の組織に分化 しうる限定された分化能力をもつ細胞｡)

ただし､生殖幹細胞と腔性幹細胞 (ES細胞)はすべての細胞に

分化する能力 (全能性)を持つ｡

また､腔性幹細胞 (ES細胞)類似のものとして､EG(Embryonic

Germ Cell)細胞 (始原生殖細胞に由来｡ES細胞に類似の挙動を

とる｡)がある｡

･原 始 線 条 :発生､分化の過程の中で､外腔葉がすでに分化 した後で､中胚葉

と内腔葉の分化が始まるときに現れる形状のこと｡なお､外腔葉

は神経細胞､皮膚等に､中腰葉は血管､筋肉等に､内腔葉は消化

器､内臓等に､それぞれ分化する｡

-53-



7
.

ヒ
ト
の
生
殖
幹
細
胞
､
精
祖
細
胞

･
卵
祖
細
胞

①
保
存

②
使
用

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

検
査
の
た
め
の
使
用

動
物
を
使
っ
て
の
作
成

(例

‥
ヒ
ト
の
精
祖
細
胞
を
ネ
ズ
ミ
の
精
巣
に
入
れ
発
育
)
(1
)
△

③
配
偶
子
形
成

*

ィ
.

配
偶
子

①
保
存

(死
後
生
殖
の
た
め
△
)

②
使
用

母
体
か
ら
の
未
受
精
卵
の
摘
出

人
為
的
生
殖
の
た
め
の
使
用

(人
工
授
精
'
体
外
受
精
)
(1
)

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更

(消
費
)

△

検
査
の
た
め
の
使
用

(例

‥
人
の
精
子
を
ハ
ム
ス
タ
ー
の
卵
子
と
受
精
さ
せ
正
常
検
査
)

ヒ
ト
の
配
偶
子
と
動
物
の
配
偶
子
の
受
精

(1
)
△

遺
伝
形
質
を
人
為
的
に
変
更
し
た
配
偶
子
の
受
精

(1
)
△

未
受
精
卵
に
体
細
胞
等
の
核
を
移
植
し
ク
ロ
ー
ン
腫
作
成

(∫
)
●

③
受
精

*

ウ
.

分
割
開
始
前
の
受
精
卵

①
保
存

②
使
用

母
体
か
ら
の
受
精
卵
の
摘
出

人
為
的
生
殖
の
た
め
の
使
用

(代
理
母
)
(1
)
△

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

検
査
の
た
め
の
使
用

(例

‥
出
生
前
診
断
)
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遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更

(∫
)
△

受
精
卵
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
未
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
腔
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

③
腫
形
成

*ク
ロ
ー
ン
腔
の
保
存

(I
)
●

余
剰
腔
の
保
存

(自
然
腫
)

母
体
か
ら
の
腫
摘
出

(1
)

腔
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
末
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
旺
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

卵
割
期
の
腔
の
人
為
的
分
割
に
よ
る
ク
ロ
ー
ン
腔
作
成

腔
の
遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更

(1
)
△

(1
)
△

人
為
的
生
殖
の
た
め
の
使
用

(代
理
母
)
(1
)
△

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

検
査
の
た
め
の
使
用

(例

‥
出
生
前
診
断
)

(人
工
腫
)

体
外
で
の
人
為
的
受
精
に
よ
る
腫
作
成

(出
生
し
た
ヒ
ト
の
)
体
細
胞
の
核
の
未
受
精
卵

へ
の
移
植
に
よ
る
ク
ロ
ー
ン
腔
作
成

●

受
精
卵
'
腔
､
胎
児
か
ら
の
核
移
植
に
よ
る
ク
ロ
ー
ン
腫
作
成

●

E
S
細
胞
の
核
移
植
に
よ
る
ク
ロ
ー
ン
腔
作
成

●

ヒ
ト
の
配
偶
子
と
動
物
の
配
偶
子
の
受
精
に
よ
る
腫
作
成

△

(腫
移
植
)

正
常
腔
の
母
体

へ
の
移
植

(I
)

ク
ロ
ー
ン
腔
の
母
体

へ
の
移
植

(I
)
●

遺
伝
形
質
を
変
更
し
た
配
偶
子
を
受
精
さ
せ
て
得
た
腔
の
母
体

へ
の
移
植

(-
)
△



ヒ
ト
の
腔
の
動
物

へ
の
移
植

△

ヒ
ト
と
動
物
の
配
偶
子
を
受
精
さ
せ
て
得
た
肱
の
ヒ
ト
ま
た
は
動
物

へ
の
移
植

(I
)
△

③
個
体
形
成

*

④
腔
の
摘
出

･
廃
棄

(中
絶
に
相
当
)

(注
)
腔
の
使
用
に
関
し
て
は
､
母
体
に
存
す
る
腔

(自
然
腔
)
'
人
工
的
に
作
成
さ
れ
た
腔
､
こ
れ
ら
腔
の
母
体
等

へ
の
移
植
を
網
羅
的
に
あ
げ

て
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
他
の
大
分
類
中
の
行
為
と
重
複
し
た
行
為
も
含
ま
れ
て
い
る
｡

オ
.
幹
細
胞

(肱
の
生
成
段
階
で
の
特
別
な
細
胞
に
つ
い
て
注
目
)

○
腔
性
幹
細
胞

(E
S
細
胞
)
[腔
を
取
り
出
し
､
腫
盤
胞
期
の
細
胞
か
ら
培
養
さ
れ
る
も
の
]

①
作
成

②
保
存

③
使
用

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

臓
器
の
作
成
そ
の
他
の
使
用

E
S
細
胞
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
未
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
腫
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

キ
メ
ラ
個
体
の
作
成

(ヒ
ト
の
キ
メ
ラ
'
ヒ
ト
と
動
物
の
キ
メ
ラ
)

△

○
各
組
織
系
列
ご
と
の
幹
細
胞

(通
常
の
幹
細
胞
及
び
E
G
細
胞
)

①
保
存

②
使
用

胎
児
期
に
形
成
さ
れ
る
各
組
織
系
列
の
幹
細
胞
の
取
り
出
し

(1
)

胎
児
期
に
形
成
さ
れ
る
始
原
生
殖
細
胞
の
取
り
出
し

(=
E
G
細
胞
を
見
よ
)
(1
)

実
験

･
研
究
の
た
め
の
使
用

(消
費
)

臓
器
の
作
成
そ
の
他
の
使
用

E
G
細
胞
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
未
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
腔
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

③
体
細
胞
と
し
て
の
分
化
､
発
現

*
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力
.

個
体

(胎
児
)

①
使
用

(堕
胎
罪
等
で
禁
止

･
処
罰
)

②
検
査

出
生
前
診
断

③
研
究

胎
児
の
体
細
胞
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
未
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
腫
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

各
組
織
系
列
の
幹
細
胞
の
取
り
出
し

(1
)

始
原
生
殖
細
胞
の
取
り
出
し

④
中
絶

(母
体
保
護
法
に
基
づ
く
も
の
)

⑤
中
絶
児
な
い
し
死
産
児
の
研
究
使
用

⑥
自
然
出
産

*

丁
ユ

辛
.
体
細
胞

①
保
存

②
使
用

体
細
胞
か
ら
の
核
の
取
り
出
し

･
未
受
精
卵

へ
の
移
植

(ク
ロ
ー
ン
腔
作
成
の
た
め
)
(1
)
●

ク
.
そ
の
他

E
G
細
胞
の
作
成
､
保
存
､
使
用
'
母
体

へ
の
移
植

･
着
床

動
物
の
腔
の
ヒ
ト

へ
の
移
植

△

動
物
の
腔

へ
の
ヒ
ト
の
体
細
胞
の

一
部
移
植

△

動
物
個
体
の
細
胞
の
操
作

こ
れ
ら
研
究
､
技
術
の
成
果
に
つ
い
て
は
､
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
と
ど
ま
ら
ず
'
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
も
の
も
含
め
'
以
下
の
よ
う
な
成
果

の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
｡

a
.
生
物
学
､
発
生
学
､
細
胞
学
'
遺
伝
子
工
学
､
発
生
工
学
等
の
基
礎
的
知
見
を
得
る
｡

(上
記
技
術
の
す
べ
て
と
関
連
)

[研
究

･
技
術
の
成

果
]



b
.
拒
絶
反
応
の
な
い
移
植
用
臓
器

･
組
織
の
作
出
な
ど
再
生
医
学
の
進
展
｡

(例

‥
各
臓
器
の
幹
細
胞
の
培
養
に
よ
る
移
植
用
臓
器
作
出
｡

体
細
胞
由
来
核
の
除
核
卵
細
胞
へ
の
核
移
植
の
技
術
を
用
い
つ
つ
､
発
生
さ
せ
る
核
の
遺
伝
子
操
作
に
よ
り
､
個
体
で
は
な
く
臓
器
等

の
特
定
の
組
織
の
み
を
得
る
｡)

(上
記
技
術
の
う
ち
'
特
に
オ
.
幹
細
胞
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
､
核
移
植
技
術
'
腔
の
遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更
な
ど
に
関
連
)

C
.
生
殖
医
学
の
進
展
｡

C-
一精
祖
細
胞

･
精
子
等
の
機
能
不
全
の
診
断

･
補
完
､

(例

‥
人
の
精
祖
細
胞
を
ネ
ズ
ミ
の
精
巣
に
入
れ
て
'
精
子
に
発
達
さ
せ
る
｡

受
精
率
'
精
子
の
正
常
検
査
の
た
め
､
精
子
を
ハ
ム
ス
タ
ー
等
の
動
物
の
卵
子
と
交
配
｡
た
だ
し
二
細
胞
期
ま
で
に
破
壊
｡
)

(上
記
技
術
の
う
ち
､
特
に
ア
.
生
殖
幹
細
胞
､
精
祖
細
胞
に
関
す
る
も
の
に
関
連
)

C
-
二

ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
異
常
症
の
治
療

(受
精
卵
か
ら
他
の
除
核
卵
細
胞

へ
の
核
移
植
の
技
術
を
用
い
て
'
母
親
が
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
異
常

を
持
つ
場
合
の
子
供

へ
の
疾
患
の
遺
伝
を
予
防
｡)

(上
記
技
術
の
う
ち
､
特
に
核
移
植
技
術
と
関
連
}

c
I
三

そ
の
他
の
遺
伝
性
疾
患
の
診
断

･
治
療
､

(上
記
技
術
の
う
ち
'
特
に
核
移
植
技
術
'
遺
伝
形
質
の
人
為
的
変
更
に
関
連
V

c
-
四

不
妊
症
の
診
断

･
治
療
'

(例

‥
腔
の
分
割
の
技
術
を
用
い
て
､

一
つ
だ
け
得
ら
れ
た
腔
か
ら
複
数
の
腔
を
得
て
､
旺
移
植
に
よ
る
妊
娠
の
成
功
率
の
低
さ
を
補
う
｡)

上
記
の
諸
技
術
の
実
施
に
つ
い
て
制
約
を
課
す
る
必
要
性
の
視
点
に
立
つ
と
'
個
体
の
産
生
を
伴
う
場
合
､
特
に
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
に
至
る
場
合

(●
の
付
さ
れ
た
技
術

･
行
為
)
に
､
安
全
性
等
の
諸
点
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
規
制
に
当
た
っ
て
の
理
由
に
つ
い
て
は
､
第
六
節
で

詳
述
す
る
｡

こ
の
ほ
か
'
代
理
母
'
ヒ
ト
の
配
偶
子
と
動
物
の
配
偶
子
の
受
精
､
こ
れ
に
よ
り
作
ら
れ
た
腔
の
ヒ
ト
ま
た
は
動
物

へ
の
移
植
'
ヒ
ト
の
腔
の
動

物

へ
の
移
植
､
ヒ
ト
の
キ
メ
ラ
の
作
成
等

(△
の
付
さ
れ
た
技
術
)
に
は
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
と
は
別
の
理
由
か
ら
倫
理
的
な
問
題
が
含
ま
れ

る
と
考
え
ら
れ
る

(す
で
に
我
が
国
で
実
現
し
て
い
る
人
工
授
精
'
体
外
受
精
､
生
殖
細
胞
検
査
等
に
つ
い
て
は
除
外
し
て
あ
る
)0

こ
れ
ら
の
諸
技
術
の
扱
い
に
関
し
て
は
'
現
時
点
に
お
け
る
科
学
的
知
見
や
技
術
の
現
状
､
社
会
の
価
値
観
に
基
づ
き
､
研
究
､
技
術
適
用
の
許

[研
究

･
技
術
の
評

価
]
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容
の
メ
リ
ッ
ト
と
問
題
点
を
比
較
考
量
し
､
政
策
的
倫
理
的
判
断
に
よ
り
､
規
制
対
象
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
､
こ
の
た
め
に
は
的
確
に
対

象
及
び
行
為
を
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
の
防
止
の
た
め

(冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
'
第
六
節
の
結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
)
に
は
､
図
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
配
偶
子
'

受
精
卵
'
腔
等
複
数
の
発
生

･
生
育
段
階
の
対
象
物
に
対
す
る
い
く

つ
か
の
行
為
が
散
在
し
て
お
り

(上
記
●
の
と
お
り
)
'
こ
れ
ら
す
べ
て
を

1

つ
1
つ
制
約
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
､
複
雑
か
つ
実
施
困
難
な
規
制
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
O
こ
れ
に
対
し
て
､
陸
の
母
体

へ
の
着
床
行
為
を
規
制

す
る
こ
と
と
し
た
場
合
､
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
禁
止
と
い
う
目
的
に
つ
い
て
'
比
較
的
明
瞭
か
つ
確
実
に
対
処
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

(次
ペ
ー

ジ
表
参
照
)0

(な
お
､
個
体
産
生
を
目
的
と
し
た
行
為
の
み
を
規
制
対
象
と
し
た
場
合
'
個
体
の
産
生
を
目
的
と
し
な
い
実
験

･
研
究
の
扱
い
が
問
題
と
な
り

得
る
が
'
実
験

･
研
究
に
あ

っ
て
も
'
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
研
究
用
の
腔
か
ら
個
体
を
産
生
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
､
研
究
自
体
が
個
体
の
産
生

の
プ

ロ
セ
ス
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
個
体
産
生
を
目
的
と
し
な
い
活
動
に
つ
い
て
も
'
何
ら
か
の
規
制
を
か
け
る
こ
と
も
理
由
の
あ
る
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
､
生
命
科
学
技
術
分
野
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
く
'
上
記
に
列
挙
さ
れ
な
い
新
た
な
技
術
が
近
い
将
来
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
､

ま
た
社
会
秩
序
'
価
値
観
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
'

一
定
期
間
を
経
た
見
直
し
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡
)

八

〇
ペ
ー
ジ

～
参
照



表 クローン児創出に関連する操作等について

対象となる物 クローン児創出に関連する操作等 通常の発生過程

ア.生殖幹細胞､精祖細胞､卵祖細胞

イ酒己偶子 ○未受精卵

ク.受精卵 ○核

工.胚 ○核

(オ.幹細胞)(注 :発生の一過程ではないo) ○核 / llIIIIIllI Illl ll ll ll ll ll ll ll ll llllllll

カ.個体 (胎児) ○体細胞の核/

キ.発生した個体(体細胞) ○体細胞の核ノ
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第
六
節

規
制
を
正
当
づ
け
る
根
拠

(ク
ロ
ー
ン
技
術
を
主
に
)

第

一
項

安
全
性

一

ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
の
危
険
性
の
種
類

以
下
､
規
制
に
当
た

っ
て
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
｡
た
だ
し
､
規
制
の
根
拠

(刑
法
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
侵
害
さ
れ
る
法
益
)

の
検
討
に
当
た
っ
て
は
､
ま
さ
し
く
個
別
の
技
術
が
い
か
な
る
危
害
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
今
ま
で
述

べ
て
き
た
生
命
科
学
技
術
や
､
生
殖
医
療
技
術
の
よ
う
な

一
般
的
な
捉
え
方
で
検
討
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
極
め
て
細
か
い
技
術
範
囲
に

限
っ
て
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
'
冒
頭
述
べ
た
と
お
り
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
こ
と
と
し
､
そ
の

他
の
技
術
に
つ
い
て
は
ク
ロ
ー
ン
技
術
と
の
比
較
で
必
要
な
範
囲
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
｡

侶出
産
す
る
母
体
に
対
す
る
危
険

こ
れ
は
'
核
移
植
し
た
卵
を
母
胎
に
着
床
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
'
母
体
に
影
響
を
与
え
る
危
険
性
で
あ
り
'
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
母

体
の
生
命
身
体
で
あ
る
｡
個
人
的
法
益

･
利
益
の
侵
害
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
'
母
体
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
特
段
の
問
題
は

な
い
と
考
え
る
｡
ク
ロ
ー
ン
技
術
が
母
体
の
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
場
合
は
､
こ
れ
を
規
制
し
'
禁
止
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
｡

な
お
学
術
審
議
会
報
告
で
は
､
規
制
を
行
う
べ
き
根
拠
と
し
て
､

･
移
植
腔
と
母
体
と
の
生
理
的
適
合
性

(過
大
児
等
)

に
つ
い
て
安
全
面
で
の
危
険
性
を
あ
げ
て
い
る
｡

∽生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
対
す
る
危
険

核
移
植
し
た
卵
に
よ
っ
て
肱
を
作
成
し
'
母
体
に
着
床
さ
せ
て
出
産
す
る
子
供
の
生
命
身
体
に
対
す
る
危
険
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
｡
元
々
子

供
と
し
て
生
ま
れ
な
い
予
定
の
卵
で
あ
る
の
で
当
初
の
状
態
に
比
較
す
れ
ば
卵
子
を
損
な
う
こ
と
､
す
な
わ
ち

(身
体
以
外
の
支
配
可
能
性
の
あ
る

客
体
と
し
て
)
器
物
の
損
壊
以
上
に
損
失
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡
(第
三
節
に
お
い
て
'
刑
法
学
者
か
ら
立
法
的
措
置
を
取
る
べ
き
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
､
逆
に
現
行
法
下
で
は
器
物
と
し
て
の
取
扱
い
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
)
技
術
が
不
完
全
で
あ
る
な
ど
の
理

由
に
よ
っ
て
子
供
が
生
ま
れ
ず
､
ま
た
障
害
の
あ
る
子
供
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
'
子
供

(な
い
し
子
供
と
し
て
生
ま
れ
る
べ
き
正
常
な
妊
娠
に
よ

三
八

～
四

〇
ペ
ー
ジ

参
照

61



り
発
生
し
た
受
精
卵
)
が
危
害
を
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
堕
胎
罪
の
よ
-
な
胎
児
の
生
命

･
身
体
の
安
全
を
保
護
法
益
と
し
て

行
為
者
を
処
罰
す
る
構
成
と
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
｡

核
移
植
し
た
段
階
で
､
正
常
に
妊
娠
に
よ
り
発
生
し
た
受
精
卵
と
同
じ
も
の
と
見
な
す
こ
と
と
し
た
場
合
で
も
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
っ
て
当
然

発
生
す
べ
き

(胎
児
の
)
死
亡
'
異
常
で
あ
る
な
ら
ば
侵
害
さ
れ
た
法
益
と
し
て
子
供
の
生
命
身
体
が
損
な
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な
る
｡

1
方
'
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
対
す
る
危
険
性
を
法
益
や
利
益
侵
害
と
し
て
考
え
る
た
め
に
は
'
異
常
の
あ
る
子
供
を
生
ま
せ
る
行
為
そ
の
も
の

に
よ
り
､
社
会
的
な
秩
序
に
対
す
る
法
益
侵
害
が
あ
っ
た
と
見
な
す
考
え
方
が
あ
り
得
る
｡
た
だ
し
こ
の
場
合
､

い子
供
が
死
ん
で
生
ま
れ
る
場
合

に
は
損
な
わ
れ
る
法
益
は
な
い
こ
と
と
な
る
､

00異
常
の
あ
る
子
供
を
生
ま
せ
る
こ
と
が
侵
害
行
為
に
当
た
る
と
す
る
考
え
方
を
取
る
こ
と
と
な
り
'

優
生
学
的
な
意
味
か
ら
問
題
が
あ
ろ
-
0

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
'
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
､
次
の
遺
伝
的
な
影
響
と
併
せ
て
t
よ
り
高
度
に
抽
象
的
な
社
会
的
危
険

性
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

S
子
供
以
降
の
世
代
に
対
す
る
遺
伝
的
影
響
に
つ
い
て
の
危
険

体
細
胞
遺
伝
子
に
つ
い
て
は
生
殖
細
胞
と
の
機
能
の
差
か
ら
､
放
射
線
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
染
色
体
の
切
断
に
対
し
て
も
強
く
'
そ
の
意
味
で

は
体
細
胞
に
は
傷
の
多
い
遺
伝
子
が
残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
体
細
胞
遺
伝
子
を
移
植
し
ク
ロ
ー
ン
化
す
る
こ
と
は
､
(釈
)

に
お
い
て
は
全
身
細
胞
の
一
つ
に
存
在
す
る
だ
け
の
遺
伝
子
の
損
傷
が
'
(チ
)
に
お
い
て
は
全
身
の
細
胞
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
そ
の
遺

伝
子
の
損
傷
の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
｡
現
在
'
体
細
胞
の
遺
伝
子
の
中
か
ら
こ
う
し
た
損
傷
を
予
め
発
見
す
る
こ
と

は
困
難
で
､
生
殖
細
胞
の
よ
う
な
損
傷
の
少
な
い

(遺
伝
子
に
損
傷
を
負

っ
た
生
殖
細
胞
は
感
受
性
が
強
い
た
め
死
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
)
遺
伝

子
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
｡

遺
伝
子
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
遺
伝
的
影
響
に
つ
い
て
は
確
率
的
に
示
さ
れ
る
が
具
体
的
な
被
害
を
あ
ら
か
じ
め
見
る
こ
と
は
難
し
い
｡
し
か

も
そ
の
影
響
は
'
極
め
て
多
数
代
に
わ
た
る
知
見
を
積
み
重
ね
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
人
間
に
お
い
て
は
､
通
常

一
〇
〇
人
に

一
人
程
度
の

遺
伝
病
の
障
害
が
自
然
発
生
し
､
ま
た
何
ら
か
の
遺
伝
性
の
特
性

(糖
尿
病
な
ど
)
を
持
つ
人
は
さ
ら
に
高
く

1
0
人
に

l
人
程
度
あ
る
と
さ
れ
る
.

一
方
遺
伝
病
に
対
し
て
は
'
日
本
は
秘
密
性
が
高
く
､
デ
ー
タ
の
入
手
も
困
難
で
あ
り
､
ま
た
対
応
も
消
極
的
で
あ
る
｡
こ
れ
に
引
き
替
え
､
欧
米

で
は
遺
伝
病
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
く
遺
伝
病
診
断
や
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
｡

我
が
国
で
は
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
が
､
｢先
天
異
常
の
胎
児
診
断
'
と
く
に
初
期
繊
毛
検
査
に
関
す
る
見
解
｣
(
一
九
八
八
年
)
'
｢着
床
前
診
断
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に
関
す
る
見
解
｣
(
一
九
九
八
年
)
の
会
告
を
'
日
本
人
類
遺
伝
学
会
が

｢遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

･
出
生
前
診
断
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
(
一

九
九
四
年
)
'
｢遺
伝
性
疾
患
の
遺
伝
子
診
断
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
二

九
九
五
年
)
を
定
め
て
い
る
｡
特
に
受
精
卵
遺
伝
子
診
断
に
つ
い
て

は
､
最
近
我
が
国
で
初
め
て
の
事
例
が
申
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

生
得
の
遺
伝
的
体
質

へ
の
対
策
に
つ
い
て
は
'
今
後
欧
米
並
に
国
民
の
理
解
を
深
め
て
行
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
､
人
為
的
な
遺
伝
影
響
を

与
え
る
原
因
に
つ
い
て
は
､
そ
の
規
制
も
国
民
の
理
解
を
得
や
す
く
'
ま
た
生
じ
う
る
被
害
も
想
像
で
き
ぬ
程
膨
大
な
規
模
に
及
ぶ
可
能
性
も
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
'
こ
れ
を
国
民
の
健
康
管
理
の
観
点
か
ら
規
制
す
る
こ
と
は
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
る
｡
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
こ
う

し
た
遺
伝
的
影
響
は
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
の
操
作
が
入
る
以
上
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
も
'
上
述
し
た
よ
う
に
'
感
受
性
の
強
い

(
つ
ま

り
遺
伝
子
に
損
傷
が
あ
っ
た
場
合
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
､
そ
の
意
味
で
悪
い
遺
伝
的
影
響
が
伝
わ
り
に
く
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
)
生
殖
細
胞
や

そ
の
核
を
使
う
人
工
授
精

･
体
外
受
精
の
よ
う
な
技
術
と
異
な
り
､
感
受
性
が
弱
く

(
つ
ま
り
紫
外
線
や
放
射
線
の
影
響
で
遺
伝
子
が
損
傷
し
て
も

細
胞
自
体
は
生
き
残
り
､
あ
る
程
度
細
胞
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
)
体
細
胞
核
を
移
植
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
は
､
遺
伝
的
影
響
を
後
世
代

へ
伝
え

る
意
味
で
は
極
め
て
慎
重
に
取
り
扱
う
べ
き
技
術
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
､
人
体
表
面
に
遺
伝
子
損
傷
の
あ
る
表
皮
細
胞
が
た
っ

た

一
つ
あ

っ
て
も
人
体
に
直
接
的
な
悪
影
響
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
う
し
た
体
細
胞
が
移
植
さ
れ
る
核
と
な
る
場
合
は
創
出
さ
れ
る
ク
ロ
ー

ン
児
は
体
中
の
細
胞
に
同
じ
損
傷
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
'
ク
ロ
ー
ン
児
に
も
そ
の
子
孫
に
も
甚
大
な
影
響
が
現
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
う
し
た
危
険
性
は
具
体
的
な
危
険
性
で
は
な
く
､
極
め
て
抽
象
的
な
危
険
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
､
規
制
の
あ
り

方
と
し
て
は
要
件
や
基
準
等
の
定
め
方
が
難
し
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
す
で
に
我
が
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
遺
伝
的
影
響
の
観
点
か
ら
'
原
子

力
の
規
制
が
か
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
'
こ
れ
を
参
考
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
｡
な
お
'
遺
伝
的
影
響
に
つ
い
て
の
規
制
は
社

会
的
法
益
や
利
益
の
侵
害
と
し
て
確
率
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
'
こ
れ
と
同
様
に
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
対
す
る
危
険
性
と
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
｡

以
上
の
と
お
り
'
本
項
で
は
わ
か
り
や
す
い
遺
伝
子
損
傷
に
の
み
限
っ
て
例
示
し
て
み
た
が
'
学
術
審
議
会
報
告
で
は
特
に
遺
伝
的
影
響
に
配
慮

し
こ
の
種
の
安
全
性
と
し
て
'

･
子
孫
の
生
殖
能
力
の
検
定

(見
か
け
上
正
常
で
も
後
代
は
不
妊
の
こ
と
が
あ
る
)

･
ゲ
ノ
ム
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

(生
殖
細
胞
を
経
由
し
て
い
な
い
た
め
､
ゲ
ノ
ム
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
破
綻
を
来
す
可
能
性
が
あ
る
)

･
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
適
合
性

(染
色
体
と
の
不
和
性
に
つ
い
て
は
未
知
で
あ
る
)

･
テ
ロ
メ
ア
問
題

(テ
ロ
メ
ラ
ー
ゼ
欠
損

マ
ウ
ス
は

一
見
正
常
で
あ
る
が
､
代
を
重
ね
る
と
不
妊
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
)

･
体
細
胞
突
然
変
異

(体
細
胞
分
裂
の
間
に
蓄
積
す
る
突
然
変
異
及
び
プ

ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
変
異
)
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･
凍
結
腔
の
遺
伝
子
発
現
の
正
常
度

(動
物
実
験
で
さ
え
不
明
)

を
あ
げ
て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
凍
結
保
存
卵
の
使
用
に
よ
る
遺
伝
的
近
親
婚
､
急
速
な
遺
伝
的
多
様
性
の
喪
失
の
可
能
性
等
も
あ
げ
て
い
る
が
'
直
接

的
な
遺
伝
的
な
危
険
性
か
ら
は
離
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ら
れ
る
の
で
検
討
か
ら
は
ず
し
て
お
く
｡

二
.
放
射
線
に
よ
る
遺
伝
的
影
響
の
観
点
か
ら
の
規
制

‖遺
伝
学
の
研
究
に
当
た
っ
て
は
､
特
に
放
射
線
に
よ
る
遺
伝
研
究
は
'
与
え
ら
れ
る
原
因
が
定
量
的
に
分
か
る
た
め
早
く
か
ら
進
み
へ
大
き
な
成

果
を
あ
げ
て
い
る
｡
国
際
的
な
放
射
線
影
響
研
究
に
関
す
る
組
織
､
国
連
放
射
線
影
響
科
学
委
員
会

(U
N
S
C
E
A
R
)
や
国
際
放
射
線
防
護
委

員
会

(I
C
R
P
)
に
お
い
て
も
放
射
線
に
よ
る
各
種
の
身
体
的
障
害
の
他
に
遺
伝
的
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
基
準
な
ど
を
設
け
て
き
た
｡

こ
う
し
た
基
準
の
中
で
特
に
I
C
R
P
が
放
射
線
の
国
民
遺
伝
線
量

(現
在
は
集
団
線
量
と
呼
ば
れ
る
)
の
基
準
を
P
U
B
6

(P
ublication

6)

に
お
い
て
定
め
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
｢核
動
力
計
画
お
よ
び
そ
の
他
の
大
規
模
な
原
子
力
平
和
利
用
に
つ
い
て
の
適
切
な
企
画
に
当
た

っ
て
は
'

一

つ
に
は
個
人
線
量
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
､

一
つ
に
は
被
曝
す
る
人
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
全
体
の
被
曝
を
制
限
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
り
'
(最
大
許
容
遺
伝
線
量
)
と
し
て
'
自
然
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
医
療
上
の
被
曝
を
別
に
し
て
'
あ
ら
ゆ
る
線

源
か
ら
の
全
集
団
に
対
す
る
遺
伝
線
量
は
五
レ
ム
を
超
え
る
べ
き
で
な
い
と
し
､
保
留
分
を
除
外
し
て
'
割
り
当
て
分
と
し
て
二
レ
ム
を
勧
告
し
て

い
る

(詳
細
は
参
考
二
参
照
)0

∽我
が
国
は
'
原
子
炉
規
制
法
に
お
い
て
許
可
に
当
た
り
原
子
力
委
員
会
の
審
査
を
経
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
､
そ
の
原
子
炉
の
安
全
審
査
の
際

の
原
子
炉
立
地
審
査
指
針
で

｢原
子
炉
敷
地
は
'
人
口
密
集
地
帯
か
ら
必
要
な
距
離
だ
け
離
れ
て
い
る
こ
と
｡
こ
こ
に
い
う
人
口
密
集
地
帯
か
ら
必

要
な
距
離
と
は
'
仮
想
事
故
の
場
合
､
国
民
遺
伝
線
量
の
見
地
か
ら
十
分
受
け
入
れ
ら
れ
る
程
度
に
全
身
被
曝
線
量
の
積
算
値
が
小
さ
い
値
と
な
る

よ
う
な
距
離
を
意
味
す
る
｡
｣
(昭
和
三
九
年
五
月
二
七
日
原
子
力
委
員
会
決
定
)
と
な
っ
て
い
る
｡
(そ
の
後
の
原
子
力
行
政
の
見
直
し
に
よ
り
'

原
子
炉
の
安
全
審
査
は
原
子
力
安
全
委
員
会
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
､
原
子
炉
立
地
審
査
指
針
は
原
子
力
安
全
委
員
会
に
引
き
継
が
れ
た
)｡
さ

ら
に
上
記
指
針
を
策
定
し
た
原
子
炉
安
全
基
準
専
門
部
会
報
告
に
よ
り
､
こ
の
値
を
0
.5
×

)08m
an
･
rem
と
定
め
た
o

a,)
の
よ
う
に
'
法
律
で
直
接
明
定
し
て
は
い
な
い
が
､
許
可
に
当
た
っ
て
の
基
準
の
中
で
直
接
個
人
が
被
る
損
害
だ
け
で
は
な
く
'
遺
伝
影
響
の

観
点
か
ら
集
団
の
被
曝
を
制
限
す
る
体
系
を
考
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

1
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
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な
お
､
集
団
被
曝
の
制
限
に

つ
い
て
は
､

I
C
R
P
は
､
｢
こ
の
制
限
は
有
害
な
影
響
と
社
会
的
利
益
と
の
間
の
妥
協
を
必
然
的
に
含
む
も
の
で

あ
る
｣
と
し
て
､
す
べ
て
の
確
定
し
た
基
準
で
は
な
く
'
｢危
険
と
利
益
の
収
支
勘
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
諸
因
子
は
国
に
よ

っ
て
変
わ
る
で
あ
ろ
う

L
t
最
終
的
決
定
は
各
国
に
残
さ
れ
て
い
る
｣
と
し
て
示
し
た
数
値
は

(暫
定
的
な
上
限
値
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

刷
最
後
に

I
C
R
P
の
集
団
被
曝
の
制
限
に
お
け
る
被
曝
線
量
の
割
り
当
て
を
図
示
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
ま
た
､
原
子
炉
立
地
審
査
指
針

に
お
け
る
具
体
的
な
考
え
方
は
参
考
二
に
付
し
た
｡

(∋自然バックグラウンドレベル

②医療被曝

(卦職業上の被曝等

④集団全般の被曝

な
お
､

I
C
R
P
の
最
新
の
勧
告
で
は
最
大
許
容
遺
伝
線
量
の
記
述
は
な
い
｡
現
在
は
集
団
線
量
の
概
念
を
用
い
'
発
が
ん
の
リ
ス
ク
の
制
限
を

主
に
考
慮
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡

≡
.
ク

ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
の
方
法

川上
記
の
よ
う
な
放
射
線
に
よ
る
国
民
遺
伝
線
量
と
い
う
形
で
の
遺
伝
影
響
を
制
限
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
､
ク

ロ
ー
ン
技
術

に
よ
り
体
細
胞
核
を
未
受
精
卵
に
移
植
す
る
こ
と
等
に
よ
る
遺
伝
的
影
響
を
防
止
す
る
た
め
当
該
技
術
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
際
､
最
大
許
容
遺
伝
線
量
に
相
当
す
る
定
量
的
条
件
を
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
お
い
て
は
何
と
見
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
｡
科
学
技
術
的
な
可
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能
性
と
し
て
は
'
卵
細
胞
操
作
の
み
な
ら
ず
､
各
種
の
化
学
物
質
の
遺
伝
的
影
響
も
含
め
て
､
遺
伝
的
影
響
を
放
射
線
の
当
量
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
示
す
可
能
性
も
あ
る
が
､
放
射
線
の
よ
う
な
単
純
な
物
理
現
象
と
異
な
る
た
め
､
現
在
の
と
こ
ろ
困
難
が
多
い
｡

のま
ず
t
I
C
R
P
の
勧
告
に
お
い
て
も
放
射
線
の
遺
伝
的
な
影
響
に
つ
い
て
'
当
時
明
確
な
知
見
､
根
拠
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
'
原
子

力
利
用
に
よ
る
利
益
と
危
険
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
当
該
許
容
線
量
の
数
値
が
提
案
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
当
該
技
術
の
適

用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
社
会
的
に
も
認
知
さ
れ
な
い
以
上
'
定
量
的
な
規
制
で
は
な
く
'
こ
の
技
術
を
全
く
適
用
し
な
い
(当

該
技
術
の
適
用
を
原
則
を
禁
止
す
る
)
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
る
｡

特
に
､
I
C
R
P
の
勧
告
時
点
で
遺
伝
的
影
響
に
つ
い
て
最
も
高
い
水
準
に
あ
っ
た
分
野
が
放
射
線
に
よ
る
遺
伝
影
響
で
あ
り
､
こ
れ
以
上
の
科

学
的
な
知
見
が
当
面
得
ら
れ
な
い
以
上
､
国
民
の
生
命
'
健
康
を
守
る
責
任
の
あ
る
国
と
し
て
は
不
確
定
な
数
値
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
示
し
'
守
ら

せ
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
｡

∽ま
た
､
原
子
炉
立
地
審
査
指
針

(な
い
し
I
C
R
P
勧
告
)
の
取
る
規
制
の
構
造
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
､
(①
自
然
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
レ
ベ

ル
)
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
､
我
々
が
日
常
受
け
る
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
遺
伝
子
の
損
傷

(特
別
の
原
因
が
な
く
て
も
人
間
は
有
害
遺
伝

子
を
持
ち
'
更
に
'
蓄
積
さ
せ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
)
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
(②
医
療
被
曝
)
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
､
体
外
受
精
や

各
種
妊
娠
支
援
技
術
の
影
響
な
ど
は
､
不
妊
症
と
い
う
疾
患
に
対
す
る
治
療
行
為
で
あ
り
'
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
評
価
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
同
様
の
考

え
方
で
､
適
切
に
管
理
さ
れ
る
限
り
許
容
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し

((③
職
業
上
の
被
曝
等
)
は
存
在
し
な
い
の
で
省
略
)
(④

集
団
全
般
の
被
曝
)
に
該
当
す
る
の
が
ク
ロ
ー
ン
技
術
で
あ
り
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
原
子
力
発
電
所
の
よ
う
に
安
定
的
で
良
質
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
確

保
の
よ
う
な
現
在
直
接
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
､
我
々
及
び
そ
の
子
孫
が
将
来
受
け
る
で
あ
ろ
う
放
射
線
や
環
境
や
食
料

中
の
化
学
物
質
な
ど
の
予
測
の
つ
か
な
い
影
響
の
た
め
に
残
さ
れ
て
お
く
べ
き

(⑤
長
期
保
留
分
)
と
併
せ
て
比
較
考
量
さ
れ
て
許
容
の
程
度
が
決

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
結
果
的
に
は
④
⑤
に
相
当
す
る
遺
伝
的
影
響
を
及
ぼ
す
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
全
く
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
べ

き
と
考
え
る
｡

VG
J
)
の
よ
う
な
意
味
で
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
そ
の
危
険
性
の
観
点
か
ら
規
制
を
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
.
ま
た
類
似

の
技
術
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
､
体
外
受
精
や
遺
伝
子
診
断
'
遺
伝
子
治
療
技
術
に
比
べ
て
も
高
い
確
率
で
障
害
の
発
生
す
る
危
険
性

(メ
リ
ッ
ト

と
比
較
し
て
も
)
を
持
つ
も
の
と
し
て
､
区
別
し
て
そ
の
規
制
を
検
討
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
る
｡
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第
二
項

社
会
的
秩
序

一
.
社
会
的
秩
序
の
形
成

M夫
婦
'
親
子
'
親
族
の
関
係
に
関
し
て
は
､
国
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
家
族
モ
デ
ル
を
理
想
と
し
て
規
範
化
す
る
か
が
相
当
異
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､

現
実
の
家
族
の
実
体
も
'
宗
教

･
習
俗

･
道
徳

･
家
族
意
識
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
実
定
家
族
法
と
か
な
り
帝
離
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る

(原
田

純
孝

｢家
族
法
の
史
的
変
遷
｣
法
律
時
報
六
九
巻
二
号
)｡
ま
た
'

一
国
内
に
お
い
て
も
､
伝
統
的
家
族
観
と
新
し
い
家
族
観
な
ど
の
国
民
の
閣
の

意
識
の
差
が
大
き
く
､
社
会
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
基
準
と
さ
れ
る
親
族
関
係
を
め
ぐ
る
社
会
的
秩
序
は
流
動
的
な
要
素
が
大
き
い
｡

日
本
で
は
､
終
戦
後
大
幅
な
親
族
関
係
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
｡
特
に
戸
主
を
中
心
と
し
た
家
制
度
は
大
幅
な
変
更
を
受
け
て
い
る
｡
主
な
点

だ
け
を
あ
げ
て
み
て
も
､
旧
民
法
に
お
け
る
戸
主
の
家
族
に
対
す
る
権
利
は
強
大
で
､
家
族
に
対
し
居
所
の
指
定
､
婚
姻

･
養
子
縁
組
の
同
意
権
､

こ
れ
ら
に
従
わ
な
い
家
族
を
離
籍
す
る
権
利
な
ど
を
持
つ
一
方
'
家
に
あ
る
も
の
の
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
た
が
､
新
民
法
で
は
､
両
親
の
未
成
年

の
子
供
に
対
す
る
親
権
な
ど
が
あ
る
も
の
の
'
基
本
的
に
は
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
の
原
則
の
元
で
抜
本
的
な
変
更
を
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
夫

婦
に
あ
っ
て
は
'
無
能
力
で
あ
っ
た
妻
に
能
力
が
認
め
ら
れ
'
婚
姻
の
成
立
'
夫
婦
間
の
権
利
義
務
'
財
産
関
係
､
離
婚
'
親
権
な
ど
に
お
い
て
妻

は
夫
と
平
等
の
権
利
を
認
め
ら
れ
た
｡
相
続
に
お
い
て
も
'
戸
主
す
な
わ
ち
長
男

へ
の
単
独
相
続
か
ら
均
分
相
続
を
前
提
と
す
る
相
続
制
度

へ
変
わ

っ
て
い
る
｡
ま
た
'
直
接
民
法
規
定
の
変
更
は
な
さ
れ
な
い
も
の
の
内
縁
関
係
に
法
的
効
果
が
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る

(判
例
に
よ
り
､
内
縁
を
不

当
に
破
棄
さ
れ
た
者
は
相
手
方
に
婚
姻
予
約
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
､
不
法
行
為
を
理
由
と
し
て

損
害
賠
償
請
求
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

(最
高
判
昭
和
三
三
年
四
月

一
日
)
､
内
縁
の
当
事
者
で
な
い
者
で
あ
っ
て
も
､
内
縁
関
係
に
不
当
な
干

渉
を
し
て
こ
れ
を
破
綻
さ
せ
た
者
は
不
法
行
為
者
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

(最
高
判
昭
和
三
八
年
二
月

一
目
))
な
ど
事
実
上
婚
姻
と
同
様

の
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
刑
法
に
お
い
て
は
尊
属
殺
人
規
定

(二
〇
〇
条
)
が
憲
法

l
四
条
第

一
項

(法
の
下
の
平
等
)
に
違
反
す
る

と
し
て
違
憲
判
決
を
受
け
た

(最
高
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
)｡
こ
の
よ
う
に
従
来
の
夫
婦
､
親
子
'
親
族
を
め
ぐ
る
関
係
に
お
い
て
価
値
観
そ

の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
｡

家
族
の
関
係
は
今
後
さ
ら
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
'
そ
の
変
化
に
つ
い
て
は
､
社
会
学
的
､
経
済
的
､
倫
理
的
な
観
点

か
ら
様
々
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
が
､
特
に
家
族
法
的
な
観
点
か
ら
は
家
族
の
自
助
原
則

(私
的
扶
助

･
保
護
の
原
則
)
の
中
で
家
族
の
あ
り
方
と

個
人
の
独
立
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
か
､
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
離
婚
の
増
加
を
背
景
と
し
た
離
婚

制
度

へ
の
批
判
､
再
婚
禁
止
期
間
の
違
憲
裁
判
､
夫
婦
別
姓
の
要
求
､
婚
外
子
差
別
批
判
､
事
実
婚
や
非
婚
母
の
差
別
的
扱
い
の
批
判
な
ど
が
あ
げ

[社
会
的
価
値
観
の

変
質
]



ら
れ
て
い
る

(原
田
純
孝
前
掲
論
文
)｡
こ
う
し
た
中
で
'
特
に
自
己
決
定
権
の
中
の
議
論
と
し
て
､
生
殖
出
産
の
あ
り
方
も
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
上
っ
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
そ
の
際
､
こ
の
種
の
問
題
の
一
部
は
従
来
非
倫
理
的
な
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
今
後
は
許
容
さ
れ
て
行
く
可

能
性
も
高
い
と
考
え
る

(な
お
'
本
節
で

｢倫
理
に
反
す
る
｣
と
い
う
内
容
は
'
純
粋
に
倫
理
的
な
問
題
で
は
な
く
'
法
律
が
関
係
す
る
範
囲
'
例

え
ば
､
公
序
良
俗
に
よ
る
無
効

(民
法
九
〇
条
)
や
不
法
行
為
責
任
を
問
わ
れ
る
な
ど
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
を
主
に
考
え
た
)0

∽一
方
､
家
族
関
係
全
般
に
お
け
る
社
会
的
な
倫
理
意
識
の
他
に
'
親
族
関
係
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
先
端
生
殖
医
療
技
術
の
適
用
に
関
し
て
は
'

さ
ら
に
国
ご
と
に
非
倫
理
的
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
は
異
な
り
､
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
き
て
い
る
｡

例
え
ば
'
親
族
関
係
の
創
設
に
は
当
た
ら
な
い
が
従
来
生
殖
関
係
で
最
も
深
刻
に
議
論
さ
れ
た
人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
る
｡
妊

娠
中
絶
に
関
し
て
は
'
我
が
国
で
は
昭
和
二
三
年

二

九
四
八
年
)
優
生
保
護
法
を
制
定
し
'
世
界
で
最
も
早
く
中
絶
法
を
制
定
し
た
国
と
な
っ
て

い
る
｡
同
法
の
内
容
は
'
母
性
の
健
康
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
及
び
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が

(倭

生
保
護
法
は
平
成
八
年
母
体
保
護
法
に
改
正
さ
れ
､
優
生
上
の
見
地
か
ら
の
規
定
は
削
除
さ
れ
た
)､
母
性
の
健
康
生
命
の
保
護
の
内
容
に
は

(経

済
的
理
由
)
が
含
め
ら
れ
て
お
り
､
刑
法
の
堕
胎
罪
は
有
名
無
実
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(沢
登
俊
雄

｢堕
胎
罪
解
説
｣
『
基
本
法
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
改
正
刑
法
』
)0

こ
れ
に
対
し
､
イ
ギ
リ
ス
は

1
九
六
七
年
妊
娠
中
絶
法
を
制
定
し
た
｡
こ
れ
に
続
き
t

I
九
七
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
'
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
､

l
九
七

八
年
に
イ
タ
リ
ア
で
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
｡

1
方
西
ド
イ
ツ
で
は
､

I
九
七
四
年
に

1
定
の
条
件
に
お
け
る
堕
胎
を
処
罰
し
な
い
旨
の
刑
法
改
正
を
行
っ
た
が
､

1
九
七
五
年
こ
の
法
律
は
連

邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
違
憲
判
決
を
受
け
て
別
に
刑
法
草
案
が
検
討
さ
れ

1
九
七
六
年
制
定
さ
れ
た
.
さ
ら
に
､
統

一
ド
イ
ツ
の
誕
生
に
伴
い
'

一
九
九
二
年
に
妊
婦
及
び
家
族
援
助
法
が
制
定
さ
れ
た
が
'

一
部
の
議
員
か
ら
提
訴
が
行
わ
れ
､

一
九
九
三
年
再
び
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
違
憲
の
判
決
を
下
し
て
い
る
｡
そ
の
後
､
与
野
党
間
で
新
た
な
法
案
の
協
議
が
行
わ
れ
た
が
成
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い

(
一
九
九

五
年
に
お
け
る
状
況
｡
斉
藤
純
子

｢海
外
法
律
情
報

(ド
イ
ツ
)｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
六
七
号
に
よ
る
｡)

ア
メ
リ
カ
で
は
'

1
九
七
三
年
に
最
高
裁
が
テ
キ
サ
ス
州
の
堕
胎
罪
規
定
を
違
憲
と
し
て
人
工
妊
娠
中
絶
を
認
容
す
す
判
決
を
下
し
た

(
ロ
ウ
判

決
)｡
し
か
し
'
そ
の
後
国
内
で
は
憲
法
修
正
ま
で
含
め
た
議
論
が
行
わ
れ
'
議
会
と
し
て
は
中
絶
に
関
わ
る
立
法
は
行
っ
て
い
な
い
｡
そ
う
し
た

中
で
最
高
裁
は
'

1
九
八
九
年

(ウ
エ
ブ
ス
タ
I
判
決
)'

1
九
九
二
年

(キ
ャ
セ
イ
判
決
)
に
よ
り
'

1
九
七
三
年
判
決
の
基
本
は
変
え
な
い
と

し
て
い
る
も
の
の
州
法
に
お
け
る
中
絶
規
制
を
容
認
す
る
判
決
を
出
し
て
い
る
｡

な
お
今
後
話
題
と
な
る
問
題
と
し
て
は
'
生
殖
医
療
技
術
と
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
が
'
欧
米
で
は
す
で
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
同
性
ど
う
L
で

[人
工
妊
娠
中
絶
の

倫
理
性
]

[
同
性
者
間
婚
姻
]



の
結
婚
な
ど
は
､
従
来
倫
理
的
と
考
え
て
い
た
基
準
で
の
処
理
と
'
近
い
将
来
､
次
第
に
社
会
の
受
容
の
仕
方
が
異
な
っ
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
社
会
秩
序
の

i
つ
の
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
0
日
本
で
は
､
民
法
が
夫
婦

･
夫

･
妻
と
い
う
男
女
の
別
を
示
す
語
を
用
い
て
お
り
'
婚
姻
法

･
親
子
法
も
男
女
の
夫
婦
と
そ
の
間
の
子
供
を
前
提
に
規
定
し
て
い
る
の
で
現
行
法
上
は
婚
姻
障
害
に
当
た
る
が
､
す
で
に
'
同
性
ど
う
し
の
結
婚

は
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
は

1
九
九
五
年
同
性
婚
法
が
制
定
さ
れ
､
デ
ン
マ
ー
ク
'
ノ
ル
ウ

ェ
ー
､
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
(棚
村
政
行

｢男
女
の
在
り
方
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

二

二
六
号
)｡
日
本
で
も
同
性
愛
に
関
し
て
は
'
東
京
都
府
中
青
年
の
家
に
お
い
て
､
同
性
愛
者
に
男
女
同
室

を
禁
じ
た
規
則
を
適
用
し
て
施
設
の
利
用
を
禁
止
し
た
の
は
違
法
だ
と
し
た
東
京
地
裁
判
決
を
支
持
し
た
東
京
高
裁
判
決
で
､
都
教
育
委
員
会
の
不

承
認
処
分
は
､
同
性
愛
者
の
利
用
権
を
不
当
に
制
限
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
り
'
行
政
当
局
と
し
て
は
､
同
性
愛
者
の
権
利
'
利
益
を
十
分
に
擁
護

す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

(同
上
)0

一
方
す
で
に
我
が
国
に
お
い
て
も
､
性
転
換
手
術
が
医
療
行
為
と
し
て
実
施
さ
れ
る
段
階
と
な

っ
て
お
り
､
こ
の
よ
う
な
患
者
で
あ
る
女
性
の
戸

籍
上
の
結
婚
の
処
理
な
ど
も
'
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

非
夫
婦
間
体
外
受
精
､
代
理
母
を
含
め
た
先
端
生
殖
科
学
技
術
に
関
す
る
立
法
動
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
､

国
ご
と
に
法
律
で
禁
止
さ
れ
る
範
囲
と
そ
の
理
由
が
微
妙
に
異
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
非
倫
理
的
と
さ
れ
る
基
準
が
国
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
以
下
で
は
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
取
り
上
げ
'
こ
の
技
術
の
適
用
で
生
じ
る
問
題
が
､
す
で
に
見
た
国
ご
と
に
異
な
る
倫
理
基

準
の
差
の
範
囲
内
の
事
例
な
の
か
､
そ
れ
と
も
普
遍
的
に
問
題
を
生
じ
る
事
例
な
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

二
.
社
会
的
秩
序
の
変
更
の
枠
組
み

(遺
伝
的
関
係
と
親
族
関
係
の
擬
制
)

侶家
族
法
の
改
正
'
な
い
し
解
釈
の
変
更
を
伴
う
よ
う
な
親
族
関
係
の
時
代
的
な
変
化
に
つ
い
て
見
る
場
合
'
親
族
関
係
の
変
化
は
全
く
新
し
い

人
間
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
'
従
来
あ
る
別
の
人
間
関
係
を
前
提
に
擬
制
し
た
り
'
対
等
化
､
権
利
移
行
す
る
形
態
で
変
化
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
｡
親
族
関
係
は
基
本
的
に
保
守
的
で
あ
り
､
全
く
新
し
い
人
間
関
係
を
創
設
す
る
歴
史
は
な
か
っ
た
｡
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
る

混
乱
は
あ
る
も
の
の
､
新
し
い
親
族
関
係
は
､
従
来
の
親
族
関
係

･
人
間
関
係
の
擬
制
と
し
て
処
理
さ
れ
て
お
り
､
根
本
的
矛
盾
は
避
け
ら
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

養
子
縁
組
は
明
ら
か
に
実
子
関
係
の
擬
制
で
あ
る
し
､
内
縁
関
係
は
婚
姻
関
係
の
擬
制
と
し
て
現
在
は
ほ
と
ん
ど
法
律
上
の
婚
姻
と
変
わ
ら
な
い

保
護
を
受
け
て
い
る
｡
前
述
の
'
諸
外
国
に
お
け
る
同
性
者
間
婚
姻
も
､
新
た
な
親
族
関
係
の
創
設
で
は
な
く
､
結
婚
と
同
様
の
権
利
を
認
め
よ
う

と
言
-
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
｡
戦
後
の
妻
の
地
位
は
夫
と
同
格
の
地
位
と
な
っ
た
が
､
こ
れ
は
夫
の
地
位
の
擬
制

(対
等
化
)
と
し
て
と
ら
え
る
こ

[既
存
の
親
族
関
係

の
擬
制
的
関
係
]
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と
が
で
き
よ
う
｡
現
代
の
社
会
で
契
約
関
係
が
進
む

一
方
'
な
お

一
部
で
は
親
族
関
係
を
必
要
と
L
t
家
族
関
係
の
中
で
､
生
殖
､
扶
養
､
連
帯
関

係
が
築
か
れ
て
い
る
以
上
､
根
本
的
な
変
更
が
現
在
の
と
こ
ろ
家
族
関
係
か
ら
は
現
れ
な
い
し
､
国
の
政
策
や
社
会
的
秩
序
に
お
い
て
そ
う
し
た
も

の
を
前
提
に
置
い
て
も
不
当
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

社
会
的
価
値
観
､
社
会
的
秩
序
の
変
化
は
激
し
く
､

一
概
に
あ
る
行
為
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
､
反
倫
理
的
か
倫
理
的
か
と
い
う
評
価
を
下

し
が
た
い
こ
と
は
､
前
の
項
目
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
し
か
し
'
家
族
関
係
に
基
づ
く
秩
序
が
厳
と
し
て
今
日
の
倫
理
観
の
一
部
を
な
し
て
い

る

(例
え
ば
､
後
述
す
る
よ
う
に
民
法
に
お
け
る
近
親
婚
の
禁
止
)
こ
と
も
動
か
し
が
た
い
｡
こ
の
た
め
､
社
会
的
秩
序
と
の
帝
離
を
単
に
抽
象
的

な
概
念
で
な
く
具
体
的
な
社
会
影
響
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
既
存
の
親
族
関
係
が
全
く
新
し
い
生

殖
医
療
技
術
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
大
幅
な
変
更
を
受
け
る
の
か
を
'

一
つ
の
方
法
と
し
て
､
｢擬
制
的
関
係
で
の
解
釈
が
ど
の
程
度
可
能
か
｣
と
い

う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
｡
通
常
の
新
し
い
社
会
秩
序
と
違
っ
て
､
生
殖
医
療
技
術
は
人
類
が
科
学
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て

初
め
て
経
験
す
る
生
殖
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
､
そ
う
し
た
技
術
の
存
在
し
な
い
人
間
関
係
に
お
い
て
発
生
す
る
問
題
以
上
の
問
題
は

慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
擬
制
さ
れ
る
関
係
か
ら
み
て
､
他
の
生
殖
医
療
技
術
と
対
比
し
て
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る
社
会

的
混
乱
度
が
ど
の
程
度
大
き
く
､
危
険
性
が
あ
る
か
を
確
認
し
て
み
た
い
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
規
制
す
る
根
拠
と
す
る
こ

と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡

∽新
し
い
生
殖
医
療
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
新
た
な
親
子
関
係
を
､
生
物
学

的

(遺
伝
的
)
関
係
と
親
族
法
的
関
係

(と
り
あ
え
ず
日
本
の
民
法
で
解
釈
す
る
)
と
を
対
比
し
て
検
討
し
て
み
る
｡

り
(夫
婦
間
人
工
授
精

(A
I
H
)
･
体
外
受
精
)
に
つ
い
て
は
､
遺
伝
的
に
も
親
族
法
的
に
も
実
子
関
係
と
し
て
問
題
な
い
｡

00
(非
夫
婦
間
人
工
授
精

(D
I
)
･
体
外
受
精
)
に
つ
い
て
は
'
遺
伝
的
に
は
妻
を
母
'
第
三
者
を
父
と
す
る
親
子
関
係
で
あ
り
'
親
族
法
的
に

は
出
生
に
よ
り
妻
は
母
と
な
り
'
夫
は
父
親
と
推
定
さ
れ
る

(夫
は
事
前
に
､
人
工
授
精

･
体
外
受
精
を
行
う
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
の
で
嫡
出
の

否
認
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
お
く
)｡
遺
伝
的
関
係
と
親
族
法
的
関
係
に
離
解
が
生
じ
る
が
､
妻
と
第
三
者
と
の
間
に
子
供
が
生
ま
れ
､
夫
と
婚
姻

後
そ
の
子
を
養
子
縁
組
す
る
ケ
ー
ス
は
現
実
に
生
じ
て
い
る
事
例
で
あ
り
､
こ
う
し
た
養
子
縁
組
関
係
に
擬
制
す
れ
ば
､
現
実
の
遺
伝
的
関
係

･
親

族
法
的
関
係
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

nrhH一
軸

(代
理
母
)
に
つ
い
て
は
､
遺
伝
的
に
は
妻
を
母
､
夫
を
父
と
す
る
子
供
で
あ
り
､
親
族
法
的
に
は
母
胎
提
供
者
が
出
生
に
よ
り
母
と
な
り
､
父

は
存
在
し
な
い
の
で
非
嫡
出
子
と
な
る
C
放
置
す
れ
ば
夫
と
妻
は
子
供
と
親
族
法
的
な
関
係
は
生
じ
な
い
が
'
あ
ら
か
じ
め
子
供
と
す
る
こ
と
を
取

り
決
め
て
い
れ
ば
､
夫
と
妻
が
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
族
法
上
の
父
母
と
な
る
｡
実
子
関
係
と
養
子
関
係
の
差
は
あ
る
も
の
の
'
遺
伝
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的
関
係
と
親
族
法
的
関
係
に
離
解
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
｡
た
だ
し
､
必
ず
し
も
法
的
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
､
母
胎
提
供
者
が

子
供
の
引
き
渡
し
を
拒
否
し
た
場
合
な
ど
は
法
的
関
係
は
極
め
て
複
雑
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
遺
伝
的
関
係
と
親
族
法
的
関
係
を
擬
制
に
よ
り
整
理
し
た
と
し
て
も
､
国
情
や
国
民
感
情
に
応
じ
て
政
策
的
な
配
慮
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
'
例
え
ば
代
理
母
契
約
を
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
｡

[注
]
代
理
母
行
為
'
す
な
わ
ち
遺
伝
的
関
係
を
有
し
な
い
受
精
卵
を
女
性
が
子
宮
に
着
床
さ
せ
る
こ
と
は
人
類
に
と
っ
て
新
し
い
経
験
と
い
え
る
｡

し
か
し
'
そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
す
る
生
物
学
的
な
関
係
､
例
え
ば
本
人
と
､
そ
の
遺
伝
的
な
父
と
母
と
の
関
係
'
出
産
し
た
女
性
と
の
関
係

(遺
伝

的
な
関
係
が
な
い
の
で
第
三
者
と
な
る
)
は
'
従
来
の
､
父

･
母

･
第
三
者
と
の
関
係
と
異
な
る
関
係
は
生
じ
て
い
な
い
｡
の
み
な
ら
ず
､
非
夫
婦

間
体
外
受
精
の
特
殊
な
方
法
'
不
妊
で
な
い
女
性
提
供
者
か
ら
成
熟
卵
子
を
採
取
し
'
そ
れ
を
不
妊
で
な
い
男
性
の
精
子
に
よ
っ
て
受
精
さ
せ
､
得

ら
れ
た
腔
を
不
妊
女
性

(秦
)
の
子
宮
に
着
床
さ
せ
る
方
法

(腔
供
与
法
の
一
つ
)
と
基
本
的
に
は
異
な
る
方
法
で
は
な
い
の
で
'
手
段
と
し
て
の

未
踏
性
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
特
に
ふ
れ
な
い
｡
ち
な
み
に
､
イ
ギ
リ
ス
で
両
方
と
も
合
法
化
さ
れ
て
お
り
､
現
時
点
に
お
い
て
は
こ
の
方
法
に
よ

り
誕
生
し
た
子
供
は
多
数
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

Sク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
つ
い
て
は
､
前
項
の
擬
制
関
係
に
照
ら
し
た
場
合
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

∽遺
伝
的
な
関
係

ま
ず
､

1
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
体
細
胞
核
提
供
者
が
ク
ロ
ー
ン
児
の
父
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
る
｡
遺
伝
的
に
は
'
核
提
供
者

と
ク
ロ
ー
ン
児
は

一
卵
性
双
生
児
と
類
似
の
関
係
に
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
現
在
考
え
ら
れ
る
技
術
で
ク
ロ
ー
ン
児
と
同
様
な
関
係
を
作
ろ
う
と
す

れ
ば
､
受
胎
時
の

一
卵
性
双
生
児
の
片
方
を
凍
結
保
存
し
､
残

っ
た
腔
が
成
長
､
(子
供
と
し
て
)
出
生
､
生
育
し
た
段
階
で
母
胎
に
戻
し
'
年
齢

差
の
あ
る
双
生
児
と
し
て
出
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
核
提
供
者
と
ク
ロ
ー
ン
児
と
同
じ
遺
伝
関
係
を
創
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
す
な

わ
ち
生
物
学
的
に
は
兄
弟
関
係
に
該
当
す
る
と
考
え
る
｡

次
に
､
出
産
し
た
女
性
側
に
つ
い
て
も
､
卵
子
は
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
遺
伝
情
報
を
担
う
核
は
提
供
さ
れ
て
お
ら
ず
､
上
記
代
理
母
に
お
け

る
母
胎
提
供
者
と
似
た
立
場
に
立

つ
こ
と
と
な
り
､
遺
伝
的
な
母
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
核
提
供
者
及
び
母
胎
提
供
者
は
遺
伝
的
な
父
母
と
は

言
え
な
い
こ
と
と
な
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
遺
伝
的
な
父
母
は
'
む
し
ろ

一
卵
性
双
生
児
の
例
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
核
提
供
者
の
父
母
と
い
う
こ

と
と
な
る
｡

核
提
供
者
と
ク
ロ
ー
ン
児
の
関
係
を

一
卵
性
双
生
児
と
類
似
し
た
も
の
と
見
る
と
し
て
も
､

l
卵
性
双
生
児
の
要
件
は
､
同
時
に
出
生
し
両
者
が

三
六
､
三
七
ペ
ー
ジ

参
照

二
五
ペ
ー
ジ
参
照
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ロ
ー
ン
児
の
も
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ら
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関
係
]



兄
弟
姉
妹
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
o

I
卵
性
双
生
児
の
片
方
の
歴
を
冷
凍
保
存
L
t
他
方
の
腔
が
成
長
､
出
生
'
生
育
し
た
時
期
に
そ
れ
を

再
度
母
胎
に
着
床
さ
せ
､
出
産
さ
せ
る
例
が
な
い
以
上
､
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
は
従
来
全
く
存
在
し
な
い
生
物
学
的
関
係
を
創
出
す
る
こ
と
と
な
る
｡

00親
族
法
的
な
関
係

生
物
学
的
に
も
本
来
存
在
し
な
い
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
親
族
法
的
に
擬
制
す
べ
き
関
係
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
.
こ
れ
が

t
つ

の
結
論
で
あ
る
｡

次
に
'
生
物
学
的
な
例
と
し
て
核
提
供
者
と
ク
ロ
ー
ン
児
の
関
係
を

一
卵
性
双
生
児
と
同
様
と
考
え
て
検
討
を
進
め
て
み
る
｡
ま
ず
'
こ
の
よ
う

な
ク
ロ
ー
ン
児
を
生
む
こ
と
に
つ
い
て
､

一
卵
性
双
生
児
の
場
合
は
偶
然
の
要
素
が
あ
る
と
は
言
え
､
遺
伝
上
の
父
母
の
意
志
に
よ
り

(偶
然
性
に

つ
い
て
は
'

1
方
の
腔
を
中
絶
に
よ
っ
て
除
去
し
な
い
と
言
う
消
極
的
選
択
に
よ
っ
て
父
母
の
意
志
は
働
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
)
決
定

さ
れ
て
い
る
｡
も
し
'

一
卵
性
双
生
児
の
片
腔
の
凍
結
保
存
に
よ
り
行
う
場
合
で
も
､
遺
伝
上
の
父
母
の
意
志
に
よ
り
そ
れ
は
選
択
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
'
体
細
胞
核
を
使
っ
た
ク
ロ
ー
ン
児
の
場
合
は
'
(観
念
的
で
あ
る
が
)
先
に
生
ま
れ
た
遺
伝
上
の
兄

(?
)
の
意
志
に
よ
っ
て
弟

(?
)

の
誕
生
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
｡
遺
伝
的
な
父
母
の
意
志
に
よ
ら
な
い
で
､
第
三
者
の
意
志
に
よ
っ
て
子
供
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
は
､

許
容
L
が
た
い
で
あ
ろ
う

(通
常
､
妊
娠
に
よ
り
子
供
を
作
る
こ
と
は
子
供

(す
な
わ
ち
体
細
胞
核
提
供
者
)
の
父
母
の
自
己
決
定
権
に
属
す
る
と

考
え
ら
れ
る
)0

親
族
法
的
に
は
､
出
産
し
た
母
胎
提
供
者
が
母
と
な
る
｡
も
し
'
体
細
胞
核
提
供
者
が
母
胎
提
供
者
の
夫
で
あ
る
場
合
は
父
親
と
推
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
'
親
族
法
上
の
親
子
と
な
る
こ
と
に
な
る
｡
遺
伝
上
の
兄
弟
が
､
親
族
法
上
の
親
子
関
係
と
さ
れ
る
こ
と
は
､
従
来
の
法
的
な
親
族
関
係

に
お
い
て
も
擬
制
す
べ
き
例
を
見
る
こ
と
が
な
い

(た
だ
し
､
体
細
胞
核
提
供
者
が
母
胎
提
供
者
の
夫
で
な
い
場
合
は
､
父
親
で
は
な
い
の
で
認
知

は
不
可
能
で
あ
る
が
'
子
供
と
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
弟
を
兄
の
養
子
と
す
る
例
は
我
が
国
で
は
あ
り
得
る

例
で
は
あ
る
)0

な
お
､
核
提
供
者
と
親
族
法
の
兄
弟
関
係
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
'
様
々
な
権
利
義
務
が
遡
及
的
に
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
遺

伝
上
の
父
母
の
死
に
よ
る
相
続
は
'
核
提
供
者
が
受
け
て
い
た
財
産
に
つ
い
て
､
遡
っ
て
持
ち
分
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
な
ど
の
議
論
が

出
て
来
る
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
財
産
法
的
'
親
族
法
的
な
社
会
秩
序
に
全
く
新
し
い
要
素
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
｡

叫
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
つ
い
て
は
､
前
項
の
擬
制
関
係
に
照
ら
し
た
場
合
は
'
こ
の
技
術
適
用
に
よ
っ
て
擬
制
さ
れ
る
べ
き
現
在
存
在
す
る
親
族

関
係
が
存
在
せ
ず
､
全
く
新
し
い
人
間
関
係
を
創
造
す
る
こ
と
と
な
り
､
従
来
の
社
会
関
係
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
｡
非
配
偶
者
間
体
外

受
精
､
代
理
母
等
と
比
べ
て
も
'
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
は
社
会
秩
序
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
｡
も
と
よ
り
我
が
国
で
生
殖
医
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療
全
般
の
法
的
規
制
に
つ
い
て
十
分
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
､
特
に
ク
ロ
ー
ン
児
の
み
を
対
象
と
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
は
十
分
な

根
拠
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

倒
な
お
以
上
述
べ
た
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
関
連
し
て
考
慮
す
べ
き
ケ
ー
ス
と
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
｡

Ⅲ親
が
子
供
を
死
亡
さ
せ
た
時
に
'
死
ん
だ
子
供
の
体
細
胞
か
ら
ク
ロ
ー
ン
児
を
創
出
す
る
場
合

特
に
親
の

一
方

(父
親
)
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
､

l
つ
ぶ
種
の
子
供
を
亡
く
し
た
親

(母
親
)
が
ク
ロ
ー
ン
児
を
自
分
の
卵
子
と
胎

内
を
使
い
創
出
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
可
能
性
が
あ
り
得
よ
う
0
心
情
的
に
は
理
解
で
き
る
し
､
同

7
遺
伝
子
を
持

っ
た
人
間
は
現
実
に
は
存
在
し

な
い
こ
と
と
な
る
の
で
'
上
に
述
べ
た
よ
う
な
混
乱
は
生
じ
る
可
能
性
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
亡
く
な

っ
た
子
供
の
遺
伝
子
は
親
が

勝
手
に
操
作
す
る
権
利
は
な
く
､
ま
た
死
亡
に
関
す
る
現
在
の
社
会
的
な
秩
序
と
い
う
別
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
不
適
切
と
考
え

る

(上
の

∽で
､
妊
娠
に
よ
り
子
供
を
作
る
こ
と
は
子
供

(す
な
わ
ち
体
細
胞
核
提
供
者
)
の
父
母
の
自
己
決
定
権
に
属
す
る
と
述
べ
た
が
､

一
方

で
ク
ロ
ー
ン
を
作
ら
れ
な
い
権
利
は
体
細
胞
核
保
有
者

(亡
く
な

っ
た
子
供
)
の

l
身
専
属
的
な
自
己
決
定
権
の

一
種
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
)o

㈲核
提
供
者
の
父
母
が
ク
ロ
ー
ン
児
を
創
出
す
る
こ
と
に
つ
き
了
解
を
与
え
た
場
令

遺
伝
上
の
父
母
に
当
た
る
核
提
供
者
の
父
母
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
は
､
上
に
述
べ
た
よ
う
な
混
乱
は

一
応
避
け
ら
れ
た
形
と
な
り
､
社
会
秩

序
の
観
点
か
ら
は
直
ち
に
不
適
切
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
｡
む
し
ろ
､

1
卵
性
双
生
児

(な
い
し
二
卵
生
双
生
児
で
も
よ
い
)
の
う
ち
の

1
つ
の

腔
を
凍
結
保
存
す
る
場
合
の
例
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(体
外
受
精
の
実
施
の
際
､
か
な
り
多
量
の
余
剰
腔
が
発
生
す
る
の
で
'
む

し
ろ
'
こ
の
ケ
ー
ス
の
方
が
可
能
性
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
)｡

㈲自
然
の
受
精
卵
､
腔
･
胎
児
か
ら

1
卵
性
双
生
児
を
創
出
す
る
こ
と

妊
娠
し
た
両
親
が
､
自
然
の
過
程
で
受
精
し
､
成
長
し
て
い
る
肱
を
操
作
し
て
'
核
移
植
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り

一
卵
性
双
生
児
を
創

出
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
､
明
ら
か
に
通
常
の
個
体
が
形
成
さ
れ
る
途
中
に
あ
り
､
こ
の
胎
児

(な
い
し
受
精
卵
､
腔
が
成
長
し
て
形
成

さ
れ
る
べ
き
胎
児
)
の
生
命
身
体
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
り
'

一
方
的
に
損
な
わ
れ
る
可
能
性
の
み
あ
る
腔
に
と
つ
て
は
利
益
の
な
い
行
為
で
あ
る

の
で
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
.
ま
た
､

吊に
述
べ
た
の
と
同
様
､
ク
ロ
ー
ン
を
つ
く
ら
れ
な
い
権
利
は
体
細
胞
核
保
有
者

(こ
の
場
合
は
胎
児
)
の

1
身
専
属
的
な
自
己
決
定
権
で
あ
り
､
そ
の
同
意
が
な
い
以
上
､
親
と
い
え
ど
も

1
卵
性
双
生
児
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

[特
別
な
事
情
に
つ

い
て
の
評
価
]
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ジ
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三
.
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
意
味

最
後
に
'
不
妊
対
応
の
た
め
の
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
不
妊
対
応
の
技
術
に
つ
い
て
は
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
以
外
に
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
'
人
工
授
精
'
体
外
受
精
な
ど
の
方
法
が
あ
る
｡
妊
娠
が
'
卵
子
と
精
子
に
よ
る
受
精
に
よ
っ
て
新
し
い
遺
伝
子
を
作
り
'
そ
れ

を
受
精
卵
の
中
で
分
裂

･
分
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
胎
児
と
L
t
出
産
さ
せ
よ
う
と
い
う
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
行
為
の
障
害
を
除
去
し
､

目
的
の
達
成
の
た
め
に
施
す
医
療
行
為
が
不
妊
治
療
と
な
る
も
の
で
あ
り
'
上
に
あ
げ
た
人
工
授
精
や
体
外
受
精
は
皆
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
｡
し
か

し
'
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
は
'
卵
子
と
精
子
に
よ
る
受
精
が
な
く
'
そ
う
し
た
意
味
で
の
妊
娠
に
お
け
る
障
害
の
除
去
を
目
指
す
不
妊
治
療
で
は
な

い
｡
そ
れ
は
'
人
類
に
と
っ
て
全
く
新
し
い
個
体
増
加
行
為
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
を
禁
止
し
て
も
､
医
療
行
為
を
受
け
る
権
利
が
阻
害
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
O
ち
な
み
に
､
畜
産
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ン
技
術
は
家
畜
の
育
種
'
改
良
､
増
殖
技
術
の
1
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
o



第
三
項

規
制
根
拠
に
関
す
る
結
論

1
.
そ
の
他
の
規
制
根
拠
の
吟
味

=人
間
の
尊
厳

憲
法
第

二
二
条
で
は

｢す
べ
て
国
民
は
'
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
｡
生
命
､
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
､
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
､
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
､
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
｣
と
さ
れ
､
こ
の

｢個
人
の
尊
重
｣
が

｢個
人
の
尊
厳
｣

｢人
間
の
尊
厳
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
､
人
権
の
根
拠
あ
る
い
は
基
本
思
想
に
当
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
規
定
か
ら
､
具
体
的
な
権
利

(憲
法
が

定
め
た
基
本
的
な
人
権
)
ま
で
認
め
た
も
の
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
が
'
肖
像
権
に
関
し
て
､
最
高
裁
判
所
判
決
で
は

｢何

人
も
'
そ
の
承
諾
な
し
に
'
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う

･
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
を
肖
像
権
と
称
す

る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
少
な
く
と
も
､
警
察
官
が
､
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
､
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
'
憲
法

〓
二
条
の
趣

旨
に
反
し
'
許
さ
れ
な
い
｣
(最
高
判
昭
和
四
四
年

〓

1月
二
四
日
)
と
さ
れ
て
お
り
､
新
し
い
権
利
の
創
設
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
が
'
な

お
直
接
こ
の
規
定
を
踏
ま
え
た
保
護
も
可
能
と
し
て
い
る
｡

憲
法
に
お
け
る

｢個
人
の
尊
重
｣
に
関
係
し
て
特
に
問
題
と
な
る
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
事
案
と
し
て
は
､
安
楽
死

･
尊
厳
死
の
問
題
が
あ
る
｡

｢回
復
が
不
可
能
で
苦
痛
を
伴
う
よ
う
な
場
合
'
本
人
の
明
確
な
意
志
を
も
と
に

(延
命
治
療
拒
否
)
を
認
め
得
る
｣
と
す
る
説

(佐
藤
幸
治

『
憲

法
』
他
)
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
尊
厳
死
と
い
う
名
称
は
用
い
て
い
て
も
'
論
拠
と
し
て
､
個
人
の
尊
厳
や
人
間
の
尊
厳
を
直
接
明
示
し
て
い
る
も
の

は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
自
己
の
生
命
､
身
体
の
処
分
に
関
わ
る
自
己
決
定
権
と
し
て
と
ら
え
'
そ
の
自
己
決
定
権
の
論
拠
を
憲
法
第

一

三
条
に
求
め
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
憲
法
第

二
二
条
に
関
す
る
内
容
と
し
て
は
､
肖
像
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
等
の
人
格
に
ま
つ
わ
る
権
利
や
自
己
決
定
権
が

1
般

的
に
は
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
う
ち
の
自
己
決
定
権
と
は
'
個
人
が

一
定
の
個
人
的
事
柄
に
つ
い
て
､
公
権
力
の
行
使
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
'

自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
と
さ
れ

(佐
藤
同
上
)
'
上
に
あ
げ
た
'
自
己
の
生
命
､
身
体
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
､
の
他
に
'
結
婚

･
離

婚
等
家
族
の
形
成

･
維
持
に
か
か
わ
る
こ
と
､
避
妊

･
堕
胎
な
ど
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
こ
と
'
及
び
服
装
身
な
り
な
ど
と
さ
れ
る

(矢
口

俊
昭

｢科
学
技
術
の
発
展
と
自
己
決
定
権
｣
法
学
教
室
二

二

一号
)0

生
命
科
学
技
術
で
人
間
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
技
術
は
多
く
あ
り
､
人
工
妊
娠
中
絶
､
人
工
授
精
'
体
外
受
精
､
代
理
母
､
出
生
前
診
断
､
性
の
産

み
分
け
､
遺
伝
子
治
療
'
遺
伝
子
診
断
'
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
解
析
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
こ
の
中
で
個
人
の
尊
重
､
す
な
わ
ち
自
己
決
定
権
の
観
点
か

[憲
法

〓
二
条
個
人

の
尊
重
規
定
]



ら
制
限
の
検
討
が
必
要
と
な
る
の
は
､
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
解
析
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
｡
む
し
ろ
'
人
工
妊
娠
中
絶
以
下
の
技
術
は
'
女
性
の
生
む
権
利

･

生
ま
な
い
権
利

(自
己
決
定
権
と
し
て
の
)
を
支
援
す
る
技
術
と
見
な
す
こ
と
さ
え
で
き
る
｡

憲
法

一
三
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
､
ま
ず
'
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
に
つ
い
て
は
核
提
供
者
の
身
体
の
処
分
な
い
し
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る

自
己
決
定
権
の
行
使
の
側
か
ら
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
こ
の
核
提
供
者
の
自
己
決
定
権
が
い
か
な
る
理
由
で
制
限
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
｡

憲
法

〓
二
条
で
は
､
｢生
命
'
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
'
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
､
立
法
そ
の
他
の
国
政

の
上
で
､
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
｣
の
で
あ
る
か
ら
'
核
提
供
者
の
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
の
権
利

(権
利
と
見
な
し
得
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
)

は
'
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
た
め
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
自
己
決
定
権
を
制
限
す
る
公
共
の
福
祉
に
は
い
く
つ
か
の
内
容
が
あ
る
が
､
こ
の

場
合
'
①
生
ま
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
子
供
の
個
人
の
尊
厳

(幸
福
追
求
な
ど
の
権
利
)
と
の
衝
突
'
②
公
序
良
俗
の
よ
う
な
公
的
秩
序
と
の
対
立
t

と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
'
そ
の
調
整
結
果
と
し
て
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
①
の
生
ま
れ
て

来
る
で
あ
ろ
う
子
供
の
権
利
と
の
調
整
と
考
え
る
場
合
に
は
'
将
来
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
子
供
を
個
人
の
権
利
の
主
体
と
な
し
え
る
の
か
､
二
つ
の

権
利
を
比
較
し
て
間
違
い
な
く

一
方

(
つ
ま
り
核
提
供
者
の
ク
ロ
ー
ン
を
作
成
す
る
権
利
)
の
劣
後
を
認
め
得
る
の
か
､
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
く

る
と
考
え
ら
れ
る
｡
(②
に
つ
い
て
は
後
述
)

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
憲
法
学
で
は
今
の
と
こ
ろ
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
子
供
の
生
存
す
る
形
態
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権
は
議
論
と
な

っ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

一
方
､

一
旦
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
子
供
は
生
ま
れ
な
い
方
が
い
い
な
ど
自
己
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
'

結
局
の
と
こ
ろ
'
こ
の
論
理
は
特
定
の
子
供
は
生
ま
れ
さ
せ
な
い
方
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
第
三
者
の
評
価
に
帰
着
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
後
者
の
二
つ
の
権
利
の
軽
重
の
判
断
は
､
例
え
ば
遺
伝
病
を
持
つ
胎
児
の
生
ま
れ
る
権
利
と
母
親
の
人
工
妊
娠
中
絶
す
る

権
利

(生
む
権
利

･
生
ま
な
い
権
利
)
と
の
相
克
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
､
極
め
て
難
し
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(人
間
の
尊
厳
)
に
関
し
て
は
､
憲
法

≡

一条
の
解
釈
を
離
れ
'
人
類
の
普
遍
的
な
倫
理
原
則
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
欧
州
に

お
け
る
生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
倫
理
問
題
を
理
解
す
る
に
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
概
念
で
眺
め
る
こ
と
が
適
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､
欧
州
各
国
で

は
生
殖
医
療
技
術
の
規
制
に
当
た
り
'
人
間
の
尊
厳
の
原
則
を
援
用
し
つ
つ
､
よ
り
具
体
的
に
腔
の
保
護
や

(人
間
の
)
身
体
の
尊
重
の
原
則
を
導

出
し
て
い
る
O
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､
項
目
を
改
め
て
検
討
す
る
｡

我
が
国
で
も
憲
法

≡

一条
と
は
別
に

｢人
間
の
尊
厳
｣
｢個
人
の
尊
厳
｣
に
か
か
わ
る
法
的
な
概
念
が
存
在
し
な
い
か
を
考
え
て
み
た
い
｡
民
法

で
は
婚
姻
の
要
件
と
し
て

｢直
系
血
族
ま
た
は
三
親
等
内
の
傍
系
血
族
の
間
で
は
､
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
(七
三
四
条
第

一
項
)
｢直
系

姻
族
の
間
で
は
､
結
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
(七
三
五
条
)
と
さ
れ
'
近
親
婚
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
上
述
の

｢人
間
の
尊
厳
｣
に

近
い
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
民
法
学
で
は
近
親
婚
の
禁
止
を
､
近
親
婚
に
よ
る
遺
伝
疾
患
の
防
止
な
ど
優
生
学
的
理
由
の
他

[道
義
人
情

･
社
会

倫
理
]
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に
､
｢道
義
人
情
に
反
す
る
｣
(有
泉
亨

｢親
族
法

･
相
続
法
｣
)
｢社
会
倫
理
的
配
慮
｣
(上
野
雅
和

｢新
版
注
釈
民
法
｣
)
な
ど
の
た
め
と
し
て
い
る
｡

広
く
は
､
公
序
良
俗
の
概
念
の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
､
上
記
②
の
公
的
秩
序
に
よ
り
結
婚
と
い
う
自
己
決
定
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
例
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡

な
お
､
学
説
で
は
､
血
族
間
近
親
婚
に
つ
い
て
は
､
優
生
学
的
配
慮
か
ら
と
は
い
え
共
有
す
る
遺
伝
子
の
量
的
な
危
険
度
だ
け
か
ら
禁
止
す
る
こ

と
の
問
題
を
指
摘
さ
れ
'
ま
た
姻
族
近
親
婚
に
つ
い
て
も
､
核
家
族
化
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
意
義
か
ら
言
っ
て
維
持
す
る
必
要
性
が
批
判
さ
れ

て
い
る

(『
新
版
注
釈
民
法
』
)｡
こ
の
よ
う
に
､
道
義
人
情
や
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
の
禁
止
に
つ
い
て
は
'
社
会
的
に
も
相
対
的
な
基
準
に
基
づ

く
も
の
で
'
そ
の
意
味
で
違
反
の
効
果
も
様
々
な
も
の
と
な
り
得
る
と
さ
れ
る
｡
ち
な
み
に
､
近
親
婚
に
関
す
る
規
定
違
反
は
無
効
で
は
な
く
取
消

し
事
由
と
な
っ
て
お
り
､
当
然
刑
事
罰
も
伴
っ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
内
縁
関
係

(事
実
上
の
婚
姻
)

へ
の
適
用
も
な
い
｡

∽受
精
時
点

(腔
の
段
階
)
か
ら
の
人
間
の
生
命
の
発
生

人
間
の
生
命
の
始
ま
り
が
い
つ
か
に
つ
い
て
は
､
生
物
学
だ
け
で
は
な
く
法
律
学
'
倫
理
学
､
宗
教
学
'
哲
学
な
ど
様
々
な
分
野
に
お
い
て
議
論

が
行
わ
れ
て
お
り
定
説
は
な
い
｡
日
本
の
法
律
で
は
'
民
法
で
は

｢私
権
ノ
享
有

ハ
出
生

二
始

マ
ル
｣
(
一
条
ノ
三
)
と
さ
れ
'
胎
児
が
体
の
全
体

を
露
出
し
た
と
き
と
解
さ
れ
て
お
り
'

一
部
相
続
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は

｢胎
児
は
､
相
続
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
｣

(八
八
六
条

一
項
)
と
さ
れ
て
い
る
｡

一
方
刑
法
で
は
､
殺
人
罪
の
適
用
に
当
た
り
判
例
は
胎
児
の
体
の
一
部
が
露
出
し
た
時
を
持

っ
て
殺
人
罪
が

成
り
立
つ
と
L
t
そ
の
ほ
か
堕
胎
の
罪

(二

二

一条

～
二

一
六
条
)
に
よ
っ
て
胎
児
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
｡
基
本
的
に
は
全
体
露
出
な
い
し

一
部

露
出
し
た
時
点
で
人
と
見
な
さ
れ
､
た
だ
し
胎
児
の
時
点
で

一
部
の
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
'
胎
児
の
権
利
主
体
と
し
て
の
扱
い
は

確
定
的
で
は
な
く
'
民
法
で
は

｢前
項
の
規
定
は
'
児
が
死
ん
で
生
ま
れ
た
と
き
は
､
こ
れ
を
適
用
し
な
い
｣
(八
八
六
条
二
項
)
と
さ
れ
､
刑
法

で
も
堕
胎
の
罪
が
あ
る

一
方
母
体
保
護
法

(旧
優
生
保
護
法
)
で
､
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
､
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
法
律
上
胎
児

の
概
念
は
明
確
で
は
な
く
'
通
常
は
受
精
後
'
腰
が
生
じ
'
分
割
と
併
行
し
て
子
宮
に
着
床
L
t
桑
実
腔
を
経
て
腫
芽
が
生
じ
､
こ
れ
が
や
が
て
胎

児

へ
と
発
達
す
る
こ
と
に
な
る
｡

す
で
に
見
た
よ
う
に
､
ド
イ
ツ
の
腫
保
護
法
で
は
腔
を
中
心
に
規
制
が
行
わ
れ
､
す
で
に
あ
る
自
然
な
腔
の
乱
用
の
他
に
､
人
為
的
な
腔
の
作
成

も
禁
止
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
考
え
方
の
背
景
に
は
ロ
ー
マ
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
.
著
名
な

T
九
九
五
年
の

ロ
ー
マ
教
皇
ヨ
ハ
ネ

･
パ
ゥ
ロ
二
世
の
回
勅

｢
い
の
ち
の
福
音
｣
で
は
'
｢
一
つ
の
新
し
い
生
命
は
受
胎
の
瞬
間
に
始
ま
る
｡
-

キ
リ
ス
ト
教

の
伝
統
は
'
堕
胎
を
特
に
重
い
道
徳
的
不
正
行
為
と
す
る
点
で
明
確
か
つ
一
致
し
て
お
り
､
最
近
の
ロ
ー
マ
教
皇
の
教
権
は
､
こ
の
教
理
を
繰
り
返

一
九
ペ
ー
ジ

～
参
照
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し
確
認
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
､
堕
胎
は
他
を
害
し
な
い
者
を
故
意
に
殺
害
す
る
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
常
に
重
大
な
道
徳
的
不
正
で
あ
る
こ
と

を
宣
言
す
る
｡
｣
｢堕
胎
に
つ
い
て
の
道
徳
的
評
価
は
生
命
医
学
の
研
究
領
域
で
広
ま
り
つ
つ
あ
る
人
間
の
腔
へ
の
干
渉
に
も
適
用
さ
れ
る
｡
人
間
の

腔
ま
た
は
胎
児
を
実
験
の
対
象
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
'
彼
ら
の
人
間
存
在
の
尊
厳
の
尊
重
に
抵
触
す
る
犯
罪
を
構
成
す
る
｡
体
外
受
精
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
腔
や
胎
児
を
実
験
用
に
利
用
す
る
こ
と
は
､
た
と
え
他
者
を
助
け
る
た
め
の
も
の
･で
あ
っ
て
も
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
｡
｣
(秋
葉
悦

子

｢自
己
決
定
権
の
限
界
｣
『法
の
理
論

1
七
』
の
回
勅
概
要
よ
り
引
用
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
.

こ
の
考
え
方
自
体
に
つ
い
て
は
'
倫
理
的

･
宗
教
的
確
信
で
あ
り
そ
の
当
否
を
こ
こ
で
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
｢い
の

ち
の
福
音
｣
の
文
章
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
'
生
命
の
発
生
は
受
胎
か
ら
始
ま
る
と
す
る
ゆ
え
に
'
腔
の
保
護
'
す
な
わ
ち
陸
の
乱
用
の
禁

止
は
堕
胎
の
禁
止
と
不
可
分
に
つ
な
が
っ
て
お
り
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
工
妊
娠
中
絶
の
正
当
性
を
検
討
し
な
い
限
り
腔
の
地
位
を
認
め
る
こ
と

は
法
的
整
合
性
が
と
れ
な
い
こ
と
と
な
る
｡
少
な
く
と
も
､
現
在
の
日
本
の
よ
う
に

-
方
で
妊
娠
中
絶
を
合
法
化
し
な
が
ら
'
随
の
研
究
を
禁
止
す

る
考
え
方
を
'
上
に
掲
げ
た
立
場
か
ら
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
平
成
五
年
度
に
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
行

わ
れ
た
生
殖
医
療
技
術
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
研
究
成
果
報
告
書

｢生
殖
医
療
に
お
け
る
人
格
権
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問

題
｣
で
示
さ
れ
て
い
る
勧
告
の
理
由
の
中
で
も

｢諸
外
国
の
例
を
参
照
し
て
も
'
腔
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
立
法
上
の
積
極
的
定
義
づ
け
を
行
う

こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
り
､
こ
れ
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
あ
る
い
は
当
面
の
問
題
解
決
を
遠
ざ
け
る
可
能
性
も
存
す
る
｡
そ
こ
で
本
勧
告
で
は
､
既

存
の
法
律
と
整
合
を
図
り
つ
つ
'
法
的
地
位
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
で
最
低
限
の
合
意
に
達
し
た
｣
と
述
べ
て
お
り
､
法
益
と
し
て
腔
の
保
護
を

あ
げ
る
こ
と
は
困
難
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

糾身
体
の
尊
重

フ
ラ
ン
ス
で
は
､
ま
ず
民
法
典
に

(人
体
の
尊
重
の
原
理
)
が
明
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢
こ
の
法
律
は
人
の
優
越
性
を
保
障
し
'
そ
の
尊
厳
に
対
す

る
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
禁
止
し
､
及
び
人
を
そ
の
生
命
の
始
ま
り
か
ら
尊
重
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
｣
(
一
六
条
)
と
す
る
｡
そ
の
上
で
'

①
何
人
も
'
自
己
の
身
体
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
｡

②
人
体
は
不
可
侵
で
あ
る
｡

③
人
体
､
そ
の
構
成
要
素
及
び
そ
の
産
物
は
'
財
産
権
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
｡

こ
の
中
で
'
身
体
尊
重
に
関
す
る
差
し
止
め
請
求
権
を
認
め

二

六
条
の
二
)
'
人
体
の
完
全
性
に
対
す
る
侵
害
は
本
人
の
た
め
の
治
療
的
処
置

か
ら
の
必
要
性
に
限
ら
れ
る

(
一
六
条
の
三
)
と
定
め
る
｡

ま
た
､
人
体
の
尊
重
の
効
果
と
し
て
､
人
体
に
対
す
る
財
産
的
価
値
の
付
与
の
禁
止

二

六
条
の
五
)､
人
体
提
供
の
無
償
性
の
原
理
の
確
認

(
一

二

〇
ペ
ー
ジ

～
参
照
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六
条
の
六
)
'
人
体
提
供
の
際
の
匿
名
性
の
原
理

(
一
六
条
の
八
)
'
代
理
母
契
約
の
無
効

(
一
六
条
の
七
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
人
類

の
完
全
性
の
保
護
の
た
め
､
優
生
学
的
営
為
の
禁
止

･
子
孫
変
更
の
た
め
の
遺
伝
形
質
の
変
更
の
禁
止

(
一
六
条
の
四
)
を
定
め
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
極
め
て
体
系
的
に
身
体
を
め
ぐ
る
保
護
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
生
命
倫
理
法
の
特
色
で
あ
る
｡
特
に
､
本
法
は
憲
法

院
に
よ
っ
て
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
が
､
こ
れ
ら
生
命
倫
理
法
の
各
規
定
に
つ
い
て
は
､

一
九
四
六
年
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
'

一
七
八
九
年
フ
ラ
ン

ス
革
命
人
権
宣
言
の

1
条

･
二
条

･
四
条
'
前
憲
法
前
文

1
0
項

･
二

項
を
根
拠
と
し
て
合
憲
と
定
め
て
い
る
.

生
命
倫
理
法
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
措
置
は
公
衆
衛
生
法
典
や
施
行
令
等
で
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
お
り
､
例
え
ば
人
体
の
組
織

･
細
胞

･

産
出
物
の
摘
出

･
保
存

･
利
用
に
関
し
て
は
､
規
制
外
の
も
の
'
特
則
あ
る
も
の
､

1
般
的
な
規
制
に
従
う
も
の
等
に
分
け
ら
れ
'
ほ
ぼ
合
理
的
な

規
制
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(北
村

一
郎

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
立
法
の
概
要
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
九
〇
号
)0

し
か
し
な
が
ら
'
権
利
の
主
体

(人
)
と
客
体

(物
)
を
基
本
に
組
み
立
て
､
原
則
と
し
て
物
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権
を
認
め
て
い
る
現
在
の

我
が
国
私
法
制
度
の
中
で
､
人
体
に
対
し
特
別
の
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
極
め
て
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
､
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
対

応
が
示
す
よ
う
に
､
現
在
の
我
が
国
民
法
を
中
心
と
す
る
法
制
度
全
般
を
抜
本
的
に
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
こ

れ
を
持

っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
や
利
益
と
し
､
規
制
す
る
法
律
を
作
る
こ
と
は
大
幅
な
法
体
系
の
見
直
し
を
要
す
る
こ
と
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ

ろ
う
｡

二
.
ク
ロ
ー
ン
技
術
適
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
積
極
的
利
益

一
方
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
も
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
悪
魔
の
技
術
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
'
将
来
の
人
類
の
幸

福
の
た
め
に
役
立
つ
点
が
多
々
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
①
不
妊
治
療
の
み
な
ら
ず
､
が
ん
の
発
生
の
機
構
解
明
､
拒
絶
反
応
の
な
い
人
工
臓
器
な

ど
再
生
医
学
の
発
展
等
の
将
来
の
医
療
技
術
の
向
上
'
②
将
来
の
人
類
に
と
っ
て
予
測
不
可
能
な
事
態
に
対
応
す
る
知
識
の
ス
ト
ッ
ク

(環
境
ホ
ル

モ
ン
問
題
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
､
人
類
の
将
来
の
生
殖
に
対
す
る
危
機
が
生
じ
た
場
合
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
)
と
し
て
役
立
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ

る
し
､
③
科
学
的
な
英
知
は
､
研
究
者
の
好
奇
心

(キ

ユ
リ
オ
シ
テ
ィ
)
と
自
律
的
な
活
動
に
よ
り
壮
大
な
科
学
技
術
体
系
が
生
ま
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
'

一
部
で
あ

っ
て
も
不
適
切
な
制
限
が
入
る
こ
と
は
'
研
究
の
萎
縮
や
衰
退
を
招
く
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
､
④
医
療
に
お
け

る
自
己
決
定
権
は
近
年
欧
米
を
中
心
に
大
幅
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
'
妊
娠
中
絶
､
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
､
尊
厳
死
な
ど
は
こ
う
し

た
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
変
化
で
あ
り
'
自
己
決
定
権
が
万
能
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
'
こ
う
し
た
医
療
政
策
上
の
ト
レ
ン
ド
の
中
で
､
自

己
決
定
権
の
行
使

(憲
法
上
の

｢個
人
の
尊
重
｣
に
相
当
)
の

一
形
態
と
し
て
､
多
く
の
生
殖
医
療
技
術
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
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な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
上
述
の
様
々
な
問
題
点
を
含
め
て
比
較
考
量
し
た
上
で
､
適
切
な
規
制
形
態
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
｡

三
.
ま
と
め

現
在
政
府
関
係
の
審
議
会
で
も
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
関
す
る
規
制
を
検
討
し
始
め
て
お
り
､
一
部
の
報
告
書
が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
中
で
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
問
題
点
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分
析
し
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

学
術
審
議
会
特
定
研
究
領
域
推
進
分
科
会
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
報
告

｢大
学
等
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
研
究
に
つ
い
て
｣
(平
成

一
〇
年
七
月

三
日
)
で
は
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
問
題
点
と
し
て
､

川生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
遺
伝
的
形
質
に
望
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
懸
念

∽個
人
､
家
族
'
社
会
の
あ
り
方
に
望
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
懸
念

を
あ
げ
､
そ
の
他
の
配
慮
事
項
と
し
て
'
子
供
に
対
す
る
親
の
決
定
権
や
個
人
の
自
立
性
に
新
た
な
議
論
を
提
起
'
優
生
学
上
の
思
想
の
悪
用
も
招

き
か
ね
な
い
､
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
社
会
的
な
不
安
や
誤
解
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
重
視
し
て
適
切
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
し
､
倫
理

上
否
定
さ
れ
ま
た
は
肯
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
る
｡

一
方
､
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
中
間
報
告

｢ク
ロ
ー
ン
技
術
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
｣
(平
成

一
〇

年
六
月

一
五
日
)
で
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
t

M人
間
の
尊
厳
の
確
保

個
人
の
尊
重
さ
れ
る
権
利
の
侵
害

人
間
の
生
殖
の
あ
り
方
に
対
す
る
社
会
認
識
か
ら
の
逸
脱

の安
全
性
の
問
題

出
生
児
の
障
害
な
い
し
成
長
過
程
で
の
障
害
の
発
生

を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

さ
ら
に
'
欧
米
各
国
は
異
な
る
観
点
か
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
規
制
を
し
て
い
る
｡
結
果
は
類
似
し
て
い
る
が
､
必
ず
し
も
生
命
の
開
始
を
腰
の

段
階
か
ら
始
ま
る
と
見
て
す
べ
て
の
規
制
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
､
人
体
の
不
可
分
性
が
す
べ
て
の
国
の
民
法
典
の
新
原
理
と
し
て

認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
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し
か
し
な
が
ら
'
欧
州
を
中
心
に
グ

ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
し
た
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
｡

グ

ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
'
規
制
に
関
す
る
外
形
的
な
統

一
と
言
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
､
日
本
は
こ
れ
ら
各
国
の
法
制
度
や
そ
の
た
め
の
考

え
方
を
参
考
に
し
つ
つ
も
､
独
自
の
根
拠
を
探
る
こ
と
が
望
ま
し
い
C

本
論
に
お
い
て
は
以
上
述
べ
た
理
由
に
よ
り
'
規
制
が
行
わ
れ
る
べ
き
根
拠
と
し
て
次
の
二
点
を
特
に
重
視
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
｡

①
安
全
性

②
社
会
的
秩
序

こ
れ
は
'
単
に
立
法
化
を
図
る
場
合
の
根
拠
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
､
活
気
に
満
ち
発
展
す
る
社
会
を
維
持
す
る
政
府
の
責
務
と
し
て
も
積
極
的

に
立
法
政
策
と
し
て
掲
げ
る
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
｡

一
方
こ
の
よ
う
な
保
護
法
益
や
利
益
を
踏
ま
え
た
場
合
､
す
で
に
第
五
節
の
規
制
対
象
の
検
討
の
中
で
述
べ
た
よ
う
な
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て

吟
味
し
て
み
る
と
､
結
果
的
に
ク
ロ
ー
ン
腔
が
母
胎
に
着
床
L
t
成
長
し
て
胎
児
と
な
り
'
個
体
と
し
て
出
産
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
､
上

に
あ
げ
た
安
全
性
の
問
題
も
'
社
会
的
秩
序
の
問
題
も
当
面
問
題
と
し
て
生
じ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
規
制
範
囲
の

問
題
だ
け
で
な
く
'
規
制
を
正
当
づ
け
る
根
拠
の
観
点
か
ら
も
､
規
制
に
当
た
っ
て
は
次
の
二
段
階
に
分
け
て
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が

好
ま
し
い
と
考
え
る
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
'
こ
の
よ
う
な
区
分
に
従
い
'
規
制
方
法
や
規
制
内
容
'
そ
の
担
保
手
段
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
適

切
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

①
中
核
的
規
制

(ク
ロ
ー
ン
腔
の
母
胎
着
床
)

②
周
辺
的
規
制

(そ
の
他

i
切
の
ク
ロ
ー
ン
関
連
研
究
行
為
)

五
九
ペ
ー
ジ
参
照



第
七
節

補
説

･
研
究
者
の
法
的
責
任

第

一
項

加
重
的
過
失
責
任

‖以
上
で
先
端
科
学
技
術
に
対
す
る
規
制
を
行
う
場
合
の
そ
の
態
様
と
規
制
を
行
う
べ
き
根
拠
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
｡
直
接
以
上
の
検
討
に

関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
､
こ
れ
ら
の
規
制
は
研
究
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
t

I
般
的
な
研
究
者
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
こ
の

際
議
論
を
加
え
て
お
き
た
い
｡
研
究
者
と
い
え
ど
も
有
責
違
法
な
行
為
に
よ
り
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
､
民
事
法
に
よ
り
債
務
不
履
行
や
不
法
行

為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
受
け
､
刑
事
法
に
よ
り
刑
罰
を
受
け
'
行
政
法
に
よ
り
懲
戒
処
分
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
｡
し
か
し
､
研
究
者
の
社

会
的
責
務
や
倫
理
的
責
任
に
つ
い
て
は
日
本
学
術
会
議
や
､
科
学
者
の
国
際
的
な
組
織
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
､
法
律
論
の
中
で
研
究
者
の

責
任
が
直
接
議
論
さ
れ
た
例
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
し
か
し
t

I
方
で
'
生
命
科
学
技
術
関
係
の
研
究
や
技
術
適
用
に
お
い
て
､
多
く
の
場

合
医
師
と
研
究
者
は
同

一
人
で
あ
る
こ
と
が
多
く
'
医
師
も
研
究
者
も
社
会
的
に
は
専
門
家
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
当
該
研
究

者
の
医
師
と
し
て
の
責
任
は
法
的
に
も
比
較
的
明
確
で
あ
る
の
に
対
し
'
研
究
者
の
責
任
は
明
確
で
は
な
い
｡

同
様
に
､
そ
の
他
の
研
究
者
の
責
任
を
問
う
場
合
に
あ
っ
て
も
'
研
究
者
そ
れ
自
身
の
特
性
に
基
づ
い
て
責
任
を
問
い
得
る
の
か
'
研
究
者
が
持

つ
他
の
属
性
に
基
づ
き
責
任
を
問
い
得
る
の
か
は
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
｡
研
究
者
が
持
つ
他
の
属
性
と
は
､
上
述
の
医
師
と
研
究
者
の
身
分

を
兼
ね
た
場
合
ば
か
り
で
は
な
く
'
国
立
試
験
研
究
機
関
研
究
者

(国
家
公
務
員
)
､
国
立
大
学
研
究
者

(教
育
公
務
員
)
､
公
立
試
験
研
究
機
関
研

究
者

(地
方
公
務
員
)
､
公
的
研
究
機
関
研
究
者

(そ
れ
ぞ
れ
の
別
の
法
律
､
条
例
な
ど
に
基
づ
く
特
別
の
身
分
)
な
ど
で
あ
る
｡
純
粋
な

｢研
究

者
｣
の
責
任
は
こ
う
し
た
属
性
を
除
外
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
0

こ
こ
で
は
'
研
究
者
の
責
任
を
検
討
す
る
た
め
､
近
時
､
民
法
学
で

｢専
門
家
責
任
｣
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
新
た
な
加
重
責
任
に
つ
い
て
検

討
し
､
そ
の
後

1
般
的
な
過
失
責
任
を
議
論
す
る
こ
と
と
す
る
.

∽現
在
刑
事
法

(行
政
刑
法
を
含
む
)
の
分
野
で
は
'
研
究
者
及
び
研
究
者
と
比
較
し
得
る
よ
う
な
者
の
責
任
論
に
つ
い
て

一
般
的
な
体
系
理
論
は

で
き
あ
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

一
方
､
民
事
法
の
分
野
に
お
い
て
は
'
｢専
門
家
の
責
任
論
｣
が
海
外
も
含
め
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て

い
る
｡
こ
の
枠
組
み
を
紹
介
し
'
こ
の
考
え
方
の
中
に
研
究
者
を
取
り
込
む
こ
と
の
可
能
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
､
研
究
者
の
責
任
を
考
え
て

み
た
い
｡
主
に
次
の
文
献
を
参
考
と
し
た
｡

①
酉
嶋
梅
治

｢プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

･
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
･
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
の
基
本
問
題
｣
有
泉
亨
監
修

『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
』

②
川
井
健

『
専
門
家
の
責
任
』

[専
門
家
の
責
任
の

内
容
]
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③

｢特
集

･
｢専
門
家
の
責
任
｣
の
法
理
の
課
題
と
展
望
｣
法
律
時
報
六
七
巻
二
号

④
山
田
卓
生
編

『
新
現
代
賠
償
法
講
座
三

(製
造
物
責
任

･
専
門
家
責
任
)』

民
法
で
は
債
務
不
履
行
責
任
と
不
法
行
為
責
任
に
医
師
等
の
専
門
家
の
責
任
は
現
れ
る
｡
民
法
で
は
'
医
師
等
の
専
門
家
の
責
任
は
契
約
面
で
は

委
任
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任
と
な
る
の
で
'
民
法
六
四
四
条
の
規
定

｢受
任
者

ハ
委
任
ノ
本
旨

二
従
ヒ
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
委
任

事
務
ヲ
処
理
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
｣
に
よ
り
善
管
注
意
義
務
を
負
う
と
さ
れ
､
受
任
者
の
職
業
'
注
意
な
ど
に
つ
き
通
常
人
を
基
準
と
し
て
要
求
さ
れ

る
義
務
と
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
分
業
社
会
の
進
展
､
知
識
社
会
､
高
度
工
業
社
会
'
情
報
化
社
会
の
出
現
は
多
数
の
専
門
家
を
生
み
出
し
､
こ
う

し
た
専
門
家
が
個
々
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
求
に
基
づ
い
て
活
動
を
行
い
'
そ
の
結
果
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
予
期
せ
ぬ
損
害
が
生
じ
た
場
合
の
専
門
家

の
責
任
に
つ
き
､
厳
格
責
任
化
傾
向
が
見
ら
れ
る

(医
師
に
つ
い
て
は
､
｢人
の
生
命
及
び
健
康
を
管
理
す
べ
き
業
務
に
従
事
す
る
者
は
､
そ
の
業

務
の
性
質
に
照
ら
し
'
危
険
防
止
の
た
め
実
験
上
必
要
と
さ
れ
る
最
善
の
注
意
義
務
を
要
求
さ
れ
る
｣
(最
高
判
昭
和
三
六
年
二
月

一
六
日
))｡
特

に
こ
れ
が
人
命
と
は
関
係
な
い
業
務
に
ま
で
見
ら
れ
る
な
ら
ば
､
専
門
家
共
通
の
責
任
問
題
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
が
専
門
家
の

責
任
論
で
あ
る

(特
に
弁
護
士
'
司
法
書
士
等
に
お
け
る
説
明
報
告
義
務
､
助
言
義
務
'
調
査
確
認
義
務
を
認
め
た
最
近
の
判
例
に
つ
い
て
は
工
藤

祐
厳

｢
｢専
門
家
の
責
任
｣
と
主
要
判
例
の
分
析
｣
法
律
時
報
六
七
巻
二
号
)0

専
門
家
の
責
任
は
比
較
的
新
し
い
概
念
で
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
完
全
な
理
論
化
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

一
般
的
に
は
､
専
門
家

に
は
高
度
な
注
意
義
務
と
か
忠
実
義
務
が
あ
る
と
言
わ
れ
'
個
別
の
専
門
家
ご
と
に

(特
に
医
療
過
誤
訴
訟
を
中
心
に
医
師
の
注
意
義
務
責
任
と
し

て
)
注
意
義
務
の
要
件
や
類
型
化
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
特
に
'
医
師
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
よ
う
な
情
報
提
供
や
助
言
義
務
が

重
視
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た

一
方
で
専
門
家
の
責
任
が
確
定
す
る
以
前
か
ら

(必
ず
し
も
本
論
の
専
門
家
責
任
の
専
門
家
と
合
致
し
な
い
が
)
専
門
家

責
任
保
険
制
度
が
設
け
ら
れ
て
社
会
的
に
も
す
で
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
､
顧
客
と
の
信
頼
性
､
債
務
の
な
す
債
務
性
､
情

報
の
格
差
偏
在
'
そ
の
職
務
の
公
益
性
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
ま
だ
専
門
家

一
般
の
理
論
と
し
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

専
門
家
責
任
は
国
に
よ
り
大
き
く
異
な
り
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
法
曹
'
医
師
な
ど
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
さ
れ
'
特
に
自
治
組
織
に
よ
っ
て
自
己

統
治
を
し
て
い
る
｡

一
方
ア
メ
リ
カ
で
は
､
長
ら
く
専
門
家
に
関
す
る
責
任
に
関
し
て
は
議
論
が
行
わ
れ
'
専
門
家
の
ネ
グ
リ
ジ

ェ
ン
ス
責
任
が
法

律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
専
門
家
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
｢プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
､
科
学
ま
た
は
高
度
の
知
識
に
裏
づ
け
ら
れ
､
そ
れ
自
体

一
定
の
基
礎
理
論
を

持

っ
た
特
殊
の
技
能
を
､
特
殊
な
教
育
ま
た
は
訓
練
に
よ
っ
て
修
得
し
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
不
特
定
多
数
の
市
民
の
中
か
ら
任
意
に
提
示
さ
れ
た
個

々
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
具
体
的
要
求
に
応
じ
て
具
体
的
活
動
を
行
い
､
よ
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
の
た
め
に
つ
く
す
職
業
で
あ
る
｣
(文
献
①
)
と
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さ
れ
る
｡

S専
門
家
と
し
て
の
要
件
に
つ
い
て
は
､
海
外
で
の
議
論
も
含
め
い
く
つ
か
の
共
通
し
た
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
(文
献
①
)

(イ
)
そ
の
業
務
に
つ
い
て
一
般
的
原
理
が
確
立
し
て
お
り
'
こ
の
理
論
的
知
識
に
基
づ
い
た
技
術
を
習
得
す
る
の
に
長
期
間
の
教
育
と
訓
練
が
必

要
で
あ
る
こ
と

(
ロ
)
免
許
資
格
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
ハ
)
職
能
団
体
が
結
成
さ
れ
て
お
り
そ
の
団
体
に
つ
き
自
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
ll)
営
利
を
第

1
目
的
と
す
る
の
で
な
く
､
公
共
の
利
益
の
促
進
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(ホ
)
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
主
体
性
､
独
立
性
を
有
す
る
こ
と

あ
る
い
は
'
海
外

(ア
メ
リ
カ
)
で
は
次
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
定
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
基
本
的
な
要
件
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る

(笠
井
修

｢ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

｢専
門
家
の
責
任
｣｣
文
献
②
)0

(イ
)
専
門
家
の
能
力

･
技
能
は
知
的
な
性
格
を
持
ち
長
期
の
訓
練
の
結
果
修
得
さ
れ
う
る
高
度
の
能
力
で
あ
り
､
専
門
家
の
業
務
は
こ
の
能
力
を

用
い
る
も
の
で
あ
る
｡

(
ロ
)
専
門
家
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
､
非
専
門
家
で
あ
る
通
常
の
依
頼
者
の
評
価
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡
そ
の
こ
と
は
､

一
方

で
専
門
家
に
広
い
裁
量
の
範
囲
を
も
た
ら
す
｡
ま
た
､
他
方
で
､
特
定
の
専
門
家
に
何
ら
か
の
委
託
を
行
な
う
依
頼
者
は
､
そ
の
専
門
家
に
対
す
る

自
己
の
評
価
に
よ
る
よ
り
も
'
そ
う
し
た
評
価
以
前
の
､
専
門
家
に
対
す
る

一
定
の
信
頼
に
基
づ
い
て
委
託
を
行
う
傾
向
が
あ
る
｡

(
ハ
)
専
門
家
は
特
定
の
依
頼
者
の
利
益
に
奉
仕
す
る
義
務
の
み
な
ら
ず
､
同
時
に
､
そ
れ
を
こ
え
た
社
会
全
体
の
利
益
を
図
る
べ
き
義
務
を
負
い
'

高
い
倫
理
性
が
求
め
ら
れ
る
｡
(こ
の
高
い
倫
理
性
の
維
持
に
は
'
各
専
門
家
の
自
治
的
団
体
に
よ
る
規
律
が
重
要
な
働
き
を
果
た
し
て
き
た
｡)

(
ニ
)
専
門
家
に
は
通
常
長
い
歴
史
を
持
つ
社
会
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
を
受
け
て
'
日
本
で
は
'
弁
護
士
'
公
証
人
､
鑑
定
人
､
公
認
会
計
士
､
司
法
書
士
'
土
地
家
屋
調
査
士
'
宅
地
建
物
取
引
主
任
'
建
築
士

が
専
門
家
の
典
型
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
専
門
家
責
任
の
法
理
は
欧
米
で
盛
ん
で
あ
り
､
ア
メ
リ
カ
で
は
各
種
医
師
'
薬
剤
師
､
弁
護

士
'
公
認
会
計
士
'
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
､
イ
ギ
リ
ス
で
は
'
建
築
士
､
技
師
'
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー

(土
地
建
物
の
測
量
評
価
専
門
家
)'
バ
リ
ス
タ
ー

(法

[専
門
家
の
要
件
]

84



延
で
の
弁
護
活
動
を
行
う
法
曹
の

一
種
)
'
ソ
リ
シ
タ
ー

(取
引
の
代
理
活
動
を
行
う
法
曹
の

一
種
)
､
医
師
'
歯
科
医
師
'
会
計
士
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

㈱
こ
の
よ
う
な
専
門
家
の
責
任
は
､
｢素
朴
な
感
覚
に
従
え
ば
､
何
ら
か
の
仕
事
を
素
人
に
頼
ん
だ
場
合
に
そ
の
素
人
が
失
敗
し
て
も
あ
き
ら
め
が

つ
く
か
も
し
れ
な
い
が
'
専
門
家
に
頼
ん
で
失
敗
を
さ
れ
る
と
､
専
門
家
な
の
に
許
せ
な
い
と
感
じ
る
の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
｡
素
人
が
専
門
家
に

仕
事
を
頼
む
の
は
､
｢仕
事
の
内
容
が
高
度
に
専
門
的
で
あ
る
か
ら
自
分
で
は
で
き
な
い
｣
あ
る
い
は

｢自
分
で
も
で
き
る
が
専
門
家
に
頼
ん
だ
方

が
よ
り
良
い
結
果
が
導
か
れ
る
｣
と
い
う
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
､
専
門
家
に
は
本
来
的
に
素
人
よ
り
も
高
度
の
能
力

･
技
能
を
発
揮

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｣
(鎌
田
薫

｢専
門
家
責
任
の
基
本
構
造
｣
文
献
④
)
た
め
と
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な

｢専
門
家
｣
概
念
も
'
欧
米
に
お
い
て
ま
ず
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
必
ず
し
も
確
立
し
た
概
念
で
は
な
く
'
さ
ら
に
国
に
よ
っ

て
そ
の
考
え
方
の
異
な
る
点
も
あ
る
｡
代
表
的
な
海
外
の
例
を
あ
げ
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
で
は
各
専
門
家
ご
と
に
特
殊
性
に
応
じ
た
紛
争
解
決
を
判
例

や
法
律
制
定
に
よ
り
講
じ
'

一
般
的
な
専
門
家
責
任
と
し
て
の
概
念
形
成
が
図
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
特
に
､
責
任
基
準
の
形
で
明
確
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

一
方
'
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
､
専
門
家
責
任
に
つ
い
て
の
賠
償
責
任
な
ど
が
コ
モ
ン
ロ
ー
の
積
み
重
ね
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
､
際
だ
っ
た
特

徴
は
､
国
家
が
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
社
会
と
の
契
約
に
介
入
し
な
い
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
'
行
政
に
よ
る
統
制
で
は
な
く
自
己
統
治
を
す
る
と
い

う
原
則
が
行
き
渡

っ
て
い
る
｡
こ
の
た
め
'
法
曹
団
体
や
医
療
専
門
家
に
お
い
て
は
強
固
な
自
治
体
制
が
取
ら
れ
､
こ
の
中
で
例
え
ば
法
曹
団
体
で

の
苦
情
処
理
や
懲
戒
審
査
､
素
人
監
視
人
等
の
制
度
が
設
け
ら
れ
､
国
も
こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
法
律
サ
ー
ビ
ス
法
を
制
定
す
る
な
ど
の
措
置
を
講

じ
て
い
る
｡

さ
ら
に
'
専
門
家
責
任
は
､
こ
の
よ
う
な
賠
償
責
任
の
議
論
に
留
ま
ら
ず
'
専
門
家
賠
償
責
任
保
険
の
創
設
に
よ
り
実
務
的
に
も
重
要
な
意
味
を

持

っ
て
き
て
い
る
｡
保
険
上
の

｢専
門
家
｣
の
範
囲
は
'
上
記
の
専
門
家
よ
り
広
く
解
さ
れ
て
お
り
､
多
種
に
わ
た

っ
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
､
我

が
国
で
は
専
門
家
賠
償
責
任
保
険
と
し
て

一
九
六
三
年
に
発
売
さ
れ
た
医
師
責
任
保
険
に
始
ま
り
､
建
築
家
'
公
認
会
計
士
に
加
え
､
柔
道
整
復
士
､

薬
剤
師
'
は
り
師
､
き
ゆ
う
師
'
あ
ん
ま

･
マ
ッ
サ
ー
ジ

･
指
圧
師
'
薬
種
商
､
助
産
婦
'
看
護
婦
'
理
学
療
法
士
'
救
急
救
命
士
な
ど
の
医
療
系

の
専
門
家
､
弁
理
士
'
司
法
書
士
'
行
政
書
士
､
土
地
家
屋
調
査
士
'
弁
護
士
へ
税
理
士
な
ど
の
事
務
系
専
門
家
等
が
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
'
技
術
士
､

測
量
士
'
旅
行
業
者
､
添
乗
員
を
対
象
と
す
る
も
の
ま
で
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

専
門
家
責
任
保
険
は
､
専
門
家
で
あ
る
被
保
険
者
が
専
門
家
と
し
て
な
し
た
行
為
に
起
因
し
て
負
担
す
る
こ
と
が
あ
る
べ
き
損
害
賠
償
責
任
に
よ

り
生
じ
た
被
保
険
者
の
損
害
を
補
填
す
る
こ
と
に
あ
り
､
専
門
家
を
保
護
し
､
専
門
家
の
活
動
が
萎
縮
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
と
さ

れ
る

(西
島
文
献
①
)｡
な
お
'
現
時
点
に
お
い
て
研
究
者
の
賠
償
責
任
保
険
は
存
在
し
て
い
な
い
｡

[専
門
家
責
任
の
社

会
的
意
義
]



∽
以
上
の
専
門
家
理
論
を
踏
ま
え
て
､
研
究
者
の
上
記
専
門
家
要
件
に
該
当
性
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
､
い
く
つ
か
の
要
件
に
つ
い
て
必
ず
し
も

合
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
o
S
に
掲
げ
た
要
件
に
照
ら
し
て
み
る
と
､

(イ
)
通
常
､
研
究
者
は
長
期
間
の
教
育
と
訓
練
を
受
け
て
い
る
が
､
そ
れ
は
事
実
上
そ
う
し
た
経
験
を
踏
ん
で
い
な
け
れ
ば
現
在
の
学
会
等
で
評

価
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
､
そ
れ
が
研
究
者
の
不
可
欠
な
要
件
で
は
な
い
｡
近
年
､
学
際
的
分
野
の
学
会
が
増
加
し
て
い
る

が
､
そ
う
し
た
分
野
で
は
必
ず
し
も

一
般
原
理
が
確
立
し
て
も
お
ら
ず
'
ま
た
そ
の
分
野
の
優
れ
た
研
究
者
で
あ
っ
て
も
'
必
ず
し
も
研
究
歴
で
は

な
く
'
実
業
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
背
景
か
ら
研
究
実
績
を
あ
げ
て
い
る
者
も
多
い
｡

(
ロ
)
研
究
者
と
な
る
た
め
に
特
別
の
免
許
や
資
格
は
必
要
な
い
｡
学
位
は
特
別
な
資
格
で
は
な
い
と
考
え
る
が
､
こ
れ
を
資
格
と
考
え
て
も
'
学

位
が
な
け
れ
ば
研
究
が
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
は
な
く
､
研
究
者
と
し
て
の
評
価
が
得
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

(
ハ
)
研
究
者
の
所
属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
は
存
在
す
る
が
'
学
会
参
加
が
研
究
者
の
不
可
欠
の
要
件
で
は
な
い
｡
ま
た
､
学
会
も
職
能
団
体
で

は
な
く
､
ま
さ
に
学
術
団
体
で
あ
っ
て
､
研
究
者
の
連
絡

･
協
議
の
場
で
あ
る
｡

(
ニ
)
研
究
者
は
､
必
ず
し
も
公
共
の
利
益
の
促
進
を
目
標
と
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
研
究
者
の
行
動
原
理
は
'
特
に
基
礎
研
究
に
あ
っ
て
は

好
奇
心

(キ
ユ
リ
オ
シ
テ
ィ
)
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
そ
う
し
た
研
究
が
､
最
終
的
に
は
人
類
の
英
知
を
増
や
し
､
様
々
な
社
会
に

有
用
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
､
そ
う
し
た
間
接
的
な
利
益
を
評
価
し
て
基
礎
研
究
の
振
興
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
う
し

た
結
果
を
招
来
し
な
い
も
の
も
あ
る
し
､
そ
う
し
た
目
標
そ
の
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
自
体
が
研
究
の
性
格
か
ら
困
難
で
あ
る
｡

一
方
､
民
間
企
業
や

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
研
究
者
の
中
に
は
明
ら
か
に
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
研
究
者
も
存
在
す
る
｡

ま
た
､

Sの
ア
メ
リ
カ
の
要
件
に
照
ら
し
て
も
､

(
ハ
)
近
年
'
生
命
科
学
技
術
分
野
な
ど
学
会
で
自
ら
倫
理
規
定
を
設
け
る
例
は
多
い
が
'
研
究
者
自
身
に
高
い
倫
理
性
が
求
め
ら
れ
る
業
務
で
あ

る
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
｡

な
お
､
上
の
基
準
適
合
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
'
｢研
究
者
｣
と
は
事
実
上
研
究
を
す
る
者
と
し
て
と
ら
え
た
が
､
例
え
ば
こ
れ
を
学
会
登
録
者

と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
の
内
規
に
従
っ
て
登
録
要
件
な
ど
が
定
め
ら
れ
る
｡
た
だ
し
'
研
究
の
規
制
の
た
め
に
学
会
登
録
者
の
み

を
規
制
す
る
こ
と
は
実
体
的
な
意
義
は
な
い
｡

㈲

一
方
'
専
門
家
の
責
任
な
い
し
義
務
に
着
目
し
て
現
実
の
研
究
者
の
責
任
や
義
務
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
､
研
究
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
形
態

に
応
じ
て
差
が
あ
る
と
は
言
え
､
他
の
専
門
家
と
は
基
本
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
0

川基
本
的
に
'
医
師
等
の
専
門
家
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
関
係
が
委
託
契
約

(請
負
契
約
の
こ
と
も
あ
る
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
研
究
者
は
概
ね
国

[研
究
者
の
専
門
家

要
件

へ
の
該
当
性
]

[研
究
者
の
責
任
及

び
義
務
の
特
殊
性
]



や
自
治
体
'
公
的
団
体
､
民
間
企
業
な
ど
と
雇
用
関
係
に
あ
る
｡
し
か
し
雇
用
関
係
の
場
合
は
'
服
す
べ
き
労
務
の
内
容
が
雇
用
主
に
よ
り
指
示
さ

れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
､
研
究
者
の
場
合
は
裁
量
の
余
地
が
大
き
い
場
合
が
多
く
'
医
師
な
ど
の
専
門
家
に
匹
敵
す
る
裁
量
の
自
由

(大
学
の
自

治
の
例
を
参
考
)
を
持

つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
｡

00こ
の
よ
う
に
医
師
等
の
専
門
家
に
匹
敵
す
る
裁
量
の
余
地
が
あ
る

1
方
'
医
師
等
の
専
門
家
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
結
ぶ
委
託
契
約
な
ど
に
比
べ
'

研
究
者
の
行
う
業
務
の
内
容
が
不
確
定
'
不
明
確
な
こ
と
が
多
い
｡
大
学
な
ど
で
は
大
学
の
自
治
に
基
づ
き
研
究
の
内
容
が
自
由
と
さ
れ
る
た
め
に
､

雇
用
者
に
対
し
て
の
給
付
内
容

(与
え
る
債
務
と
考
え
れ
ば
論
文
や
特
許
な
ど
､
な
す
債
務
と
考
え
れ
ば
行
う
研
究
内
容
)
が
あ
ら
か
じ
め
目
標
設

定
さ
れ
ず
'
な
い
し
非
常
に
抽
象
的
な
目
標
と
な
る
こ
と
が
多
い
｡
民
間
研
究
所
で
も
'
特
に
基
礎
研
究
の
場
合
は
'
研
究
管
理
者
が
研
究
者
に
自

主
的
な
研
究
を
行
わ
せ
つ
つ
'
進
捗
状
況
に
応
じ
'
研
究
者
の
能
力
に
合
わ
せ
て
適
宜
指
示
を
下
す
例
が
多
く
'
通
常
の
労
務
に
服
す
る
者
と
比
べ

て
労
務
内
容
の
目
標
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
多
い

(こ
う
し
た
管
理
が
､
研
究
者
の
創
造
性
を
発
揮
す
る
研
究
管
理
手
法
と
し
て
か
な
り
広
範
に

認
め
ら
れ
て
い
る
)｡

)…111
委
託
契
約
の
場
合
は
委
託
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
受
け
取
っ
た
金
銭
そ
の
他
の
物
を
委
託
者
に
引
き
渡
す
義
務
が
あ
り
'
ま
た
受
認
者
が

′し委
託
者
の
た
め
に
自
己
の
名
前
を
以
て
取
得
し
た
権
利
は
委
託
者
に
移
転
す
る
義
務
が
あ
る

(民
法
六
四
六
条
)a

l
方
､
受
託
者
が
委
託
事
務
を

処
理
す
る
の
に
必
要
と
認
め
る
べ
き
費
用
を
出
し
た
と
き
は
委
託
者
に
対
し
そ
の
費
用
と
支
出
の
日
以
後
に
お
け
る
そ
の
利
息
の
償
還
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る

(同
六
五
〇
条
)0

こ
れ
に
対
し
､
研
究
者
の
場
合
は
､
勤
務
時
間
内
に
行
わ
れ
た
研
究
活
動
の
成
果
が
す
べ
て
雇
用
者
に
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
特
許
の
権
利

は
雇
用
主
と
研
究
者
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
方
法
で
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
､
論
文
投
稿
に
お
け
る
名
義
､
様
々
な
受
賞
の
名
義
は
雇

用
主
に
な
る
こ
と
は
少
な
く
､
研
究
者
の
名
前
で
行
わ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
の
例
で
あ
る
｡

一
方
'
国
の
機
関
に
お
い
て
研
究
者
が
研
究
論
文
の
発

表
を
公
務
と
し
て
行
う
た
め
に
学
会
参
加
す
る
際
に
学
会
登
録
費
用
や
学
会
参
加
旅
費
等
を
自
己
負
担
さ
せ
る
制
度

(出
張
中
の
公
務
災
害
を
認
定

す
る
が
'
参
加
経
費
は
国
で
負
担
し
な
い
)
な
ど
が
あ
り
､
医
師
な
ど
の
専
門
家
と
は
違
う
経
費
負
担
原
理
が
生
ま
れ
て
い
る
｡

S
以
上
の
よ
う
な
執
務
内
容
の
差
が
あ
る
た
め
に
､
研
究
者
の
業
績
評
価

(業
績
が
給
与
等
の
反
対
給
付
､
人
事
考
課
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
等
)

も
医
師
等
の
専
門
家
の
そ
れ
と
比
べ
て
か
な
り
異
な
る
方
式
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
雇
用
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

以
上
'
ど
ち
ら
か
が
不
適
当
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
明
確
で
な
い
業
務
内
容
に
基
づ
く
執
務
で
あ
る
た
め
'
研
究
者
の
責
任
も
'
厳
格
な
責
任
が
求
め
ら
れ
た
り
､
高
度
な
注
意

義
務
や
忠
実
義
務
が
求
め
ら
れ
た
り
'
弁
護
士
等
に
認
め
ら
れ
た
新
し
い
説
明
報
告
義
務
､
助
言
義
務
､
調
査
確
認
義
務
や
'
ま
し
て
医
師
に
求
め

[
研
究
者
の
非
専
門

家
性
]
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ら
れ
て
い
る
最
善
の
注
意
義
務
'
研
鋳
義
務
'
転
医
勧
告
義
務
が
法
的
に
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
｡

優
れ
た
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
特
許
化
さ
れ
､
実
用
化
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
が
'
行
政
や
民
間
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
'
研
究
者
自
ら
の
専

門
分
野
に
関
し
て
で
あ

っ
て
も
上
記
の
よ
う
な
高
度
な
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
'
な
い
し
説
明
義
務
や
助
言
義
務
が
あ
ら
か
じ
め
求
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
識
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
､
意
見
を
求
め
ら
れ
た
り
助
言
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
'
行
政
や
経
営
に
反
映
す
る
こ
と
が
法
的
な
責
務
だ
と
は

自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
医
師
や
弁
護
士
と
同
様
専
門
家
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
'
研
究
者
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

研
究
者
の
特
殊
な
性
格
と
は
､
①
我
が
国
で
は
大
学
や
国
公
立
研
究
機
関
を
中
心
と
し
た
研
究
者
が
中
心
を
な
す
た
め
に
信
頼
性
が
高
く
､
ま
た
中

立
性
'
公
共
性
を
持

つ
こ
と
②
学
会
と
い
う
自
主
的
な
組
織
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
③
就
職
や
交
流
に
当
た
り
あ
る
程
度
普
遍
的
な
評
価
基
準
が
存

在
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
④
研
究
と
い
う
特
殊
な
業
務
に
基
づ
く
特
殊
な
管
理
方
式

(研
究
者
の
研
究
効
率
を
最
大
限
引
き
出
す
た
め
に
'
そ

の
裁
量
範
囲
を
非
常
に
広
く
認
め
る
と
い
う
管
理
方
式
)
が
あ
る
こ
と
等
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
研
究
者
そ

の
も
の
が
持

つ
特
別
な
責
任
要
件
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

第
二
項

一
般
的
過
失
責
任

の前
項
で
特
別
な
過
失
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
､
次
は

一
般
的
な
過
失
責
任
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
民
法
で
は
不
法
行
為
に
お
け
る
責
任
要

件
と
し
て
の
過
失
が
､
刑
法
に
お
い
て
も
犯
罪
の
要
件
と
し
て
の
過
失
が
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
も
ち
ろ
ん
法
体
系
の
違
い
か
ら
､
同
じ
過

失
と
い
い
な
が
ら
も
例
え
ば
構
成
要
件
や
違
法
性
と
の
関
係
'
民
法
で
は
す
べ
て
の
行
為
に
つ
い
て
対
象
と
な
る
の
に
対
し
刑
法
で
は
刑
法
典
に
お

い
て
過
失
処
罰
規
定
の
あ
る
項
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
､
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
や
基
本
原
理
の
差

(刑
法
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
理
が
働
き
過
失
の
処

罰
に
は
明
文
規
定
が
必
要
で
あ
る
が
､
民
法
で
は
故
意
と
過
失
の
差
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
)
な
ど
か
ら
独
自
の
論
理
を
た
ど
っ
て
い
る
点
が

少
な
く
な
い
｡
し
か
し
'

一
方
で
､
責
任
問
題
と
し
て
現
実
の
社
会
問
題
に
対
応
す
る
中
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
類
似
し
た
考
え

方
が
当
然
現
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
観
点
か
ら
'
民
法
と
刑
法
に
お
け
る
過
失
の
同
質
性
と
差
異
は
膨
大
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
が
､
特
に
本
論
で

は
研
究
者
の
過
失
責
任
の
特
色
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
､
民
法
､
刑
法
そ
れ
ぞ
れ
の
過
失
論
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
'
両

法
共
通
の
概
念
の
中
で
極
く
荒
い
そ
の
構
成
を
示
す
に
と
ど
め
'
研
究
者
の
責
任
論
に
早
急
に
入
る
こ
と
と
す
る
｡

過
失
責
任
に
つ
い
て
は
､
基
本
的
に
結
果
予
見
義
務
と
結
果
回
避
義
務
か
ら
構
成
さ
れ
､
学
説
も
判
例
も
そ
の

一
方
ま
た
は
双
方
を
そ
の
主
要
な

要
素
と
し
て
い
る
｡
大
き
く
は
､
伝
統
的
過
失
論
､
新
過
失
論
'
そ
の
他
に
分
け
て
紹
介
す
る
｡

[伝
統
的
過
失
論
と

新
し
い
過
失
論
]
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捕
(伝
統
的
過
失
論
)
(旧
過
失
論
)
は
､
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
を
､
意
思
を
緊
張
さ
せ
て
具
体
的
結
果
を
予
見
す
べ
き
結
果
予
見
義
務
と
し

て
と
ら
え
'
結
果
予
見
義
務
は
結
果
の
予
見
可
能
性
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
理
解
さ
れ
､
民
法
で
も
刑
法
で
も
通
説
と
さ
れ
て
い
る

(刑
法

‥
牧
野
英

一
『
重
訂
日
本
刑
法
』
､
小
野
清

一
郎

『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』
､
滝
川
幸
辰

『
犯
罪
論
序
説
』
)
(民
法

‥
鳩
山
秀
夫

『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
』
'

我
妻
栄

『
事
務
管
理

･
不
当
利
得

･
不
法
行
為
』
､
加
藤

一
郎

『
不
法
行
為
』
).
伝
統
的
過
失
論
は
必
ず
し
も
結
果
回
避
義
務
を
排
斥
し
て
い
る
の

で
は
な
く
'
予
見
義
務
の
違
反
が
す
な
わ
ち
回
避
義
務
の
違
反
に
つ
な
が
る
と
見
る
べ
き
だ
と
さ
れ
'
む
し
ろ
連
続
的
な
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
る
｡

00こ
れ
に
対
し
､
判
例
は
民
事
に
お
い
て
も
刑
事
に
お
い
て
も
'
結
果
回
避
義
務
違
反
と
と
ら
え
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
'
通
説
と
は
異
な
る
立

場
に
立

つ
｡
こ
う
し
た
判
例
の
動
向
も
踏
ま
え
､
(新
過
失
論
)
と
し
て
'
落
ち
度
の
あ
る
行
為

(社
会
生
活
上
要
求
さ
れ
る
基
準
行
為
か
ら
逸
脱

し
た
行
為
)
を
し
た
と
い
う
意
味
の
結
果
回
避
義
務
違
反
に
あ
る
と
主
張
す
る
｡
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
危
険
行
為
､
例
え
ば
手
術
を
す
る
医
師
は
失
敗

し
て
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
､
自
動
車
運
転
手
に
は
交
通
事
故
を
惹
起
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
だ
と
も
言
え
る
が
､
だ
か
ら
と

い
っ
て
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
過
失
責
任
を
免
れ
な
い
の
で
は
社
会
生
活
が
混
乱
す
る
｡
こ
れ
ら
社
会
生
活
に
有
益
な
行
為
は
'
そ
の
行
為
が
落
ち

度
な
く
行
わ
れ
た
場
合
'
す
な
わ
ち
結
果
回
避
義
務

(客
観
的
注
意
義
務
)
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
は
結
果
が
惹
起
さ
れ
て
も
過
失
責
任
を
負
わ

な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
(信
頼
の
原
則
)
や

(許
さ
れ
た
危
険
)
の
理
論
と
も
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
(刑
法

‥
井
上
正
治

『
過

失
犯
の
構
造
』
､
福
田
平

『
全
訂
刑
法
総
論
』
)
(民
法

‥
平
井
宜
雄

『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』
､
前
田
達
明

『
民
法
Ⅵ
』
)

㈲
さ
ら
に
こ
の
ほ
か
'
過
失
論
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
新
し
い
説
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
刑
法
で
は
新
過
失
論
を
踏
ま
え
て

(危
快
感
説
)
(新

･

新
過
失
論
)
が
あ
る
｡
新
過
失
論
で
も
結
果
回
避
可
能
性
の
前
提
と
し
て
当
然
結
果
発
生
の
予
見
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
､
そ
の
結
果
予

見
可
能
性
は
単
に
抽
象
的
に
で
は
な
く
具
体
的
な
因
果
関
係
の
進
行
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
｡
危
倶
感
説
は
､
公
害

や
薬
害
な
ど
の
未
知
の
危
険
性
と
関
連
し
て
'
結
果
回
避
義
務
を
厳
格
化
し
､
結
果
回
避
義
務
を
肯
定
す
る
前
提
と
し
て
'
危
倶
感

･
不
安
感
が
あ

れ
ば
足
り
る
と
し
た

(刑
法

‥
藤
木
英
雄

『
刑
法
』
)｡

一
方
民
法
で
は
､
過
失
の
前
提
と
す
る
注
意
義
務
は

一
般
市
民
生
活
で
は
普
通
人
を
標
準
と

す
べ
き
で
あ
る
が
'
高
度
な
専
門
的
知
識
と
複
雑
な
組
織
を
以
て
大
規
模
に
営
ま
れ
る
事
業
で
は
そ
の
余
地
と
未
然
の
防
止
の
た
め
に
組
織
的
か
つ

継
続
的
な
調
査
研
究
を
行
う
べ
き
義
務
が
あ
り
'
そ
の
調
査
を
怠

っ
た
結
果
被
害
の
発
生
を
回
避
で
き
な
い
と
き
は
危
険
の
発
生
を
予
見
す
べ
き
注

意
義
務
を
怠

っ
た
も
の
と
し
て
過
失
が
あ
る
と
す
る
説

(民
法

‥
沢
井
裕

『
公
害
の
私
法
的
研
究
』)
､
過
失
は
も
は
や
主
観
的
心
理
状
態
の
問
題
を

離
れ
て
客
観
的
な
問
題
で
'
受
忍
限
度
を
超
え
た
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
の
相
当
な
手
段
を
講
じ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
､

受
忍
限
度
を
超
え
た
被
害
を
与
え
た
場
合
に
は
予
見
可
能
性
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
過
失
が
あ
る
と
す
る
説

(民
法

‥
野
村
好
弘

｢故
意
､
過
失

お
よ
び
違
法
性
｣
加
藤

1
郎
編

『
公
害
法
の
生
成
と
発
展
』
)
等
現
在
で
は
多
数
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
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∽こ
う
し
た
過
失
論
の
変
遷
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
､伝
統
的
過
失
論

い
新
過
失
論
い
さ
ら
に
新
し
い
過
失
論
と
変
化
し
て
き
て
い
る
背
景
に
'

科
学
技
術
の
進
展
と
そ
の
社
会

へ
の
適
用
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
新
過
失
論
に
あ
っ
て
は
'
自
動
車
や
医
療
行
為
な
ど
'
社
会
に
と
つ
て

は
有
用
で
あ
る
が
危
険
を
内
包
し
た
技
術
を
､
技
術
利
用
者
が
安
心
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
､
す
な
わ
ち
伝
統
的
過
失
論
で
は
過
失

を
免
れ
な
い
可
能
性
の
あ
る
行
為
か
ら
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
0

1
方
'
最
も
新
し
く
登
場
し
た
過
失
論
で
は
､
公
害
や
薬
害
'
食
品

の
安
全
性
な
ど
の
新
技
術
の
適
用
に
よ
っ
て
不
特
定
多
数
の
被
害
者
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
企
業
の
行
為
に
対
し
厳
格
な
責
任
を
課
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
過
失
論
が
科
学
技
術
の
進
展
と
そ
の
社
会

へ
の
適
用
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
き
､
生
命
科
学
技
術
と
い
う
全
く
新

し
い
科
学
技
術
の
登
場
と
そ
の
普
及
に
伴
っ
て
過
失
論
に
つ
い
て
は
新
た
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
例
え
ば
'
生
殖
医
療
技

術
と
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
上
の
新
過
失
論
で
念
頭
に
置
か
れ
た
自
動
車
や
医
療
な
ど
の
技
術
と
違
い
､
抽
象
的
で
広
範
な
危
険
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
る
｡

一
方
最
新
の
過
失
論
で
念
頭
に
置
か
れ
た
公
害
や
薬
害
と
違
い
'
複
雑
な
組
織
や
大
規
模
な
施
設
を
持
つ
大
企
業
の
行
う
事
業
で
は

な
く
､
小
規
模
な
､
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
研
究
程
度
の
も
の
が
対
象
と
な
る
可
能
性
が
高
い
.
し
か
し
'

7
方
で
近
年
の
生

命
科
学
技
術
の
進
展
は
'
単
な
る
特
定
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
'
社
会
に
お
け
る
隅
々
に
ま
で
活
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
'
個
別
問
題
と
の
み
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
生
命
科
学
技
術
と
並
ぶ
発
展
の
目
ざ
ま
し
い
科
学
技
術
分
野
で
あ
る
情
報
科
学
技
術
に
つ

い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
生
命
科
学
技
術
の
規
制
に
関
し
て
は
'
将
来
的
に
は
こ
の
よ
う
な
点
も
念
頭
に
入
れ
て
検
討
が
必
要
と
な
る
と
考
え

る
｡S過

失
に
つ
い
て
は
､
直
接
的
に
そ
れ
を
踏
ま
え
た
予
見
義
務
違
反
を
過
失
と
す
る
か
'
あ
る
い
は
結
果
回
避
義
務
違
反
の
前
提
と
す
る
か
は
別
に

し
て
'
予
見
可
能
性
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
｡
そ
の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
､
そ
の
標
準
を
め
ぐ
っ
て
ま
た
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
｡
(イ
)
(客

観
説
)
は
､
通
常
人
の
注
意
能
力
を
標
準
と
し
､
通
常
人
に
予
見
可
能
で
あ
れ
ば
'
行
為
者
の
能
力
か
ら
は
予
見
不
可
能
で
あ
っ
て
も
予
見
義
務
を

認
め
る
｡
(
ロ
)
(主
観
説
)
は
'
行
為
者
の
注
意
能
力
を
標
準
と
す
る
｡
(
ハ
)
(折
衷
説
)
は
'
行
為
者
の
注
意
能
力
を
標
準
と
す
る
が
'
そ
れ
が

通
常
人
の
能
力
を
上
回
る
と
き
は
通
常
人
の
そ
れ
を
標
準
と
す
る
｡
判
例
は
客
観
説
で
あ
り
､
従
来
の
多
数
説
も
同
様
で
あ
っ
た
｡
法
は
各
人
の
能

力
に
関
わ
ら
ず
画

一
的
な
義
務
を
定
め
て
'
そ
の
遵
守
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
規
範
と
し
て
の
機
能
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
と
も
'
違
法

な
行
為
が
通
常
の
共
同
生
活
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
る
被
害
者
や
第
三
者
の
信
頼
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
も
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
自
動

車
運
転
中
に
行
為
者
本
人
に
予
見
で
き
な
か
っ
た
疾
患
で
事
故
を
惹
起
し
た
と
き
に
過
失
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
､
行
為
の
非
難
可

能
性
'
す
な
わ
ち
有
責
性
は
行
為
者
個
人
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
観
説
か
ら
の
批
判
も
あ
る
｡
刑
法
の
学
説
で
は

(
ニ
)
客
観
説
の
取

[
予
見
可
能
性
に
つ

い
て
]
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扱
と
し
て
は
､
構
成
要
件
段
階
で
客
観
的
注
意
義
務
違
反
を
判
断
す
る
と
き
は
通
常
人
の
標
準
､
責
任
段
階
で
主
観
的
注
意
義
務
違
反
を
判
断
す
る

際
に
は
行
為
者
を
標
準
と
す
る
説

(過
失
で
人
を
傷

つ
け
た
場
合
に
､
対
象
が
人
間
と
い
う
認
識
は
通
常
人
の
標
準
で
､
た
だ
し
心
神
喪
失
状
態
な

ど
の
事
由
に
つ
い
て
は
行
為
者
の
標
準
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
)
も
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
説
の
当
否
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
こ
う
し
た
考
え
方
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
問
題
で
､
研
究
者
の
責

任
を
論
ず
る
際
極
め
て
重
要
な
も
の
に
絞
り
検
討
し
て
み
る
｡
ま
ず
､
予
見
可
能
性
を
､
通
常
人
と
行
為
者
の
注
意
能
力
の
対
立
と
し
て
論
ず
る
際

に
'
従
来
よ
り
通
常
人
の
予
見
が
正
し
い
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
折
衷
説
の
よ
う
に
'
注
意
能
力
に
お
い
て
行
為
者
が
優
れ

て
い
る
場
合
も
想
定
し
て
は
い
る
が
､
注
意
能
力
と
関
係
な
く
'
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
注
意
を
払
お
う
と
通
常
人
が
誤
っ
て
お
り
'
行
為
者
が
正

し
い
認
識
を
し
て
い
る
事
態
を
当
然
の
前
提
に
は
お
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
倒
立
し
た
事
態
は
'
科
学
の
分
野
で
は
頻
繁

に
存
在
し
得
､
特
に
'
本
論
で
規
制
の
対
象
と
し
て
考
察
し
て
い
る
生
命
科
学
の
分
野
で
は
'
現
在

一
般
社
会
の
み
な
ら
ず
､
学
会
で
も
信
じ
ら
れ

て
い
る
事
実
が
'
特
定
の
研
究
者
に
と
つ
て
は
予
断
と
考
え
ら
れ
､
独
自
の
考
え
方
に
基
づ
き
研
究
を
進
め
て
い
る
例
も
多
い
｡
そ
し
て
､
こ
う
し

た
研
究
者
の
成
果
が
独
創
的
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
規
制
が
､
研
究
の
規
制
と
い
う
形
態
で
な
く
技
術
の

適
用
と
い
う
形
態
で
規
制
さ
れ
た
と
し
て
も
､
実
質
的
に
規
制
の
対
象
に
あ
が
っ
て
く
る
の
は
研
究
者
で
あ
り
'
研
究
に
お
け
る
技
術
適
用
が
大
半

で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
は
社
会

一
般
の
通
念
と
い
い
な
が
ら
も
､
研
究
者
た
ち
の
判
断
基
準
が
決
定
的
な
判
断
基
準
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
で
､

学
会
な
ど
研
究
者
の
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る

一
般
的
な
前
提
と
研
究
者
の
独
自
の
予
見
は
常
に
対
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
う
し
た
前
提
を
お
い
て
'
①
通
常
人

(
一
般
社
会
人
な
い
し
学
会
な
ど
の
平
均
的
な
見
解
)
が
危
険
あ
り
と
予
見
し
た
場
合
で
も
､
行
為
者
は

危
険
が
な
い
と
予
見
し
て
実
験
し
'
実
際
危
害
が
生
じ
た
場
合
②
通
常
人
が
危
険
は
な
い
と
予
見
し
､
行
為
者
は
危
険
が
あ
る
と
予
見
し
て
実
験
し
'

実
際
危
害
が
生
じ
た
場
合
③
通
常
人
は
危
険
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
予
見
で
き
ず
'
行
為
者
は
危
険
が
あ
る
と
予
見
し
､
実
際
危
害
が
生
じ
た
場
合
､

な
ど
に
分
け
て
考
察
可
能
で
あ
る
｡
①
の
場
合
は
客
観
説
で
あ
れ
ば
有
責
､
主
観
説
で
あ
れ
ば
免
責
で
あ
ろ
う
し
､
②
③
の
場
合
は
客
観
説
の
場
合

は
免
責
'
主
観
説
に
立
て
ば
有
責
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
特
に
'
②
③
は
予
見
と
結
果
が

一
致
し
た
わ
け
で
､
犯
罪
や
不
法
行
為
の
成
立
と
は
別
に
､

研
究
者
と
し
て
の
先
見
性
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
問
題
提
起
に
と
ど
め
る
が
､
日
常
切
瑳
琢
磨
し
て
い
る
研
究

環
境
に
あ

っ
て
は
客
観
説
に
立
つ
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
先
端
的
な
科
学
技
術
分
野
の
規
制
と
し
て
は
規
制
の
趣
旨
そ
の
も
の
が
実
現
さ
れ
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
｡
し
か
し
'
①
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
ま
で
主
観
説
に
従
っ
て
責
任
が
な
い
と
す
る
こ
と
も
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
(イ
)
か
ら

(
ニ
)

の
標
準
の
考
え
方
が
'
研
究
者
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
は
再
度
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

[注
]

1
九
八
九
年
ア
メ
リ
カ
の
ユ
タ
大
学
に
お
い
て
､
フ
ラ
イ
シ
ユ
マ
ン
教
授
と
ボ
ン
ズ
教
授
は
重
水
の
電
気
分
解

(厳
密
に
は
､
重
水
素
化
し
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た
水
酸
化
リ
チ
ウ
ム
と
重
水
溶
液
に
'
陰
極

(パ
ラ
ジ
ウ
ム
)
と
陽
極

(白
金
)
を
用
い
定
電
流
電
解
)
を
行
っ
た
と
こ
ろ
t

tcm
3当
た
り

IO
wの

熱
が

1
0
0
時
間
以
上
も
出
続
け
た

(実
験
装
置
を
破
壊
す
る
ほ
ど
の
過
剰
発
熱
)
と
報
告
さ
れ
た

(当
時
､
実
験
室
は
無
人

で
人
的
損
失
は
無
か

っ
た
と
い
う
｡)｡
計
算
に
よ
れ
ば
､
こ
の
熱
量
を
出
す
に
は
毎
秒

岩
｡
～
-O
｡
個
の
中
性
子
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
り
'
人
を
十
分
致
傷
す
る
に
足

り
る
量
と
推
定
さ
れ
る

(た
だ
し
'
計
測
さ
れ
た

γ
線
測
定
値
か
ら
換
算
さ
れ
る
中
性
子
数
は
毎
秒

tO.
個
程
度
で
あ
っ
た
)｡
重
水
の
電
気
分
解
で

核
融
合
が
実
現
す
る
こ
と
は
当
時
の
科
学
的
知
見
か
ら
い
っ
て
も
予
想
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
れ
が

(低
温
核
融
合
実
験
)
と
し
て
社
会
的
に

も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
実
験
で
あ
る
｡
そ
の
後
､
我
が
国
で
も
大
学
や
通
産
省
な
ど
が
こ
れ
に
関
連
し
た
実
験
を
行
っ
て
い
る
｡
な
お
'
そ
の
後

の
追
試
評
価
な
ど
で
こ
の
フ
ラ
イ
シ
ユ
マ
ン
教
授
と
ボ
ン
ズ
教
授
の
実
験
に
つ
い
て
は

｢中
性
子
計
測
の
再
現
性
が
不
十
分
な
た
め
確
認
困
難
と
判

断
さ
れ
た
｣
｢常
温
核
融
合
の
存
在
に
肯
定
的
な
理
論
に
つ
い
て
は
十
分
説
得
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
｣
(l
A
E
R

I
レ
ビ
ュ
ー

｢核
融
合
｣
日
本
原
子
力
研
究
所

(常
温
核
融
合
)
検
討
グ
ル
ー
プ

一
九
九
五
年
)
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確

証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
o

㈱製
造
物
責
任
法
四
条

一
号
に
お
い
て
は
'
当
該
製
造
物
を
そ
の
製
造
業
者
が
引
き
渡
し
た
と
き
に
お
け
る
科
学
ま
た
は
技
術
に
関
す
る
知
見
に
よ

っ
て
は
､
当
該
製
造
物
に
そ
の
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
t
を
証
明
し
た
と
き
は
､
三
条

(製
造
業
者
な
ど
の
製
造
物
責
任
)

に
規
定
す
る
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
t
と
さ
れ
て
い
る
｡
い
わ
ゆ
る
､
開
発
危
険
の
抗
弁
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

科
学

･
技
術
上
の
知
見
を
免
責
理
由
と
し
た
の
は
､
｢本
法
に
お
い
て
は
､
科
学

･
技
術
の
進
歩
を
前
提
と
し
つ
つ
､
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と

国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
科
学

･
技
術
の
進
歩
を
阻
害
し
な
い
こ
と
に
配
慮
し
て
開
発
危
険
の
抗
弁
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
｢科
学

又
は
技
術
に
関
す
る
知
見
｣
に
よ
る
欠
陥
の
認
識
不
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
受
け
て
'
｢本
法
に

お
け
る

｢知
見
｣
と
は
'
欠
陥
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
影
響
を
受
け
る
程
度
に
確
立
さ
れ
た
知
識
の
す
べ
て
で
あ
り
'
ま
た
､
特
定
の
も

の
の
有
す
る
も
の
で
は
な
く
､
客
観
的
に
社
会
に
存
在
す
る
知
識
の
総
体
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
｣
｢す
な
わ
ち
'
他
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
程
度
に

確
立
さ
れ
た
知
識
で
あ
れ
ば
､
初
歩
的
な
知
識
か
ら
最
高
水
準
の
知
識
ま
で
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
､
お
の
ず
か
ら
'
免
責
さ
れ
る
た

め
に
は
､
当
該
欠
陥
の
有
無
の
判
断
に
必
要
と
な
る
入
手
可
能
な
最
高
水
準
の
知
識
に
照
ら
し
欠
陥
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡
｣
｢し
た
が
っ
て
､
開
発
危
険
の
抗
弁
の
認
否
に
当
た
っ
て
は
'
入
手
可
能
な
最
高
の
科
学

･
技
術
の
水

準
が
判
断
基
準
と
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
｣
(経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
行
政
第

一
課

『
逐
条
解
説
製
造
物
責
任
』
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

製
造
物
責
任
に
基
づ
く
開
発
危
険
の
抗
弁
に
関
す
る
具
体
的
な
事
例
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
が
､
す
で
に
不
法
行
為
に
お
い
て
過
失
責
任
を
問
う

事
例
の
中
で
､
予
見
可
能
性
の
問
題
で
科
学
技
術
に
関
す
る
知
見
の
水
準
が
問
わ
れ
て
い
る
下
級
審
判
例
が
多
く
あ
る
｡

[製
造
物
責
任
法
]
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い東
京
ス
モ
ン
訴
訟
に
お
い
て
'
被
告
に
要
求
さ
れ
る
予
見
義
務
の
内
容
と
し
て
'
当
該
医
薬
品
が
新
薬
で
あ
る
場
合
に
は
､
販
売
以
前
に
そ
の
時

点
に
お
け
る
最
高
の
水
準
を
持

っ
て
す
る
試
験
管
内
実
験
､
動
物
実
験
､
臨
床
試
験
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
､
グ
ラ
ヴ
イ
エ
ッ
ソ
'
パ
ロ
ス
の
報
告

(
ス
ペ
イ
ン
語
)
を
登
載
し
た
ラ

･
セ
マ
ナ

･
メ
デ
ィ
カ
誌
四
二
巻
は
'
翌
々
年
の
昭
和

〓

1年
六
月

1
五
目
､
東
北
帝
国
大
学
医
科
分
館
に
収
納

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
､
こ
れ
に
チ
バ
時
報
六
二
号
の
グ
ラ
ヴ
イ
ツ
ツ
の
文
章
記
載
を
合
わ
せ
考
慮
す
れ
ば
'
昭
和

一
〇
年
当
時
に

お
い
て
も
グ
ラ
ヴ
イ
ツ
ツ
､
パ
ロ
ス
-
-
の
報
告
例
に
つ
い
て
情
報
の
入
手
困
難
と
い
う
事
情
は
認
め
得
な
い
､
と
し
た
東
京
地
裁
判
決

(昭
和
五

三
年
八
月
三
日
)

00ク
ロ
ロ
キ
ン
事
件
第
二
次
訴
訟
で
は
'
医
薬
品
は
､
そ
の
時
々
の
最
高
の
学
問
的
水
準
に
基
づ
い
て
製
造
さ
れ
あ
る
い
は
改
良
さ
れ
て
行
く
も
の

で
あ
り
､
-
-
製
造
業
者
は
､
医
薬
品
の
開
発

･
製
造
に
当
た
っ
て
は
､
十
分
な
文
献
調
査
､
実
験
､
研
究
を
し
て
'
そ
の
有
効
性
は
も
と
よ
り
､

安
全
性
を
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
'
ク
ロ
ロ
キ
ン
製
剤
に
よ
る
網
膜
症
の
発
生
は
､
昭
和
三
四
年

一
〇
月
発
行
の
ラ
ン
セ
ッ
ト
誌
に
掲
載
さ
れ
た

ホ
ッ
プ
ズ
論
文
と
そ
れ
に
続
く
フ
ル
ド
の
報
告
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
､
被
告
製
薬
会
社
も
､
同
三
五
年

丁
月
頃
に
は
､
右
ラ
ン
セ
ッ
ト

を
入
手
し
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
､
ク
ロ
ロ
キ
ン
製
剤
の
連
用
に
よ
る
網
膜
症
を
発
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
､
と
し
た
東
京
地
裁
判
決

(昭

和
六
二
年
五
月

7
八
日
)

具
体
的
に
は
'
こ
れ
ら
の
判
決
が
要
請
し
て
い
る
の
は
'
入
手
可
能
な
科
学
技
術
情
報
や
論
文
等
の
中
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
欠
陥
の
存
在
を
示

す
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
､
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

1
連
の
実
験
を
行
っ
た
が
欠
陥
の
存
在
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
こ
と
t
と
さ
れ
る
o
特
に
文
献

の
不
存
在
や
入
手
不
可
能
性
は
直
接
的
に
は
証
明
不
可
能
で
あ
り
'
我
が
国
で
入
手
可
能
な
科
学
技
術
情
報

･
論
文
等
を
検
索
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

完
備
し
て
い
た
が
危
険
性
を
示
す
情
報
が
そ
の
時
点
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
り
､
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
と

し
て
'
ケ
ミ
カ
ル
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
や
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
メ
デ
ィ
ク
ス
'
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
検
索
シ
ス
テ
ム
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(小
林

秀
之

･
吉
田
元
子

｢開
発
危
険
の
抗
弁
｣
山
田
卓
生
編
集
代
表

『
新
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
三
製
造
物
責
任
』
)｡

こ
れ
は
極
め
て
厳
し
い
責
任
要
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
､
製
造
物
責
任
法
の
解
釈
に
お
い
て
は
､
｢特
定
の

1
学
者
だ
け
が
危
険
性

を
指
摘
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
直
ち
に
開
発
危
険
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
｣
(『
逐
条
解
説
製
造
物
責
任
』
)
と

さ
れ
て
お
り
'
確
立
さ
れ
た
学
問
知
識
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
､
判
旨
と
微
妙
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(判
決
文
は
最
終
的
に
学
会
の
通
説
に
従
う
だ
け
で
は
責
任
を
免
れ
ず
'
自
ら
確
認
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
う
る
)｡

実
際
の
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
こ
の
基
準
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
は
微
妙
で
あ
る
が
'
研
究
そ
の
も
の
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
場
合
は

製
造
物
責
任
法
の
解
釈
に
お
け
る
よ
う
な
基
準
で
十
分
な
意
味
と
効
果
が
あ
る
の
か
､
し
か
し

1
方
で
実
現
不
可
能
な
見
通
し
に
対
し
責
任
を
問
う

こ
と
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
な
ど
製
造
物
責
任
と
異
な
る
視
点
か
ら
の
比
較
検
討
も
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
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ち
な
み
に
'
ア
メ
リ
カ
で
は
､
州
法
や
判
決
に
よ
っ
て
'
過
失
責
任
'
保
証
責
任
'
厳
格
責
任
の
三
つ
の
責
任
形
態
が
競
合
的
に
存
在
し
て
お
り
､

必
ず
し
も
厳
格
責
任
だ
け
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
賠
償
額
の
裁
定
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
の
被
害
者
の
メ
リ
ッ
ト
も
異
な
る
と
さ
れ
る
｡

こ
の
中
で
特
に
過
失
責
任
を
中
心
に
'
技
術
基
準
の
概
念
が
取
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
技
術
水
準
に
お
い
て
は
'
①
同
種
の
製
造
物
の
製
造
に
関
す
る

業
界
の
標
準
的
な
慣
行
②
法
律
上
､
行
政
上
'
ま
た
は
業
界
の
自
主
的
な
品
質

･
安
全
基
準
③
科
学

･
技
術
分
野
で
の
知
識
の
到
達
水
準
④
事
実
上

･
経
済
上
の
実
行
可
能
性
ま
た
は
入
手
可
能
性
の
四
つ
の
見
解
が
見
ら
れ
､

一
義
的
'
確
定
的
な
定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

(小
林
秀
之

･
吉

田
元
子
上
掲
)｡

S
j剛
節
で
は
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
を
危
険
性
の
観
点
か
ら
と
ら
え
た
が
'
そ
の
際
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
ふ
れ
て
お
く
.
法
益
侵
害
の
観

点
か
ら
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
を
前
に
述
べ
た
理
由
で
行
う
場
合
､
刑
法
で
は
そ
の
犯
罪
形
態
は

(侵
害
犯
に
対
す
る
)
危
険
犯
と
な
る
｡
さ
ら
に

危
険
犯
の
中
で
も
'
往
来
危
険
罪
や
放
火
罪
'
未
遂
犯
の
よ
う
な
具
体
的
危
険
犯
に
対
し
て
､
抽
象
的
危
険
犯
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

従
来
か
ら
危
険
犯
に
つ
い
て
我
が
国
で
の
議
論
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
､
通
説
は
形
式
説
に
立
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
行
為
者
が
単

に
定
め
ら
れ
た
規
範
に
違
反
し
た
か
ら

(不
服
従
説
)
で
は
な
く
'
行
為
者
の
行
っ
た
､
法
文
上
に
規
定
さ
れ
た
行
為
が
法
益
侵
害
の
抽
象
的
な
危

険
性
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
上
で
'
抽
象
的
危
険
と
は
'
侵
害
発
生
の
可
能
性
の
程
度
と
､
危
険
判
断
に
際
し
て
行
わ
れ
る
抽

象
化

(例
え
ば
侵
害
さ
れ
る
対
象
が
特
定
の
人
か
ら
､
不
特
定
の
人
'
あ
る
い
は
社
会
の
平
安
等
と
な
る
に
伴
い
抽
象
度
は
増
す
)
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る

(山
口
厚

『
危
険
犯
の
研
究
』
)0

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
考
え
方
で
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
抽
象
的
危
険
性
が
'
放
射
線
被
曝
に
よ
る
遺
伝
的
影

響
の
よ
う
に
'
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
よ
る
影
響
､
許
容
さ
れ
る
行
為
に
よ
る
影
響
､
自
然
に
被
る
影
響
な
ど
で
あ
れ
ば
'
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い

確
率
的
な
評
価
が
可
能
と
な
り
'
こ
れ
ら
全
体
を
含
め
た
安
全
性
な
い
し
危
険
性
の
評
価
基
準
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
｡

現
在
我
が
国
で
法
律
面
か
ら
安
全
性
の
評
価
そ
の
も
の
に
つ
い
て
こ
う
し
た
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
､
政
府
の
一
部

の
安
全
行
政
の
中
で
は
政
府
の
安
全
管
理
目
標
と
し
て
こ
う
し
た
確
率
的
な
評
価
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
と
聞
く
｡
こ
の

よ
う
な
行
政
目
標
と
､
法
的
危
険
性
の
関
係
は
今
後
問
題
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

具
体
的
に
は
'
自
動
車
は

一
定
の
確
率
で
事
故
を
起
こ
す
が
､-上
述
の
旧
過
失
論
で
は
自
動
車
の
運
転
者
は
交
通
事
故
を
起
こ
す
こ
と
が
予
見
可

能
と
見
な
さ
れ
､
運
転
手
は
過
失
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
批
判
か
ら
新
過
失
論
が
う
ま
れ
､
結
果
回
避
義
務

(法
令
な
ど
の
遵
守
)
が
さ
れ
て
い

れ
ば
法
益
侵
害

(事
故
)
を
起
こ
し
て
も
適
法
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
確
率
的
な
評
価
方
法
が
社
会
で

(あ
る
い

[抽
象
的
危
険
性
と

結
果
回
避
義
務
]



は
国
際
的
に
)
確
立
す
れ
ば
､
当
該
施
設
や
設
備
の
危
険
性
は
他
の
危
険
性
と
比
較
評
価
さ
れ
､
そ
の
範
囲
で
個
別
に
行
為
者
の
義
務
が
定
め
ら
れ

て
行
く
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
新
し
い
規
制
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
過
失
理
論
の
見
直
し
や
､
新
し
い
結
果
回
避
義
務

(注
意
義
務
)
が
作

り
出
さ
れ
て
行
く
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
｡



第
二
章

国
及
び
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

第

一
項

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

囲
谷

実

･
大
山

真
未

｢

生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

M生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
規
制
と
し
て
'
法
律
に
基
づ
く
規
制
を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
た
が
'
こ
の
種
の
規
制
が
実
質
的
に
は
研
究
に
対
す
る
規

制
と
な
る
可
能
性
が
強
い
た
め
､
む
し
ろ
研
死
者
に
よ
る
自
主
規
制
が
適
当
で
あ
る
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
｡
研
究
者
に
よ
る
自
主
規
制
と
は

学
会
等
に
よ
る
自
主
的
な
制
限
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

研
究
者
の
自
主
的
規
制
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
様

々
な
研
究
分
野
に
お
い
て
学
会
な
ど
に
よ
り
各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
､

基
本
的
に
は
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
学
会
参
加
者
以
外
に
は
効
力
の
な
い
こ
と
､違
反
し
て
も
学
会
除
名
以
上
の
制
裁
措
置
が
な
い
こ
と
か
ら
､

ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
の
よ
う
な
事
例
に
対
応
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
.

生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
は
'
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
よ
り

｢体
外
受
精

･
腫
移
植
に
関
す
る
見
解
｣
(
一
九
八
三
年
会

⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ (参 ② ① 告ヽ-′

以
下

二

一の
会
告
が
出
さ
れ
､
学
会
員
に
周
知
さ
れ
て
い
る
｡

｢体
外
受
精

･
肱
移
植
に
関
す
る
見
解
｣

1
九
八
三
年

(昭
和
五
八
年
)

｢
ヒ
ト
精
子

･
卵
子

･
受
精
卵
を
取
り
扱
う
研
究
に
関
す
る
見
解
｣

一
九
八
五
年

(昭
和
六

〇
年
)

｢体
外
受
精

･
腔
移
植
の
臨
床
実
施
の
登
録
報
告
制
に
つ
い
て
｣

一
九
八
六
年

(昭
和
六

一
年
)

｢死
亡
し
た
胎
児

･
新
生
児
の
臓
器
等
を
研
究
に
用
い
る
こ
と
の
是
非
や
許
容
範
囲
に
つ
い
て
の
見
解
｣

一
九
八
七
年

(昭
和
六
二
年
)

｢先
天
異
常
の
胎
児
診
断
'
と
く
に
妊
娠
初
期
繊
毛
検
査
に
関
す
る
見
解
｣

一
九
八
八
年

(昭
和
六
三
年
)

｢
ヒ
ト
腫
お
よ
び
卵
の
凍
結
保
存
と
移
植
に
関
す
る
見
解
｣

一
九
八
八
年

(昭
和
六
三
年
)

｢顕
微
受
精
法
の
臨
床
実
施
に
関
す
る
見
解
｣

一
九
九
二
年

(平
成
四
年
)

｢
Ⅹ
Y
精
子
選
別
に
お
け
る
パ

ー
コ
ー
ル
使
用
の
安
全
性
に
対
す
る
見
解
｣

一
九
九
四
年

(平
成
六
年
)

｢多
胎
妊
娠
に
関
す
る
見
解
｣

1
九
九
六
年

(平
成
八
年
)

｢非
配
偶
者
間
人
工
授
精
と
精
子
提
供
に
関
す
る
見
解
｣

1
九
九
七
年

(平
成
九
年
)

ヒ
ト
の
体
外
受
精

･
肝
移
植
の
臨
床
応
用
の
範
囲
に
つ
い
て
の
見
解
｣

t
九
九
八
年

(平
成

l
〇
年
)

｢着
床
前
診
断
に
関
す
る
見
解
｣

一
九
九
八
年

(平
成

一
〇
年
)



∽1
方
､
従
来
か
ら
国
が
生
命
科
学
技
術
関
係
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て
い
る
例
と
し
て
は
'
厚
生
省
や
文
部
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
.

こ
れ
ら
は
'
国
立
大
学
や
所
管
医
療
機
関
､
所
管
法
律
に
基
づ
き
行
政
庁
に
よ
り
監
督
の
行
わ
れ
る
機
関
に
対
す
る
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
学

会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
異
な
り
､

一
部
は
行
政
内
部
の
命
令
と
し
て
の
法
的
効
果
を
持
つ
も
の
も
あ
る
｡

①
文
部
省
告
示

｢大
学
等
に
お
け
る
組
換
え
D
N
A
実
験
指
針
｣
(昭
和
五
四
年
三
月
三

一
日
)

②
厚
生
省
告
示

｢遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
す
る
指
針
｣
(平
成
六
年
二
月
八
日
)

③
文
部
省
告
示

｢大
学
等
に
お
け
る
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
(平
成
六
年
六
月
九
日
)

な
お
現
在
話
題
と
な

っ
て
い
る
ヒ
ト
の
ク
ロ
ー
ン
研
究
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
､
学
術
審
議
会
特
定
領
域
推
進
分
科
会
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス

部
会
報
告

｢大
学
等
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
研
究
に
つ
い
て
｣
(平
成

一
〇
年
七
月
三
日
)
に
お
い
て
'
｢大
学
等
に
お
け
る
ヒ
ト
の
ク
ロ
ー
ン
個
体
の

作
製
に
関
す
る
研
究
の
規
制
に
関
す
る
指
針
案
｣
が
示
さ
れ
､
大
学
等
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
研
究
の
指
針
に
つ
い
て
は
､
す
べ
て
の
大
学
の
研
究
者

に
対
し
共
通
的
な
規
制
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
文
部
省
が
こ
れ
を
策
定
し
､
学
術
審
議
会
に
よ
る
専
門
的
な
調
査
審
議
に
基
づ

き
な
が
ら
'
そ
の
実
際
の
運
用
に
当
た
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
お
り
'
こ
れ
に
基
づ
き
同
年
八
月
文
部
省
告
示

｢大
学
等
に
お
け
る

ヒ
ト
の
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
製
に
つ
い
て
の
研
究
に
関
す
る
指
針
｣
が
定
め
ら
れ
た
｡

刷な
お
､
遺
伝
子
組
換
え
に
つ
い
て
は
､
文
部
省
の
指
針
も
含
め
て
同

1
の
基
準
の
下
に
置
く
た
め
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
科
学
技
術

会
議
が
答
申
し
た

｢遺
伝
子
組
換
え
研
究
の
推
進
方
策
の
基
本
に
つ
い
て
｣
(第
八
号
答
申
)
を
踏
ま
え
､
内
閣
総
理
大
臣
の
決
定
し
た

｢組
換
え

D
N
A
実
験
指
針
｣
(昭
和
五
四
年
八
月
二
七
日
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
詳
細
は
再
述
す
る
｡

二
.
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
効
果

侶生
命
科
学
技
術

(医
療
､
実
験
を
含
む
)
に
関
す
る
自
主
的
な
基
準
の
歴
史
は
'
古
く
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
に
始
ま
る
と

さ
れ
る
｡
特
に
'
大
き
な
動
き
と
な
っ
た
の
は
､
第
二
次
大
戦
後
､
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
人
体
実
験
に
基
づ
く
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
'
ニ

ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
過
程
で
生
ま
れ
た

｢
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
｣
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
後
の
世
界
医
師
会
の

｢
ヘ
ル
シ

ン
キ
宣
言
｣
が
出
さ
れ
た
後
､

7
九
六
七
年
南
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
行
わ
れ
た
世
界
初
の
心
臓
移
植
手
術
'
ア
メ
リ
カ
で
発
覚
し
た
タ
ス
キ
ギ
ー
事

件
な
ど
を
経
て
､
世
界
的
に
も
様
々
な
基
準
が
生
ま
れ
て
い
る
｡
初
期
の
医
療
関
係
基
準
は
､
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
百
科
事
典
』
(ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ

ン
大
学
ケ
ネ
デ
ィ
倫
理
研
究
所
)
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
(科
学
技
術
庁
計
画
局
訳
)

[
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

歴
史
]
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(医
療
の
一
般
的
コ
ー
ド
)

ジ

ュ
ネ
ー
ブ
宣
言

[世
界
医
師
会
]

一
九
四
八
年

医
療
倫
理
の
国
際
コ
ー
ド

[世
界
医
師
会
]

一
九
四
九
年

医
療
倫
理
の
原
則
'
報
告
書
お
よ
び
声
明

[米
国
医
師
会
]

一
九
五
七
年

ソ
連
医
師
の
誓
い
一
九
七

1
年

カ
ソ
リ
ッ
ク
保
健
施
設
の
倫
理
宗
教
指
令

[米
国
カ
ソ
リ
ッ
ク
協
議
会
]

一
九
七

一
年

医
療
倫
理
､
方
針
声
明
､
定
義
'
規
則

[英
国
医
師
会
]

一
九
七
四
年

(人
体
実
験
の
指
令
)

ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
コ
ー
ド

一
九
四
六
年

ヒ
ト
に
対
す
る
研
究
に
お
け
る
責
任

[英
国
医
学
研
究
審
議
会
]

一
九
六
三
年

ヒ
ト
に
対
す
る
実
験
研
究

[英
国
医
師
会
]

一
九
六
三
年

ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言

[世
界
医
師
会
]

一
九
六
四
年
及
び

一
九
七
五
年

臨
床
実
験
の
た
め
の
倫
理
指
針

[米
国
医
師
会
]

一
九
六
六
年

ヒ
ト
実
験
に
対
す
る
米
国
指
針

(ヒ
ト
の
保
護
に
関
す
る
保
健
教
育
福
祉
省
の
方
針
に
対
す
る
施
設
指
針
)

1
九
七

l
年

特
に
､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
二

九
七
四
年
'
科
学
研
究
に
お
け
る
人
体
実
験
の
被
験
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
国
家
研
究
規
制
法
が
成
立
し
た
｡

同
法
に
基
づ
き
'
保
健
教
育
福
祉
省
か
ら
研
究
費
援
助
を
受
け
て
行
う
人
体
実
験
に
適
用
さ
れ
る

｢臨
床
研
究
に
お
け
る
人
の
保
護
の
た
め
の
倫
理

原
則
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
が
策
定
さ
れ
'
人
体
実
験
を
行
お
う
と
す
る
研
究
者
は
同
省
に
研
究
費
の
申
請
前
に
各
研
究
機
関
に
設
置
が
義
務
づ
け
ら

れ
た
機
関
内
審
査
委
員
会

(I
R
B
)
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
｡
こ
の
直
後
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
の
改
正
が
世
界
医
師
会
の
東
京

会
議
に
お
い
て
行
わ
れ
､
人
間
を
対
象
と
す
る
科
学
的
実
験
が
独
立
の
委
員
会
で
考
察
'
論
評
'
指
導
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
'
宣
言
の
原

則
に
合
致
し
な
い
報
告
は
出
版
を
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
加
え
ら
れ
た
｡
我
が
国
に
お
い
て
も
'

1
九
八

1
年
に
東
京
大
学
医
科
研

究
所
に
倫
理
審
査
委
員
会
が
初
め
て
設
け
ら
れ
た
｡

ち
な
み
に
'
医
療
関
係
で
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
が
近
年
と
み
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
も
実
験
医
療
や
新
薬
開
発
な
ど
の
科

学
技
術
関
係
で
基
準
化
が
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
｡
特
に
'
医
学

･
生
物
医
学

･
行
動
科
学
研
究
倫
理
問
題
大
統
領
委
員
会
が
ま
と
め
た
イ
ン
フ
ォ

ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
報
告
書

二

九
八
二
年
)
で
は
'
こ
れ
を
治
療
に
展
開
し
て
お
り
'
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
と
い
う
理
論
は
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そ
の
基
盤
を
法
律
に
お
い
て
い
る
が
､
倫
理
的
な
性
格
を
有
す
る
､
と
し
て
倫
理
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
｡

一
方
､
遺
伝
子
工
学
研
究
に
つ
い
て
､
す
で
に

1
九
五
三
年
ワ
ト
ソ
ン
､
ク
リ
ッ
ク
に
よ
り
遺
伝
子
の
二
重
ら
せ
ん
モ
デ
ル
が
発
見
さ
れ
て
い
た

が
､

一
九
七
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
コ
-
エ
ン
､
ボ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
D
N
A
組
換
え
実
験
が
成
功
し
た
後
'

一
九
七
五
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

国
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(N
A
s
)
の
提
唱
に
よ
り
ア
シ
ロ
マ
会
議
が
開
か
れ
'

一
九
七
六
年
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
N
I
H
が
遺
伝
子
組
換
え
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
｡
こ
れ
が
'
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
遺
伝
子
組
換
え
実
験
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡

各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
､
生
命
科
学
技
術
や
医
療
関
係
の
基
準
で
あ
り
な
が
ら
'
立
法
化
は
さ
れ
ず
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
自
律
的

な
倫
理
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
｡
我
が
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
汲
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

∽遺
伝
子
組
換
え
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
'
科
学
技
術
会
議
の

｢遺
伝
子
組
換
え
研
究
の
推
進
方
策
の
基
本
に
つ
い
て
｣
に
対
す
る
答
申
で
､

当
初
予
想
さ
れ
た
潜
在
的
な
危
険
性
は
現
在
に
お
い
て
も
推
測
の
域
に
留
ま

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
法
律
に
よ
る
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
適

当
で
な
く
'
研
究
者
の
自
主
的
な
遵
守
が
望
ま
れ
る
と
し
て
い
る
｡
答
申
に
先
立

つ
科
学
技
術
会
議
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
報
告
書
で
は
'
外
国

で
の
方
式
に
な
ら
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
'
文
部
省
指
針
と
の
整
合
に
配
慮
し
た
こ
と
､
科
学
的
知
見
に
応
じ
て
適
宜
見
直
し
す
る
こ
と
､
こ
の
規

制
は
生
命
科
学
技
術
の
内
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
正
し
い
社
会
の
理
解
の
上
に
研
究
を
位
置
づ
け
て
行
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
､
な
ど
が

書
か
れ
て
お
り
､
こ
れ
ら
の
条
件
が
法
律
化
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
本
指
針
が
何
ら
法
的
な
効
果
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
さ
ら
に
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
特
に
最
近
の
､

遺
伝
子
組
換
え
指
針
を
め
ぐ
る
事
例
か
ら
二
つ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
0

何一
つ
は
､
遺
伝
子
組
換
え
実
験
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
､
理
化
学
研
究
所
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
筑
波
研
究
セ
ン
タ
ー
の
P
4
実
験
室
の
使
用

の
差
し
止
め
を
求
め
た
訴
訟
と
'
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
の
遺
伝
子
組
換
え
研
究
の
禁
止
を
求
め
た
訴
訟
が
あ
り
､
前
者
に
つ
い
て
は
棄
却
す
る
判

決
が
で
て
い
る

(水
戸
地
裁
土
浦
支
部
平
成
五
年
六
月

一
五
日
)｡
判
決
で
は
'
我
が
国
の
実
験
指
針
は
決
し
て
特
異
な
も
の
で
な
く
､

一
般
的
に

妥
当
な
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
､
む
し
ろ
内
容
的
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
比
べ
る
と
厳
し
い
面

も
あ
り
､
そ
の
安
全
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡
通
常
､
民
事
の
差
し
止
め
ま
た
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
①
加
害
行
為
が

違
法
性
を
有
す
る
こ
と
は
原
告
側
に
立
証
責
任
が
あ
り
'
②
裁
判
所
の
審
理
､
判
断
は
､
証
拠
に
基
づ
き
自
ら
が
事
実
を
認
定
し
判
断
を
加
え
る
と

い
う
の
が
原
則
的
な
方
法
と
さ
れ
る
が
､
こ
の
事
案
の
直
前
､
伊
方
原
発
訴
訟
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
で
①
審
理
'
判
断
の
方
法
は
'
原
子
力
委

員
会
な
ど
の
専
門
技
術
的
な
調
査
審
議
及
び
判
断
を
基
に
し
て
な
さ
れ
た
行
政
庁
の
判
断
に
不
合
理
な
点
が
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
り
､
②
そ
の
立
証
責
任
は
本
来
原
告
が
負
う
べ
き
で
あ
る
が
'
資
料
を
す
べ
て
被
告
行
政
庁
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
､

[遺
伝
子
組
換
え
ガ

イ

ド

ラ
イ

ン
の
効

果
]



被
告
行
政
庁
の
側
に
お
い
て
､
そ
の
判
断
に
不
合
理
な
点
の
な
い
こ
と
を
相
当
の
証
拠
､
資
料
に
基
づ
き
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
て
お
り
､

立
証
責
任
を
原
告
か
ら
被
告
に
転
換
す
る
と
と
も
に
'
裁
判
所
の
自
主
的
な
認
定
判
断
か
ら
'
行
政
庁
の
判
断
の
不
合
理
を
点
検
す
る
判
断
方
法
と

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
本
件
遺
伝
子
組
換
え
案
件
に
つ
い
て
も
'
｢判
文
の
体
裁
に
か
か
わ
ら
ず
､-

審
理
､
判
断
の
実
体
は
'
右
伊
方
原
発
訴

訟
最
高
裁
判
決
の
判
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
｣
(判
例
時
報

一
四
六
七
号
)
と
さ
れ
'
研
究
者
の
自
主
的
な
遵
守
が
望
ま
れ
る
と
し
た
国
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
'
原
子
炉
規
制
法
に
基
づ
く
基
準
と
同
様
の
効
果

(行
政
行
為
の
効
力
と
し
て
の

｢公
定
力
｣
が
持
つ

｢適
法
の
推
定
｣
と
は
異
な

る
が
'
基
準
そ
の
も
の
の
内
容
を
裁
判
所
が
科
学
的
に
審
理
判
断
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
'
や
は
り
何
ら
か
の
推
定
が
行
わ
れ
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
)
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(基
準
)
に
合
致
す
る
も
の
は

1
応
安
全
性
が
確
認
さ
れ
差
し
止
め
を
不
要
と
す
る
と
い
う
論
旨
で
あ
り
､

む
し
ろ
問
題
と
な
る
基
準
に
不
合
致
な
も
の
は
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
差
し
止
め
が
可
能

(私
人
の
場
合
｡
行
政
庁
の
場
合
は
不
許
可
と
で

き
る
)
か
ど
う
か
の
判
断
に
は
直
ち
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
が
､
十
分
参
考
に
値
す
る
事
例
で
は
あ
ろ
う
｡

00次
に
､
遺
伝
子
組
換
え
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
'
大
阪
府
吹
田
市
が
平
成
六
年

一
〇
月
に

｢吹
田
市
遺
伝
子
組
換
え
施
設
に
係
る
環
境
安
全

の
確
保
に
関
す
る
条
例
｣
を
定
め
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
吹
田
市
内
に
七
カ
所

≡

事

業
所
の
遺
伝
子
組
換
え
施
設
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
予
測
で
き

な
い
未
知
の
危
害
に
備
え
て
被
害
の
未
然
防
止
に
万
全
を
期
す
た
め
制
定
す
る
も
の
と
し
て
い
る
｡
条
例
の
内
容
は
'
各
種
届
出
､
協
議
'
協
定
の

締
結
'
記
録
の
保
管
'
報
告
及
び
立
入
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
､
安
全
に
関
す
る
内
容
は

｢事
業
者
は
､
組
換
え
実
験
指
針
そ
の
他
規
則

で
定
め
る
指
針
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
な
っ
て
お
り
'
安
全
基
準
を
国
の
指
針
に
委
ね
て
い
る

(そ
の
他
規
則
で
定
め
る
指
針
は
､
上

記
文
部
省
告
示
が
定
め
ら
れ
て
い
る
)｡
こ
の
よ
う
な
条
例
を
定
め
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
､
も
と
よ
り
実
質
的
な
安
全
基
準
に
つ
い
て
は

何
ら
変
わ
ら
な
い
規
制
を
不
要
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
､
本
条
例
に
よ
り
指
針
の
定
め
た
基
準
に
法
律
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
規
制
の

段
階
が
質
的
に
厳
格
化
し
た
こ
と
は
否
め
ず
'
抜
け
駆
け
的
に
国
の
指
針
を
無
視
し
て
は
ば
か
ら
な
い
一
部
研
究
者
の
独
走
に

一
定
の
否
定
的
な
法

的
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
評
価
す
る
説
も
あ
る

(井
上
薫

｢吹
田
市
遺
伝
子
組
換
え
施
設
規
制
条
例
の
法
律
問
題
｣
ジ

ュ
リ
ス
ト

一

〇
六
四
号
)｡
こ
の
よ
う
な
二
重
の
基
準
が
存
在
す
る
こ
と
が
国
民
に
と
っ
て
望
ま
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
'
条
例
に
と
り
こ
ま
れ
て
そ
の
ま

ま
実
現
さ
れ
る
べ
き
安
全
基
準
と
な
る
規
範
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
上
の
判
例
と
併
せ
て
'
全
く
法
的
に
無
意
味
な
わ
け
で
は
な
く

一
定
の
法
的
効
果

を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
下
'
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
｡
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[注
]
以
下
､
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
も
も
っ
ぱ
ら
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
､
と
り
あ
え
ず
こ
こ

で
､
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
効
果
'
す
な
わ
ち

(自
主
規
制
の
法
的
効
果
)
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
｡

人
が
倫
理
に
反
し
な
い
行
為
を
す
る
よ
う
に
'
事
業
の
遂
行
上
､
企
業
や
企
業
従
事
者
は
そ
の
行
動
準
則
を
自
主
規
制
基
準

(自
主
基
準
)
に
求

め
て
お
り
'
こ
の
自
主
基
準
は
､
生
産
､
取
引
､
環
境
維
持
､
教
育
'
医
療
'
紛
争
の
解
決
な
ど
の
各
分
野
に
存
在
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

自
主
規
制
に
関
す
る
法
的
な
効
果
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
は
極
め
て
少
な
い
｡
こ
こ
で
は
長
尾
治
助

『自
主
規
制
と
法
』
を
参
考
に
検
討
を
進
め
る
｡

長
尾
論
文
は
取
引
行
為
を
中
心
に
検
討
を
し
て
お
り
､
検
討
範
囲
は
本
論
で
考
え
る
も
の
を
含
む
ま
で
に
広
く
は
な
い
が
'
基
本
的
に
判
例
分
析
を

ふ
ま
え
て
お
り
､

T
般
論
と
し
て
考
慮
で
き
る
考
え
方
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
｡

業
界
団
体
が
作
成
し
団
体
構
成
員
で
あ
る
各
企
業
に
お
い
て
も
遵
守
す
べ
き
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
自
主
基
準
に
は
'
会
員
に
対
す
る
指
導
措

置
や
処
分
措
置
な
ど
を
行
う
規
範
性
を
持
つ
が
こ
れ
ら
に
は
ふ
れ
な
い
｡
長
尾
論
文
で
は
､
こ
の
ほ
か
に
自
主
基
準
に
は
法
的
に
も
意
義
の
あ
る
機

能
を
営
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
､
と
し
て
､
(イ
)
法
条
に
含
ま
れ
る
法
概
念
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
機
能

(映
倫
の
審
査
基
準
が
わ
い
せ

つ
に
関
す
る
社
会
通
念
を
推
し
は
か
る

一
つ
の
資
料
と
し
て
､
国
家
が
司
法
上
の
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
も
重
視
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
案
件

(東

京
高
判
昭
和
五
五
年
七
月

一
八
日
)
を
指
摘
)
､
(
ロ
)
紛
争
当
事
者
の
行
為
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
機
能
､
(
ハ
)
国
内
の
成
文
法
規
が
業
界
団
体

制
定
の
自
主
基
準
に
法
的
効
果
を
付
与
す
る
場
合
に
'
自
主
基
準
の
法
の
内
容
を
組
成
す
る
機
能
､
(
ニ
)
法
律
要
件
判
定
機
能
の
四
つ
を
あ
げ
て
い

る
｡
特
に
法
律
要
件
判
定
機
能
と
し
て
､
違
法
性
と
注
意
義
務
に
つ
い
て
吟
味
し
て
い
る
｡

下
級
審
の
裁
判
例
に
当
た
る
と
､
自
主
基
準
に
違
法
性
判
定
の
根
拠
と
し
た
り
'
注
意
義
務
の
根
拠
と
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡

ま
ず
違
法
性
に
つ
い
て
は
､
①
信
義
則
違
反
と
し
て
の
違
法
性
'
②
債
務
不
履
行

･
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
要
件
と
し
て
の
違
法
性
､

③
公
序
良
俗
違
反
レ
ベ
ル
の
違
法
性
に
分
け
た
場
合
に
は
､
①
②
の
違
法
性
を
判
定
す
る
上
で
自
主
基
準
は
､
裁
判
上
少
な
く
と
も
重
要
な
フ
ァ
ク

タ
ー
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

(大
阪
高
裁
判
決
平
成
三
年
九
月
二
四
日
'
京
都
地
裁
判
決
昭
和
四
三
年

二

月
二
六
日
'

一
要
素
と
し
て
認
め

る
も
の
が
横
浜
地
判
昭
和
六
二
年

一
二
月

一
八
日
)
と
す
る
｡
た
だ
し
'
③
を
理
由
と
し
て
契
約
に
無
効
を
付
与
す
る
う
え
で
､
自
主
規
制
基
準
は

現
在
の
と
こ
ろ
な
お
単
独
で
は
反
公
序
良
俗
性
の
判
定
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
は
裁
判
上
機
能
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る

(大
阪
高
裁
判
決
平
成
三
年
九

月
二
四
日
)0

次
に
'
過
失
の
判
定
に
つ
い
て
は
､
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る
あ
る
べ
き
企
業
活
動
の
認
識
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う
自
主
規
制
の
特
質
か
ら
い
っ

て
自
主
基
準
の
規
制
対
象
と
さ
れ
た
事
項
に
関
わ
る
基
準
違
反
が
あ
る
と
き
'
そ
の
行
為
か
ら
損
害
を
被

っ
た
も
の
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い

て
'
自
主
基
準
は
注
意
義
務
の
基
準
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
が
'
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
そ
の
機
能
の
及
ぶ
範
囲
に
も
限
界
を
設
け
ざ
る
を
得

な
い
t
と
す
る

(横
浜
地
判
昭
和
六
二
年

〓

l月

1
八
日
､
東
京
地
判
平
成
元
年

1
二
月
二
五
日
)0

[自
主
規
制
の
法
的

効
果
]



こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
'
商
品
取
引
に
関
す
る
事
例
判
決
が
主
で
'
こ
こ
に
あ
げ
た
自
主
基
準
も
商
品
取
引
業
界
に
関
す
る
行
政
法
規
の
枠
組
み
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
部
分
も
少
な
く
な
く
､
長
尾
論
文
で
も
直
ち
に
民
事
紛
争
に
お
け
る
当
事
者
間
の
秩
序
の
意
味
を
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い

と
す
る
｡
こ
こ
に
掲
げ
た
判
決
に
お
い
て
も
自
主
基
準
だ
け
で
な
く
､
法
律
な
ど
も
引
い
て
そ
の
違
法
性
を
導
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
さ

ら
に
'
明
ら
か
に
長
尾
論
文
の
趣
旨
に
反
す
る
判
決

(準
則
お
よ
び
法
に
違
反
す
る
行
為
が
そ
の
こ
と
自
体
で
直
ち
に
不
法
行
為
を
形
成
す
る
と
言

え
な
い
t
と
す
る
函
館
地
判
昭
和
五
〇
年

一
〇
月
二
四
日
｡
た
だ
し
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
別
の
論
者
か
ら
の
批
判
も
あ
る
｡)
も
あ
り
､
こ
れ
ら
の

限
ら
れ
た
判
決
だ
け
で
普
遍
化
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
自
主
基
準
が
'
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
'
明
ら
か
に
法
的
効
果
は
何
も

持
た
な
い
と
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
0

特
に
'
本
論
の
対
象
と
す
る
基
準
制
定
者
が
､
営
利
を
目
的
と
し
た
企
業
の
集
ま
り
で
あ
る
業
界
団
体
で
は
な
く
'
学
会
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
効

果
に
お
い
て
も
大
き
な
差
が
あ
る
と
考
え
る
｡

第
二
項

成
文
化
さ
れ
な
い
法
規
範

二

公
序
良
俗
違
反
等
を
理
由
と
す
る
不
許
可
処
分

M

公
序
良
俗
違
反
規
定
を
持
つ
特
許
法
に
よ
る
不
特
許

特
許
法
で
は
不
特
許
事
由
と
し
て

｢公
の
秩
序
'
善
良
の
風
俗
公
衆
衛
生
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
｣
(三
二
条
第
二
号
)
を
あ
げ
て
い
る
｡

日
本
で
は
､
明
治

一
八
年
の

｢専
売
特
許
条
例
｣
以
来

一
貫
し
て
秩
序
風
俗
素
乱
の
お
そ
れ
を
不
特
許
事
由
と
し
て
い
る
｡
現
在
ほ
と
ん
ど
の
説
が

こ
う
し
た
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
付
与
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
当
然
と
し
て
お
り

(吉
藤
幸
朔

『
特
許
法
概
説
第
八
版
』
)
'
い
か
な
る
発
明
を
公
序

良
俗
に
反
す
る
発
明
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
､
①
発
明
の
本
来
の
目
的
が
公
序
良
俗
を
害
す
る
も
の

(通
貨
偽
造
機
械
'
阿
片
吸
引
具
な
ど
)
､
②

発
明
の
本
来
の
目
的
が
公
序
良
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
し
て
も
'
発
明
の
目
的
と
構
成
か
ら
み
て
'
何
人
も
極
め
て
容
易
に
'
公
序
良
俗
を

害
す
る
目
的
に
使
用
す
る
可
能
性
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
t
か
つ
'
実
際
そ
の
よ
う
に
使
用
す
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
(判

例
で
は
男
子
精
力
増
強
具
は
こ
れ
に
該
当
す
る
が
､
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
)
t
と
さ
れ
る
｡
例
え
ば
遺
伝
子
組
換
え
に
よ
り

人
体
に
有
害
な
微
生
物
を
作
り
出
さ
れ
る
場
合
は
'
こ
の
条
文
に
照
ら
し
て
も
不
特
許
と
な
る
べ
き
と
考
え
る
｡

一
方
海
外
で
は
'
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
権
法
典
で
も
特
許
が
禁
止
さ
れ
る
発
明
と
し
て

｢そ
の
公
表
ま
た
は
具
体
化
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
よ
う

な
発
明
｣
を
あ
げ
て
い
る
が
､
そ
の
一
態
様
と
し
て

｢
こ
の
資
格
に
お
い
て
､
人
体
'
そ
の
諸
要
素
ま
た
は
産
出
物
'
並
び
に
､
人
の
遺
伝
子
の
全
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部
ま
た
は

1
部
の
構
造
の
知
識
は
'
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
特
許
の
対
象
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
｣
が
付
加
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
遺
伝
子
配

列
の
解
析
に
つ
い
て
､
ア
メ
リ
カ
で
は
す
べ
て
特
許
で
押
さ
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
､
フ
ラ
ン
ス
で
は
､
人
体
の
商
品
化
の

断
罪
の
も
と
に
人
類
の
共
通
財
産
と
し
て
広
く
公
開
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
と
い
う
｡
(北
村

一
郎

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
立

法
の
概
要
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
九
〇
号
)｡

こ
の
よ
う
に
'
国
ご
と
に
公
序
良
俗
の
内
容
は
大
き
く
異
な
る
が
'
い
ず
れ
も
法
律
の
中
に
公
序
良
俗
規
定
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
､
法

律
に
基
づ
く
不
特
許
処
分
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡

[注
]
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
､
特
許
の
付
与
は
単
に
そ
の
発
明
に
つ
い
て
の
独
占
権
を
付
与
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
実
施
に
対
し
て
お

墨
付
き
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
､
し
た
が
っ
て
特
許
が
付
与
さ
れ
て
も
実
施
が
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
､
ま
た
特
許
が
付
与
さ
れ
な
く
と

も
､
他
の
法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
実
施
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
､
②
に
当
た
る
発
明
は
､
そ
の
実
施
の
態
様
に
応
じ
て
他
の
法
令
に

ょ
り
取
り
締
ま
れ
ば
十
分
で
あ
り
'
特
許
法
の
介
入
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
す
る
説
が
あ
る

(中
山
信
弘

『
工
業
所
有
権
法
』)｡

∽公
序
良
俗
規
定
な
ど
明
文
規
定
の
な
い
法
令
に
よ
る
不
許
可
の
可
能
性

一
般
の
行
政
法
に
お
い
て
､
特
許
法
の
よ
う
に
特
段
の
明
文
規
定
が
な
く
と
も
'
公
序
良
俗
規
定
等
の
一
般
条
項
に
基
づ
き
許
可
申
請
や
届
出
に

対
し
て
'
不
許
可
処
分
や
届
出
の
受
理
の
拒
否
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
｡
特
許
法
の
公
序
良
俗
に
反
す
る
発
明
に
特
許
を
付
与

し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
'
産
業
政
策
的
理
由
と
い
う
よ
り
は
当
然
の
事
理
と
さ
れ
る

(中
山
同
上
)
が
明
文
が
な
い
場
合
に
も
公
序
良
俗
を
理
由

に
不
特
許
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡

判
例
や
学
説
で
は
行
政
法
の
法
源
と
し
て
不
文
法
と
し
て
条
理
を
あ
げ
る
が
'
こ
の
中
に
平
等
則
､
比
例
原
則
､
禁
反
言
の
原
則
､
信
義
誠
実
の

原
則
､
手
続
的
正
義
の
原
則
な
ど
を
あ
げ

(原
田
尚
彦

『
行
政
法
要
論
』
)
'
権
利
濫
用
や
信
義
誠
実
則
を
あ
げ
る

(村
上
武
則
編

『基
本
行
政
法
』
)
0

判
例
で
も
､
特
に
行
政
行
為
の
無
効
に
関
連
し
て
'
行
政
行
為
の
戦
痕
の
類
型
の
中
で
､
権
限
濫
用
の
行
為

(下
級
審
判
決
に
多
い
)
'
信
義
則
違

反
の
行
為

(最
高
判
昭
和
四
〇
年
八
月

一
七
日
｡
た
だ
し
信
義
則
と
は
明
示
し
て
い
な
い
)
を
も
っ
て
無
効
と
す
る
な
ど
の
判
決
が
見
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
中
で
'
公
序
良
俗
に
つ
い
て
は
､
明
示
的
に
認
め
た
学
説
は
見
え
ず
'
判
例
で
は
む
し
ろ
､
民
法
九
〇
条
は
私
法
上
の
行
為
な
い
し
法

律
関
係
を
律
す
る
規
定
で
あ
っ
て
権
力
支
配
作
用
で
あ
る
農
地
買
収
手
続
き
に
は
適
用
が
な
い

(東
高
昭
和
二
九
年

一
月
二
九
日
)
と
す
る
も
の
さ

え
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
は
'
行
政
庁
側
の
行
政
行
為
に
対
し
て
上
に
あ
げ
た
よ
う
な
非
難
さ
れ
る
べ
き
事
由
が
あ
る
場
合
の
事
案
で
あ
っ
て
'
む

し
ろ
申
請
者
や
届
出
を
行
う
側
に
こ
の
よ
う
な
事
由
が
あ
っ
た
場
合
に
行
政
庁
が
不
許
可
や
届
出
の
不
受
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
の

二

〇
ペ
ー
ジ
～
'
二

九
ペ
ー
ジ

～
参
照

[
明
文
規
定
に
よ
ら

な
い
不
許
可
等
]



判
断
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
平
等
原
則
'
比
例
原
則
､
信
義
誠
実
則
を
､
行
政
権
に
お
け
る
裁
量
を
拘
束
す
べ
き
原
則
と
し
て
重
要
な
役
割
を

果
た
す

(藤
井
俊
雄

『
行
政
法
総
論
』
)
と
述
べ
る
の
も
こ
う
し
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
｡

1
方
､
逆
に
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
違
法
性
に
関
し

て
は
､
狭
義
の
説
と
広
義
に
取
る
説
が
あ
る
も
の
の
､
法
規
違
反
だ
け
で
な
く
条
理

(公
序
良
俗
､
信
義
則
､
権
利
濫
用
等
)
に
反
す
る
行
為
も
対

象
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る

(高
田
敏

『
行
政
法

(改
訂
版
)
』
)｡
民
法
に
お
け
る
公
序
良
俗
等
最
高
法
規
性
は
行
政
法
に
お
い
て
適
用
が
排
除
さ
れ

る
と
見
る
根
拠
は
な
く
'
逆
に
不
道
徳
な
行
為
の
実
現
に
法
律
は
手
を
貸
さ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(田
中
二
郎

『
新
版
行
政
法
』
は
'
｢
7

般
社
会
の
正
義
心
に
お
い
て
､
か
く
あ
る
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
条
理
ま
た
は
筋
合
い
は
'
法
の
解
釈
の
基
本
原
理
と
し
て
t
か
つ
ま
た
'
法
に

欠
陥
の
あ
る
場
合
の
補
充
的
法
源
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
｣
と
し
て
法
的
根
拠
が
あ
り
得
る
こ
と
を
述
べ
､

f
つ
の
根
拠
に
明
治
八
年
太
政
官

布
告

｢裁
判
事
務
心
得
｣
を
あ
げ
る
)0

[注
]
｢す
べ
て
の
法
律
関
係
は
､
公
序
良
俗
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
公
序
良
俗
は
､
法
律
の
全
体
系
を
支
配
す
る
理
念
と
考
え
ら
れ

る
｡
す
な
わ
ち
'
権
利
の
行
使
と
義
務
の
履
行
が
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
う
べ
し
と
い
う
の
も
'
自
力
救
済
の
限
界
が
定
め
ら
れ
る
の
も
､
法
律
行

為
の
解
釈
に
つ
い
て
条
理
が
作
用
す
る
の
も
､
結
局
に
お
い
て
は
､
公
の
秩
序

･
善
良
の
風
俗
と
い
う
理
念
の
具
体
的
な
適
用
に
他
な
ら
な
い
｡
｣
(我

妻
栄

『
民
法
総
則
』
)0

一
例
と
し
て
戸
籍
法
を
あ
げ
る
と
'
戸
籍
法
は
子
の
名
前
の
届
出
に
関
し
て
は
､
五
〇
条
で

｢子
の
名
に
は
､
常
用
平
易
な
文
字
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｣
(
一
項
)
｢常
用
平
易
な
文
字
の
範
囲
は
､
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
｣
(二
項
)
と
の
み
定
め
る
｡
し
た
が
っ
て
名
前
の
意
味
に
つ
い

て
は
関
与
し
な
い
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
､
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る

(悪
魔
ち
ゃ
ん
)
事
件
が
起
き
て
い
る
｡

平
成
五
年
'
届
出
人
は
誕
生
し
た
子
供
の
名
前
を

(悪
魔
)
と
し
て
市
役
所
に
出
生
届
を
し
､
こ
の
届
出
は

一
旦
受
け
付
け
ら
れ
戸
籍
に
記
載
さ

れ
た
｡
そ
の
後
市
役
所
は
'
子
の

(悪
魔
)
と
い
う
名
は
親
の
命
名
権
の
濫
用
で
あ
っ
て
'
出
生
届
の
子
の
名
に
不
備
が
あ
る
か
ら
'
届
出
人
が
別

の
名
を
届
け
出
る
よ
う
指
導
し
､
別
の
名
を
追
完
す
る
ま
で

(名
未
定
)
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
､
戸
籍
の
出
生
事
項
に

(名
未
定
)
と
記
載

L
t
(悪
魔
)
と
い
う
名
を
抹
消
し
た
｡
届
出
人
は
こ
の
取
り
扱
い
を
不
服
と
し
て
家
庭
裁
判
所
に
不
服
申
し
立
て
を
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
｡

な
お
市
役
所
の
措
置
は
法
務
省
民
事
局
長
回
答

(平
成
五
年
九
月

一
四
日
付
)
に
従
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
｡
子
の
不
服
申
し
立
て
に
､
家
庭
裁
判

所
は
命
名
権
の
濫
用
さ
れ
た
場
合
は
社
会
通
念
上
明
ら
か
に
不
当
と
見
ら
れ
る
と
き
な
ど
に
は
市
町
村
長
が
名
前
の
受
理
を
拒
否
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
'
(悪
魔
)
も
そ
の

一
つ
に
当
た
る
､
し
か
し
､
届
出
を

一
旦
受
理
し
た
以
上
は
た
と
え
戸
籍
法
に
違
反
す
る
名
前
で
あ
っ
て
も
両
親
を
促
し

て
戸
籍
訂
正
の
申
請
を
さ
せ
る
の
が
ル
ー
ル
で
､
そ
れ
を
省
い
て

一
方
的
に

(悪
魔
)
の
表
記
を
抹
消
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
'
(名
未
定
)

[戸
籍
法
不
受
理
案

件
]
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の
事
項
を
抹
消
す
べ
L
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

(野
田
愛
子

｢
(悪
魔
)
と
言
う
名
前
の
子
供
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト

一
〇
四
二
号
)｡
結
果
的
に
市
は
こ

れ
を
不
服
と
し
て
即
時
抗
告
し
た
が
'
届
出
人
が
不
服
申
し
立
て
を
取
り
下
げ
'
別
の
名
前
を
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
そ
の
も
の
は
終
了
し
て

い
る
｡

こ
れ
は
公
序
良
俗
で
は
な
く
権
利
濫
用
禁
止
の
事
例
で
あ
る
が
'
戸
籍
法
と
い
う
行
政
法
に
特
段
規
定
が
な
く
て
も
'
権
利
濫
用
禁
止
と
い
う
民

法
の
最
高
原
理
の
考
え
方
に
よ
り
行
政
が
届
出
の
受
理
を
拒
否
で
き
る
か
ど
う
か
が
論
点
で
あ
る
C
行
政
側

(こ
の
場
合
は
市
役
所
及
び
法
務
省
)

も
裁
判
所
も

(悪
魔
)
と
言
う
名
は
社
会
通
念
上
明
ら
か
に
不
当
で
あ
り
受
理
を
拒
否
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
は
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

す
で
に
本
件
以
前
に
､
戸
籍
法
に
関
す
る
通
達
に
よ
り
､
法
五
〇
条
に
合
致
し
な
い
名
の
届
出
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
こ
の
よ
う
な
届
出
は
受
理
さ

れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
の
で
､
本
案
件
は
権
利
濫
用
に
よ
る
命
名
を
め
ぐ
る
判
断
を
積
極
的
に
下
し
た
案
件
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

な
お
､
こ
の
事
案
直
後
に
成
立
し
た
行
政
手
続
法
第
三
七
条
で
は

｢届
出
が
届
出
書
の
記
載
事
項
に
不
備
が
な
い
こ
と
､
届
出
書
に
必
要
な
書
類

が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
ら
れ
た
届
出
の
形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
'
当
該
届
出
が
法
令
に
よ
り
当
該
届
出

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
機
関
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
に
､
当
該
届
出
を
す
べ
き
手
続
上
の
義
務
が
履
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
｣
と
さ
れ
て
お

り
'
以
後
の
案
件
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
法
の
当
該
条
文
の
解
釈
も
問
題
と
な
ろ
う
｡

S
公
序
良
俗
の
意
味

付公
序
良
俗
の
分
類

民
法
九

〇
条
の

｢公
の
秩
序
善
良
の
風
俗
｣
は
公
序
良
俗
違
反
と
呼
ば
れ
､
公
共
の
福
祉
や
権
利
濫
用
禁
止
や
信
義
則
違
反

(第

1
条
)
と
並
ん

で

一
般
条
項
と
さ
れ
て
い
る
が
'
特
に
公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
と
さ
れ
､
公
序
良
俗
に
反
す
る
方
法
で
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合

は
不
法
行
為
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
､
公
序
良
俗
に
反
す
る
給
付
は
不
法
給
付
と
し
て
不
当
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
t

な
ど
広
範
な
法
的
効
果
を
生
ず
る
｡
し
か
し
､
そ
の
内
容
は
他
の

一
般
条
項
と
同
様
'
極
め
て
抽
象
的
概
念
で
あ
っ
て
､
公
序
良
俗
の
観
念
は
社
会

の
慣
行
と
時
代
の
倫
理
思
想
を
考
慮
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

[注
]
外
国
で
は
､
ド
イ
ツ
が
日
本
と
似
た
公
序
良
俗
概
念
を
持
っ
て
お
り

(公
序
概
念
は
な
い
)､
フ
ラ
ン
ス
は
独
自
の
公
序
良
俗
概
念
を
持
つ
｡

政
治
的
公
序
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
､
比
較
的
近
時
改
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
｡
生
命
保
険
は
人
命

へ
の
投
機
で
あ
り
不
道
徳
で
無
効

(
一
九
≡

〇
年
法
律
)､
結
婚
の
仲
介
も
不
道
徳
で
公
序
に
反
す
る

(
一
九
四
四
年
破
穀
院
判
決
)､
自
由
業
に
お
け
る
顧
客
の
譲
渡
は
職
業
的
公
序
に
反
す
る

(
l
九
六

一
年
破
穀
院
判
決
)
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
立
法

･
判
決
に
よ
り
改
め
ら
れ
た
｡
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公
序
と
良
俗
は
立
法
当
初
は
別
個
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
'
現
在
で
は
同

一
の
目
的
を
持
つ
類
似
の
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
'
こ
れ
に
従
い

具
体
的
な
公
序
良
俗
違
反
の
内
容
に
つ
い
て
は
'
戦
前
よ
り
我
妻
栄
が
判
例
に
基
づ
き
七
分
類
し
た
も
の
が
､
今
日
に
お
い
て
も
通
説
と
な
っ
て
い

る
｡
す
な
わ
ち
'
①
人
倫
に
反
す
る
も
の
②
正
義
の
観
念
に
反
す
る
も
の
③
他
人
の
無
思
慮

･
窮
迫
に
乗
じ
て
不
当
の
利
を
博
す
る
行
為
④
個
人
の

自
由
を
極
度
に
制
限
す
る
も
の
⑤
営
業
自
由
の
制
限
⑥
生
存
の
基
礎
た
る
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
⑦
著
し
く
射
侍
的
な
も
の
t
で
あ
る

(我
妻
栄
『
民

法
総
則
』)0

我
妻
栄
が
行
っ
た
判
例
分
類
は
戦
前
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
'
こ
れ
に
基
づ
き
戦
後
の
判
例
を
分
類
し
た
と
き
は
､
そ
の
分
類
は
相
当
困
難
に
な

る
L
t
こ
こ
の
分
類
自
身
の
内
容
が
変
質
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
｡
近
年
は
'
我
妻
分
類
に
変
え
て
新
し
い
分
類
の
提
案
も
多
く
な
さ
れ
て
い
る
｡

例
え
ば
､
九
〇
条
が
こ
れ
ま
で
保
護
し
て
き
た
法
益
を
規
範
秩
序
別
に
分
類
す
る
提
案
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
①
憲
法
秩
序
違
反
②
公

法
法
規
秩
序
違
反
③
取
引
法
秩
序
違
反
④
家
族
法
秩
序
違
反
⑤
生
成
途
上
の
法
益
違
反
を
あ
げ
て
い
る
｡
こ
の
分
類
に
従
え
ば
'
最
近
の
傾
向
と
し

て
'
ほ
と
ん
ど
が
取
引
法
秩
序
違
反
で
あ
り
'
家
族
法
秩
序
違
反
は
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
特
に
'
(生
成
途
上
の
法
益
違
反
)
と

し
て
'
我
が
国
の
裁
判
例
と
し
て
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
が
'
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
ど
う
し
の
婚
姻
'
代
理
母
'
臓
器
売
買
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る

(中
舎
寛
樹

｢民
法
九
〇
条
に
お
け
る
公
序
良
俗
違
反
の
類
型
｣
椿
寿
夫

･
伊
藤
進
編

『
公
序
良
俗
違
反
の
研
究
』
)｡
生
命
科
学
技
術
及
び
生
殖

医
療
技
術
関
係
の
倫
理
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
項
は
ほ
と
ん
ど
こ
の

(生
成
途
上
の
法
益
違
反
)
の
中
に
入
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
同
じ

一
般
条
項
と
さ
れ
る
権
利
濫
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
公
序
良
俗
は
権
利
濫
用
の
単
純
な
判
断
基
準
な
い
し
要
件
そ
の
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
､

一
方
で
､
公
序
良
俗
は
契
約
の
成
立
'
す
な
わ
ち
権
利
の
発
生
段
階
に
関
わ
り
'
権
利
濫
用
は
発
生
し
た
権
利
の
行
使
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
考
え
方
に
従
え
ば
､
す
で
に
前
に
述
べ
た
命
名
権
の
濫
用
は
'
付
け
ら
れ
た
名
前
に
着
目
す
れ
ば
公

序
良
俗
違
反
と
な
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
｡
な
お
､
最
近
の
学
説

･
判
例
は
権
利
濫
用
を
説
か
な
く
な
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
従
来
権
利
濫
用
と
さ
れ

て
い
た
事
例
が
､
立
法

･
法
解
釈
に
よ
り
個
々
の
規
定

へ
と
分
解
し
て
い
っ
た
た
め
と
す
る

(橋
本
恭
宏

｢公
序
良
俗
と
権
利
濫
用
｣
同
上
)0

00先
端
科
学
技
術
の
医
療
応
用
が
公
序
良
俗
に
関
わ
る
場
合

先
端
的
な
医
療
技
術
に
つ
い
て
は
海
外
も
含
め
て
例
は
多
く
は
な
い
が
､
フ
ラ
ン
ス
で
は
代
理
母
を
仲
介
す
る
協
会
に
対
し
て
'
破
穀
院
は
人
の

身
分
の
不
可
処
分
性
と
い
う
公
序
､
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
非
営
利
社
団
の
無
効
を
定
め
る
法
律
な
ど
を
理
由
に
当
該
協
会
を
無
効
と
す
る
判
決
を

下
し
た
と
い
う

(難
波
譲
治

｢フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
お
け
る
公
序
良
俗
｣
同
上
)｡
我
が
国
で
も
'
代
理
母
契
約
に
つ
い
て
は
公
序
良
俗
に
反
し
て

無
効
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
｡

一
方
で
'
体
外
受
精

･
旺
移
植

(昭
和
五
八
年

一
〇
月
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
会
告
)
'
ヒ
ト
精
子

･
卵
子

･
受
精
卵
を
取
り
扱
う
研
究

(昭
和

三
七
ペ
ー
ジ
参
照
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六
〇
年
三
月
同
会
会
告
)
'
体
外
受
精

･
肝
移
植
の
登
録
報
告
制

(昭
和
六

1
年
三
月
同
会
会
告
)
'
精
子
選
別

(平
成
六
年
八
月
同
会
会
告
)
'
死

亡
し
た
胎
児
や
新
生
児
の
臓
器
等
を
研
究
に
用
い
る
こ
と

(昭
和
六
二
年

一
月
同
会
会
告
)
､
先
天
異
常
の
胎
児
診
断

(昭
和
六
三
年

1
月
同
会
会

普
)
､
ヒ
ト
肱
お
よ
び
卵
の
凍
結
保
存
と
移
植

(昭
和
六
三
年
四
月
同
会
会
告
)
'
顕
微
受
精
法
の
臨
床
実
施

(平
成
四
年

1
月
同
会
会
告
)
､
(体
外

受
精

･
腫
移
植
に
お
け
る
)
多
胎
妊
娠

(平
成
八
年
二
月
同
会
会
告
)
､
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
と
精
子
提
供

(平
成
九
年
五
月
同
会
会
告
)
､
ヒ
ト

の
体
外
受
精

･
腔
移
植
の
臨
床
応
用
範
囲

(平
成

1
0
年

l
〇
月
同
会
会
告
)
'
着
床
前
診
断

(平
成

l
〇
年

l
〇
月
同
会
会
告
)
に
つ
い
て
は
日

本
産
科
婦
人
科
学
会
か
ら
会
告
が
出
さ
れ
､
い
ず
れ
の
医
療
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
処
置
が

一
定
の
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
'
例
え
ば
､
体
外
受
精

･
肝
移
植
は
､
新
鮮
腔
を
用
い
た
も
の

1
七
九
九
二
人
'
凍
結
腔
を
用
い
た

も
の

一
五
三

一
人
'
顕
微
受
精
六
五
五
九
人

(い
ず
れ
も
平
成
七
年
度
)
等
の
実
績
が
上
が
っ
て
お
り
'
こ
う
し
た
実
績
は
否
定
し
得
な
い
と
考
え

ら
れ
る
｡

1
方
'
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
会
告
の
示
す
条
件
に
違
反
し
た
場
合
に
は
'
直
ち
に
公
序
良
俗
に
反
し
た
行
為
と
な
る
か
ど
う
か
は
判

断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

な
お
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
は
､
す
で
に

へ
｢体
外
受
精

･
腫
移
植
｣
に
関
す
る
見
解
)
で

｢本
法
の
実
施
に
際
し
て
は
'
遺
伝
子
操
作
を

行
わ
な
い
｣
と
し
､
こ
こ
に
い
う

｢遺
伝
子
工
学
｣
と
は
遺
伝
子
工
学

･
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ

･
異
種
間
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

･
キ
メ
ラ
等
を
人
工
的
に
行
う

こ
と
と
L
t
ウ
イ
ル
ス
移
植
な
ど
の
生
物
学
的
換
作
､
放
射
線
照
射
'
マ
イ
ク
ロ
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
ー
な
ど
に
よ
る
機
械
的
操
作
な
ど
の
物
理
的
操
作
'

ヒ
ト
に
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
化
学
物
質
投
与
な
ど
の
ご
と
き
化
学
的
操
作
を
あ
げ
て
お
り
､
こ
の
よ
う
な
操
作
は
医
療
と
し
て
行
う
体
外
受

精
の
目
的
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
､
医
の
倫
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
し
て
い
る
｡

二
.
医
療
に
お
け
る
注
意
義
務
の
基
準

Ⅲ医
師
と
研
究
者
の
関
係

ク
ロ
ー
ン
技
術
を
例
に
取
り
､
医
師
と
研
究
者
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
に
当
た
っ
て

は
､
人
の
未
受
精
卵
な
い
し
受
精
卵
を
摘
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
､
現
在
の
技
術
で
は
､
人
の
体
細
胞
核
を
移
植
し
た
卵
細
胞
を
子
宮
外
で

育
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
､
子
宮
内
に
戻
し
て
育
て
る
場
合
は
'
ク
ロ
ー
ン
腔
を
子
宮
に
着
床
さ
せ
以
後

一
般
の
体
外
受
精
と
同
様
の
プ
ロ

セ
ス
を
た
ど
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

医
師
法
で
は

｢医
師
で
な
け
れ
ば
､
医
業
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
｣
(
一
七
条
)
と
規
定
し
て
お
り
'
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
も
の
は
､
二
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
規
定
の
中
で
､
医
業
と
は
､
反
復
継
続
し
て
医
行
為
を
な
す
こ
と
と
さ
れ
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て
い
る
が
､
医
行
為
に
つ
い
て
は
､
そ
の
内
容
が
複
雑
多
岐
で
あ
り
､
医
学
の
進
歩
に
伴
っ
て
常
に
変
化
し
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
法
律
で

医
行
為
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
も
あ
り
'
妥
当
で
も
な
い
の
で
医
師
法
で
は
そ
の
定
義
を
設
け
て
い
な
い
C
こ
の
た
め
医
行
為
を
め
ぐ
つ
て
は

判
例
学
説
に
よ
り
様
々
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
が
'
現
在
の
通
説
で
は
ほ
ぼ

｢医
師
の
医
学
的
判
断
及
び
技
術
を
も
っ
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば

人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
､
生
殖
関
係
の
行
為
で
は
､
月
経
不
順
の
婦
女
に
対
し
容
態
を
聞
き

病
状
を
診
断
し
た
上
子
宮
鏡
及
び
ピ
ン
セ
ッ
ト
を
使
用
し
て
子
宮
内
に
通
経
丸
と
称
す
る
薬
を
充
填
す
る
行
為
､
灸
術
営
業
者
が
灸
術
を
施
す
に
当

た
り
膜
内
に
子
宮
鏡
を
挿
入
し
て
子
宮
を
内
診
す
る
行
為
な
ど
が
判
例
で
医
行
為
と
さ
れ
て
お
り
'
ま
た
人
工
授
精
も
学
説
で
は
医
行
為
と
し
て
い

る

(野
田
寛

『
医
事
法
』
)｡
し
た
が
っ
て
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
の
た
め
の
､
未
受
精
卵
､
受
精
卵
の
摘
出
や
､
ク
ロ
ー
ン
腔
の
子
宮

へ
の
着
床
等
は
医

行
為
に
該
当
L
t
医
師
以
外
は
医
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
｡
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
研
究
と
と
ら
え
て
き
た
が
､
そ
の
意
味

で
は
前
章
で
中
核
的
規
制
と
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出

(ク
ロ
ー
ン
腔
の
母
胎

へ
の
着
床
)
は
､
先
端
的
な
研
究
活
動
で
あ
る
と

同
時
に
医
行
為
で
も
あ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡

実
際
に
は
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
の
た
め
に
､
摘
出
さ
れ
た
未
受
精
卵
な
い
し
受
精
卵
に
体
細
胞
核
を
移
植
す
る
行
為
な
ど
は

(研
究
だ
け
の
目
的

の
場
合
は
)
医
行
為
と
言
え
る
か
疑
問
で
あ
り
医
師
の
資
格
の
な
い
者
が
行
う
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
が
､
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
の
た
め
の
行
為
に

あ
っ
て
は
そ
の
行
為
の
1
部
は
必
ず
医
行
為
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
'
医
師
が
最
終
的
な
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
｡
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に

規
制
が
困
難
な
研
究
者
を
直
接
規
制
し
な
く
て
も
'
医
師
さ
え
規
制
す
れ
ば
ク
ロ
ー
ン
児
の
創
出
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
イ
ン
ビ
ト
ロ

(試
験
管
内
)
で
ク
ロ
ー
ン
卵
が
生
育
す
れ
ば
､
直
接
研
究
者
を
規
制
す
る
必
要
も
生
じ
て
く
る
が
現
在
の
技
術
水
準

で
は
当
面
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

∽医
療
行
為
の
制
限
に
つ
い
て

医
療
行
為
は
本
来
人
の
身
体
に
対
す
る
侵
襲
行
為
で
あ
る
か
ら
､
医
師
で
な
い
者
が
医
療
目
的
以
外
に
行
え
ば
'
刑
法
の
傷
害
罪
を
構
成
し
､
民

法
の
不
法
行
為
責
任
を
免
れ
な
い
｡
医
師
が
行
う
医
療
行
為
で
あ
る
ゆ
え
に
'
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
､
刑
事
責
任
､

民
事
責
任
'
さ
ら
に
医
師
法
等
に
基
づ
く
行
政
責
任
な
ど
の
個
別
詳
細
な
責
任
に
は
わ
た
ら
な
い
範
囲
で
､

I
般
的
に
医
療
行
為
が
違
法
性
阻
却
事

由
に
当
た
る
限
度
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡

医
療
行
為
が
正
当
行
為
と
さ
れ
る
た
め
に
は
'
通
常
次
の
三
つ
の
基
準
､
①
医
学
的
適
応
性
が
あ
る
こ
と
､
②
医
療
技
術
と
し
て
正
当
性
が
あ
る

こ
と
'
③
患
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
､
が
必
要
で
あ
り
'
こ
れ
を
欠
く
場
合
は
当
該
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
｡
③
に

つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
き
､
前
二
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
｡
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医
学
的
適
応
性
と
は
､
客
観
的
に
見
て
患
者
の
生
命
､
健
康
の
維
持
､
促
進
に
適
す
る
も
の
で
そ
の
実
施
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
正
当
と
な
る

と
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
意
味
で
'
美
容
整
形
､
同
意
傷
害
､
優
生
手
術
'
性
転
換
手
術
､
人
工
妊
娠
中
絶
手
術
な
ど
が
問
題
と
な
り
'
特
に
生
殖
医

療
技
術
で
は
､
人
工
授
精
や
体
外
受
精
が
こ
の
ケ
ー

ス
に
当
た
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
医
療
技
術
の
正
当
性
と
は
､
後
述
す
る
医
療
水
準

に
達
し
な
い
診
療
や
､
生
体
実
験
､
治
験
的
実
験
な
ど
が
こ
の
点
か
ら
問
題
を
生
じ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
社
会
の
状
況
に
応
じ
極
め
て
流
動
的
で
あ
り
､
例
え
ば
医
事
関
係
法
に
お
い
て
も
､
医
師
等
の

資
格
取
得
要
件
'
医
師
の
義
務
'
医
療
施
設
の
基
準
な
ど
は
定
め
る
も
の
の
､
医
療
行
為
の
内
容
に
関
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
｡
し
た
が
っ
て

医
療
行
為
に
あ
っ
て
は
医
師
の
裁
量
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
医
療
は
高
度
に
専
門
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
'
医
療
及
び
保
健
指
導

の
内
容
に
つ
い
て
は
､
そ
の
専
門
的
知
識
と
技
能
を
有
す
る
医
師
等
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
､
行
政
庁
は
原
則
と
し
て
関
与
し
な
い
方
針
を
取
っ
て

き
た

(野
田
寛

『
医
事
法
』
)｡
こ
の
よ
う
な
広
範
な
裁
量
性
が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
､

何病
変
は
人
体
に
内
在
す
る
個
体
及
び
環
境
条
件
に
規
定
さ
れ
て
く
る
個
体
差
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
､
医
学
上
承
認
さ
れ
て
い
る
医
療
技
術
で
あ
っ

て
も
'
そ
の
適
用
は
個
々
の
患
者
に
よ
っ
て
異
な
り
個
別
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

㈲医
師
の
治
療
行
為
が
患
者
の
利
益
と
な
る
た
め
に
は
､
医
師
の
学
識

･
技
量

･
経
験
が
自
由
に
駆
使
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(大
谷

『
医
療
行
為
と
法

(新
版
)』
)0

こ
れ
ら
の
要
件
に
つ
い
て
は
､
具
体
的
に
以
下
で
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
も
し
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
医
療
行

為
の
観
点
か
ら
正
当
性
'
適
応
性
を
欠
く
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
､
特
段
の
法
律
の
制
定
を
待
た
ず
に
'
そ
の
行
為
は
正
当
な
医
療
行
為
と
言
う
こ

と
は
で
き
ず
､
違
法
な
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

な
お
､
医
療
業
務
の
特
質
上
'
医
療
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
法
規
で
直
接
規
制
す
る
こ
と
を
避
け
る
方
針
が
従
来
は
取
ら
れ
て
き
た
が
'

昭
和
二
四
年
に
改
正
さ
れ
た
医
師
法
二
四
条
の
二
に
よ
り

｢厚
生
大
臣
は
'
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
を
生
ず
る
虞
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
､
そ

の
危
害
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
医
師
に
対
し
て
､
医
療
又
は
保
健
指
導
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
｣
(
一
項
)
｢厚
生
大
臣
は
'
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
'
あ
ら
か
じ
め
､
医
道
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣
(二
項
)
と
さ
れ
､
医
療
等
に
関
す
る
厚
生
大
臣
の
指
示
権
が
規
定
さ
れ
､
特
に
医
道
審
議
会
の
意
見
を
聴
し
た
上
で
指
示
権
発
動
が
可
能
と

な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
基
づ
き
､
す
で
に

｢輸
血
に
関
し
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
準
拠
す
べ
き
基
準
｣
(昭
和
二
七
年
厚
生
省
告
示
)
が
発
せ
ら
れ

て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
直
接
こ
の
指
示
権
に
よ
ら
な
い
が
医
療
内
容
に
関
す
る
行
政
通
達
が
多
数
出
さ
れ
て
い
る

(野
田
寛

『
医
事
法
』
)
が
､
そ
う

し
た
通
達
の
根
拠
は
こ
の
規
定
を
踏
ま
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
'
厚
生
大
臣
の
指
示
は
法
的
拘
束
力
は
な
く
訓
示
的
な
も
の
と
す
る
説
と
'
規
範
的
な
拘
束
力
を
持
つ
と
す
る
説
が
あ
り
､
下
級
審
判
決
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で
は
前
者
の
説
を
採
る
判
決
が
多
い
｡

[注
]
こ
の
法
律
改
正
の
契
機
と
な
っ
た
輸
血
梅
毒
事
件
は
､
梅
毒
に
感
染
し
て
い
た
職
業
的
給
血
者
か
ら
輸
血
を
受
け
た
患
者
が
梅
毒
に
感
染
し

た
事
故
で
あ
り
､
最
終
的
に
最
高
裁
は
'
相
当
の
問
診
を
す
れ
ば
結
果
の
発
生
を
予
見
し
得
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
'
い
や
し
く
も
人
の
生
命
及

び
健
康
を
管
理
す
べ
き
業
務

(医
業
)
に
従
事
す
る
者
は
'
そ
の
業
務
の
性
質
に
照
ら
し
'
危
険
防
止
の
た
め
に
実
験
上
必
要
と
さ
れ
る
最
善
の
注

意
義
務
を
要
求
さ
れ
る
､
と
し
て
医
師
の
過
失
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
｡

S医
療
行
為
の
適
応
性

医
療
行
為
の
医
学
的
適
応
性
に
関
す
る
議
論
は
､
後
述
の
正
当
性
や
医
療
水
準
に
関
す
る
議
論
と
異
な
り
､
む
し
ろ
公
序
良
俗
と
関
係
す
る
議
論

が
多
い
｡
具
体
例
に
ふ
れ
つ
つ
検
討
し
て
み
る
｡

(イ
)
美
容
整
形
手
術

美
容
整
形
手
術
に
つ
い
て
は
､
医
療
行
為
と
い
う
侵
襲
行
為
を
上
回
る
疾
病
の
危
害
の
排
除
と
い
う
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
こ
う
し
た
美
容

整
形
手
術
は
医
療
行
為
性
が
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
｡
刑
法
分
野
で
は
'
こ
う
し
た
観
点
か
ら
美
容
整
形
手
術
の
医
療
性
に
対
し
否
定
的
な
見
解

が
通
説
で
あ
り

(た
だ
し
､
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
か
ら
構
成
要
件
該
当
性
を
欠
く
か
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
説
く
)
､

1
方
民
法
分
野
で

は
'
専
門
医
学
的
な
技
術
の
施
用
で
あ
る
か
ら
通
常
の
診
療
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
と
す
る
の
が

一
般
で
あ
る
｡
下
級
審
で
あ
る
が
判
例
も

｢美

し
く
あ
り
た
い
と
願
う
美
に
対
す
る
憧
れ
と
か
醜
さ
に
対
す
る
憂
い
と
い
っ
た
人
々
の
精
神
的
な
不
満
を
解
消
す
る
こ
と
も
積
極
的
な
目
的
と
認
め

ら
れ
る

(東
京
地
判
昭
和
四
七
年
五
月

1
日
)
と
す
る
｡
そ
の
後
'
昭
和
五
三
年
に
医
療
法
改
正
に
よ
り
'
診
療
科
名
と
し
て
美
容
外
科
が
追
加
さ

れ
て
法
律
上
美
容
整
形
手
術
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
'
な
お
通
常
の
医
療
と
は
若
干
異
な
る
扱
い
を
持
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
｡

(
ロ
)
同
意
傷
害

同
意
傷
害
は
公
序
良
俗
性
な
い
し
社
会
的
相
当
性
に
反
し
な
い
限
り
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
他
人
の
手

に
よ
る
生
命
の
処
分
権
は
認
め
ら
れ
な
い
が
'
身
体
に
つ
い
て
は
個
人
の
決
定
し
う
る
事
項
と
考
え
て
'
身
体
の
処
分
権
は
そ
の
主
体
に
認
め
て
よ

い
か
ら
'
や
く
ざ
に
入
れ
墨
す
る
の
も
'
指
を
詰
め
て
や
る
の
も
､
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る

(大
谷

『
医
療
行
為
と
法

(新
版
)』
)0

(
ハ
)
人
工
妊
娠
中
絶

母
体
保
護
法

(改
正
前
の
優
生
保
護
法
も
同
様
)
で
は
'
妊
娠
の
継
続
ま
た
は
分
娩
が
身
体
的
ま
た
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し

く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
'
医
師
は
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の

110



意
味
す
る
と
こ
ろ
は
､
社
会
的
な
見
地
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
妊
娠
中
絶
も
'
妊
娠
の
継
続
や
分
娩
が
母
休
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
言
う
の
が
本
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
､
実
際
は
'
｢医
師
は
経
済
的
理
由
が
ど
の
よ
う
に
妊
婦
の
健
康
に
影
響
す
る

か
を
調
査

･
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
､
義
務
づ
け
も
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
こ
に
は
､
医
学
的
適
応
性
の
中
に
社
会
政
策
的
見
地
が
ス
ト

レ
ー
ト
に
入
っ
て
き
て
い
る
｡
こ
う
し
て
､
担
当
医
の

一
人
の
判
断
で
手
術
相
当
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
､
人
工
妊
娠
中
絶
に
対
す
る

法
規
制
は
ほ
と
ん
ど
実
質
的
意
義
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
､
刑
法
の
堕
胎
規
定
は
無
意
味
と
な
っ
て
い
る
｣
と
さ
れ
る

(大
谷

『
医
療
行
為
と
法

(新
版
)』
)0

以
上
の
よ
う
に
､
医
療
行
為
の
適
応
性
に
関
し
て
は
'
必
ず
し
も
法
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
､
ま
た
法
的
な
規
定
と

一
般
の
通
念

の
帝
離
や
､
法
解
釈
が
確
定
し
て
い
な
い
点
な
ど
様
々
な
問
題
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

㈹
医
療
水
準
に
つ
い
て

医
療
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
'
こ
こ
で
詳
細
に
議
論
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
こ
こ
で
は
医
療
水
準
に
関
し
て
の
み
ふ
れ
る
こ
と

と
す
る
｡
医
事
法
に
お
い
て
は
'
医
療
過
誤
に
よ
る
事
故
に
基
づ
く
医
師
の
責
任

(債
務
不
履
行
責
任
及
び
不
法
行
為
責
任
)
に
関
す
る
検
討
に
よ

り
､
医
師
の
注
意
義
務
と
し
て

｢医
療
水
準
｣
と
い
う
考
え
方
が
採
用
さ
れ
'
医
師
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
医
療
水
準
に
即
し
て
'
医
療
水
準
以
内

の
診
療
給
付
義
務
が
あ
り
'
ま
た
医
療
水
準
を
超
え
る
診
療
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
｡

医
療
水
準
の
具
体
的
な
基
準
に
関
し
て
は
､
｢学
問
と
し
て
の
医
学
水
準

(将
来
に
お
い
て

一
般
化
す
べ
き
目
標
の
下
に
現
に
重
ね
つ
つ
あ
る
基

本
的
研
究
水
準
)
｣
と

｢実
践
と
し
て
の
医
療
水
準

(専
門
家
レ
ベ
ル
で
現
に

一
般
化
し
た
医
療
と
し
て
の
現
在
の
実
施
目
標
)｣
に
分
け
て
､
後
者

に
当
た
る
も
の
と
さ
れ
る

(松
倉
豊
治

『
医
学
と
法
律
の
間
』
及
び
最
高
判
昭
和
五
七
年
三
月
三
〇
日
)｡
こ
の
医
療
水
準
は
､

一
般
的
､
客
観
的

な
も
の
で
あ
り
'
病
院
間
で
の
医
療
の
差
は
診
療
面
で
の
実
情
な
い
し
情
状
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
医
療
水
準
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
'

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
転
医
勧
告
義
務

(自
ら
適
切
な
診
療
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
'
患
者
に
対
し
て
適
当
な
診
療
機
関
に
転
医
す
べ

き
旨
を
説
明
し
､
勧
告
す
る
義
務
)
も
導
き
出
さ
れ
る
｡
こ
の
と
き
の
医
療
水
準
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
は
､
学
会
や
誌
上
で
の
発
表
'
討
議
'
追

試
が
行
わ
れ
る
こ
と
等
を
要
す
る
と
し

(松
倉
同
上
)
'
判
例
も
､
新
療
法
に
つ
い
て
数
多
く
の
追
試
が
行
わ
れ
､
学
界
レ
ベ
ル
で

一
応
正
当
な
も

の
と
し
て
認
容
さ
れ
た
後
'
こ
れ
が
さ
ら
に
教
育
'
普
及
を
経
て
､
臨
床
専
門
医
レ
ベ
ル
で
ほ
ぼ
定
着
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る

(福
岡
高
判
昭

和
五
七
年
六
月
二

一
日
)0

具
体
的
な
例
と
し
て
は
､
未
熟
児
網
膜
症
の
治
療
法
と
し
て
の
光
凝
固
法
は
､
昭
和
四
五
年
初
め
に
お
い
て
は
先
駆
的
研
究
家
の
間
で
よ
う
や
く

実
験
的
に
試
み
始
め
ら
れ
た
と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
､
医
療
水
準
か
ら
見
て
も
説
明
指
導
義
務
及
び
転
医
指
示
義
務
は
な
い
と
し

(最
高
判
昭
和
五
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七
年
三
月
三
〇
日
)
'
医
療
水
準
に
達
し
た
と
見
ら
れ
る
時
期
は
昭
和
五
〇
年
発
表
の
厚
生
省
研
究
班

｢未
熟
児
網
膜
症
の
診
断
並
び
に
治
療
基
準

に
関
す
る
研
究
報
告
｣
に
よ
る
と
す
る

(福
岡
高
判
例
昭
和
五
七
年
六
月
二

一
日
及
び
最
高
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
六
日
)｡
こ
こ
で
も
'
必
ず
し

も
法
的
に
根
拠
を
明
示
さ
れ
て
い
な
い
学
会
論
文
や
報
告
書
が
医
療
の
正
当
性
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡

以
上
は
民
事
責
任
に
お
け
る
基
準
の
考
察
で
あ
る
が
'
刑
事
責
任
に
お
い
て
も
'
業
務
上
過
失
致
死
罪

(刑
法
二

二

条
)
の
成
否
に
当
た
っ
て
'

診
療
行
為
に
あ
っ
て
負
う
べ
き
医
師
の

(注
意
)
義
務
違
反
を
判
断
す
る
際
基
準
と
さ
れ
る
の
も
医
療
水
準
で
あ
る
と
さ
れ
る

(佐
久
間
修

｢医
療

事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
｣
大
野
真
義
編

『
現
代
医
療
と
医
事
法
制
』)｡
た
だ
し
'
手
術
に
お
け
る
術
式
の
選
択
は
､
医
師
の
裁
量
性
が
考
慮
さ
れ

る
た
め
､
療
法
と
し
て
い
か
な
る
も
の
を
選
ぶ
か
は
､
医
師
が
自
ら
の
専
門
的
知
識
､
経
験
に
従
い
決
定
し
た
以
上
そ
の
法
的
責
任
を
問
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
L
t
そ
の
裁
量
的
範
囲
を
医
療
水
準
で
定
め
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る

(同
上
)｡
し
か
し
'
判
例
で
は
こ
う
し
た
事
案
は
多
く
な
く
'

ほ
と
ん
ど
が
初
歩
的
な
ミ
ス
で
あ
る
｡

第
三
項

基
準
違
反
に
つ
い
て

1
0
公
序
良
俗
違
反
の
効
果

以
上
､
公
序
良
俗
と
医
療
行
為
の
基
準
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
考
え
方
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
ま
ず
第
二
項

一
.
の
公
序
良
俗
に
つ
い
て

は
'
問
題
が
二
つ
あ
る
｡
す
な
わ
ち
t

のク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
公
序
良
俗
違
反
に
当
た
る
か
ど
う
か
t

のク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
公
序
良
俗

違
反
に
該
当
す
る
と
き
に
'
行
改
庁
が
こ
れ
を
理
由
に
い
か
な
る
措
置
を
取
り
得
る
か
t
で
あ
る
｡

‖ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
公
序
良
俗
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
､
そ
の
適
用
の
態
様
が
極
め
て
広
範
に
わ
た
る
た
め
に
'
そ
の
技
術
の
適
用
す
べ

て
が
公
序
良
俗
違
反
に
当
た
る
と
か
､
そ
の
適
用
の
す
べ
て
が
公
序
良
俗
違
反
に
当
た
ら
な
い
と
か
い
う
包
括
的
な
判
定
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
｡

し
か
し
'
個
別
の
ケ
ー
ス
に
即
し
っ
つ
'
第

一
章
第
五
節
や
第
六
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
'
研
究
実
態
に
応
じ
て
法
益
の
侵
害
が
あ
る
か
否
か
を
検

討
し
た
結
果
'
技
術
の
内
容
､
規
制
対
象
と
行
為
の
分
別
､
侵
害
法
益
の
区
別
等
が
行
わ
れ
れ
ば
'
行
政
庁
と
し
て
判
断
す
る
目
安
と
し
て
は
最
低

限
必
要
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
り
'
基
準
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
前
述
の
遺
伝
子
組
換
え
実
験
指
針
同
様
､

そ
の
基
準
は
何
ら
か
の
社
会
規
範
的
効
果
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
｡

ま
ず
'
公
序
良
俗
に
関
し
て
は
､
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
な
意
識
で
あ
り
最
終
的
に
は
国
民
の
合
意
や

-
般
通
念
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る

が
t

I
方
そ
の
基
礎
と
な
る
科
学
技
術
が
極
め
て
高
度
に
専
門
的
で
､
か
つ
科
学
技
術
自
身
が
進
展
し
て
い
る
最
中
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
､
国
民

[公
序
良
俗
の
内
容
]
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が
確
定
的
な
結
論
を
得
､
そ
れ
に
伴

っ
て
生
じ
る
影
響
の
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
放
置
し
て
お
い

て
は
国
民
の
合
意
や

一
般
通
念
が
形
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
は
､
こ
れ
ら
を
社
会
的
に
も
受
容
可
能
な
形
で
基
準

(ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
)
化
す
る

こ
と
は
'
研
究
者
の
集
ま
り
で
あ
る
学
会
や
'
行
政
上
の
責
任
を
有
す
る
国
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
｡

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
'
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
､
悪
意
的
に
検
討
さ
れ
る
の
で
は
な
く
'
公
開
の
手
続
き
に
基
づ
き
､
関
係
す

る
各
方
面
の
意
見
を
聴
L
t
特
に
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
､
損
害
を
受
け
る
関
係
者
の
意
見
を
十
分
考
慮
し
､
最
終
的
に
責
任
あ
る
機
関
で
決
定

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
､
主
に
科
学
技
術
分
野
の
専
門
家
の
意
見
を
ま
と
め
る
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
は
'
広

く
意
見
を
聴
き
得
る
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡

こ
の
よ
-
に
検
討
し
て
整
備
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
'
何
ら
か
の
社
会
的
規
範
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
学

会
な
ど
の
内
部
規
範
と
し
て
そ
の
違
反
に
対
し
除
名
等
の
処
分
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
L
t
行
政
庁
に
よ
る
行
政
指
導
の
根
拠
と
す
る
こ
と

も
あ
り
得
よ
う
L
t
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
行
政
庁
の
許
可
等
の
法
律
行
為
の
基
準
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
前
述
し
た
吹
田
市
条
例
の

案
件
は
'
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
社
会
的
規
範
を
そ
の
ま
ま
法
的
な
強
制
力
の
あ
る
条
例
の
基
準
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
'
十
分
国
民

一
般
に
対
す
る
規
範
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば

(制
定
の
手
続
､
規
制
の
密
度
､
科

学
技
術
の
進
捗
に
合
わ
せ
た
変
更
手
続
等
)
行
政
処
分
や
裁
判
に
お
け
る
規
範
と
し
て
直
接
採
用
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
る
｡
最
終

的
に
､
社
会
規
範
と
な

っ
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
直
ち
に
公
序
良
俗
違
反
の
判
断
基
準
と
な
る
か
ど
う
か
の
第

一
義
的
判
断
は
､
例
え
ば
医
師
法

等
に
基
づ
く
処
分
行
為
を
行
う
場
合
は
行
政
庁
で
あ
る
L
t
損
害
を
与
え
た
場
合
の
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
行
う
こ
と
と
な
る

(前
者
の
'

行
政
庁
の
専
門
技
術
的
な
事
項
に
対
す
る
処
分
に
関
す
る
､
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
の

一
事
例
に
つ
い
て
は
､
第

一
項
の
水
戸
地
裁
判
決
に
ふ
れ
て
､

す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
)0

念
の
た
め
に
補
足
す
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
は
国
が
行
う
と
し
て
も
性
格
的
に
立
法
行
為
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
｡
手
続
き
と
し
て
､
専
門
家
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
'
社
会
に
お
け
る
公
序
良
俗
の
意
識
を
点
検
し
て
い
っ
た
結
果
､
確
認
さ
れ
た
社
会
的
規
範

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
今
後
の
行
政
の
あ
り
方
と
し
て
､
こ
う
し
た
国
で
し
か
な
し
得
な
い
公
的
サ
ー
ビ
ス
的
業
務
の
必
要
性
も
高
ま
っ
て
ゆ

く
も
の
と
考
え
る
｡
な
お
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
し
て
確
定
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
立
法
化
す
る
に
当
た
り
法
令
等
に
取
り
入
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
支
障
な
い
と
考
え
る
｡

∽ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
が
公
序
良
俗
違
反
に
該
当
し
､
こ
れ
に
関
連
す
る

(例
え
ば
医
療
法
や
放
射
線
障
害
防
止
法
等
の
)
許
可
'
届
出
が
存
在

す
る
と
き
'
行
政
庁
の
取
り
得
る
措
置
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
o
ま
ず

1
般
的
に
公
序
良
俗
違
反
に
該
当
す
る
行
為
が

九
九
ペ
ー
ジ
参
照
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あ
っ
た
と
し
た
場
合
次
の
二
つ
の
対
応
が
考
え
ら
れ
る
｡

①
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
'
行
政
庁
が
許
可
申
請
に
対
し
不
許
可
と
し
､
届
出
を
不
受
理
と
す
る
場
合
｡

②
公
序
良
俗
違
反
は
許
可
基
準
に
該
当
せ
ず
､
な
い
し
届
出
の
形
式
要
件
に
該
当
し
な
い
と
し
て
行
政
庁
が
許
可
ま
た
は
届
出
の
受
理
を
行
う
場
合
｡

ま
ず
'
①
の
場
合
は
､
申
請
者
な
い
し
届
出
者
が
'
不
許
可
の
取
消
し
な
い
し
届
出
の
受
理
を
裁
判
所
に
求
め
た
場
合
'
こ
れ
を
裁
判
所
が
認
め

た
と
す
れ
ば
'
裁
判
所
が
公
序
良
俗
違
反
行
為
を
有
効
と
認
め
た
こ
と
と
な
り
､
公
序
良
俗
違
反
行
為
の
実
現
に
裁
判
所
が
協
力
す
る
こ
と
と
な
り

不
当
で
あ
る

(行
政
庁
に
対
す
る
訴
訟
で
は
申
請
者
な
い
し
届
出
者
の
主
張
を
認
め
る
が
'
直
接
の
利
害
関
係
者
か
ら
出
る
公
序
良
俗
違
反
に
対
し

て
申
請
者
な
い
し
届
出
者
の
法
律
行
為
を
無
効
と
す
る
考
え
方
は
あ
り
得
る
が
､
い
た
ず
ら
に
事
件
を
複
雑
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
)｡
戸
籍
法

の
事
例

(悪
魔
ち
ゃ
ん
事
件
)
に
お
い
て
届
出
者
に
命
名
権
の
濫
用
を
認
め
､
届
出
を
不
受
理
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
判
断
は
こ
の
よ
う
な

趣
旨
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

②
の
場
合
､
こ
の
よ
う
な
許
可
及
び
届
出
に
対
し
､
不
服
審
査
や
行
政
訴
訟
を
起
こ
す
場
合
に
は
'
当
事
者
適
格
'
行
政
庁
の
裁
量
範
囲
が
問
題

と
な
っ
て
く
る
が
'
い
ず
れ
に
し
ろ
個
別
の
案
件
ご
と
に
判
断
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

一
方
で
､
直
接
の
利
害
関
係
者
で
あ
れ
ば
'
民
事
訴
訟

に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
な
い
し
届
出
を
し
た
者
に
対
し
法
律
行
為
の
無
効
を
確
認
し
､
侵
害
行
為
に
対
す
る
差
し
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
'
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
審
査
や
行
政
訴
訟
は
実
質
的
な
意
味
は
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
こ
と
か
ら
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
行
政
庁
の
①
の
処
分
基
準
の
機
能
を
持
ち
'
こ
れ
に
従
っ
て
処
分
が
行
わ
れ
れ
ば
'
法
律
の
規
定
は
な
く
と

も
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
実
効
性
を
持
た
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え
る
〇

二
.
医
療
行
為
の
基
準
違
反
の
効
果

次
に
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
が
第
二
項
二
.
の
医
療
行
為
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
'
す
な
わ
ち

い医
学
的
適
応
性
を
持
っ
て
い
る
か
､

S医
療
技

術
の
正
当
性
を
持
っ
て
い
る
か
t
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
｡

M医
学
的
適
応
性
に
つ
い
て
は
'
い
か
な
る
医
療
目
的
を
持
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
が
､

一
般
に
医
学
的
適
応
性
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
'
①
疾
病
の
治
療
軽
減
②
疾
病
の
予
防
③
奇
形
の
矯
正
④
助
産

･
医
術
的
堕
胎
⑤
治
療
目
的
の
た
め
の
患
者
に
対
す
る
試
験
⑥
医
学
上
の

進
歩
の
た
め
の
実
験

(松
倉
豊
治

｢医
師
か
ら
見
た
法
律
｣)
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
当
然
'
時
代
の
進
歩
に
伴
っ
て
医
療
対
象
は
異
な
っ
て
き
て
お
り
､

例
え
ば
こ
こ
に
掲
げ
た
基
準
か
ら
は
美
容
整
形
手
術
､
性
転
換
手
術
な
ど
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
時
代
も
あ
る
L
t
生
殖
医
療
技
術
で
も
人

工
授
精
'
体
外
受
精
'
代
理
母
の
た
め
の
受
精
卵
着
床
な
ど
は
疑
問
を
呈
す
る
意
見
も
な
お
強
い
｡
当
然
'
医
療
の
特
殊
性
か
ら
医
師
の
倫
理
的
責

任
は
他
の
専
門
家
に
ま
し
て
重
く
､
こ
こ
に
掲
げ
た
問
題
も
医
師
の
倫
理
問
題
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
が
'
医
学
的
適
応
性
の
問
題
は
､
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最
終
的
に
は
医
倫
理
の
側
か
ら
で
な
く
法
的

･
社
会
的
見
地
か
ら
解
決
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(大
谷
実
『
医
療
行
為
と
法

(新
版
)』
)｡

す
で
に
臓
器
移
植
の
よ
う
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
'
法
的
に
も
措
置
さ
れ

一
般
的
医
療
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
､
一
方

ロ
ボ
ト
ミ
ー
手
術
の
よ
う
に
か
つ
て
医
療
技
術
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
が
現
在
で
は
適
応
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
｡
現
在
､

人
工
授
精
'
夫
婦
間
体
外
受
精
は
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
会
告
に
合
致
し
た
医
療
措
置
と
見
､

一
方
'
非
夫
婦
間
体
外
受
精
は
会
告
に
合
致
し
て

い
な
い
が
､
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
適
応
性
が
な
い
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
人
工
授
精
や
体
外
受
精
が

一
応
不
妊
対
応
の
技
術
で
あ
る
の
に
対
し
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
適
用
に
よ
り
生
ま
れ
る
ク
ロ
ー

ン
児
の
創
出
は
受
精
妊
娠
の
経
過
を
た
ど
っ
て
お
ら
ず
へ

一
層
の
異
質
性
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
ク
ロ
ー
ン
児
の
創

出
は
､
卵
子
と
精
子
に
よ
る
受
精
が
な
く
'
そ
う
し
た
意
味
で
妊
娠
に
お
け
る
障
害
の
除
去
を
目
指
す
不
妊
治
療
で
は
な
い
｡
ク
ロ
ー
ン
技
術
が
畜

産
に
お
い
て
家
畜
の
育
種
'
改
良
､
増
殖
技
術
の

一
つ
で
あ
る
よ
う
に
､
人
類
に
と
っ
て
全
く
新
し
い
個
体
増
加
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
た

が
っ
て
､
疾
病
の
治
療
や
奇
形
の
矯
正
な
ど
の
医
療
行
為
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

最
後
に
､
医
療
行
為
と
し
て
の
適
応
性
に
否
定
的
見
解
の
多
い
代
理
母
と
の
比
較
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
代
理
母
に
つ
い
て
は
す
で
に
公
序
良
俗
に

違
反
す
る
と
い
う
考
え
方
を
あ
げ
て
お
い
た
が
､
公
序
良
俗
違
反
は
ま
さ
に
法
的
判
断
で
あ
り
､
麻
薬
の
吸
引
や
や
く
ざ
に
お
け
る
指
詰
同
様
､
公

序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
'
当
該
医
療
行
為
を
医
学
的
適
応
性
を
欠
く
と
し
て
も
不
当
で
は
な
い
｡
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
'
代
理
母
は

社
会
秩
序
に
対
し
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
が
'
一
方
で
そ
れ
は
国
に
お
け
る
裁
量
的
な
判
断
を
下
し
得
る
余
地
も
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､

ク
ロ
ー
ン
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
る
新
し
い
親
族
関
係
は
擬
制
の
余
地
の
な
い
'

一
層
大
き
な
混
乱
を
招
致
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
り
､
公
序
良

俗
に
反
す
る
と
見
る
こ
と
は
代
理
母
に
比
べ
て
も
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

∽1
万
㌧
医
療
技
術
は
多
く
の
場
合
対
象
者
に

1
定
の
身
体
上
の
侵
害
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
を
生
む
か
ら
､
医
学
的
正
当
性
を
判
断
す
る

場
合
に
は
'
特
に
侵
襲
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
有
効
性
と
有
害
性
の
利
害
を
考
量
L
t
そ
の
効
果
と
い
う
利
益
が
有
害
性
と
い
う
不
利
益
を
上
回

る
時
に
の
み
正
当
化
さ
れ
る
､
こ
の
利
益
考
量
も
医
学
な
い
し
医
倫
理
か
ら
導
か
れ
る
が
'
な
お
医
倫
理
か
ら
画

一
基
準
を
引
き
出
す
の
は
実
際
上

困
難
で
あ
り
'
こ
の
場
合
も
法
的
評
価
を
加
え
て
い
か
な
る
場
合
に
正
当
な
医
療
と
し
て
承
認
で
き
る
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
(大

谷
実

･
同
上
)｡

ク
ロ
ー
ン
技
術
に
伴
う
安
全
性
に
つ
い
て
は
'
体
細
胞
核
提
供
者
は
ほ
と
ん
ど
何
の
危
険
も
な
く
､
卵
子
提
供
者
及
び
子
宮
着
床
者
に
あ
る
程
度

の
危
険
が
予
想
さ
れ
る
が
'
圧
倒
的
に
大
き
な
危
険
性
'
遺
伝
的
影
響
を
受
け
る
の
は
子
供
や
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

1
方
､
利
益
を
受
け
る

の
は
体
細
胞
核
提
供
者
の
み
で
あ
る
｡
通
常
の
人
工
授
精
や
体
外
受
精
も
､
こ
う
し
た

一
方
的
受
益
性
を
持

っ
て
は
い
る
が
､
受
益
者
に
つ
い
て
言

七
四
ペ
ー
ジ
参
照
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え
ば
人
工
授
精
や
体
外
受
精
が
少
な
く
と
も
夫
婦
二
人
の
利
益
に
合
致
す
る
の
と
比
較
し
て
も
極
端
に

1
方
的
で
あ
り
､
ま
た
危
険
性
か
ら
言
っ
て

も
感
受
性
の
高
い
生
殖
細
胞
を
使
う
の
と
比
べ
て

一
層
遺
伝
的
影
響
の
危
険
度
の
高
い
行
為
で
あ
り
､
両
者
の
技
術
は
安
全
性
の
観
点
か
ら
は
質
的

に
も
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

S以
上
の
よ
う
に
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
は
そ
の
適
応
性
及
び
正
当
性
か
ら
問
題
は
多
い
と
考
え
る
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
問
題
は
､
医
療
行
為
と

し
て
の
適
応
性
､
正
当
性
の
判
断
で
あ
り
､
科
学
技
術
の
判
断
に
加
え
て
医
療
行
為
と
し
て
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､

こ
の
よ
う
な
不
適
応
性
'
非
正
当
性
は
も
ち
ろ
ん
法
律
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
な
条
件
で
あ
る
が
､
医
療
水
準
や
運
用
基
準
が
従
来
医

事
法
に
お
い
て
法
的
根
拠
を
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
'
学
会
や
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
形
式
で
医
療
行
為
の
基

準
化
が
な
さ
れ
た
場
合
'
現
在
の
医
師
法
等
の
規
制
に
お
け
る
不
許
可
や
処
分
行
為
の
根
拠
と
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
｡

第
四
項

補
説

･
技
術
基
準
論

の現
在
'
行
政
の
実
施
の
た
め
の
多
く
の
技
術
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
多
く
法
令
の
形
式
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
､
中
に
は
審
議

会
の
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
法
令
と
し
て
は
へ

法
律

･
政
令

･
省
令

･
告
示

･
通
達
等

(下
位
規
定
の
中
に
は
法
的
根
拠

の
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
る
)
の
形
式
が
あ
る
し
､
審
議
会
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
原
子
炉
の
設
置
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
意
見
を
求
め
ら
れ
る

原
子
力
委
員
会
が
'
審
査

(実
際
は
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
設
置
許
可
を
与
え
る
に
当
た
っ
て
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
の
検
討
)
に
当
た
っ
て
使
う

原
子
炉
立
地
審
査
指
針
の
よ
う
な
基
準

(個
別
審
査
に
当
た
っ
て
の
審
議
会
の
裁
量
範
囲
内
で
の
基
準
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
)
な
ど
が
あ
る
Q

ち
な
み
に
､
原
子
力
発
電
所
の
立
地
な
ど
を
め
ぐ
り
そ
の
専
門
技
術
的
基
準
の
当
否
を
争
う
い
わ
ゆ
る
科
学
裁
判
に
お
い
て
､
行
政
庁
の
裁
量
に

対
し
司
法
権
の
審
理

･
判
断
を
考
察
す
る
に
当
た
り
し
ば
し
ば

｢不
確
定
法
概
念
｣
と
い
う
考
え
方
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
元
々
ド
イ
ツ
に
お

い
て
､
議
会
自
ら
が
本
質
的
な
事
項
の
決
定
を
下
し
'
行
政
に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
本
質
性
理
論
の
原
則
が
確
立
し
て
い
た
が
'
こ
う
し
た

中
で
､
原
子
力
法
で
定
め
ら
れ
た
包
括
的
な
基
準
に
つ
い
て
'
立
法
者
が
無
用
な
法
律
を
定
め
ら
れ
る
か
､
ま
た
は
規
律
を
全
く
断
念
す
る
よ
う
に

強
い
ら
れ
る
場
合
に
は
､
そ
れ
を
あ
え
て
法
律
で
定
め
る
こ
と
は
立
法
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
し
て
不
確
定
法
概
念
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
(技
術
基
準
論
に
つ
い
て
は
'
不
確
定
法
概
念
に
お
い
て
裁
判
所
が
行
政
庁
の
行
う
専
門
技
術
的
裁
量
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

審
査
権
を
持
っ
て
い
る
か
が
大
き
な
関
心
で
あ
り
'
後
掲
高
木
論
文
で
も
'
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
庁
の
定
め
る
技
術
基
準
に
対
す
る
裁
判
所
の
全

面
審
査
権
を
制
限
す
る
理
論
と
し
て

(あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
た
専
門
家
鑑
定
の
理
論
)
等
の
紹
介

･
吟
味
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
｡
)

こ
の

｢不
確
定
法
概
念
｣
で
､
行
政
庁
の
な
し
た
専
門
技
術
的
な
裁
量
に
裁
判
所
の
判
断
が
及
ぶ
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
､
裁
判

[技
術
基
準
に
対
す

る
裁
判
所
の
審
理
]
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所
に
お
け
る
完
全
な
審
査
が
及
ぶ
と
す
る

(実
質
判
断
代
置
説
V
t
そ
の
後
の
科
学
技
術
施
設
の
立
地
に
合
わ
せ
て
提
案
さ
れ
た

(あ
ら
か
じ
め
な

さ
れ
た
専
門
家
鑑
定
の
理
論
V
t
さ
ら
に
結
果
的
に
は
行
政
の
最
終
決
定
権
限
を
基
礎
づ
け
る

(判
断
余
地
説
)
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
｡
我
が

国
で
の
学
説
を
あ
げ
て
お
け
ば
'
｢原
子
炉
設
置
の
許
可
は
､
高
度
に
専
門
技
術
的
知
見
に
基
づ
く
未
来
予
測
的
な
推
論
を
基
礎
と
し
た
不
確
実
な

確
率
的
結
論
を
前
提
に
し
､
か
つ
他
面
で
は
原
子
炉
の
効
用
な
ど
様
々
な
要
素
を
配
慮
し
っ
つ
､
こ
れ
ら
の
全
要
素
を
比
較
評
価
し
未
来
を
展
望
し

て
行
う
と
こ
ろ
の
総
合
判
断
た
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
｡
原
子
炉
設
置
許
可
は
'
こ
の
よ
う
に
専
門
技
術
的
な
判
断
で
あ
る
と
同
時
に
､
未
来
社

会
の
形
成
に
向
け
て
の
､
す
ぐ
れ
て

｢政
策
的
決
断
｣
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
'
客
観
的
に
確
定
さ
れ
た
事
実
を
前
提
と
し
た
純
然
た
る
法
的
判

断
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
こ
と
は
否
み
が
た
い
O
-

し
た
が
っ
て
'
原
子
炉
設
置
許
可
の
そ
う
し
た
裁
量
的
要
素
を
考
え
る
と
'
裁
判
所
が
原

子
炉
の
安
全
審
査
に
つ
い
て
判
断
代
置
方
式
に
よ
る
徹
底
的
な
実
体
審
理
を
避
け
た
の
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
-

最
も
'
司

法
審
査
に
こ
う
し
た
限
界
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
行
政
判
断
の
悪
意
な
い
し
専
門
の
名
に
よ
る
独
善
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
厳
格
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ

る
｡
-

い
ま
'
こ
れ
を
原
子
炉
の
安
全
審
査
に
つ
い
て
言
う
と
､
現
行
の
シ
ス
テ
ム
は
'
専
門
家
よ
り
成
る
原
子
力
委
員
会
や
原
子
炉
安
全
専
門

委
員
会
の
専
門
技
術
的
な
調
査
審
議
及
び
そ
の
判
断
に
絶
対
的
な
信
頼
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
こ
で
の
実
際
の
審
理
が
法
の
精
神
に
則

っ
て
公
正
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
､
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
さ
な
け
れ
ば
ら
な
ら
な
い
｣
と
す
る

(手
続
的
実
体
審
理
方
式
)
(原
田
尚
彦

｢伊

方
原
発
事
件
｣
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト

〓

夫

号
)
や
､
｢被
告
は
原
子
炉
の
安
全
性
を
自
ら
積
極
的
に
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
単
に
裁
量
権
行
使

の
相
当
性
を
立
証
し
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
｡
原
告
は
原
子
炉
の
安
全
性
に
対
す
る
疑
惑
や
不
安
を
提
出
す
れ
ば
よ
く
､
被
告
は
こ
れ
ら
の
疑
惑
を

解
消
す
る
に
足
る
だ
け
の
証
拠
や
説
明
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
'
裁
判
所
は
原
子
炉
の
安
全
性
を
自
ら
の
目
で
終
局
的
に
判
定
す

る
立
場
に
な
い
の
で
'
中
立
的
な
立
場
で
､
果
た
し
て
被
告
の
説
明
で
疑
惑
が
解
消
さ
れ
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
審
理
す
べ
き
で
あ
る
｡
い
ず
れ

が
正
し
い
か
判
定
困
難
な
場
合
に
は
､
西
ド
イ
ツ
の
判
断
余
地
説
的
な
考
え
方
で
'
被
告
の
主
張
を
採
用
す
る
｡
｣
と
す
る

(判
断
余
地
説
)
(阿
部

泰
隆

｢原
発
訴
訟
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
論
点
｣
ジ

ユ
リ
ス
ト
六
六
八
号
)
等
が
代
表
的
な
意
見
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
､
裁
判
所
に
こ
う
し

た
判
断
を
求
め
る
に
は
大
き
な
負
担
が
か
か
る
こ
と
'
判
断
要
素
の
中
に
単
に
客
観
的
な
専
門
技
術
的
判
断
だ
け
で
は
な
い
政
策
的
な
判
断
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
た
め
と
解
さ
れ
る
｡
(
こ
の
他
'
原
子
炉
施
設
の
段
階
的
規
制
方
式
に
つ
い
て
は
､
福
島
第
二
原
発
訴
訟
に
お
け
る
最

高
裁
判
決

(最
高
判
平
成
四
年

1
0
月
二
九
日
)
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
)

こ
れ
ら
の
基
と
な

っ
た
'
伊
方
原
発
訴
訟
に
対
す
る
最
高
裁
の
判
決
は
'
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
審
査
は
'
当
該
原
子
炉
そ
の
も
の
の

工
学
的
安
全
性
､
そ
の
他
社
会
的
条
件
及
び
当
該
原
子
炉
設
置
者
の
技
術
的
能
力
と
の
関
連
に
お
い
て
､
多
角
的
､
総
合
的
見
地
か
ら
検
討
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
'
し
か
も
審
査
に
当
た
っ
て
は
将
来
の
予
測
に
係
る
事
項
も
含
ま
れ
､
原
子
炉
工
学
は
も
と
よ
り
､
多
方
面
に
わ
た
る
極
め
て
高
度
な

最
新
の
科
学
的
'
専
門
技
術
的
知
見
に
基
づ
く
総
合
的
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
'
こ
の
よ
う
な
原
子
炉
施
設
の
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安
全
性
に
関
す
る
審
査
の
特
質
を
考
慮
し
'
基
準
の
適
合
性
に
つ
い
て
は
'
各
専
門
分
野
の
学
識
経
験
者
な
ど
を
擁
す
る
原
子
力
委
員
会
の
科
学
的
､

専
門
技
術
的
知
見
に
基
づ
く
意
見
を
尊
重
し
て
行
う
内
閣
総
理
大
臣
の
合
理
的
な
判
断
に
委
ね
る
趣
旨
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
'
｢原
子

炉
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
判
断
の
適
否
が
争
わ
れ
る
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
取
り
消
し
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
審
理
'
判
断
は
､
原
子
力
委

員
会
も
し
く
は
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
の
専
門
技
術
的
な
調
査
審
議
及
び
判
断
を
基
に
し
て
さ
れ
た
被
告
行
政
庁
の
判
断
に
不
合
理
な
点
が
あ
る

か
否
か
と
い
う
観
点
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
'
現
在
の
科
学
技
術
水
準
に
照
ら
し
'
右
調
査
審
議
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
具
体
的
審
査
基
準
に

不
合
理
な
点
が
あ
り
､
あ
る
い
は
当
該
原
子
炉
施
設
が
右
の
具
体
的
基
準
に
適
合
す
る
と
し
た
原
子
力
委
員
会
も
し
く
は
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会

の
調
査
審
議
及
び
判
断
の
過
程
に
看
過
し
が
た
い
過
誤
､
欠
落
が
あ
り
､
被
告
行
政
庁
の
判
断
が
こ
れ
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
'
被
告
行
政
庁
の
右
判
断
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
も
の
と
し
て
､
右
判
断
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
は
､
違
法
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
｣

と
判
示
し
た

(最
高
判
平
成
四
年

1
0
月
二
九
日
)0
言
い
換
え
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
点
で
の
不
合
理
が
な
け
れ
ば
'
行
政
庁
の
裁
量
的
判
断
を
尊

重
す
る
こ
と
と
な
る
訳
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
裁
判
所
も
学
説
も
'
現
在
で
は
裁
判
所
に
審
理
が
及
ぶ
と
す
る
実
体
的
判
断
代
置
説
は
ほ
と
ん
ど

取
ら
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
'
不
確
定
法
概
念
を
取
る
理
由
に
つ
い
て
は
'
最
高
裁
は

｢審
査
が
-
-
-
多
方
面
に
わ
た
る
高
度
な
最
新
の
科
学
的
､
専
門
技
術

的
知
見
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
上
､
科
学
技
術
は
不
断
に
進
歩
､
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
基

準
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､最
新
の
科
学
技
術
水
準

へ
の
即
応
性
の
観
点
か
ら
見
て
適
当
で
な
い
｣

と
し
て
い
る
｡
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
､
法
律
に
定
め
る
の
に
な
じ
み
に
く
い
理
由
と
し
て
､
①
規
律
対
象
が
急
速
に
変
化
す
る
場
合
､
②
技
術
的
細

目
を
定
め
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

(高
木
光

『
技
術
基
準
と
行
政
手
続
』)｡
し
か
し
'
科
学
技
術
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
次
の

∽で
述
べ
る
よ
う
に
'
社
会
的
通
念
と
し
て
確
立
す
る
知
見
以
外
の
基
準
が
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
'
裁
判
所
の
審

理
が
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
の
検
討
は
さ
ら
に
新
し
い
視
点
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

∽近
年
'
法
律
な
い
し
そ
の
委
任
を
受
け
た
命
令
で
は
規
定
L
が
た
い
技
術
基
準
が
出
て
く
る
｡
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
､
製
造
物
責
任
法
の
技

術
水
準
や
医
事
法
関
係
の
医
療
水
準
で
あ
り
'
こ
れ
ら
は
対
象
が
広
範
で
あ
り
､
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
進
歩
の
早
さ
か
ら
特
定
の
技
術
基
準
を
定

め
る
こ
と
は
不
可
能
な
状
況
に
あ
る
｡
本
章
で
検
討
し
て
き
た
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
基
準
も
､
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
基
準
の
一
種
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡
特
に
'
そ
れ
ら
の
中
に
は
社
会
通
念
と
し
て
確
立
し
た
知
見
と
は
言
い
難
い
未
確
定
な
科
学
的
知
見
も
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

高
木
光

『
技
術
基
準
と
行
政
手
続
』
は
'
原
発
訴
訟
や
大
気
汚
染
防
止
基
準
を
素
材
に

(技
術
基
準
)
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
｡

そ
の
中
で
'
｢行
政
裁
量
や
行
政
立
法
を
正
当
化
す
る
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
行
政
の
専
門
技
術
性
に
は
､
各
分
野
ご
と
の
専
門
的
知
識
'
技
術

[技
術
基
準
の
規
範

的
性
格
]
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的
知
識
そ
の
も
の
と
'
個
別
的
な
法
令
の
適
用
に
お
け
る
判
断
に
留
ま
ら
な
い
政
策
的
行
政
的
判
断
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
専
門
知
識
と
い
う
､
二

つ
の
異
な

っ
た
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
前
者
は
､
い
わ
ば
非
法
的
な
専
門
的
知
識
､
技
術
的
知
識
で
あ
り
'
そ
れ
は
本
来
私
的
領
域
に
お
い

て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
も
の
で
､
必
ず
し
も
行
政
の
独
占
物
で
は
な
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
後
者
は
､
い
わ
ば
社
会
管
理
の
技
術
と
し
て
の
行
政
を

支
え
る
知
識
で
あ
り
､
裁
判
所
と
の
対
比
で
'
行
政
の
最
も
際
だ
つ
特
徴
と
い
え
る
｡
｣
と
し
､
非
法
的
な
専
門
的
知
識
を
取
り
込
ん
だ
法
的
判
断

で
あ
る

(専
門
技
術
的
判
断
)
の
中
に
は

(政
策
的
判
断
)
(価
値
判
断
)
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
､
そ
の
よ
う
な
判
断
は
科
学
的
判
断
と
い
う
よ

り
は
工
学
的
判
断
と
表
現
す
べ
き
で
あ
り
'
科
学
者
の
判
断
よ
り
は
技
術
者
の
判
断
に
近
い
と
い
っ
て
い
る
｡
基
準
の
持
つ
二
重
の
性
格
を
指
摘
す

る
点
は
､
前
掲
原
田

･
阿
部
論
文
と
同
様
で
あ
る
｡
し
か
し
工
学
的
判
断
'
科
学
的
判
断
の
概
念
の
差
は
こ
の
論
文
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
'

こ
う
し
た
見
方
は
､
社
会
通
念
と
し
て
確
立
し
た
知
見
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
従
来
の
技
術
基
準
が
工
学
的
基
準
で
あ
る
と
し
て
も
､
本
論
で
検
討
し
て
き
た
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
基
準
等
に
つ
い
て
見

る
と
き
'
こ
れ
ら
は
や
は
り
科
学
的
基
準
と
い
う
に
値
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
へ
製
造
物
責
任
法
の
予
見
可
能
性
で
例

に
あ
げ
た
よ
う
に
'
薬
剤
の
製
造
に
当
た
り
過
去
の
学
術
論
文
に
お
け
る
網
羅
的
な
検
索
が
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
は
'
科
学
技
術
情
報
の
収
集
シ

ス
テ
ム
が
あ
く
ま
で
研
究
者
の
需
要
に
合
わ
せ
た
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
こ
う
し
た
情
報
誌
を
検
索
す
る
注
意
を
怠

っ
た
こ
と

で
責
任
が
問
わ
れ
'
ま
た
情
報
誌
を
検
索
す
れ
ば
責
任
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
自
体
'
工
学
的
判
断
と
言
う
よ
り
は
科
学
的
判
断
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
｡
社
会
通
念
と
し
て
確
立
し
た
知
見
に
基
づ
く
基
準
に
よ
っ
て
は
免
責
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
言
う
意
味
で
'
そ
の
基
準
は
成

文
化
さ
れ
た
基
準
で
は
な
く
､
現
在
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
科
学
技
術
活
動

(研
究
活
動
や
論
文
)
に
影
響
さ
れ
た
基
準
と
な
る
わ
け
で
､
そ
の
意
味
で

も
､
従
来
の
基
準
と
は
か
な
り
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
製
造
物
責
任
法
の
技
術
水
準
や
医
事
法
関
係
の
医
療
水
準
で
既
に
科
学
的
水
準

に
近
い
考
え
方
が
取
り
込
ま
れ
て
い
た
が
'
も
し
研
究
規
制
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
更
に

一
層
学
問
的
領
域
に
近
づ
い
た
も
の
と

な
り
､
医
療
水
準
の
紹
介
で
述
べ
た

｢学
問
と
し
て
の
医
学
水
準
｣
と

｢実
践
と
し
て
の
医
療
水
準
｣
の
前
者
の
水
準
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る

(既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
医
療
の
正
当
性
は
後
者
に
よ
る
と
解
す
る
の
が
通
説

･
判
例
で
あ
る
)0

一
方
､
特
に
近
年
こ
う
し
た
科
学
的
基
準
が
安
全
性
だ
け
で
は
な
く
倫
理
性
や
社
会
的
妥
当
性
も
加
味
さ
れ
て
作
成
さ
れ
て
い
く
中
で
'
単
に
専

門
家
だ
け
で
な
く
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
き
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
'
高
木
論
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
私
的
領
域
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の

で
も
な
く
'
ま
た
行
政
の
独
占
物
と
は
言
わ
な
い
が
､
行
政
の
関
与

(世
論
調
査
'
公
聴
会
､
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
'
基
準
策
定
に
当
た
っ
て
の
国
民
の

意
見
を
聴
く
機
会
の
設
定
な
ど
)
な
く
し
て
は
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
基
準
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
基
準
は
､
裁
判
所
が

自
ら
学
術
論
文
を
集
め
判
断
す
る
こ
と
だ
け
で
は
基
準
を
示
す
こ
と
が
困
難
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
､
社
会
的
規
範
と
し
て
の
法
的
な
効

果
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
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い
ず
れ
に
し
て
も
'
従
来
の
技
術
基
準
が
'
①
社
会
通
念
と
し
て
確
立
し
た

(医
療
水
準
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
'
｢専
門
家
レ
ベ
ル
で
現
に

一
般

化
し
た
｣)
知
見
を
前
提
に
明
文
化
さ
れ
'
②
そ
の
性
格
が
専
門
知
識
を
盛
り
込
ん
だ
政
策
判
断
と
い
う
要
素
を
含
み
'
③
行
政
の
独
占
物
で
あ
る

と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
'
今
後
必
要
と
さ
れ
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
関
す
る
よ
う
な
生
命
科
学
技
術
等
の
新
し
い
基
準
は
､
①

流
動
的
で
未
確
定
な
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
科
学
技
術
活
動
全
体
で
と
ら
え
ら
れ

(す
な
わ
ち
明
文
化
し
が
た
く
)'
②
専
門
化
し
た
知
識
を
踏

ま
え
た
倫
理
的
判
断
と
い
う
要
素
が
強
く
'
③
こ
の
た
め
に
'
行
政
が
専
門
家
や
研
究
者
､
さ
ら
に
社
会
と
の
媒
介
と
な
り
つ
つ
､
社
会
的
な
秩
序

を
確
認
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
る
基
準
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
'
両
者
は
極
め
て
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
お
の
ず

と
こ
う
し
た
基
準
の
内
容
の
違
い
は
'
基
準
の
持
つ
社
会
規
範
的
性
格
に
も
新
し
い
性
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
､
こ
の
よ
う
な
'
最
高
裁
判
決
や
学
説
で
示
さ
れ
た

｢不
確
定
法
概
念
｣
を
前
提
に
し
た
裁
判
所
の
審
理
'
判
断
の
範
囲
限
定
の
考
え
方
と

対
比
す
る
と
き
､
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
遺
伝
子
組
換
え
指
針
に
対
す
る
水
戸
地
裁
判
決
が
同
様
の
裁
判
所
の
審
査
限
定
の
方
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と

は
､
背
景
に
不
確
定
法
概
念
を
含
む
法
規
範
に
相
当
す
る
よ
う
な
'
裁
判
に
当
た
っ
て
援
用
さ
れ
る
べ
き
規
範

(公
序
良
俗
や
'
医
療
行
為
の
基
準
)

が
存
在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
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第
二
編

規
制
の
た
め
の
合
意
形
成
努
力

第

一
項

合
意
形
成
の
為
に
必
要
な
当
事
者

伊
藤

晃
輔

1
.
合
意
形
成

へ
の
努
力

川合
意

へ
の
努
力

第

1
編
で
見
て
き
た
よ
う
に
'
生
命
科
学
技
術
､
特
に
生
殖
医
療
技
術
の
社
会

へ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
､
広
範
な
国
民

へ
の
影
響
が
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
そ
の
合
意

へ
向
け
て
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
生
命
倫
理
に
関
す
る
意
見
は
多
様
で
あ
り
､
完
全
な
る
意
見

の
合
致
は
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
は
'
す
で
に
法
制
度
の
整
備
を
終
え
た
欧
州
各
国
で
も
変
わ
り
は
な
い
｡

イ
ギ
リ
ス
､
ド
イ
ツ
で
は
立
法
の
も
と
と
な
る
報
告
書

(
ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告
､
ベ
ン
ダ
報
告
)
の
作
成
段
階
で
異
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
L
t
フ

ラ
ン
ス
で
は
立
法
化
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
が
提
出
さ
れ
'
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
｡
と
り
わ
け
'
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
生
活

社
会
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い
る
欧
州
の
状
況
か
ら
､
生
殖
に
お
け
る
倫
理
的
合
意
は
困
難
が
予
想
さ
れ
'
ワ
-
ノ
ッ
ク
報
告
で
は
報
告
書
冒
頭
に

倫
理
的
問
題
で
の
意
見
の

一
致
は
困
難
で
あ
る
旨
述
べ
ら
れ
て
さ
え
い
る
｡

ま
た
､
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
う
し
た
問
題
に
関
す
る
立
法
化
を
図
る
に
足
り
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
あ
が

っ
て
い
な
い
こ
と

(特
に
日
本
､
欧
州

な
ど
ほ
と
ん
ど
の
国
で
成
立
し
て
い
る
中
絶
に
関
す
る
統

1
的
国
内
法
さ
え
存
在
し
て
お
ら
ず
､
各
州
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
)
は
こ
の
間

題
の
難
し
さ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
'
欧
州
で
の
生
殖
医
療
技
術
に
関
わ
る
規
制
の
整
備
は
進
ん
で
お
り
'
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
は
援

用
で
き
る
体
制
と
な

っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
｡
欧
州
の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
､
さ
ら
に
国
内
に
留
ま
ら
ず
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
(U
N
ESC
O
)

や

E
U
に
お
け
る
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る
可
能
性
も
高
く
､
早
晩
我
が
国
に
お
い
て
も
明
確
な
規
制
に
対
す
る
態
度
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
｡

我
が
国
国
内
に
お
い
て
も
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
を
求
め
る
声
は
強
く
存
在
す
る

1
方
､
先
端
科
学
技
術
の
研
究
の
制
約
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
危
快
の
念
も
示
さ
れ
て
い
る
｡

∽合
意
努
力
の
方
法

こ
の
よ
う
な
中
で
最
低
限
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
､
様
々
な
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
の
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
意
思
決

二
四
ペ
ー
ジ

～
参
照
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定
の
プ
ロ
セ
ス
は
し
ば
ら
く
置
き
'
意
思
決
定
に
当
た
り
提
供
さ
れ
る
'
い
わ
ば
､
様
々
な
材
料
に
当
た
る
､
国
民
各
層
の
意
見
が
ど
の
よ
う
に
集

め
ら
れ
'
問
題
整
理
さ
れ
､
意
思
決
定
し
や
す
い
形
に
加
工
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
を
検
討
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
国
民
各
層
か
ら
の
意
見
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
'
①
誰
か
ら
②
ど
の
よ
う
に
し
て
意
見
を
求
め
る
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
｡
前

者
に
つ
い
て
は
項
目
を
改
め
て
検
討
す
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
'
国
民
各
層
か
ら
意
見
が
集
め
ら
れ
'
特
に
対
立
し
合
う
意
見
に
つ
い
て
活
発
な
議

論
が
行
わ
れ
'
規
制
に
関
す
る
考
え
方
が
深
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
｡

当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
合
意
形
成
の
た
め
に
は
'
い
く
つ
か
の
必
須
の
要
件
が
あ
り
､
特
に
公
開

･
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
'
教
育
t
N
P
O
の

役
割
な
ど
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
す
で
に
本
論
で
は
､
第

一
編
で
'
法
的
規
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
も
あ
り
､
こ
の
間
題
と
関
係
の
深
い
'
上
の
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡
こ
の
ほ
か
の
事
項
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
､
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
｡

意
見
の
収
集
や
議
論
の
目
的
は
'
意
思
決
定
者
が
意
思
決
定
を
行
う
際
の
材
料
を
十
分
提
供
し
'
複
雑
な
利
害
関
係
が
錯
綜
す
る
関
係
者
間
の
利

害
調
整
を
体
系
的

･
統
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
当
該
規
制
に
対
す
る
合
意
形
成
の
醸
成
を
図
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
議
論
の
進
め
方

と
し
て
'
異
な
る
立
場
の
利
害
関
係
の
代
表
者
を
議
論
に
な
じ
む
範
囲
で
広
く
入
れ
､
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
公
聴
会
等
多
様
な
意
見
交
換
の
場
を
重
ね
'

反
駁
も
か
み
合
わ
せ
つ
つ
総
合
的
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
な
様
々
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
ま
た
､
国
全
体
と
し
て
の
効
率
的
な
議

論
を
進
め
る
た
め
に
も
､
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
分
か
り
易
く
整
理
し
､
後
か
ら
利
用
で
き
る
形
と
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
合
意
形
成
手
法
に
つ
い
て
は
､
第
二
項
で
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
本
項
で
は
も
っ
ぱ
ら
､
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
か
ら
意
見
を
聴

す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡

二
.
想
定
さ
れ
る
当
事
者

上
述
の
合
意
形
成

へ
向
け
て
の
努
力
を
行
う
上
で
'
誰
か
ら
意
見
を
聴
す
れ
ば
よ
い
の
か
'
意
見
聴
取
が
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者

(ま
た
は
当
事

者
適
格
)
を
具
体
的
に
検
討
す
る
｡

前
述
し
た
よ
う
な
規
制
に
関
す
る
当
事
者
を
検
討
す
る
場
合
'
患
者
や
市
民
も
含
め
て
幅
広
い
関
係
者
の
持
つ
利
害
を
検
討
し
､
分
類
す
る
こ
と

に
よ
り
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
｡
鴇
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
関
係
者
を
抽
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
'
各
当
事
者
間

に
存
在
す
る
'
な
い
し
存
在
し
う
る
利
害
の
対
立
を
原
理
的
に
認
識
し
た
上
で
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は
ま
ず
想
定
さ
れ
る
当
事
者
と
し
て
､
大
ぐ
く
り
に
研
究
規
制
に
関
す
る
直
接
的
利
害
関
係
者
､
間
接
的
利
害
関
係
者
､
利
害
関
係
に
中
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立
的
で
あ
る
が
こ
の
間
題
の
検
討
に
必
要
な
者
に
分
け
､
そ
れ
ぞ
れ

｢第

一
類
｣
､
｢第
二
類
｣
'
｢第
三
類
｣
と
し
て
検
討
し
て
み
る
｡

な
お
'
第
二
類
の

｢市
民
｣
で
指
摘
す
る
よ
う
に
､
現
実
に
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
が
ど
の
類
に
属
す
る
か
は
､
そ
の
判
断
が
極
め
て
難
し
い
が
'

以
下
の
議
論
を
進
め
る
上
で
'
典
型
的
な
例
を
あ
げ
て
概
念
整
理
と
し
て
試
み
た
｡

‖第
一
類

(直
接
的
な
利
害
関
係
者
)

規
制
に
よ
り
'
直
接
的
に
権
利
や
利
益
が
損
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
関
係
者
で
あ
る
｡
特
に
第

一
編
で
論
じ
た
よ
う
に
何
ら
か
の
法
的
規
制
が

行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
当
事
者
は
訴
訟
等
で
そ
の
権
利
や
利
益
を
争
う
資
格
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
は
'
多
少
法

的
な
意
味
で
の
当
事
者
能
力
よ
り
広
め
に
範
囲
を
設
け
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
｡
こ
う
し
た
意
味
で
代
表
的
な
当
事
者
の
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な

種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

①
技
術
の
被
適
用
者

(患
者
'
家
族
な
ど
)

生
命
科
学
技
術
の
研
究
成
果
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
り
'
通
常
は
患
者
や
そ
の
家
族

(及
び
こ
れ
ら
の
代
理
人
)
が
考
え
ら
れ
､
彼
ら
は
安
全
'

健
康
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
'
研
究
成
果
の
適
用
の
選
択
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
特
に
そ
の
患
者

の
意
向
を
尊
重
し
て
'
患
者
権
利
章
典
が
編
ま
れ
た
り
､
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
仕
組
み
が
議
論
さ
れ
､
我
が
国
に
お
い
て
も
医
療
現
場

に
お
い
て
普
及
し
て
き
て
い
る
o
し
か
し
患
者

(家
族
を
含
む
)
を
代
表
す
る
立
場
も
単

1
で
は
な
く
'
今
回
の
よ
う
な
検
討
に
当
た
っ
て
は
､
樵

々
の
立
場
の
患
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
ま
ず
､
現
在
の
我
が
国
の
医
療
の
実
態
に
お
い
て
'
成
果
適
用
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
し
受

け
た
者
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
基
本
的
態
度
が
現
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡

･
研
究
者

(医
師
)
を
信
頼
し
選
択
を
研
究
者

へ
委
任
し
ょ
う
と
す
る
被
適
用
者
と
､
研
究
者

(医
師
)
の
説
明
を
受
け
た
上
で
あ
く
ま
で
自
己
決

定
し
よ
う
と
す
る
被
適
用
者
｡

さ
ら
に
､
技
術
適
用
の
選
択
の
し
方
に
お
い
て
､
被
適
用
者
内
部
で
利
害
対
立

(利
益
相
反
)
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
｡
議
論
に
当
た
っ
て

は
'
各
当
事
者
間
と
同
様
に
､
被
適
用
者
内
部
に
存
在
し
う
る
利
害
の
対
立
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
例
え
ば
､

･
研
究
成
果

(治
療
)
の
適
用
選
択
に
際
し
､
自
己
決
定
が
で
き
な
い
植
物
状
態
の
患
者
と
そ
の
選
択
を
全
面
的
に
委
任
さ
れ
る
家
族
｡

･
出
生
前
診
断
等
の
医
療
行
為

(研
究
成
果
)
の
適
用
選
択

[例

‥
中
絶
]
を
行
う
母
親
と
'
母
親
の
選
択
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
子
供

(胎
児
)0

(従
来
生
殖
関
連
技
術
に
お
い
て
は
､
胎
児
は
母
親
と

一
体

(ま
た
は
胎
児
は
母
親
の
7
部
)
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
'
生
殖
医
療
技
術
の
進
展
に

伴
い
新
た
な
検
討
が
必
要
｡
)

･
研
究
者

(医
師
)
の
説
明
を
受
け
自
ら
選
択
を
求
め
る
患
者
と
説
明
に
よ
る
万

1
の
事
故
を
お
そ
れ
患
者

へ
の
説
明
を
求
め
な
い
家
族
｡
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上
述
の
他
に
'
同
じ
研
究
成
果
の
適
用
の
結
果
､
利
益
を
得
た

(あ
る
い
は
得
る
で
あ
ろ
う
)
｢受
益
者
｣
と
不
利
益
を
被

っ
た

(あ
る
い
は
被

る
で
あ
ろ
う
)
｢被
害
者
｣
と
い
う
利
害
の
対
立

(利
益
相
反
)
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'

･
手
術
に
成
功
し
た
者
と
手
術
に
失
敗
し
た
者
｡

こ
の
中
に
は
結
果
そ
の
も
の
で
は
な
く
'
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
異
な
る
基
準
を
持
ち
､
対
立
す
る
立
場
も
あ
る
｡
例
え
ば

･
生
命
維
持
の
た
め
に
輸
血
を
求
め
る
者
と
､
宗
教
的
理
由
か
ら
輸
血
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
者
｡

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
立
場
か
ら
の
検
討
も
必
要
な
場
合
が
あ
ろ
う
｡

②
被
験
者

一
般
の
適
用
者
に
先
立
ち
'
研
究
成
果
の
適
用
を
試
験
的
に
受
け
る
人
で
も
っ
ぱ
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
立
場
で
医
学
研
究
に
協
力
す
る
立
場
に
立

つ
｡被

験
者
内
に
お
い
て
も
'
例
え
ば
'
新
薬
開
発
の
臨
床
試
験
に
お
い
て
､
効
果
の
あ
っ
た
薬
を
施
さ
れ
た
被
験
者

(=
受
益
者
)
と
効
果
の
な
か

っ
た
薬
を
施
さ
れ
た
被
験
者

(=
被
害
者
)
の
よ
う
な
利
害
の
対
立
の
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
｡
(例

‥
薬
を
投
与
さ
れ
た
人
と
偽
薬
を
投
与
さ
れ

た
人
の
立
場
)

③
将
来
世
代

現
世
代
の
被
適
用
者
の
研
究
成
果
適
用
の
選
択
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
将
来
世
代
で
あ
る
｡
当
然
そ
う
し
た
世
代
は
発
言
す
る
機
会
を
持
た
ず
'

こ
れ
ら
の
世
代
の
代
弁
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
利
害
の
代
弁
者
と
し
て
単
純
に
両
親
の
み
を
考
え
て
よ

い
か
'
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
｡

④
研
究
者

(医
師
)

規
制
の
対
象
と
な
る
生
命
科
学
技
術
の
研
究
を
行
い
､
研
究
の
成
果
を
被
適
用
者
や
被
験
者

へ
適
用
す
る
専
門
家
で
あ
る
｡
規
制
の
結
果
'
自
ら

の
研
究
活
動
に
直
接
影
響
を
被
る
が
､

一
方
で
医
師
に
は

｢養
生
医
療
を
施
す
に
当
た
っ
て
は
､
能
力
と
判
断
の
及
ぶ
限
り
患
者
の
利
益
に
な
る
こ

と
を
考
え
る
｣
(ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
)
の
よ
う
に
患
者
と

一
体
と
な
る
倫
理
的
責
務
を
負

っ
て
お
り
､
必
ず
し
も
①
)
の
被
適
用
者
と
対
立
す

る
当
事
者
と
の
み
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
｡
(た
と
え
ば
'
｢イ
ギ
リ
ス
で
女
性
達
は
医
師
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
で
中
絶
の
合
法
化
を
勝
ち
取
っ

て
き
た
｣
(金
城
清
子

『
生
命
誕
生
を
め
ぐ
る
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
』))｡

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
医
師
'
先
端
医
療
科
学
者
､
製
薬
企
業
等
の
研
究
者
等
広
範
な
関
係
者
が
考
え
ら
れ
る
｡
研
究
推
進
'
医
療
行
為
､
新
薬

開
発
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
'
研
究
活
動
の
自
由
を
有
す
る
が
他
方
'
被
適
用
者

(患
者
)
等

へ
の
説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
研
究
者

(医
師
)
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
も
患
者

(被
適
用
者
)
と
同
様
､
利
害
対
立

(利
益
相
反
)
の
可
能
性
が
あ
る
｡
例
え
ば
'
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･
医
療
方
針
に
つ
い
て
見
解
の
異
な
る
同

一
医
療
チ
ー
ム
内
の
医
師
と
医
療
補
助
者
｡

･
適
用
者

へ
研
究
成
果
を
適
用
す
る
に
際
し
て
'
意
見
､
見
解
の
相
違
か
ら
生
じ
る
病
院
内
の
科
等
の
対
立
｡
(例

-
特
定
の
患
者
に
と
っ
て
外
科

的
措
置
が
よ
い
か
､
内
科
的
措
置
が
よ
い
か
)

･
自
分
が
行

っ
て
い
る
研
究

(治
療
)
を
推
進
す
る
研
究
者

(医
師
)
と
､
研
究
所
全
体
の
研
究
計
画
､
予
算
等
や
'
当
該
研
究
の
安
全
性
'
倫
理

的
観
点
を
勘
案
す
る
研
究
管
理
者
｡

上
述
の
よ
う
な
利
害
の
対
立
の
他
に
'
研
究
者
は
'
研
究
成
果
の
被
適
用
者

(-
受
益
者
)
か
ら
委
託
を
受
け
受
益
者
の
た
め
に
研
究

(治
療
)

を
行

っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
､
被
適
用
者
内
に
お
け
る
研
究
成
果
の
適
用
の
利
害
対
立
の
関
係

(例
え
ば

｢受
益
者
｣
と

｢被
害
者
｣)
が
'
研
究

者
内
に
も
反
映
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
｡

⑤
行
政

国
全
体
の
利
益
を
勘
案
の
上
'
法
律

･
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
安
全
確
保
の
枠
組
み
を
決
定
し
'
競
合
す
る
政
策
の
調
整
を
行
う
｡
単
に
安
全
の

規
制
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
医
療
に
関
連
す
る
生
命
科
学
技
術
の
推
進
､
国
家
戦
略
を
踏
ま
え
て
長
期
的
視
点
か
ら
我
が
国
の
戦
略

･
政
策
を
立
案
す

る
責
任
を
負
う
｡

∽第
二
類

(間
接
的
利
害
関
係
者
)

第

1
類

(直
接
的
利
害
関
係
者
)
と
は
異
な
り
､
社
会
通
念
上
権
利
や
明
確
な
利
益
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
､
そ
の
技
術
の
適
用
に
よ
っ
て
実

現
す
る
社
会
の
状
況
な
ど
に
関
心
を
持
ち

(特
に
政
治
的
な
活
動
を
通
じ
て
)
意
見
を
述
べ
る
人
々
な
い
し
集
団
が
存
在
す
る
｡
間
接
的
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
､
二
次
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は
な
く
'
技
術
や
問
題
に
よ
っ
て
は
第

1
類
の
当
事
者
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す
場
合
さ
え
あ

る
｡

①
社
会
の
あ
り
方
に

一
定
の
立
場
を
持
つ
人

社
会
の
あ
り
方
に
積
極
的
な
意
見
を
持
つ
宗
教
団
体
等
で
国
民
の
相
当
数
の
支
持
を
得
て
い
る
集
団
や
'
社
会
活
動
団
体
等
は
､
第

1
類
の
当
事

者
の
よ
う
な
直
接
利
害
関
係
を
持
た
な
い
が
､
政
治
的
な
場
な
ど
で
は
大
き
な
影
響
力
を
持

つ
と
と
も
に
､
そ
の
主
張
が
比
較
的
論
理
的

1
貫
性
を

持
っ
て
発
言
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
欧
米
に
お
い
て
は
生
殖
医
療
技
術
に
関
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
が
強
い
の
も
､
特
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
に
あ

っ
て
は
歴
史
的
に
も
市
民
法
に
匹
敵
す
る
法
学

(カ
ノ
ン
法
)
を
持
ち
'
ま
た
哲
学
的
体
系
を
維
持
し
t
か
つ
そ
れ
が
全
世
界
的
な
価
値
判
断
と
し

て
通
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
｡
事
実
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
影
響
の
下
で
､

一
部
の
市
民
法
上
の
新
制
度
が
生
ま
れ
て
き
た

と
も
言
わ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
第

一
類
と
は
別
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
意
見
を
聴
取
す
る
当
事
者
と
し
て
入
れ
る
こ
と
は
､
合
意
形
成
の
努
力
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の
た
め
に
は
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
｡

②
市
民

一
般
的
に
､
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
意
思
決
定
の
段
階
で
広
く
市
民
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
､
市
民
と
は
ど
の
よ
う
な
定

義
の
も
と
に
集
め
ら
れ
る
の
か
'
ま
た
市
民
の
当
事
者
分
類
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
置
く
べ
き
か
は
明
ら
か
に
L
が
た
い
｡
こ
の
分
類
の

中
で
は
'
第
二
類
と
も
第
三
類
に
加
え
る
余
地
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
'
あ
る
い
は
全
く
独
立
し
た
立
場
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'

一
応
こ
こ
で
は
第

二
類
の
中
に
あ
げ
て
お
く
｡

市
民
は
､

I
般
的
に
当
該
研
究
と
直
接
の
利
害
関
係
を
持
た
な
い
'
す
な
わ
ち
非
適
用
者
か
つ
非
研
究
者
で
あ
り
､
専
門
知
識
を
持
た
な
い
非
専

門
家
と
考
え
ら
れ
る
｡
今
後
'
科
学
技
術
に
関
す
る
政
策
の
策
定
の
中
で
'
い
わ
ゆ
る
市
民
の
意
見
を
聴
す
る
機
会
は
増
え
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ

る
が
'
第

一
類
①

～
⑤
の
当
事
者
に
比
べ
て
特
に
そ
の
要
件
は
不
明
確
で
あ
る
o
問
題
点
を
掲
げ
て
お
く
.

･
市
民
は
､
上
述
の
当
事
者
以
外
の
者
と
す
れ
ば
､
そ
の
立
場
､
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
｡
い
わ
ば

｢そ
の
他
｣
当
事
者
の
意
見
を
補
完

し
'
社
会
的
常
識
や
規
範
の
代
弁
者
と
し
て
'
各
当
事
者
間
の
緩
衝
剤
ま
た
は
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
の
か
｡

･
市
民
は
'
規
制
の
対
象
と
な
る
研
究
分
野
に
対
し
関
心
を
持
ち
､
自
己
の
意
見
を
持
っ
て
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
と
す
れ
ば
'

現
在
は
規
制
対
象
の
研
究
分
野
に
関
心
が
な
い
が
'
将
来
関
心
を
持
つ
可
能
性
の
あ
る
市
民
の
意
見
を
ど
う
す
る
の
か
｡
ま
た
関
心
を
持
ち
､
意
見

も
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
自
己
主
張
を
し
な
い
も
し
く
は
し
た
く
な
い
等
の
理
由
か
ら
議
論
に
参
加
し
な
い
市
民
の
意
見
を
ど
う
す
る
の

か
｡
そ
れ
ら
を
代
弁
す
る
の
は
誰
な
の
か
｡

･
市
民
は
'
多
様
な
意
見
の
持
ち
主
で
構
成
す
べ
き
と
す
れ
ば
'
そ
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
当
事
者
の
悉
意
性
の
排
除
が
必
要
で
は
な
い
か
｡
あ
る

い
は
積
極
的
に
他
に
は
な
い
意
見
の
持
ち
主
を
採
用
す
べ
き
か
｡
ま
た
目
的
に
よ
っ
て
は
陪
審
員
制
度
の
よ
う
な
無
作
為
の
抽
出
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

･
市
民
と
研
究
規
制
の
利
害
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
､
完
全
な
予
見
が
不
可
能
で
あ
る
の
で
､
議
論
の
過
程
で
特
定
の
利
害
関
係
の
存
在
が
明
ら

か
に
な
っ
た
市
民
は
'
｢市
民
｣
の
範
境
か
ら
当
該
当
事
者
の
範
噂

へ
の
移
行
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

･
あ
る
い
は
'
外
国
政
府
及
び
外
国
人
は

｢市
民
｣
と
言
え
る
の
か
｡

以
上
の
よ
う
に
､
当
事
者
と
し
て
の
市
民
を

T
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
｡
合
意
形
成
に
関
す
る
市
民
参
加
型
の
諸
施
策
に

っ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
り
t
か
つ
こ
れ
を
個
別
ケ
ー
ス
ご
と
に
範
囲
を
検
討
す
る
等
し
､
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
市
民
の
概
念
の
研
究
を
深

め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

ち
な
み
に
､
欧
州
に
お
け
る
生
殖
医
療
技
術
規
制
の
検
討
に
当
た
り
､
各
種
の
委
員
会
で
明
確
に
市
民
の
立
場
で
選
ば
れ
て
い
る
者
は
少
な
い
よ

ぅ
で
あ
る
｡
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
'
市
民
の
立
場
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
(市
民
に
は
､
政
治

･
行
政
に
参
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加
す
る
機
能
と
､
利
害
関
係
者
に
は
な
い
多
様
な
意
見
の
提
供
者
と
し
て
の
機
能
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
｡
前
者
に
つ
い
て
は
､
科
学
技
術
の
受
容

に
は
限
ら
れ
な
い

一
般
的
な
行
政
参
加
論
と
し
て
従
来
か
ら
膨
大
な
研
究
が
あ
る
の
で
'
本
項
で
は
特
に
後
者
に
つ
い
て
の
'
特
に
生
命
科
学
技
術

の
成
果
の
適
用
に
つ
い
て
の
意
見
の
提
供
者
と
し
て
の
機
能
に
注
目
し
て
論
じ
た
｡)

S第
三
類

(利
害
関
係
に
中
立
的
な
関
係
者
)

第

一
類
､
第
二
類
に
属
さ
な
い
者
で
あ
る
が
､
こ
の
間
題
に
つ
い
て
意
見
を
聴
す
る
必
要
が
あ
る
当
事
者
を
第
三
類
と
し
て
掲
げ
た
｡
第

一
類
'

第
二
類
の
よ
う
な
利
害
関
係
に
中
立
的
な
専
門
家
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

①
直
接
の
利
害
関
係
を
持
た
な
い
研
究
者

当
該
規
制
の
対
象
と
な
る
研
究
を
含
む
研
究
分
野
を
専
門
的
に
研
究
し
て
お
り
'
規
制
対
象
以
外
の
研
究
を
行

っ
て
い
る
研
究
者
｡
研
究
規
制
に

ょ
っ
て
直
接
自
分
の
研
究
を
規
制
さ
れ
な
い
が
'
当
該
研
究
規
制
に
つ
い
て
専
門
的
な
視
点
か
ら
意
見
を
述
べ
る
者
で
あ
る
｡

②
周
辺
の
研
究
者
等

当
該
規
制
の
対
象
と
な
る
研
究
を
含
む
研
究
分
野
に
つ
い
て
､
自
ら
の
学
問
'
知
識
体
系
の
中
か
ら
豊
富
な
周
辺
知
識
を
も
っ
て
'
研
究
規
制
に

つ
い
て
意
見
を
陳
述
で
き
る
研
究
者
及
び
有
識
者
｡

例
と
し
て

･
当
該
規
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
が
'
関
連
す
る
分
野
な
い
し
そ
れ
を
包
含
す
る
研
究
分
野
の
研
究
者
｡

･
研
究
規
制
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
法
体
系
を
検
討
す
る
法
学
者
｡

･
生
殖
医
療
に
つ
い
て
倫
理
的
な
観
点
か
ら
研
究
し
て
い
る
生
命
倫
理
学
者
｡

二

定
の
知
識
を
持

っ
て
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
当
該
問
題
を
社
会
に
伝
達
し
､
ま
た
そ
れ
に
関
し
広
範
な
意
見
を
見
聞
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

等
｡

③
仲
介
す
る
専
門
家
等

先
端
的
な
科
学
的
知
見
を
適
用
者
及
び
市
民

へ
説
明
し
合
意
形
成
す
る
手
法
の
専
門
家
｡
今
後
'
科
学
技
術
政
策
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ

ィ
が
強
く
求
め
ら
れ
て
行
く
中
で
､
様
々
な
議
論
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
く
可
能
性
が
高
ま

っ
て
い
る
が
'
そ
う
し
た
中
で
'
各
当
事
者
が
議
論
す

る
に
当
た

っ
て
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
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≡
.
想
定
さ
れ
る
当
事
者
の
問
題
点

(ク
ロ
ー
ン
技
術
の
場
合
)

M代
表
的
な
当
事
者

科
学
技
術
の
適
用
の
規
制
に
関
し
て
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
'
意
見
を
求
め
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
当
事
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
｡
基
本

的
に
は
'
法
律
に
お
け
る
当
事
者
能
力
に
準
じ
て
利
害
関
係
者
を
考
察
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
'
最
後
に
具
体
的
案
件
に
即
し
て
､
こ
れ
ら
の
当
事

者
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
る
｡

す
で
に
'
第

一
編
で
､
生
殖
医
療
技
術
､
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
中
心
に
法
的
規
制
の
検
討
を
進
め
た
の
で
､
こ
こ
で
も
ク
ロ
ー
ン
技
術

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
｡
ま
ず
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
は
規
制
を
望
む
の
は
い
か
な
る
立
場
か
ら
の
要
望
な
の
か
｡
体
細
胞
核
を
提
供
し

て
ク
ロ
ー
ン
児
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
者

(被
適
用
者
)
や
医
師

･
研
究
者
は
明
確
な
利
害
関
係
者
で
あ
る
し
､
未
受
精
卵
や
受
精
卵
を
提
供
し
､

ま
た
自
ら
の
母
胎
に
そ
れ
を
着
床
し
ょ
う
と
い
う
女
性
は
被
験
者
に
準
じ
た
立
場
の
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
れ
ら
に
対
し
て
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
お
い
て
第

一
類
の
被
適
用
者
､
医
者

･
研
究
者
'
被
験
者
な
ど
賛
成
の
立
場
と
対
立
す
る
反
対
の
意
見
は
､

第
二
類
の

(社
会
の
あ
り
方
に

1
定
の
立
場
を
持
つ
人
々
)
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
'
生
殖
医
療
技
術
に
対
し
て
欧
米

で
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
系
の
宗
教
団
体
が
こ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
に
対
し
て
'
日
本
で
は
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
集
団
が
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
｡
我
が
国
に
お
い
て
研
究
推
進
に
対
す
る
考
え
方
が
全
く
否
定
さ
れ
な
い
の
も
'
あ
る
い
は
議
論
が
深
ま
り
に
く
い
の
も
こ
う
し
た
事

情
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
全
く
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
が
頓
挫
す
る
よ
う
な
状
況
が
好
ま
し
い
わ
け
で
は
な

い
が
､
明
確
か
つ
論
理
的
で
一
貫
し
た
反
対
の
論
旨
が
存
在
す
る
こ
と
が
､
賛
成
の
立
場
を
明
確
な
も
の
と
す
る
た
め
に
も
'
あ
る
い
は
両
者
調
整

を
図
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
こ
の
よ
う
な
意
見
を
市
民
の
区
分
の
み
に
期
待
し
'
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
足
れ
り
と
す
る
こ
と
は
､
元
々
市
民
の
定
義
が

明
確
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
問
題
が
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
､
我
が
国
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
の
よ
う
な
問
題
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
'
こ
の
よ
う
な
第
二
類
の
立
場
の
主
張
を
汲
み

取
り

(的
確
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
は
､
十
分
こ
の
た
め
の
有
用
な
汲
み
取
り
の
方
法
で
あ
る
)
'
論
理
的
な
意
見
と
し
て
再
構
築
し
､
こ
の
よ
う

な
立
場
を
踏
ま
え
て
規
制
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
｡

∽上
記
図
式
化
に
習
っ
た
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
お
け
る
意
見
の
例
示

第

1
項
の
最
後
に
､
第

1
編
で
見
て
き
た
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
関
連
し
た
論
点
や
意
見
等
を
参
考
に
､
上
記
図
式
の
当
事
者
に
お
い
て
'
当
該
規
制
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問
題
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
意
見
を
整
理
し
て
み
る
｡
あ
く
ま
で
参
考
と
し
て
見
て
頂
き
た
い
｡

何第
l
類

ィ
.
被
適
用
者

(患
者
)

自
己
の
体
細
胞
核
を
提
供
す
る
者
に
つ
い
て
は
'
次
の
よ
う
な
権
利
や
利
益
の
主
張
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｡

①
人
工
授
精
､
体
外
受
精
と
同
様
の
個
人
の
決
定
に
基
づ
く
不
妊
治
療
方
法
と
し
て

(
｢ク
ロ
ー
ン
に
関
す
る
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
｣
(平
成

1
0
年
九
月
調
査

日
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
)
で
は
､
｢ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
っ

て
不
妊
症
の
夫
婦
が
､
受
精
に
よ
ら
ず
夫
か
妻
の
遺
伝
子
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
子
供
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
こ
の

よ
う
な
目
的
で
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
｣
の
質
問
に
対
し
'
調
査
対
象
者
二

二

四
名
中
､
｢使
う
べ

き
で
は
な
い
｣
(六
七

･
三
%
)
に
対
し
､
｢他
に
方
法
が
な
い
場
合
や
'
審
査
期
間
の
承
認
を
必
要
と
す
る
な
ど
の
一
定
の
条
件

･
制
約
の
下
で
使

う
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
｣
(二
二

･
〇
%
)
の
回
答
が
あ
る
｡
)

②
無
精
子
症
や
精
子
を
作
る
能
力
の
な
い
男
性
の
立
場
か
ら
自
ら
の
子
孫
を
残
す
機
会
と
し
て

③
男
性
の
関
与
し
な
い
子
供
を
作
る
女
性
の
権
利
の
主
張
と
し
て

④
自
己
の
完
全
な
遺
伝
子
を
将
来
に
残
し
た
い
と
い
う
自
己
決
定
権
の
一
種
と
し
て

こ
の
ほ
か
'
他
人
の
体
細
胞
を
用
い
る
者
と
し
て
は
､

⑤
死
亡
し
た
子
供
の
体
細
胞
か
ら
'
親
が
そ
の
子
供
の
ク
ロ
ー
ン
児
の
作
成
を
希
望
す
る
場
合
等
が
あ
り
得
る
｡

ロ
.
被
験
者

子
宮
提
供
者
を
被
験
者
と
し
て
考
え
れ
ば
'

①
代
理
母
と
同
様
'
他
人
の
子
供
で
あ
っ
て
も
出
生
す
る
権
利
と
し
て

②
な
お
､
代
理
母
と
同
様
出
生
し
た
母
親
は
親
権
を
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
る

ハ
.
研
究
者

(医
師
)

研
究
者

(医
師
)
の

一
部
は
､
研
究
活
動
の
自
由
か
ら
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
を
望
む

一
方
'
医
師
の
立
場
と
し
て
は
､
上
に
あ
げ
た
被
適
用
者

(患
者
)
及
び
被
験
者
か
ら
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
実
施
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡
(後
者
の
'
患
者
の
立
場
は
す
で
に
上
に
掲
げ
た
の
で
省
略
)

①
ク
ロ
ー
ン
児
創
出
を
目
的
と
し
な
い
研
究
に
つ
い
て
は
､
様
々
な
人
類

へ
の
福
祉
の
向
上
を
可
能
と
す
る
研
究
と
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
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②
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
先
進
未
規
制
国
が
存
在
す
る
以
上
'
ク
ロ
ー
ン
周
辺
の
技
術

(例

‥
再
生
医
療
技
術
)
で
致
命
的
な
遅
れ
を
と
る
お
そ

れ
が
あ
る
｡

③
国
内
で
規
制
を
し
て
も
医
療
に
関
す
る
需
要
が
あ
る
限
り
海
外

へ
出
国
し
て
海
外
で
の
実
施
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
｡

④
自
己
の
個
人
的
倫
理
観

･
宗
教
観
か
ら
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
な
い
｡

前
述
の

｢ク
ロ
ー
ン
に
関
す
る
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
｣
に
よ
れ
ば
'
｢ク
ロ
ー
ン
技
術
を
ヒ
ト
に
適
用
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
か
｣
に

対
し
'
調
査
対
象
者
二
二

四
名
の
四

･
〇
%
が

｢そ
う
思
わ
な
い
｣
と
答
え
て
お
り
'
そ
の
理
由
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
(複
数
回
答
)

①
ク
ロ
ー
ン
技
術
で
生
ま
れ
て
く
る
人
で
あ
っ
て
も
､
誕
生
後
の
環
境
要
因
に
よ
っ
て
能
力

･
容
姿
等
は
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
で
'
ク
ロ
ー

ン
技
術
を
特
別
視
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
｡
(五
八

･
八
%
)

②
男
女
が
関
与
し
て
生
ま
れ
て
く
る
人
も
､
あ
る
程
度
､
両
親
の
様
子
か
ら
あ
ら
か
じ
め
性
質
が
わ
か
る
の
で
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
特
別
視
す
る
理

由
は
な
い
か
ら
｡
(四
〇

･
〇
%
)

③
優
れ
た
性
質
を
持
つ
人
が
多
数
生
ま
れ
る
こ
と
は
人
類
社
会
の
発
展
に
役
立
つ
か
ら
｡
(二
二

･
四
%
)

④
科
学
技
術
の
発
展
の
結
果
で
あ
り
､
や
む
を
得
な
い
も
の
だ
か
ら
｡
(二
九

･
.四
%
)

⑤
そ
の
他

(
一
二

･
九
%
)､
わ
か
ら
な
い

(二

･
四
%
)

00第
二
類

前
述
の
と
お
り
'
日
本
で
は
'
(社
会
の
あ
り
方
に

1
定
の
立
場
を
持
つ
人
々
)
の
立
場
を
代
表
す
る
集
団
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
'
(市
民
)

の
定
義
も
不
明
確
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
第
二
類
の
意
見
の
汲
み
取
り
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
｡

前
述
の

｢ク
ロ
ー
ン
に
関
す
る
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
｣
で
は
､
｢ク
ロ
ー
ン
技
術
を
人
に
適
用
し
､
人
の
個
体
を
生
み
出
す
こ
と
は
'
生
命

倫
理
の
観
点
か
ら
好
ま
し
く
な
い
｣
と
い
う
間
に
対
し
'
調
査
対
象
者
二
二

四
人
中
の
九
三

･
五
%
の
一
九
七
六
人
が

｢そ
う
思
う
｣
と
答
え
て

お
り
'
そ
の
理
由
と
し
て

(複
数
回
答
)､

①
人
間
は
男
女
の
関
与
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
人
間
に
使
う
こ
と
は
'
人
間
の
尊
厳
上
問
題
が
あ
る
か
ら
｡
(六
七

･
七
%
)

②
生
ま
れ
て
く
る
人
を
自
由
な
個
人
と
い
う
よ
り
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
｡
(四
三

･
六
%
)

③
人
の
性
質
を
あ
ら
か
じ
め
意
図
的
に
決
め
る
こ
と
は
､
そ
も
そ
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
｡
(二
九

･
八
%
)

④
特
定
の
優
れ
た
形
質
の
人
を
生
み
出
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
社
会
が
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
｡
(二
六

二

%
)

130



⑤
ク
ロ
ー
ン
技
術
で
生
ま
れ
た
人
と
'
従
来
ど
お
り
男
女
の
関
与
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
人
と
の
間
で
､
社
会
的
差
別
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ

る
か
ら
｡
(
一
四

･
九
%
)

⑥
生
ま
れ
て
く
る
人
が
安
全
に
成
長
す
る
こ
と
が
保
証
で
き
な
い
か
ら
｡

(

1

〇
･
〇
%
)

⑦
そ
の
他

(四

･
六
%
)
'
わ
か
ら
な
い

(〇
･
三
%
)

と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
人
へ
の
適
用
の
規
制
に
つ
い
て

｢日
本
で
の
規
制
は
世
界
の
規
制
と
比
べ
て
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
｡
あ
な

た
の
考
え
に
最
も
近
い
も
の
を

一
つ
答
え
て
く
だ
さ
い
｡
｣
と
い
う
問
に
対
し
､
調
査
対
象
者
二

二

四
人
の
答
え
は
､

①
世
界
各
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
(四
二

･
八
%
)

②
我
が
国
独
自
に
厳
し
い
規
制
を
設
け
て
技
術
の
暴
走
を
予
防
す
べ
き
で
あ
る
｡
(三
八

･
一
%
)

③
緩
い
､
厳
し
い
な
ど
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
'
日
本
の
実
状
に
あ
っ
た
規
制
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
(
二
二
･
七
%
)

④
我
が
国
独
自
に
緩
い
規
制
を
設
け
て
技
術
を
伸
ば
す
べ
き
で
あ
る
｡
(
一
･
九
%
)

⑤
そ
の
他

(二

･
〇
%
)
'
特
に
意
見
は
な
い

(〇
･
三
%
)
'
わ
か
ら
な
い

二

･
一
%
)

と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
考
に
す
れ
ば
､
第
二
類
の
意
見
と
し
て
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
に
つ
い
て
肯
定
的
な
も
の
に
な
る
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
'
と
り
あ
え
ず
考
え
ら
れ
る
主
要
な
対
立
意
見
で
あ
り
'
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
､
さ
ら
に
ア
ン
ケ
ー
ト

や
議
論
の
場
を
設
計
し
'
活
発
な
意
見
の
交
換
を
経
て
､
よ
り
具
体
的
な
意
見
を
汲
み
取
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
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第
二
項

合
意
形
成
手
法

木
場

隆
夫

一
.
先
端
技
術
の
検
討
の
進
め
方

ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
関
し
て
は
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
国
内
で
も
'
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
中
間
報
告

(平

成

1
0
年
六
月

1
五
日
)
､
学
術
審
議
会
特
定
領
域
推
進
分
科
会
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
部
会
報
告

(平
成

1
〇
年
七
月
三
日
)
が
提
出
さ
れ
て
い
る

他
､
ク
ロ
ー
ン
に
関
す
る
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

(平
成

l
〇
年
九
月
調
査
)
も
実
施
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
新
聞
の
論
説
も
こ
の
間
題
に
積
極
的
に
意
見
を
表
明
し
て
い
る
｡
政
府
の
審
議
会
で
検
討
の
進
ん
で
い
る
時
期
に
出
さ
れ
て
い

る
主
な
論
説

･
社
説
の
概
要

(日
付

･
見
出

･
概
略
)
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
必
ず
し
も
悉
皆
網
羅
し
得
て
い
な
い
し
､
と
も
に
付
し
た

概
略
は
本
論
執
筆
者
が
ま
と
め
た
た
め
論
者
の
趣
旨
と
合
致
し
て
い
な
い
点
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
論
説

･
社
説
の
数
の
点

か
ら
い
っ
て
も
､
こ
の
間
題
が
国
民
的
な
関
心
事
で
あ

っ
た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
｡
こ
れ
ら
社
説
の
内
容
を
'
概
略
に
し
た
が

っ
て
整
理
す
れ

ば
'

①
法
的
な
規
制
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
時
期
尚
早
と
す
る
も
の

②
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
対
す
る
規
制
の
み
言
及
す
る
も
の
と
生
殖
医
療
技
術
全
般
に
対
す
る
規
制
､
さ
ら
に
生
命
倫
理
基
本
法
ま
で
を
視
野
に
入
れ
る

も
の

③
そ
の
他
特
に
検
討
の
進
め
方

(公
開
等
審
議
の
あ
り
方
'
事
前
評
価
の
必
要
性
等
)

等
に
つ
い
て
'
各
紙
か
な
り
異
な
る
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
｡
論
説

･
社
説
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
か
ら
も
こ
れ
ら
の
意
見
は
十
分
掛
酌
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
る

(た
だ
し
､
こ
の
よ
う
な
論
説
の
意
見
を
'
前
項
の
第
二
類

(社
会
的
影
響
力
か
ら
見
て
)
の
意
見
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き

か
'
第
三
類

(中
立
性
か
ら
見
て
)
の
意
見
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
か
は
議
論
が
あ
る
)
0

論
説
で
指
摘
さ
れ
た
意
見
の
う
ち
､
第

1
の
法
的
規
制
の
是
非
に
つ
い
て
と
第
二
の
規
制
の
範
囲
に
つ
い
て
は
そ
の
検
討
の
前
提
に
な
る
法
的
問

題
'
技
術
的
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
す
で
に
第

一
編
で

一
応
整
理
し
た
の
で
'
こ
こ
で
は
残
さ
れ
た
第
三
の
規
制
の
検
討
の
進
め
方
に
関
連
す
る
問

題
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
の
う
ち
､

一
般
的
な
公
開
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
す
で
に
様

々
な
行
政
分
野
に
お
い
て
'
実
施
例
も

豊
富
に
あ
り
論
文
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
'
そ
の
よ
う
な

一
般
的
な
検
討
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
に
す
る
｡
こ
こ
で
は
'
生
命
科
学
技
術
､
特
に
ク

ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
と
い
う
段
階
で
の
特
別
な
検
討
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
｡

生
命
科
学
技
術
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
適
用
に
つ
い
て
の
検
討
と
は
､

l
般
的
に
言
え
ば
科
学
技
術
の
社
会
的
適
用
に
つ
い
て
の
検
討
と
い
う
こ
と

二

一九
ペ
ー
ジ
～
参

照二

一二
ペ
ー
ジ
～
参

鰭



と
な
る
｡
す
で
に
､

一
部
の
論
説
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
L
t
ま
た
こ
の
時
期
ク
ロ
ー
ン
技
術
も
含
め
て
科
学
技
術

一
般
の
あ
り
方
の
論
説
の
中
で

技
術
評
価
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
言
及
し
て
い
る
例
が
増
え
て
い
る

(平
成

二

年

1
月

1
四
日

･
朝
日
､
平
成

1
0
年

一
一
月
七
日

･
日
経
他
)
よ
-
に
'
そ
れ
が
も
た
ら
す
影
響
の
見
極
め
が
た
い
科
学
技
術
に
つ
い
て
､
事
前
に
そ
の
社
会
的
な
影
響
も
含
め
て
十
分
吟
味
し
て
お

く
こ
と
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
う
し
た
中
で
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
再
び
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
､
注
意
し
て
良
い
こ
と

で
あ
る
｡
特
に
､
本
論
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
､
我
が
国
で

(科
学
技
術
と
人
間

･
社
会
)
に
関
す
る
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
時
期
に
'
具
体
的
な

施
策
と
し
て
ま
ず
採
用
さ
れ
た
の
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
あ

っ
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
理
由
の

あ
る
こ
と
で
あ
り
､
再
び
生
命
科
学
技
術
の
検
討
に
際
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
が
'
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
経
緯
と
限
界
を
認
識
し
､
特
に
最
近
欧
州
で
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
運
動
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
こ

と

(最
近
話
題
と
な

っ
た

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
)
､

合
意
形
成
手
法
の
開
発
に
当
た
っ
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
か
ら
学
び
う
る
点
が
あ
る
こ
と

(特
に
欧
州
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス

メ
ン
ト
は
'
市
民
参
加
型
の
手
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
)
を
踏
ま
え
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
近
年
､
日
本
学
術

会
議
で
は
新
し
い
科
学
技
術
の
あ
り
方
と
し
て
総
合
的

･
僻
轍
的
視
点
を
も
っ
て
新
し
い
科
学
技
術
を
生
み
出
し
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
､
こ
の
た
め
に
は
'
同

一
分
野
集
団
の
中
に
安
住
し
な
い
で
他
分
野
の
科
学
者
､
政
策
立
案
者
､

一
般
の
人
々
と
共
同
作
業
を
行

っ

て
行
く
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
､
研
究
者
も
社
会
の
新
し
い
流
れ
を
読
み
と
る
こ
と
が
必
須
の
課
題
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
り
'
こ
う
し
た
意
味
か
ら
も

従
来
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
点
及
び
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
動
向
に
つ
い
て
は
注
目
し
て
お
き
た
い
｡

Mテ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
と
歴
史

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
､

7
九
六
六
年
の
米
国
議
会
の
科
学
研
究
開
発
小
委
員
会
の
レ
ポ
ー
ト

に
お
い
て
で
あ
る
｡
環
境
問
題
'
都
市
問
題
'
巨
大
科
学

へ
の
批
判

へ
の
対
応
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
概
念
が
編
み
出
さ
れ
た
｡

こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
科
学
技
術
の
持

つ
危
険
性
に
つ
い
て
注
目
す
る
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
と
い

う
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
｡

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
科
学
技
術
に
関
す
る

1
種
の
政
策
科
学
で
あ
る
と
さ
れ
る

(白
根
稽
吉

『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

そ

の
手
法
と
事
例
研
究
』
)
｡
政
策
科
学
は

一
九
五

〇
年
代
か
ら
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
政
策
形
成
に
関
す
る
学
際
的
研
究
で
あ
り
'
六

〇
年
代
に
は
シ
ス

テ
ム
工
学
､
情
報
工
学
の
手
法
が
導
入
さ
れ
'
発
展
し
'
実
際
の
政
策
問
題
の
解
決
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
こ
の
時
代
の
代
表
的
成
果
は
p

P
B
S

(p
-an
n
ing
p
ro
g
raヨ
ヨ
ing
budgetiコg
SySleヨ
)
と
い
う
合
理
的
な
予
算
配
分
手
法
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
政
策
科
学
の
発
展
の
中
で
'
科
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表 クローン技術に関する主要な論説 ･社説の概要

①6月9日 (読売):生殖医療技術の進歩と倫理

/ (休外受精に関し)科学技術の進歩の恩恵を規制の倫理観だけで頭から否定的に判断す

ることは問題があろう｡親権､相続権､社会規範の観点から有識者が広く議論する必要が

ある｡ガイ ドラインの作成や法整備の必要性の是非も検討 し､その内容を公表 して国民的

論議に広げたい｡厚生省 と日本産科婦人科学会は技術革新に対応する制度の確立に取 り組

んでもらいたい｡

② 6月 13日 (東京):医療技術の検討は複眼で

/体外受精を認めている欧州各国では関連法規も整えている｡米国のような事態が生 じる

前に､実効性のあるガイ ドラインや法的整備の必要性の有無等を検討しなければならない｡

その場合大事なのは､医療関係者の主導に任せず､幅広い層の人々の参加で国民的議論を

展開することだ｡

③6月 16日 (読売):生殖医療技術にルールを作れ

/今求められているのはクローン技術に関するものも含めた生殖医療技術全般に関する国

家的なルールづ くりであるO統一的見解と規制のあり方を早急にまとめてもらいたい.

④ 6月 21日 (毎日):法規制は尚早ではないか

/遺伝子治療は指針で対応 して不都合はなかったのにクローン規制は法規制にする積極的

な理由は兄いだせない

⑤ 6月 22日 (日刊):クローン技術の規制は当然だ

/クローン技術のヒト-の応用は人間の尊厳を侵 し安全性に問題がある (法規制かガイ ド

ラインかは言及せず)

⑥ 7月 7日 (朝 日):生殖技術 と牛と人間と

/生殖技術のすべてについて法規制を含め整合性のあるルールづくりを検討すべきだ｡重

要なのはどのような人々が､いかなる議論によって作るかである｡女性の参加､障害者の

参画も欠かせない｡討論は全過程が公開されるべきだ｡厚生科学審議会も科学技術会議も

参加婦人学会も要件を満たしていない｡

⑦ 7月8日 (日経):クローン牛誕生の意味

/倫理面だけでなく､家畜の全滅などのおそれがあり応用に当たっては十分な事前評価が

必要｡

⑧ 7月 10日 (東京):｢クローン｣で試される倫理

/クローン技術は比較的容易に実施できる｡こうした技術特性を踏まえるならば､少なく

ともクローン技術については自主規制に任せては不十分で法的規制を視野に入れるべきで

ある｡広く生殖技術全般の中で規制のあり方を検討 し､バランスを取ることが必要である｡

⑨七月三〇日 (東京):クローン人間は許されない

/国全体の実効性のある規制のあり方について議論を広げたい｡

⑩一二月一八 日 (産経):生命倫理基本法の制定を

/生命倫理臨調を設置 して､包括的な基本法を制定すべきだ

⑪一二月二三 日 (毎 日):科学者の良心が問われる

/しばらくはクローン腔を認めないことを前提に指針で行くのが現実的

(参考 ･10年 2月 8日 (日経):生命倫理の基本議論を/生命倫理基本法 といったような

ものが必要になるのでははないか｡来るべき事態に向けて広範な議論を始める時期に来て

いるように思われる｡)
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学
技
術
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
科
学
技
術
に

つ
い
て
広
範
な
人
間
社
会
全
体
に
関
す
る
評
価
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
'
単
な
る
手
法
で
は
な
く
､
科
学
技

術
を
評
価
す
る
に
あ
た

っ
て
の
態
度
や
考
え
方
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
｡

米
国
で
は

一
九
六
九
年
に
自
然
環
境
保
護
法
が
施
行
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
機
関
の
設
立
と
そ
れ
に
広
範
な
権

能
を
付
与
す
る
と
い
う
議
論
に
つ
な
が

っ
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
に
は
､
科
学
技
術
の
環
境
影
響
だ
け
で
は
な
く
経
済
'

社
会
的
な
影
響
を
評
価
す
る
と
い
-
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
｡

D
ad
d
ario
下
院
議
員
に
よ
り
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
案
の
提
出
が
な
さ
れ
､

一
九
七

一
年
に
は
､
大
統
領
府
の
依
頼
に
よ
り
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
に

つ
い
て
の

マ
イ
タ

-
社

の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た

(M
itre
C
orp
o
邑
ioコ
)
A

T
echコ〇
一〇g
y

A
ssessm
eコt

M
eth
o
d
o
to
gy
;S
o
m
e
B
asic

Propositio
n
s)
〇

一
九
七
二
年
同
法
が
成
立
し
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ア
セ
ス
メ
ン
ト
局

(O
T
A
)
が
設
置
さ
れ
る
o
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

は
､
同
局
に
お
い
て
毎
年
二
〇
か
ら
三
〇
回
行
わ
れ
､
合
計
七
五
〇
程
度
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
｡

ま
た
､
医
療
分
野
で
は
､

1
九
七
六
年
の
O
T
A
に
よ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
'
医
療
分
野
独
自
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
動
き
が
徐
々
に
起
こ
っ
て
い
た
｡

N
I
H
に
よ
る
診
療
行
為
の
標
準
化
に
向
け
て
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
や
､
厚
生

省
に
国
立
医
療
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
な
ど
が
な
さ
れ
た
｡
診
療
行
為
は
､
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
明
確
な
デ

ー
タ
の
な
い
ま
ま
'
無
批
判
に
な

い
し
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
'
そ
の
有
効
性
を
評
価
す
る
余
地
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
一
九
八

〇
年
代
に
は
米
国
の
医

療
費
の
急
増
に
よ

っ
て
､
医
療

コ
ス
ト
の
見
直
し
を
図
る
必
要
が
高
ま
り
､
医
療
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
コ
ス
ト
削
減
と
医
療
技
術
の
有

効
性
を
高
め
る
と
い
う
政
策
的
観
点
を
強
め
る
も
の
と
な

っ
た
｡
さ
ら
に
近
年
で
は
医
療
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
観
点
は
医
療
関
係
者
を

主
に
対
象
と
し
た
も
の
か
ら
'
評
価
の
観
点
が
生
活
の
質
や
倫
理
的
問
題
に
広
が
り
､
評
価
の
読
み
手
も
医
師
に
限
ら
ず

一
般
に
広
が

っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(広
井
良
典

『
遺
伝
子
の
技
術
'
遺
伝
子
の
思
想
』
)
0

他
方
､
国
際
的
に
は

l
九
七

〇
年
代
に
入
り
､
O
E
C
D
に
お
い
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
｡

1
九
七

一
年
四

月
の
O
E
C
D
理
事
会
の

『
科
学
'
成
長
と
社
会
』
と
題
す
る
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ッ
ク
ス

･
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
技
術
評
価
の
重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て

い
る

(O
E

CD
)

ScieコCe〉
G
roま
h
aコ
d
S
o
cie
ty)｡
O
E
C
D
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当
者
に
よ
り
'

一
九
七
三
年
に
は
社
会
と
技

術
の
評
価

(Fr
a
n
co
is
H
etm
an
,S
ociety

and
th
e
Assessm
ent
o
f
T
echn
olog
y
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
0

1
九
七
五
年
に
は
､
技
術
の
社
会
的
評
価

に
関
す
る
方
法
論
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(O
E

C
D
,M
eth
odologica
l
G
uidetinesforS
o
ciat
A
ss
essm
ent
of
T
ech
n
o
lo
g
y
)
が
出
版
さ
れ
た
o

米
国
の
O
T
A
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
内

容
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
｡

一
九
九
二
年
に
は
O
T
A
に
お
い
て
そ

の
レ
ポ
ー
ト
の
質
に
つ
い
て
内
部
の
検
討
が
な
さ
れ
た

(O
T
A
,Policy
A
natys
is
a
t

O
T
A
:A
S
taff
A
ssess
m
ent)Q
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
O
T
A
の
レ
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ポ
ー
ト
は
い
ろ
い
ろ
な
質
の
も
の
が
あ
る
が
､
読
者
の
読
み
易
さ
､
分
析
の
客
観
性
'
議
会
の
観
点
な
ど
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
う
し
た

点
に
つ
い
て
良
い
レ
ポ
ー
ト
は
'
良
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
え
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'
政
策
分
析
と
し
て
は
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン

を
呈
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
t
O
T
A
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
そ
れ
が
弱
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
-O
T
A
の
外
部
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
'

主
と
し
て
議
会
関
係
者
か
ら
レ
ポ
ー
ト
が
読
み
づ
ら
い
､
あ
ま
り
に
も
厚
い
'
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
の
に
時
間
が
掛
か
り
す
ぎ
る
｡
と
き
ど
き
客
観
性

に
欠
け
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
政
府
予
算
削
減
が
米
国
で
叫
ば
れ
る
な
か
'

一
九
九
五
年
に
米
国
O
T
A
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
｡

∽日
本
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

日
本
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
'

一
九
六
九
年
に
産
業
予
測
特
別
調
査
団
が
米
国
を
訪
問
し
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
概
念
を
持
ち
帰

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
｡

一
九
七

一
年
に
は
科
学
技
術
会
議
の
第
五
号
答
申
に
お
い
て
､
｢科
学
技
術
の
及
ぼ
す
負
の
影
響
を
反
省

し
'
人
間
尊
重
の
立
場
に
立
ち
'
･
･
･
科
学
技
術
の
効
果
や
負
の
影
響
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
｣
と
述
べ
'
国
の
政
策

と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
た
｡
早
く
も

一
九
七

一
年
に
は
科
学
技
術
庁
に
よ
り
農
薬
'
高
層
建
築
'
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
用
教
育
シ
ス
テ
ム
の

テ
ー
マ
で
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
同
年
､
原
子
力
製
鉄
の
テ
ー
マ
で
通
産
省
の
調
査
等
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

ち
な
み
に
科
学
技
術
庁
が
行

っ
た
高
層
建
築
に
つ
い
て
の
研
究
例
で
は
､
研
究
に
あ
た
っ
た
委
員
は

1
四
名
で
､
専
門
分
野
別
の
内
訳
は
建
築
五
名
'

法
律

･
経
済
三
名
､
心
理
三
名
'
医
学
二
名
､
福
祉

一
名
で
あ
っ
た
｡
高
層
建
築
が
増
加
し
た
場
合
の
問
題
点
の
抽
出
と
代
替
案
の
検
討
'
評
価
を

行
っ
た
｡
高
層
建
築
の
計
画
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項
と
し
て
'
災
害
に
対
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
対
策
シ
ス
テ
ム
の
開
発
や
'
多
く
の
要
素
の

変
化
に
応
じ
た
対
策
を
考
慮
す
る
べ
き
こ
と
､
大
量
消
費

･
廃
棄
問
題
の
対
策
を
検
討
す
べ
き
こ
と
'
巨
大
人
口
､
人
間
性

へ
の
影
響
を
検
討
す
べ

き
こ
と
な
ど
が
明
確
に
さ
れ
た
.

一
九
七
四
年
か
ら
科
学
技
術
庁
で
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
証
計
画
を
進
め
た
｡
ま
た
t

I
九
七
四
年

に
は
通
産
省
で
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
開
発
計
画
に
お
い
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
導
入
さ
れ
た
｡

そ
の
後
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
手
法
の
研
究
が
行
わ
れ
､
様
々
な
方
法
が
考
案
さ
れ
た
｡
日
本
に
お
け
る
政

府
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
調
査
の
実
施
例
は

一
九
七

一
年
の
五
件
か
ら
増
加
し
'
七
四
年
に
は

一
〇
件
が
行
わ
れ
た
｡
し
か
し
'
七
四
年

を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
の
後
は
漸
減
し
て
い
っ
た
｡
八
四
年
に
は

一
件
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

こ
れ
ま
で
の
政
府
関
係
に
よ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
委
託
調
査
の
実
施
状
況

(委
託
元
､
年
度
'
テ
ー
マ
)
は
次
ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お

り

0

[
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア

セ

ス
メ
ン
ト
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施
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表 1 科学技術庁によるテクノロジーアセスメン ト

委託元 年度 7一一マ

科学技術庁 1971 農薬

科学技術庁 1971 高層建築

科学技術庁 1971 コンピュータ利用教育

科学技術庁 1972 垂直離着陸機

科学技術庁 1972 ニュータウンにおける技術システム

動燃 1974 システム .ダイナミクスによる原子力発電所のTA

科学技術庁 1974 パイプライン廃棄物輸送システム

科学技術庁 1974 画像通信システム

科学技術庁 1975 合成紙の普及

科学技術庁 1975 海洋牧場

科学技術庁 1975 人工降雨

科学技術庁 1976 レーザー総合利用技術

表2 通産省によるテクノロジーアセスメン ト

委託元 年度 7一一マ

通産省 1971,2 原子力製鉄

通産省 1973 ME技術 (僻地医療システム)

通産省 1973 電卓

通産省 1973 マイクロ波調理システム

通産省 1973 合成紙

通産省 1974 プラスチック材料技術

通産省 1974 新包装技術

通産省 1974 大規模プロジェク トの事前評価

通産省 1974 燃料電池自動車

日本電機工業会 1974 直接サイクル- リウムタービン発電システム

通産省 1975 マイクロ .コンピュータ

通産省 1975 メタノールの大規模利用

*関西電子工業 1975 ディジタル .ウオッチ

*関西電子工業 1975 家庭用VTR

通産省 1976 蓄エネルギーシステム

通産省 1976 塩化ビニル樹脂

*技術振興協会 1976 薄肉ステンレス .ライニング鋼管

*技術振興協会 1976 電線ケーブル延焼防止剤

通産省 197(～ 大規模プロジェク トの事前評価

通産省 1977 LTA航空機システム

通産省 1977 インプレース .リーチング

*技術振興協会 1977,8 大型超電導機器冷却システム
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*技術振興協会

*技術振興協会

通産省

通産省

*技術振興協会

*技術振興協会

*技術振興協会

通産省

通産省

(財)産業研究所

通産省

通産省

*技術振興協会

*技術振興協会

通産省

通産省

*技術振興協会

通産省

通産省

*技術振興協会

通産省

*技術振興協会

通産省

通産省

1977

1977

1978

1978

1978,9

1978

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1984

ホットメル ト型粘着剤

エネルギー変換技術

防錆技術

硫黄舗装技術

産業用ロボット

コルゲー トパイプ

迅速亜鉛防錆処理法

ファインセラミクス

長寿命車

先端技術開発のあり方と経済効果分析

水素燃料航空機システム

バイオ ･テクノロジー

極低温金属材料

太陽熱利用による淡水化

金属の新還元プロセス

家庭用映像情報システム

革新的機能繊維

飛行艇輸送システム

技術革新 (ME)が雇用に及ぼす影響

センサー技術の発展と応用分野の拡大

高度情報化社会構築のための技術開発

繊維工業の川中段階の技術開発

都市施設老朽化の社会的インパク ト

材料革命と次世代産業 ･技術-のインパク ト分析

(出典)財団法人 日本産業技術振興協会 『TAの有効性発揮の条件調査』

注 *関西電子工業 は､(社)関西電子工業振興センター

*技術振興協会 は､(財)日本産業技術振興協会
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財
団
法
人
日
本
産
業
技
術
振
興
協
会
に
よ
る

『
企
業
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

･
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
態
調
査
報
告
書
』
に
よ
る
と
'
我
が
国
に

お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

･
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
手
法
と
し
て
良
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ブ
レ
ー
ン

･
ス
ト
-
ミ
ン
グ
法
､
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
法
､

実
態
調
査
法
､

コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
法
､
関
連
樹
木
法
な
ど
が
あ
る
｡

こ
-
し
た

一
九
七

〇
年
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
活
動
に
つ
い
て
は
'
い
く
つ
か
の
評
価
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
｡

一
九
七
五
年
の

科
学
技
術
会
議
総
合
部
会
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
分
科
会

(『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
及
び

推
進
の
た
め
の
施
策
』
)
は
､
当
時
の
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
｡
｢テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
'
･
･
･
そ
の
実
施

は
そ
れ
に
対
す
る
大
き
な
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
だ
定
着
し
た
状
態
に
は
到

っ
て
い
な
い
｡
･
･
･
こ
の
原
因
と
し
て
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス

メ
ン
ト
に
必
要
な
精
練
な
予
測

･
評
価
手
法
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
'
広
範
な
情
報
収
集
が
困
難
な
こ
と
'
信
頼
す
る
に
足
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実

施
基
盤
が
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
さ
ら
に

･
･
･
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
理
解
が
行
き
渡

っ
て
い
な
い

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
｣
ま
た
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
あ
た

っ
て
留
意
す
べ
き
諸
点
と
し
て
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン

ト
は
技
術
の
展
開
過
程
の
各
段
階
に
お
い
て
自
主
的
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
､
し
た
が

っ
て
実
施
主
体
は
当
該
技
術
の
開
発
主
体
ま
た
は

社
会

へ
の
適
用
の
主
体
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
､
実
施
に
際
し
て
は
第
三
者
的
な
公
平
な
立
場
に
立

つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

一
方
､

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
評
価
の
段
階
に
お
い
て
'
価
値
観
が
大
き
な
要
素
に
な
り
､
現
代
社
会
で
は
価
値
観
が
多
元
化
す
る
傾
向
に
あ
り
､

国
民
共
通
の
価
値
観
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
､
き
わ
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
国
民
の
価
値
観
の
方
向
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
導
入
の
た
め
の
条
件
と
し
て
社
会
が
技
術
に
対
す
る
適
正
な
認
識
を
も
っ
こ
と
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
う
る
手
法
の
開
発
及
び
人
材
の
育
成
'
社
会
に
お
け
る
評
価
シ
ス
テ
ム
､
技
術
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
や
保
険
な
ど
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
限
界
を
明
示
し
な
が

ら
も
'
そ
の
推
進
を
提
言
し
て
い
る
｡

そ
の
後
､

一
九
七
九
年
の
調
査

(科
学
技
術
庁
委
託
調
査

･
未
来
工
学
研
究
所

『
わ
が
国
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

･
ア
セ
ス̀
メ
ン
ト
の
実
態
調

査
』
)
で
は
'
当
時
の
大
企
業
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
た
｡
企
業
内
で
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
て
い

る
が
､
本
格
的
に
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
､
実
施
段
階

へ
の
移
行
時
期
と
い
う
結
果
に
な

っ
て
い
る
｡
企
業
に
お
け
る
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
'

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
本
的
理
念
の
明
確
化
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
成
果
の
活
用
､
実
施
に
係
る
費
用
､
実
施
体
制
な
ど

の
点
で
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
定
着
に
向
け
て
は
'
企
業
に
お
い
て
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
真
の
意
味
が
必
ず
し
も
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
､
基
本
的
な
理
念
を
明
確
に
す
る
な
ど
を
通
じ
､
啓
発
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て

い
る
｡

一
九
八

〇
年
の
諸
外
国
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
報
告
書

(未
来
工
学
研
究
所

･
科
学
技
術
庁
委
託
調
査

『
諸
外
国
に
お

[
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア

セ

ス
メ

ン
ト

の
評

価
]



け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

･
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
態
調
査
』
)
で
は
'
米
国
の
O
T
A
､
N
s
F
な
ど
公
的
機
関
で
は
大
規
模
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス

メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
必
要
な
諸
領
域
に
ま
た
が
る
専
門
性
を
も
っ
た
人
材
の
不
足
'
情
報
不
足
'

時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
全
般
的
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
手
法
の
水
準
は

｢そ
れ
ほ
ど
満

足
す
べ
き
水
準
に
は
な
い
｣
と

1
般
に
は
評
価
さ
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
諸
外
国
の
状
況
と
比
べ
'
当
時
､
日
本
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

へ
の
取
り
組
み
は
ほ
ぼ
同
等
の
水
準
に
あ
る
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
定
着
に
向
け
て
､
そ
の
理
念
の
明
確
化
と
啓
蒙
､
手
法
の
開
発
が

必
要
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
｡

こ
れ
ら
の
資
料
に
共
通
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
概
念
が
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
､
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
際
に
実
施
し
て
い
く
に
は
技
術
情
報
の
取
得
と
公
開
'
実
施
手
法
'
人
材
な
ど
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡

先
に
触
れ
た

一
九
七
九
年
の
調
査

(前
出

‥
未
来
工
学
研
究
所
)
で
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
導
入
'
普
及
の
経
緯
と
し
て
､
当
時
の

時
代
背
景
を
指
摘
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
日
本
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
取
り
組
み
は
'
公
害
'
環
境
汚
染
が
大
き
な
社
会
的

問
題
と
な

っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
､
そ
れ

へ
の
有
力
な
対
策
と
し
て
注
目
さ
れ
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
本
来
の
目
的
は
真
の
技

術

ニ
ー
ズ
を
探
索
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
日
本
に
お
い
て
は
科
学
技
術
の
負
の
効
果
を
予
測
す
る
こ
と
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
役
割

が
官
庁
や
世
間
的
に
は
期
待
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
逆
に
石
油
危
機
後
'
経
済
成
長
が
鈍
化
す
る
と
､
技
術
開
発

へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
｡
他
方
､
公

害
規
制
や
環
境
保
護
が
進
み
'
公
害
問
題
の
意
識
が
遠
の
い
た
時
期
に
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
関
心
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
｡

一
部
の
企
業
に
お
い
て
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
技
術
阻
止
だ
と
い
う
錯
覚
が
あ
っ
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
技
術
制
約

的
要
素
を
も
つ
も
の
と
し
て
抵
抗
感
が
あ

っ
た
｡

一
九
七
七
年
の
政
策
科
学
研
究
所
の
調
査
で
も
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
技
術
開
発
の

足
か
せ
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
り
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
技
術
進
歩
の
あ
り
方
と
社
会
的
意
味
を
考
え
る
も
の
と
し
て
'
国
'

企
業
'
各
種
団
体
'
公
衆
な
ど
の
関
連
す
る
主
体
を
巻
き
込
ん
で
､
新
し
い
価
値
観
を
生
み
出
す
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
の

f
手
法
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
期
待
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(通
産
省
委
託
調
査

･
政
策
科
学
研
究
所

『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

･
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法

論
に
関
す
る
実
証
研
究
調
査
』
)｡
当
時
'
政
府
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
定
着
に
向
け
て
努
力
は
し
て
い
た
が
､
そ
の
後
の
展
開
で
は
､

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
な
か
っ
た
事
情
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
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二
.
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
新
し
い
動
向

糾欧
州
に
お
け
る
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

欧
州
で
は

1
九
七

〇
年
代
に
い
く

つ
か
の
国
で
原
子
力
発
電
や
工
場
立
地
に
よ
る
環
境
問
題
な
ど
科
学
技
術
に
関
す
る
政
治
問
題
が
起
き
､
住
民

運
動
が
展
開
さ
れ
た
O
科
学
技
術
問
題
に
関
す
る

1
般
市
民
の
参
加
と
い
う
現
象
が
起
き
て
き
た
.

(N
elkin
,
T
e
chnologi
cal
D
ecisions
and

D
em
o
cracy)
1
九
七
九
年
に
は

O
E
C
D
か
ら
科
学
技
術
に
関
す
る
市
民
参
加
型
の
意
思
決
定
に

つ
い
て
の

レ
ポ
ー

ト
が
提
出
さ
れ
て
い
る

(O
E
C
D
一T
echnolog
y
o
n
T
rial)
O
ま
た
'
米
国
バ
テ
ル
研
究
所
に
お
い
て
は
､
■social
L
earningTと
い
う
市
民
参
加
の
プ

ロ
セ
ス
を
加
味
し
た
新

し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
手
法
を
提
唱
し
て
い
た
｡
(前
出

‖
未
来
工
学
研
究
所

l
九

八
〇
)

世
界
的
に
は

一
九
七

〇
年
代
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
活
動
の
高
ま
り
を
み
せ
た
時
期
で
あ

っ
た
が
､

一
九
八

〇
年
頃
に
は
活
動
力
を

低
下
さ
せ
た
時
期
で
あ

っ
た
｡

(R
athenau
Zn
stitute.
T
ec
hno
lo
g
y
As
sessm
ent
through
In
te
raction)
し
か
し
逆
に
欧
州
に
お
い
て
は
七

〇
年
代

は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

は
そ
れ
ほ
ど
め
だ

っ
た
動
き
で
は
な
く
'
欧
州
に
お
い
て
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
活
発
化
す
る
の
は
八

〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
中
身
は
､
総
じ
て
七

〇
年
代
ま
で
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
事
前
に
科
学
技
術
の
危
険
性
を
察
知
す

る
と
い
う

reactive
(受
け
身
)
な
も
の
だ
と
表
現
す
れ
ば
'
八

〇
年
代
は
そ
う
で
は
な
く
､
p
rOaC(ive
(前
向
き
な
)
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス

メ
ン
ト
が
志
向
さ
れ
て
き
た
時
期
と
い
え
る
｡

各
国

の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

へ
の
取
り
組
み
の
様
子
を
み
て
み
る
と
'

一
九
八
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
で

O
P
E
C
S
T

(O
fftce

Parlem
entaired
一E

valuation
d
es
C
h
o
ix
S
cie
ntifiques
et
T
e
chnologi
ques)
が
設
立
さ
れ
た
o

ド
イ

ツ
で
は
議
会
に
技

術
評
価
局
が
存
在

し
､
技
術
評
価
が
行

わ
れ

て
い
る
｡
ド
イ
ツ
全
体
と
し
て
は
分
権
的
な
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
'
科
学
の

自
治
の
風
潮
及
び
環
境
団
体
が
活
発
化
す
る
な
か
で
､
環
境
問
題
を
中
心
と
し
て
多
様
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
き
た
｡

オ
ラ
ン
ダ
で
は
'

一
九
八
六
年
に
N
O
T
A

(z
atio
邑

O
rg
a
コ
iN
atio
コ
O
f
T
ech邑
o
g
y
A
ss
essヨ
eコ∴
国
立
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
機

関
)
が
設
立
さ
れ
た

(現
在
は
R
a{henau
Hn
s{itu{e
に
名
称
が
変

更
さ
れ
て
い
る
)
0

デ
ン
マ
ー
ク
で
は

一
九
八
〇
年
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
試
験
的
に
行
う
よ
う
に
な

っ
た
が
'
そ
の
後
'
で
き
る
だ
け
多
く
の
関
係
者

の
交
渉
の
場
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
よ
う
に
変
革
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
｡

一
九
八
六
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
議
会
に
技
術
委
員
会

が
で
き
た
｡
こ
こ
で
は
技
術
評
価
を
行
う
と
と
も
に
'
市
民
に
よ
る
討
議
の
場
を
持

つ
こ
と
と
し
た
o
そ
の

一
部
と
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
を
行

い
'
科
学
技
術
に
つ
い
て
民
主
的
議
論
を
行
う
こ
と
に
な

っ
た
｡
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ベ
ル
ギ
ー
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
'
ギ
リ
シ
ャ
'
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
'
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
も
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
科
学
技
術
の
評
価
制
度
を
設
け

る
よ
う
に
な
っ
た
｡
E
U
の
支
援
の
下
'
欧
州
全
体
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
連
携
の
会
合
も
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
t
E
U

で
は
T
S
E
R

(T
argetted
S
ocio
E
conomic
R
esearch)
と
い
う
計
画
が
あ
り
'
技
術
開
発
に
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
意
見
を
組
み
込
む
べ
き
だ
と

い
う
視
点
で
研
究
を
行
っ
て
い
る
｡

∽新
た
な
合
意
形
成
を
探
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
試
行

こ
れ
ま
で
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
､
当
該
科
学
技
術
の
専
門
家
や
そ
れ
に
関
す
る
人
文
社
会
科
学
の
専
門
家
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
て

い
た
｡
少
数
者
の
識
者
に
よ
る
判
断
を
基
に
行
わ
れ
て
い
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
'
そ
れ
を
行
う
人
は
科
学
技
術
の
性
質
に
つ
い
て

理
解
し
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
か
ら
､
科
学
技
術
の
専
門
家
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
よ
り
精
微
な
方
法
が
求
め

ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
そ
う
し
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
論
の
専
門
家
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
｡
前
項
の
社
会
的
合
意
形
成
に
関
連
す
る
当
事
者
と

し
て
は
､
直
接
的
な
利
害
関
係
者

(第

一
類
)
の
う
ち
の

｢研
究
者
｣
と
'
利
害
関
係
に
中
立
な
者

(第
三
類
)
の
う
ち
の

｢周
辺
の
研
究
者
｣
(社

会
科
学
な
ど
の
研
究
者
)
で
あ
っ
た
.
し
か
し
'
前
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
評
価
に
お
い
て
も
､
価
値
観
が
は

っ
き
り
と
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
国
民
の
価
値
観
の
方
向
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
｡

専
門
家
だ
け
の
議
論
で
は
国
民
の
価
値
観
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
｡
ま
た
科
学
技
術
に
関
す
る
問
題
が
政
治
化
し
た
と
い
う
場
合
が
あ
り
t
O
E

C
D
で
､
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
が

一
九
七
六
年
に
な
さ
れ
た
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
市
民

の
意
見
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
は
第

一
項
に
分
析
し
た
当
事
者
と
し
て
は
'
間
接
的
利
害
関
係
者

(第

二
類
)
で
あ
る

｢市
民
｣
や

｢社
会
の
あ
り
方
に

一
定
の
立
場
を
持
つ
人
｣
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
役
割
を
担
う
人
と
し
て
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
｢市
民
｣
に
情
報
を
伝
え
る
者
と
し
て
､
第
三
類
に
分
類
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
仲
介
す
る
専
門
家
等
の
役
割
も
よ
り

重
要
性
を
増
す
｡
(場
合
に
よ
り
直
接
的
な
利
害
関
係
者

(第

一
類
)
の
う
ち
､
技
術
の
被
適
用
者
や
被
験
者
､
行
政
な
ど
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ

ス
メ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡)
そ
の
よ
う
な
新
た
な
当
事
者
を
含
め
て
合
意
形
成
を
図
ろ
う
と
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
に
つ
い
て
述

べ
る
｡
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
主
に
市
民
が
中
心
と
な
り
､
関
係
す
る
専
門
家
と
し
て
直
接
的
'
間
接
的
な
当
事
者
を
適
宜
含
め
て
意
見
交
換
す

る
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
参
加
す
る
当
事
者
の
範
周
は
拡
張
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
全
て
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
.
将

来
世
代
や
社
会
的
弱
者
な
ど
の
意
見
を
代
わ
っ
て
言
い
に
く
い
者
の
意
見
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
入
り
づ
ら
い
｡
そ
れ
を
ど
う
含
め
る

か
は
問
題
で
あ
る
｡

二

一二
ペ
ー
ジ

～
参
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Ⅲコ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
新
し
い
態
様
と
し
て
'
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
が
あ
る
｡
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
定
義
と
し
て
'
例
え
ば
t
G
ruコdaE

は
'
｢
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
技
術
評
価
の

一
方
法
で
あ
り
'
専
門
家
の
パ
ネ
ル
と
市
民
の
パ
ネ
ル
の
間
の
会
議
と
し
て
組
織
さ
れ
る
｡
市

民
パ
ネ

ル
は
社
会
的
に
議
論
を
呼
ぶ
よ
う
な
技
術
の
開
発
を
評
価
す
る
｣
と
し
て
い
る
｡

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
に
お
い
て
は
､
ま
ず
､
特
定
の
科
学
技
術
の

テ
ー
マ
を
選
定
L
t
そ
れ
に
利
害
関
係
の
な
い
市
民
の
参
加
を
募
る
｡
応
募
者
の
中
か
ら
十
数
名
を
選
び
､
こ
の
市
民
を

｢市
民
パ
ネ
ル
｣
と
呼
ぶ
｡

他
方
の

｢専
門
家
パ
ネ
ル
｣
は
'
市
民
パ
ネ
ル
の
も
つ
疑
問
に
対
応
可
能
な
専
門
家

(大
学
教
授
'
企
業
の
従
業
員
'
公
務
員
､
民
間
団
体
の
活
動

家
な
ど
)
が
十
数
名
選
ば
れ
る
｡
専
門
家
パ
ネ
ル
は
'
市
民
パ
ネ
ル
に
そ
の
科
学
技
術
の
状
況
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
し
､
市
民
パ
ネ
ル

と
の
間
で
質
疑
応
答
を
行
う
｡
そ
の
後
'
市
民
パ
ネ
ル
だ
け
で
議
論
を
行
い
'
市
民
パ
ネ
ル
は
そ
の
科
学
技
術
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す

か
､
意
見
を
ま
と
め
る
｡
こ
れ
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
呼
ば
れ
､
そ
の
意
見
は
公
開
の
場
で
発
表
さ
れ
'
新
聞
等
の
記
事
に
な
る
｡
ま
た
､
政
治
家
､

行
政
府
な
ど
に
も
報
告
書
が
配
布
さ
れ
､
参
考
に
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
形
で
世
論
形
成
と
政
策
形
成
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
そ
の

意
見
に
は
法
的
な
拘
束
力
は

一
切
な
い
｡

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
､
問
題
に
対
し
て
中
立
な
立
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
'
会
議
の
テ
ー

マ
の
選
択
か
ら
､
市
民
パ
ネ
ル
の
選
定
､

説
明
す
る
専
門
家
の
選
定
な
ど
準
備
は
周
到
に
行
わ
れ
る
｡

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
'
米
国
の
医
療
技
術
評
価
制
度
を
原
型
に
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
｡
米
国
の
医
療
技
術
評
価
制
度
で
は
技
術
を
評
価
す
る

の
は
専
門
家
で
あ

っ
た
が
､
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
技
術
評
価
主
体
を

一
般
市
民
に
変
え
た
こ
と
が
極
め
て
大
き
な
特
徴
で
あ
る
｡

一
九
八
七
年
'
デ
ン

マ
ー
ク
で
遺
伝
子
工
学
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
か
れ
た
の
が
､
最
初
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
あ
る
｡
以
来
'
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
年
に

一

二
回
こ
れ

が
行
わ
れ
て
い
る
o
オ
ラ
ン
ダ
で
は

1
九
九
三
年
に
遺
伝
子
組
み
替
え
技
術
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
が
実
施
さ
れ
､
イ
ギ
リ
ス
で
は

一
九
九

四
年
に
植
物
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
テ
ー
マ
で
開
か
れ
た
｡
そ
の
他
､

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
､
ノ
ル
ウ

ェ
ー
'
米
国
の

一
部
､
ス
イ
ス
で
も
試

験
的
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
が
開
か
れ
て
き
て
い
る
｡
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
市
民
の
会
議
と
い
う
名
称
で
の
会
議
が
行
わ
れ
､
韓
国
で
も

一
九
九

八
年
遺
伝
子
組
み
替
え
作
物
に
つ
い
て
行

っ
た
o
ま
た

1
九
九
九
年
､
イ
ギ
リ
ス
で
も
放
射
性
廃
棄
物
を
テ
ー
マ
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
を
行
う
計

画
が
あ
る
な
ど
'
こ
の
形
態
の
会
議
は
広
ま
っ
て
い
る
｡

00デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
不
妊
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議

十
数
回
行
わ
れ
て
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
う
ち
､
生
命
科
学
に
関
連
の
深
い
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

｢不
妊
｣
に
関
す
る
コ
ン
セ

ン
サ
ス
会
議
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
(参
考
三
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
開
催

一
覧
で
も
判
る
よ
う
に
'

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
テ
ー
マ
で
は
生
殖
医
療
技

l
六
二
ペ
ー
ジ
～
参

照
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術
に
関
す
る
実
施
例
は
少
な
い
｡
こ
れ
ら
が
'
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
)
生
殖
科
学
技
術
の
進
歩
は
'

子
供
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
意
味
を
変
え
た
｡
す
な
わ
ち
､
従
来
'
自
然
的
に
は
子
供
が
授
か
ら
な
か
っ
た
場
合
､
そ
れ
は
あ
き
ら
め
る
他
は

な
か
っ
た
が
'
現
在
で
は
'
人
工
授
精
術
を
受
け
る
と
い
う
選
択
肢
が
増
え
た
｡
そ
れ
に
よ
り
､
人
々
の
不
妊
に
つ
い
て
の
受
け
止
め
方
が
変
わ
っ

て
き
て
い
る
｡

一
方
'
人
工
授
精
術
と
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
研
究
が
完
全
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
'
人
工
的
な
生
殖
に
つ
い
て
の
不
安
の
声
も

存
在
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
､
人
々
が
生
殖
技
術
に
何
を
求
め
､
ま
た
'
ど
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
行
わ
れ
た
｡
ま
だ
当
時
は
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
人
間

へ
の
応
用
は
具
体

性
が
な
か
っ
た
た
め
議
論
さ
れ
て
い
な
い
｡
生
殖
科
学
技
術
の
さ
ら
な
る
展
開
が
予
想
さ
れ
る
中
で
'
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
機
会
と
し
て
'
こ

の
よ
う
な
会
議
の
も

つ
意
義
は
見
過
ご
せ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
記
述
は
デ

ン
マ
ー
ク
技
術
委
員
会
の
資
料
に
よ
る

(D
anish

Board
of

T

ech
no
log
y
,w
w
w
.tekn
O
.dk
).
こ
れ
は
会
議
の
う
ち
'
主
に
議
論
さ
れ
た
鍵
と
な
る
質
問
と
そ
れ
に
対
し
て
の
主
な
意
見
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
会
議
は

一
九
九
三
年

一
〇
月
か
ら

二

月
に
か
け
て
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
国
会
議
事
堂
で
行
わ
れ
た
｡

二
二
人
の
レ
イ
パ
ネ
ル
と

一
五
人
の

専
門
家
パ
ネ
ル
が
出
席
し
た
｡
専
門
家
パ
ネ
ル
は
､
医
師
､
不
妊
患
者
団
体
'
公
務
員

(法
律
家
)､
医
療
倫
理
'
キ
リ
ス
ト
教
僧
侶
､
診
療
心
理

学
者
'
社
会
医
学
者
'
社
会
医
療
研
究
者
'
法
学
者
'
養
子
協
会
'
国
家
健
康
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
か
ら
な
る
｡

不
妊
に
関
し
､
様
々
な
論
点
が
議
論
さ
れ
た
｡
不
妊
で
悩
む
人
達
に
関
わ
る
科
学
的
研
究
に
つ
い
て
の
議
論
と
並
ん
で
､
そ
れ
に
関
連
す
る
社
会

制
度
の
改
善
の
意
見
も
あ
っ
た
｡
不
妊
の
予
防
の
た
め
'
健
康
診
断
や
予
防
知
識
の
普
及
を
す
る
と
い
う
提
言
も
あ
っ
た
｡
ま
た
､
不
妊
治
療
=
生

殖
技
術
の
進
歩
に
よ
り
倫
理
的
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
0

八
つ
の
鍵
と
な
る
質
問
が
提
案
さ
れ
､
多
様
な
意
見
が
み
ら
れ
た
｡
(参
照

参
考
三
)

①
不
妊
と
養
子

②
不
妊
の
原
因
の
究
明
と
そ
の
知
識
の
普
及

③
不
妊
の
予
防

④
不
妊
治
療
の
費
用

⑤
卵
子
と
精
子
の
提
供

⑥
不
妊
治
療
の
結
果
引
き
起
こ
す
問
題

⑦
不
妊
の
新
治
療
技
術
は
人
間
の
あ
り
方
に
ど
う
影
響
す
る
か
?
㌔

⑧
私
的
な
不
妊
治
療
を
公
認
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト

･
デ
メ
リ
ッ
ト

こ
の
中
で
不
妊
治
療
技
術
の
進
歩
は
倫
理
的
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
｡
ま
た
､
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
や
遺
伝
子
操
作
に
も
話

一
六
三
ペ
ー
ジ

～
参

鷲



L
が
及
び
'
不
妊
治
療
に
お
い
て
遺
伝
子

へ
の
介
入
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
ヒ
ト
の
卵
子
の
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
禁
止
は
存
続
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
意
見
が
あ

っ
た
｡

デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
､
議
論
は
必
ず
し
も
合
意
に
は
到
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
不
妊
治
療
を
め
ぐ
る
技
術
的
､
制
度

的
､
社
会
的
'
倫
理
的
､
法
的
問
題
に
つ
い
て
多
様
な
意
見
が
だ
さ
れ
た
｡
生
命
科
学
に
お
い
て
は
'
既
存
の
人
間
観
､
医
者

一
患
者
関
係
'
子
孫

へ
の
影
響
､
遺
伝
的
関
係
の
保
護
な
ど
の
問
題
が
あ
り
'
そ
れ
ら
は
市
民
の
価
値
観
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
状
態
が
望
ま
し
い
の
か
判
断
さ
れ
る
べ
き

事
柄
を
含
ん
で
い
る
と
実
施
者
は
結
論
づ
け
て
い
る
｡

㈲
日
本
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
試
行

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
方
式
の
会
議
と
し
て
東
京
電
機
大
学
の
若
松
征
男
教
授
を
代
表
と
す
る
グ
ル
ー
プ

｢科
学
技
術

へ
の
市
民
参
加
｣
研
究
会
が

事
務
局
と
な
り
､
｢遺
伝
子
治
療
を
考
え
る
市
民
の
会
議
｣
を
わ
が
国
で
初
め
て
開
催
し
た

(以
下
､
｢会
議
｣
と
略
記
)｡
｢会
議
｣
は

1
九
九
八
年

一
月
か
ら
三
月
に
三
回
の
会
合
を
開
き
'
三
月
二

7
日
に
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
結
果
報
告
を
行

っ
た
o
専
門
家
パ
ネ
ル
と
し
て
は
'
｢遺
伝

子
治
療
｣
を
行
う
大
学
医
学
部
の
医
師
玉
名
'
生
命
倫
理
研
究
者
二
名
､
医
療
経
済

1
名
'
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

1
名
の
九
名
が
参
加
し
た
｡
市
民
パ

ネ
ル
と
し
て
は
関
西
で
公
募
を
L
t
ま
た
関
西
在
住
の
知
人
を
た
ど
る
な
ど
L
t

T
九
名
を
得
た
o
市
民
の
定
義
に
つ
い
て
は
今
回
特
段
の
制
約
を

行
っ
て
い
な
い
｡

市
民
パ
ネ
ル
､
専
門
家
パ
ネ
ル
と
も
熱
心
に
説
明
'
質
疑
を
行
い
'
最
終
的
に
市
民
パ
ネ
ル
に
よ
り
意
見
書
が
作
成
さ
れ
た
｡
二

部
別
途
､
少

数
意
見
も
提
出
さ
れ
た
｡
)
市
民
パ
ネ
ル
の
特
徴
と
し
て
は
社
会
全
体
の
公
益
を
考
え
る
立
場
を
と
る
こ
と
'
ま
た
'
遺
伝
子
治
療
を
受
け
る
患
者

の
立
場
に
立
つ
と
の
前
提
で
議
論
を
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
出
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
と
し
て
は
､
例
え
ば
'
遺
伝
子
治
療
の
研
究
に
つ
い
て
は
情
報
公
開

を
進
め
'
安
全
性
を
確
認
す
る
第
三
者
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
｡
ま
た
'
遺
伝
子
治
療
を
体
細
胞
に
限
定
し
た
現
在
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
'
生
殖
細
胞
を
操
作
で
き
る
よ
う
な
技
術
が
開
発
さ
れ
れ
ば
'
な
し
く
ず
L
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
現
行
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
理
論
的
に
強
固
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
｡
ま
た
'
遺
伝
子
治
療
の
技
術
開
発
が
ア
メ
リ
カ
に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
警
戒
す
る
意
見
も
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
遺
伝
子
治
療
と
い
う
問
題
を
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
､
あ
る
い
は
国
家
の
安
全
の
見
地
か
ら

み
た
意
見
も
出
さ
れ
た
｡

ま
た
'
市
民
パ
ネ
ル
は
遺
伝
子
治
療
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト

に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
｡
現
行
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
を
行
う
書
式
は
専
門
語
が
多
く
分
か
り
づ
ら
い
｡
他
に
治
療
法
が
な
い
重

篤
な
患
者
に
限
っ
て
遺
伝
子
治
療
を
行
う
と
い
う
現
状
は
､
患
者
に
精
神
的
な
圧
迫
感
を
与
え
る
の
で
､
尊
厳
死
や
ホ
ス
ピ
ス
な
ど
の
選
択
肢
を
提

示
す
べ
き
だ
と
い
-
意
見
も
あ
っ
た
｡
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会
場
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
は
､
市
民
だ
け
で
は
な
く
利
害
関
係
者
を
交
え
て
､
議
論
を
行
う
こ
と
が
よ
り
よ
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
方
法

で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
｡
ま
た
､
今
回
の
市
民
の
会
議
は
論
点
の
設
定
な
ど
､
事
務
局
が
段
取
り
を
取
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
'

欧
州
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
と
は
､
少
し
違

っ
た
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
｡
そ
の
ほ
か
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
方

式
が
ど
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
の
政
策
に
影
響
を
も

つ
の
か
､
ど
ん
な
テ
ー
マ
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
方
式
の
議
論
に
な
じ
む
の
か
な
ど
多
く
の
課

題
も
残
さ
れ
た
｡

三
.
合
意
形
成
手
法
の
開
発
の
留
意
点

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
日
本
に
お
い
て
は
七
〇
年
代
に
試
み
ら
れ
た
が
'
理
念
が
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
､
情
報
取
得
に
限
界
が
あ
っ

た
こ
と
､
手
法
の
未
開
拓
'
人
材
の
不
足
な
ど
の
問
題
が
あ
り
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
十
分
社
会
に
浸
透
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
｡

し
か
し
､
我
が
国
に
お
い
て
も
情
報
公
開
の
あ
り
方
が
変
わ
り
､
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
の
情
報
イ
ン
フ
ラ
も
格
段
に
進
歩
し
て
い
る
O
ま
た
'
欧

米
に
お
い
て
も
､
市
民
参
加
型
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
模
索
さ
れ
て
い
る
｡
わ
が
国
も
科
学
技
術
の
よ
う
な
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の

政
府
の
意
思
形
成
に
当
た
り
'
国
民
各
層
の
意
見
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
'
例
え
ば
､
原
子
力
行
政
の
進
め
方
に
つ
い
て
円
卓
会
議
が
開
か

れ
'
あ
る
い
は
科
学
技
術
政
策
の
決
定
に
当
た
り
'
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
な
ど
新
し
い
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
そ

ぅ
し
た
動
き
を
注
意
深
く
見
守
り
'新
し
い
時
代
に
合
致
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
も

1
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
.

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
は
そ
う
し
た
試
み
の

1
つ
の
形
態
で
あ
り
'
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
主
体
と
し
て
市
民
を
用
い
て
い
る
｡
そ
れ
で

も
科
学
技
術
に
関
係
し
う
る
利
害
関
係
者
を
網
羅
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
手
法
の
さ
ら
な
る
開
拓
が
必
要
で
あ
る
｡

例
え
ば
'
で
き
る
だ
け
広
範
な
意
見
を
取
り
入
れ
る
方
策
と
し
て
､
利
害
関
係
者
､
専
門
家
及
び
市
民
の
三
者
に
対
し
'
段
階
を
分
け
て
'
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
方
式
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

(R
enn
et
ats,
P
ub
lic
Participatio
n
in
D
ecision
M
ak
ing‥A
T

hree･step
P
rocedure,

Po
licy

S
ciences)
V

o
1.26
).
こ
れ
は
'
本
編
第

一
項
の
整
理
の
し
か
た
に
近
似
し
て
い
る
.
す
な
わ
ち

'
利
害
関
係

者
に
は
科
学
技
術
に
対
す

る

そ
の

関

心
に
つ
い
て
､

専
門
家
に
は
専
門
知
識
と
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
､
市
民
に
は

一
般
常
識
に
基
づ
く
価
値
判
断
に
つ
い
て
述
べ
て
も
ら
う
と

い
う
作
業
を
行
う
と
い
う
形
式
を
提
案
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
き
わ
め
て
複
雑
な
作
業
の
よ
う
に
み
え
る
が
'
プ
ロ
セ
ス
を
適
切
に
す
る
こ
と
に
よ
り

三
者
の
意
見
の
良
い
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
提
案
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も

一
つ
の
手
法
で
あ
ろ
う
｡

合
意
形
成
に
向
け
て
は
'
様
々
な
手
法
や
概
念
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
'
多
く
は
新
規
の
も
の
で
あ
り
'
そ
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は

不
明
な
部
分
が
多
い
｡
科
学
技
術
に
関
L
t
政
府
が
積
極
的
に
実
施
し
､
実
施
途
中
や
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
デ
ー
タ
や
評
価
が
豊
富
に
そ
ろ
っ
て
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い
る
代
表
的
な
事
例
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
あ
る
の
で
､
合
意
形
成
手
法
の
開
発
の
視
点
か
ら
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
探

っ
て
み
た
｡

今
後
'
こ
れ
ら
の
諸
施
策
を
よ
り
丹
念
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
､
新
し
い
合
意
形
成
手
法
の
開
発
に
資
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡



ま
と
め

園
谷

実

･
大
山

真
未

先
端
科
学
技
術
､
特
に
生
命
科
学
技
術
を
中
心
と
し
た
法
的
規
制
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
と
り
わ
け
法
的
規
制
の
検
討
と
言
う

こ
と
で
法
律
の
枠
組
み
の
中
で
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
な
問
題
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
｡
大
き
く
は
'
(い
か
な
る
規
制
が
可
能
か
)
と

(
い
か
に
し

て
規
制
を
正
当
な
ら
し
め
る
か
)
の
二
つ
が
中
心
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
る
｡
本
論
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

①
生
命
科
学
技
術
の
現
状
と
戦
略

生
命
科
学
技
術
は
各
国
に
お
け
る
戦
略
的
重
点
分
野
と
な

っ
て
お
り
､
特
に
今
後
の
産
業
競
争
力
の
大
き
な
源
泉
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
の
中
で
'
生
殖
医
療
技
術
は
生
命
科
学
技
術

1
般
と
は
異
な

っ
た
現
れ
方
を
し
て
い
る
.
欧
州
で
は
厳
し
い
規
制
が
進
ん
で
い
る
が
､

ア
メ
リ
カ
で
は
国
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
困
難
さ
か
ら
規
制
が
行
わ
れ
ず
､
か
え

っ
て
民
間
資
金
に
よ
る
独
自
の
先
端
生
殖
産
業
の
育
成
'
企
業
化

が
進
み
'
さ
ら
に
海
外

へ
展
開
す
る
動
き
も
あ
る
｡

一
方
､
欧
州
で
の
足
並
み
の
そ
ろ
っ
た
規
制
の
整
備
か
ら
､
国
際
的
に
も
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
中

心
と
し
た
生
命
科
学
技
術
の
規
制
に
つ
い
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
｡

②
各
国
に
お
け
る
規
制
の
内
容
と
経
緯

イ
ギ
リ
ス
'
フ
ラ
ン
ス
'
ド
イ
ツ
は
生
殖
医
療
技
術
に
関
す
る
規
制
法
が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
'
各
国
ご
と
に
規
制
の
考
え
方
は
わ
ず
か
ず

つ
違

い
､
し
た
が
っ
て
規
制
法
は
あ
る
が
必
ず
し
も
規
制
対
象
な
ど
細
部
は

一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
た
だ
し
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
つ
い
て
は
現

行
の
生
殖
医
療
技
術
の
規
制
法
に
よ
っ
て
対
応
が
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
｡

③
我
が
国
に
お
け
る
法
律
的
視
点
か
ら
の
検
討

憲
法
'
民
法
'
刑
法
'
医
事
法
の
観
点
か
ら
現
在
の
主
要
な
学
説
な
ど
を
紹
介
し
た
｡

④
法
的
な
規
制
の
限
界

例
と
し
て
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
取
り
上
げ
て
､
学
問
の
自
由
等
と
の
関
係
を
検
討
し
た
｡
学
問
の
自
由
の
制
限
に
当
た
る
規
制
に
つ
い
て
は
'
学
問

の
自
由
と
い
え
ど
も

一
定
の
制
限
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
に
つ
い
て
は
､
直
ち
に
学
問
を
制
限
す
る
こ
と
の
是
非
を
議
論
す

る
の
で
は
な
く
'
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
社
会
的
適
用
に
当
た
っ
て
そ
の

一
部

(
ヒ
ト

へ
の
適
用
)
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
る
中
で
研
究
に
つ
い
て
も
例

外
を
設
け
な
い
と
す
る
趣
旨
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
｡

⑤
規
制
対
象
の
検
討

ク
ロ
ー
ン
技
術
を
規
制
す
る
に
当
た
っ
て
'
単
に
線
状
的
に
技
術
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
面
的
に
把
握
し
､
規
制
す
る
対
象
及
び
そ
の
周
辺
に
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あ
っ
て
規
制
を
検
討
す
る
余
地
の
あ
る
技
術
も
含
め
て
生
殖
医
療
技
術
全
般
を
網
羅
的
に
眺
め
､
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
合
理
的
な
規
制
方
法
を
検
討
し

た
｡

⑥
規
制
を
正
当
づ
け
る
根
拠

(安
全
性
)

ク
ロ
ー
ン
技
術
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
'
生
ま
れ
て
く
る
子
供
及
び
そ
の
子
孫
に
対
す
る
遺
伝
的
影
響
が
危
倶
さ
れ
る
｡
特
に
体
細
胞
核
は
､
遺

伝
感
受
性
が
弱
く
'
日
常
の
中
で
遺
伝
子
が
損
傷
し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
く
､
そ
れ
を
移
植
し
た
ク
ロ
ー
ン
細
胞
か
ら
生
ま
れ
る
個
体
は
全
身
的

に
遺
伝
的
影
響
を
被
る
可
能
性
が
強
い
｡
こ
の
よ
う
な
､
遺
伝
子
に
対
す
る
影
響

(確
率
論
的
影
響
)
を
理
由
に
規
制
を
行
っ
て
い
る
例
を
あ
げ
規

制
の
仕
方
を
検
討
し
た
｡

(社
会
的
秩
序
)

従
来
の
先
端
的
な
生
殖
支
援
技
術
は
何
ら
か
の
従
来
の
人
間
親
族
関
係
と
類
似
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
体
細
胞
核
の
提
供
者
と
ク
ロ
ー
ン
児

の
遺
伝
的
関
係
は

(
一
卵
性
)
兄
弟
に
近
く
'
遺
伝
的
に
親
で
な
い
者
が
こ
う
し
た
遺
伝
的
関
係
に
あ
る
個
体
を
作
成
す
る
こ
と
は
人
類
史
上
例
の

な
い
こ
と
で
あ
り
､
社
会
的
秩
序
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
｡

(規
制
根
拠
に
関
す
る
結
論
)

以
上
二
点
の
理
由
で
ク
ロ
ー
ン
作
成
を
規
制
す
る
こ
と
は
妥
当
性
が
あ
る
と
考
え
る
｡
な
お
､
人
間
の
尊
厳
な
ど
を
根
拠
と
す
る
規
制
は
よ
り
具

体
的
な
根
拠

(腔
の
乱
用
禁
止
､
身
体
の
不
可
分
性
な
ど
)
に
お
き
か
え
た
上
で
の
比
較
判
断
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑦
補
説

･
研
究
者
の
法
的
責
任

先
端
科
学
技
術
に
お
け
る
研
究
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
従
来
具
体
的
な
議
論
が
少
な
か
っ
た
｡
先
端
研
究
の
規
制
が
始
ま
る
と
と
も
に
こ
う
し
た

点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
'
新
し
い
視
点
か
ら
問
題
を
検
討
す
る
｡

(加
重
的
過
失
責
任
)

研
究
者
と
医
師

･
弁
護
士
等
の
専
門
家
と
を
比
較
し
'
研
究
者
の
法
的
責
任
は
医
師
等
の
持
つ
い
わ
ゆ
る

｢専
門
家
責
任
｣
と
は
異
質
な
も
の
で

あ
り
同
時
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
｡

〓

殻
的
過
失
責
任
)

一
般
的
な
刑
事
責
任
や
民
事
の
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
義
務
に
つ
い
て
は
通
説
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
､
先
端
科
学

技
術
に
お
け
る
研
究
者
の
規
制
に
当
た
っ
て
は
新
し
い
標
準
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
｡
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⑧
国
及
び
学
会
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

規
制
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
'
従
来
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
が
あ
る
｡
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
法
的
な
効
果
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
'

科
学
技
術
上
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
吟
味
し
'
そ
の
規
範
的
効
果
に
つ
い
て
検
討
し
た
｡
特
に
､
公
序
良
俗
違
反
の
根
拠
と
し
て
の
性
格
､
医
療
行
為

基
準
と
し
て
の
性
格
な
ど
か
ら
､
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
規
制
が
有
効
に
行
使
さ
れ
る
た
め
の
方
法
を
検
討
し
た
｡
最
後
に
'
行
政
裁
量
に
対
す
る

裁
判
所
の
審
査
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
観
点
か
ら
､
技
術
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
た
｡

⑨
規
制
の
た
め
の
合
意
形
成
努
力

法
律
で
規
制
す
る
に
し
ろ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
規
制
す
る
に
し
ろ
国
民
の
合
意
を
求
め
る
努
力
が
必
要
で
あ
り
､
そ
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
｡

(合
意
形
成
の
た
め
に
必
要
な
当
事
者
)

科
学
技
術
の
適
用
に
関
し
て
合
意
形
成
の
努
力
を
す
る
に
当
た
っ
て
の
当
事
者
を
､
一
案
と
し
て
'
第

一
類

(直
接
の
利
害
関
係
者
)'
第
二
類

(そ

れ
以
外
の
利
害
関
係
者
)
'
第
三
類

(利
害
中
立
的
専
門
家
等
)
に
わ
け
､
各
々
の
主
張
を
整
理
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
｡

(合
意
形
成
手
法
)

従
来
の
合
意
形
成
手
法
及
び
新
し
い
合
意
形
成
手
法

(テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト
､
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
な
ど
)
を
紹
介
し
た
｡

当
グ
ル
ー
プ
で
､
本
論
の
検
討
を
進
め
て
い
る
間
に
も
'
生
殖
医
療
技
術
を
め
ぐ
つ
て
は
新
し
い
話
題
が
次
々
と
登
場
し
て
き
た
｡
未
確
認
の
新

聞
報
道
を
含
め
て
も
'
石
川
県
畜
産
総
合
セ
ン
タ
ー
と
近
畿
大
で
体
細
胞
を
使
っ
て
ク
ロ
ー
ン
牛
の
誕
生
に
成
功

(平
成

一
〇
年
七
月
五
日
)､
ハ
ワ

イ
大
学
等
の
研
究
者
に
よ
り
日
米
伊
英
の
国
際
グ
ル
ー
プ
が
雌
の
ク
ロ
ー
ン
マ
ウ
ス
五
〇
匹
以
上
を
作
る
こ
と
に
成
功

(七
月
二
三
日
)
､
ア
メ
リ
カ

人
研
究
者
が
学
会
で
自
分
の
ク
ロ
ー
ン
を
作
る
旨
の
発
言

(九
月
六
日
･
日
経
)､
東
大
と
科
学
技
術
振
興
事
業
団
は
蛙
の
腔
の
未
分
化
細
胞
塊
か
ら

腎
臓
な
ど
臓
器
を
作
成
し
'
他
の
蛙
の
腔
に
移
植
し
生
育
を
確
認

(九
月

二
二
日
)､
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
人
間
の
腔
か
ら
E
S
細
胞
を
分
離
､

培
養
と
増
殖
に
成
功

(
二

月
六
日
)
､
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
と
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
が
北
海
道
に
ク
ロ
ー
ン
研
究
の
セ
ン
タ
ー
を
作
る
旨
の
記
者

会
見
(
〓

1月

1
日
付
各
紙
)'
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
H
F
E
A
が
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利
用
し
て
人
体
組
織
を
作
る
研
究
を
認
め
る
答
申

(
〓

1月
八
日
)､

韓
国
キ
ョ
ン
ヒ
大
学
が
'
女
性
の
体
細
胞
と
卵
子
か
ら
核
移
植
し
卵
細
胞
の
四
分
割
ま
で
を
観
察

(
二

一月

一
五
日
)､
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
マ
ジ
ソ
ン

大
学
で
牛
の
卵
子
に
四
種
類
の
ほ
乳
類
の
体
細
胞
核
を
移
植
し
分
裂
さ
せ
て
腔
と
す
る
こ
と
に
成
功

(
二

一月
二
八
日
)､
民
間
企
業
で
初
の
体
細
胞

核
ク
ロ
ー
ン
牛
の
誕
生

(平
成

二

年

1
月
八
日
)
､
鳥
取
大
学
講
師
ら
が
ヒ
ト
の
精
祖
細
胞
を
マ
ウ
ス
で
生
育

(二
月
二
日
)､
イ
タ
リ
ア
で
ヒ
ト

の
精
祖
細
胞
を
マ
ウ
ス
で
生
育
さ
せ
､
体
外
受
精
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
五
人
の
人
間
の
子
供
が
誕
生
と
発
表

(三
月

一
七
日
)
等
々
｡
こ
の
よ
う
な

極
め
て
変
化
進
展
の
激
し
い
中
で
'
生
命
科
学
技
術
に
関
す
る
人
間
社
会
の
観
点
か
ら
の
考
え
方
の
整
理
は
社
会
的
な
混
乱
を
招
か
な
い
た
め
に
も
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是
非
と
も
必
要
で
あ
る
｡

現
在
､
科
学
技
術
会
議
､
学
術
審
議
会
､
厚
生
科
学
審
議
会
な
ど
で
生
命
科
学
技
術
､
生
殖
医
療
技
術
な
ど
の
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
'
今
後
こ

の
間
題
は
ま
す
ま
す
'
幅
広
く
､
深
化
し
た
議
論
が
進
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､,
本
論
文
も
そ
の
よ
う
な
検
討
の

l
つ
の
材

料
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
｡

最
後
と
な

っ
た
が
'
本
調
査
研
究
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
､
た
く
さ
ん
の
研
究
者
や
識
者
の
方
々
か
ら
､
重
要
な
ご
教
示
や
ご
意
見
を
伺

っ
た
｡

特
に
'
以
下
の
方
々
に
は
専
門
的
な
内
容
に
つ
い
て
'
詳
細
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
｡

糸
原

重
美

岩
崎

民
子

日
下
部
守
昭

香
月
祥
太
郎

辻
井

博
彦

堀

雅
明

本
間

俊
充

理
化
学
研
究
所
脳
科
学
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
行
動
遺
伝
学
研
究
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

財
団
法
人
放
射
線
影
響
協
会
放
射
線
疫
学
調
査
セ
ン
タ
ー
長

理
化
学
研
究
所
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
筑
波
研
究
セ
ン
タ
ー
遺
伝
子
基
盤
研
究
部
長

三
井
情
報
開
発
株
式
会
社
顧
問

(科
学
技
術
政
策
研
究
所
客
員
研
究
官
)

科
学
技
術
庁
放
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法 令 名 ｢人 の 受 精 と腫 研 究 に 関 す ｢腔 保 護 法 ｣ (19 90年 ) ｢生 命 倫 理 法 ｣ (1 9 9 4 連 邦 法 な し

る法 律 ｣ (19 90年 ) 午 )(｢人 体 尊 重 法 ｣｢移 植 .生 殖 法 ｣｢記 名 デ ー タ 法 ｣の 三 つ の 法 律 か ら成 る○) 大 統 領 令 (19 97年 )大 統 領 法 案 (1 9 9 7年 ､但 し廃 案 ) 等 の 法 案

法 令 の 形 態 人 の 腔 及 び 配 偶 子 の 扱 い 全 腔 や 配 偶 子 の 扱 い ､ 生 殖 諸 上 記 3法 に よ り ､ 先 端 医 療

般 に つ い て 規 定 . 技 術 に つ い て ､ 個 別 に 禁 止 技 術 全 般 (臓 器 移 植 ､ 生 殖

一 定 の 場 合 に は ､ 行 政 庁 の 事 項 を 規 定 し ､ 罰 則 を 設 け 関 連 技 術 ) を 共 通 の 倫 理 原

謬 可 を 得 て ､ 歴 及 び 配 偶 子を 用 い た 研 究 や 生 殖 医 療 の実 施 が 可 能 ○規 定 違 反 に 対 し て 罰 則 を 定め た 行 政 規 定 . た 特 別 刑 法 ○ 則 に基 づ き ､包 括 的 に 規 制 ○｢人 体 尊 重 法 ｣ で ､ 規 制 の根 拠 と な る 原 則 を 民 法 に ､関 連 刑 事 規 制 を 刑 法 に ､ 盛り込 む o｢移 植 .生 殖 法 ｣ で 臓 器 移植 ､ 生 殖 医 療 等 に 関 す る 規制 を 保 健 医 療 法 典 に 盛 り込む ○｢記 名 デ ー タ 法 ｣ に よ り ､個 人 の 医 学 情 報 の 利 用 手 続を情 報 保 護 法 に盛り込 む o

背 景 ､ 趣 旨等 ワ - ノ ッ ク 報 告 (1 9 8 4 ベ ン ダ 報 告 (1 9 8 5年 ) ル ノ ワ ー ル 報 告 (1 9 9 1 全 米 生 命 倫 理 諮 問 委 員 会 (N

午 ) の 議 論 を 踏 ま え ､ 立 法 の 議 論 を踏 ま え ､ 立 法 化 ○ 午 ) 等 の 複 数 の 有 識 者 委 員 B A C ) か ら ､ ク ロ ー ン に

化 . 人 間 の 尊 厳 と 生 命 の 保 護 を 会 報 告 を経 て ､ 立 法 化 ○ つ い て の 勧 告 (1 9 9 7
生 殖 関 連 技 術 の 適 正 運 用 を 根 拠 とす る. 人 体 の 尊 重 .不 可 侵 ､ 人 の 午 )､ 人 と 人 以 外 の 種 の 1匹
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配 偶 子 の 保 存 ､ 使 用 < 認 可 取 得 に よ り ､ 酉己偶 子の 保 存 ､ 使 用 可 能 o >○ 認 可 な く ､配 偶 子 を 保 存 ､使 用 o (4条 1項 a, b)-→ 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は両 方 . (但 し ､ 医 療 行 為 とし て 当 該 男 女 間 で 用 い る 場合 は 除 くo)○ な お ､ 認 可 を 得 て ､ 受 精率 ､ 精 子 の 正 常 検 査 の た め精 子 を ハ ム ス タ ー そ の 他 の明 記 さ れ た 動 物 の 卵 子 と 交配 可 ○ 但 し ､ 試 験 完 了 後 ､二 細 胞 期 ま で に破 壊 の こ と○(付 属 書 2 1-(1)(f))

性 選 択(配 偶 子 の 識 別 ､受 精 ) < 禁 止 >○ 含 有 性 染 色 体 に よ り識 別さ れ た 精 子 で 卵 子 を 受 精 させ よ う とす る.- 1年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (3条 )但 し ､ 重 い 伴 性 遺 伝 病 発 病の 阻 止 の た め ､ 州 法 で 権 限を 与 え ら れ た 機 関 に よ り 妥当 と認 め られ た 場 合 は 除 外 O

保 存 配 偶 子 に よ る 死 後 < 禁 止 > < 禁 止 >
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生 殖 細 胞 の 変 更 < 腔 の 一 部 を 構 成 す る 場 合 < 受 精 に 利 用 さ れ な い 場 合 < 以 下 の 条 項 に よ り禁 止 ?

を 除 き課 可 に よ り可 能 > 等 ､ 一 定 の 場 合 を 除 い て ､ >
○ 藩 可 な く､配 偶 子 を保 存 ､ 原 則 禁 止 > 〇 人 の 種 の 完 全 性 の 侵 害 禁

使 用 . (4条 1項 ) 〇 人 生 殖 系 列 細 胞 の 遺 伝 形 止 〇 人 の 選 別 を 目 的 と す る

- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 質 の 人 為 的 変 更 ｡ 優 生 学 上 の 行 為 禁 止 ｡ (氏

金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 ○ 人 為 的 に 変 更 され た 遺 伝 法 16条 の 4)
訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の 形 質 を 含 む 人 の 生 殖 細 胞 の 〇 人 の 選 別 を 目 的 とす る 優

拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は 受 精 - の 利 用 o 生 学 的 処 置 の 実 施

両 方 o - 5年 以 下 の 自 由 刑 ま た は - 2 0年 の 懲 役 (刑 法 5 1

○ な お ､ 認 可 で は ､ 腔 の 一部 を 構 成 す る 場 合 に お い ては ､ 細 胞 の 遺 伝 子 構 造 の 変更 を 承 認 しえ な い .(付 属 書 2 3-(4)) 罰 金 ､ 未 遂 も処 罰 ○ (5粂 )○ 例 外 と して ､･体 外 に 置 か れ た 生 殖 細 胞を 人 為 的 に 変 更 す る 場 合 でこれ が 受 精 に利 用 され な い 〇･死 亡 し た 胎 児 ､ 人 ､ 死 者か ら採 取 さ れ た 生 殖 細 胞 の遺 伝 形 質 を 人 為 的 に 変 更 する場 合 で ､ これ が 腔 ､胎 児 ､人 に 移 植 さ れ な い ､ ま た はこ れ か ら 新 た な 生 殖 細 胞 が生 成 しな い ｡･生 殖 細 胞 の 遺 伝 形 質 変 更が 意 図 され て い な い ､接 種 ､放 射 線 治 療 ､ 化 学 療 法 そ の他 の 治 療 の 場 合に は 適 用 され な い . 1条 の 1)
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人 の 腔 の 体 外 で の 人 為 < 治 療 ､ 研 究 の た め の 認 可 < 禁 止 > <禁 止 >

的 作 成 ､ 取 得 に よ り可 能 > ○ 他 の 女 性 - の 腫 移 植 の た ○ 商 業 ま た は 産 業 目 的 で の

女 性 か ら の 腔 の 摘 出 ､ ○ 認 可 な く ､ 膝 を 創 造 ､ 保 め ､ も し く は 腔 保 存 に 役 立 生 体 外 で の 人 の 腫 作 成 ､ 使

人 為 的 受 精 存 ､ 使 用 o (3条 1項 ) た な い 目 的 で の 腔 利 用 の た 用 禁 止 o

- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 め ､ 着 床 完 了 前 の 腔 の 女 性 - 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フ

金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 か ら の 摘 出 ○ ラ ン の 罰 金 ○

訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の 〇 人 の 精 子 細 胞 が 人 の 卵 細 (保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の

拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は 胞 に 進 入 す る 事 態 を 人 為 的 7､ 刑 法 5 1 1条 の 1 7)

両 方 ○ に 引 き 起 こす o〇 人 の 精 子 細 胞 を 人 の 卵 細胞 に 人 為 的 に 移 入 0- 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (1粂 ) ○ 研 究 ま た は 実 験 目 的 で の生 体 外 で の 人 の 腫 作 成 禁 止 O-→ 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フラ ン の 罰 金 D(刑 法 5 1 1条 の 18)

腔 の 保 存 ､ 使 用 ､ <認 可 に よ り可 能 > < 妊 娠 目的 以 外 は 禁 止 > < 商 業 目的 で の 腫 使 用 禁 止 ､

腔 を 用 い た 検 査 ､ 実 験 ○ 認 可 な く ､ 腔 を 創 造 ､ 保 ○ 体 外 で 生 成 され た 人 の 腔 ､ - 定 の 検 査 の 場 合 を 除 き 実

存 ､ 使 用 . (3条 1項 ) 子 宮 内 で の 着 床 が 完 了 す る 験 禁 止 >

- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 以 前 に 女 性 か ら 掃 出 さ れ た ○ 商 業 ま た は 産 業 目 的 で の

金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 人 の 腔 の 売 却 ､ こ の 腔 を そ 生 体 外 で の 人 の 腔 作 成 ､ 使

訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の の 維 持 に 役 立 た な い 目 的 の 用 禁 止 ○

拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は た め に 譲 渡 ､ 取 得 ､ 利 用 ○ - 7年 の 禁 固 及 び 7 0 万 フ

両 方 D ○ 妊 娠 以 外 の 目的 で の 人 の ラ ン の 罰 金 o

○ 原 始 線 条 の 発 現 後 の 腔 の 腔 の 体 外 で の 発 育 o (保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の

保 存 や 利 用 禁 止 ○ (3条 3 - 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は 7､ 刑 法 5 1 1条 の 1 7)

項 a)(原 始 線 条 は 配 偶 子 混 合 日を 第 1 日 目 と す る 第 1 4 日の 期 間 内 に 膝 の 中 に 出 現 と理 解 o)- 1 0年 以 下 の 拘 禁 ま た は罰 金 ､ あ る い は 両 方 罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (2条 ) ○ 一 組 の 男 女 の 腫 検 査 の 場合 を 除 く ､ 人 の 柾 に 対 す るあ ら ゆ る 検 査 ､ 実 験 禁 止 0- 7年 の 禁 固 及 び 7 0 万 フラ ン の 罰 金 C(保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の8､ 刑 法 5 1 1条 の 19)
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人 ク ロー ン の 作 成 < 一 部 禁 止 ､ 不 落 可 に よ り <禁 止 > <大 統 領 見 解 に よ り下 記 粂 連 邦 法 な し
(腔 の 操 作 ) 実 質 的 に 禁 止 > ○ 他 の 腔 ､ 胎 児 ､ 人 と同 じ 項 で 禁 止 > ○ 体 細 胞 核 移 植 を 用 い た 人

○ 歴 の 細 胞 核 の ､人 の 細 胞 ､ 遺 伝 情 報 を も つ 人 の 腔 が 生 〇 人 の 種 の 完 全 性 の 侵 害 禁 ク ロー ン の 産 生 の 試 み に 対

腫 ま た は 発 育 し た 腔 か ら採 ま れ る 事 態 を 人 為 的 に 引 き 止 . 人 の 選 別 を 目 的 と す る す る政 府 資 金 提 供 の 当 面 禁

取 した 核 との 置 換 禁 止 o 起 こす こ と○ 庫 生 挙 上 の 行 為 禁 止 ○ (氏 止 . (大 統 領 令 1997年 )

(3条 3項 d) ○ こ の 腔 の 女 性 - の 移 植 o 法 16条 の 4) ○ 大 統 領 法 案 (1997年 )

- 10年 以 下 の 拘 禁 ま た は - 5年 以 下 の 自 由 刑 ま た は 〇 人 の 選 別 を 目 的 とす る 優 で は ､ 体 細 胞 核 移 植 ク ロ ー

罰 金 ､ あ る い は 両 方 ○ 罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (6条 ) 生 学 的 処 置 の 実 施 ニ ン グ を 使 用 し て 人 間 を 作

○ 腔 の 創 造 ､ 保 存 ､ 使 用 の - 2 0年 の 懲 役 (刑 法 5 1 る 一 切 の 試 み の 禁 止 . (5
禁 止 ○ (3条 1項 ) 1条 の 1) 年 後 に 見 直 し○)

(但 し治 療 の た め の 認 可 が ○ 研 究 ､ 実 験 目 的 の 生 体 外 ○ N BA C勧 告 (1 9 9 7
付 与 され うる)o で の 人 の 腔 作 成 ○ 午 ) で ､ 体 細 胞 核 移 植 技 術

- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 - 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フ に つ い て ､ 有 用 性 は 認 め つ

金 ､ あ る い は 両 方 ラ ン の 罰 金 (刑 法 5 1 1粂 つ ､ 科 学 的 不 確 実.性 と 倫 理

○ 認 可 機 関 は 人 ク ロ ー ン 作成 は 不 認 可 の 方 針 を 明 示 . の 1 8) 的 懸 念 に 言 及 ○

キ メ ラ ､ ハ イ ブ リ ッ ド <認 可 に よ り可 能 >○ 認 可 な く ､ 人 の 配 偶 子 を <禁 止 > ○NBAC回 答 (1998

(人 ど う し､ 人 と動 物 ○ 異 な る 遺 伝 形 質 を 有 す る 午 ) で は ､

の 間 ) 複 数 の 腔 を ､ 少 な く と も - ･人 の 細 胞 と 人 以 外 の 動 物

(配 偶 子 ま た は 肱 の 換 つ の 人 の 腔 を 用 い て 細 胞 結 の 卵 子 の 融 合 で 妊 娠 を 維 持

作 ) 合 させ る.〇 人 の 肱 と ､ そ の 膝 と異 なる 遺 伝 形 質 を も ち ､ こ の 腔と 一 緒 に な っ て も 分 裂 が さら に 可 能 な 他 の 細 胞 を 結 合させ る○○ 動 物 の 精 子 と人 の 卵 細 胞 させ る試 み は 許 され な い .･人 の 細 胞 と 人 以 外 の 動 物の 卵 子 の 融 合 に よ っ て 腔 が生 じ る こ と に は 倫 理 的 懸 念が あ る○但 し､ 人 の 腫 性 幹 細 胞 は それ 自 体 で は 子 に 発 達 し え な

他 の 動 物 の 生 き た 配 偶 子 と の 受 精 ま た は 人 の 精 子 と動 い も の で あ り ､ 直 接 的 に は

混 合 す る. (4条 1項 C) 物 卵 細 胞 の 受 精 に よ る ､ 分 倫 理 的 問 題 を 生 じな い .

○ 腔 を動 物 の体 内に 置 く○ 裂 可 能 な胚 生成 o ･人 の 細 胞 と 人 以 外 の 細 胞

(3粂 3項 b) ○ 上 記 の 腔 の 女 性 ま た は 動 の 卵 子 の 融 合 が ､ 子 に 発 達

- い ず れ も 1 0 年 以 下 の 拘 物 - の 移 植 ､ 人 の 腔 の 動 物 す る 可 能 性 の あ る 腔 を 発 生

禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は 両 ぺ の 移植 さ せ な い 場 合 に は ､ 倫 理 的
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人 工 授 精 ､ < 認 可 に よ り 配 偶 子 ､ 腫 移 < 配 偶 子 提 供 者 以 外 - の 移 < 生 殖 医 療 と し て 腔 受 入 れ

女 性 - の 配 偶 子 ま た は 植 可 能 > 植 禁 止 ､ 数 の 制 限 > 可 能 >

腔 の 移 植 ○ 認 可 な く ､ 精 子 及 び 卵 子 ○ 他 の 女 性 の 末 受 精 卵 の 女 ○ 生 殖 - の 医 学 的 介 助 の 目

を 女 性 の 体 内 に 置 く こ と の 悼 - の 移 植 o 的 の 範 囲 内 で そ の 目 的 に 従

禁 止 O (4条 3項 ) ○ 卵 細 胞 の 出 自 で あ る 女 性 う場 合 の み ､ 膝 の 生 体 外 作

- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 の 妊 娠 以 外 の 目 的 で の 卵 細 成 可 能 O こ の 艇 は -/一組 の 男

金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 胞 の 人 工 ヨ受精 O 女 の う ち 少 な く と も 一 人 の

訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 の 三 つ 配 偶 子 に よ り受 精 さ れ な け

拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は を 越 え る腔 の 女 性 - の 移 植 o れ ば な ら な い o (保 健 医 療

両 方 ○ 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 の ､ 卵 法 L 15 2条 の 3)
○ 認 可 を 得 て 腔 を 女 性 の 体 管 - の 配 偶 子 移 植 に よ る ○ 第 三 者 で あ る 提 供 者 に 頼

内 に 置 く こ と は 可 能 ○ 三 つ を 越 え る 卵 細 胞 の 受 精 o ら な い 生 殖 - の 医 学 的 介 助

(付 属 書 2 1-(1) (e)) 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 に 女 性に 移 植 さ れ る べ き 数 を 越 える ､ 女 性 の 卵 細 胞 の 受 精 ○○ 代 理 母 - の 人 工 授 精 ､ また は 人 腫 移 植 0- 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (1条 ) が 成 功 しな い 一 組 の 男 女 は ､例 外 と し て 腔 を 受 け 入 れ るこ と が で き る o (保 健 医 療法 L 15 2条 の 5)

腔 の 譲 渡 ､ 売 買 < 禁 止 >○ 体 外 で 生 成 され た 人 の 腰 ､子 宮 内 で の 着 床 が 完 了 す る以 前 に 女 性 か ら 摘 出 さ れ た人 の 肱 の 売 却 ､ こ の 腔 を その 維 持 に 役 立 た な い 目 的 のた め に 譲 渡 ､ 取 得 ､ 利 用 0- 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (2粂 ) く 生 殖 医 療 の 場 合 を 除 き 禁｣上>○ 対 価 を 得 て ､ 人 の 版 を 取得 す る 行 為 ､ そ の 斡 旋 ､ 人の 膝 を 有 償 で 第 三 者 に 与 える 行 為 禁 止- 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フラ ン の 罰 金 ○(刑 法 5 1 1条 の 1 5)○ 生 殖 医 療 と し て 一 組 の 男女 が 腔 を 受 け 入 れ る 場 合 を除 き ､ 人 の 腔 を 取 得 す る 行為 禁 止 0- 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フラ ン の 罰 金 o(刑 法 5 】 l条 の 16)
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生 殖 技 術 適 用 の た め の < 要 同 意 > < 要 同 意 > < 要 同 意 >

条 件 等 ○ 配 偶 子 ま た は 腔 の 使 用 の ○ 卵 子 ､ 精 子 の 提 供 者 の 同 ○ 対 象 とな る 一 組 の 男 女 は ､

(精 子 ､ 卵 子 の 提 供 者 た め の 同 意 が 必 要 意 の な い 人 工 授 精 . 生 き て 生 殖 年 齢 に あ り ､ 婚

等 の 同 意 等 等 ) (付 属 書 3) ○ 同 意 の な い 女 性 - の 肺 移植 O-→ 3 年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (4粂 ) 姻 し て い る か 少 な く と も 2年 以 上 の 共 同 生 活 の 証 拠 が必 要 で ､ 肝 移 植 ま た は 人 工授 精 に つ い て 事 前 承 諾 が 必要 ○ (保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の 2)○腰 を 取 得 し た 男 女 及 び 腰を 提 供 し た 男 女 は ､ そ れ ぞれ 身 元 を 知 る こ と が で き ない o (但 し ､ 治 療 上 必 要 な場 合 ､ 医 師 は 情 報 取 得 可能 ○) 腔 を 提 供 し た 男 女 に報 酬 を 払 っ て は い け な い ○(保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の5)

代 理 母 < 商 業 的 代 理 母 の み 禁 止 > < 禁 止 > <禁 止 >

- 代 理 母 契 約 法 (1 9 8 5 ○ 代 理 母 - の 人 工 授 精 ､ ま ○ 他 人 の た め の 生 殖 ま た は



参考2

<参考資料>放射親の国民全休-の遺伝的影響について

原子炉等規制法の立地♯査指針の国民遺伝浪量の考え方の撃畢

O｢原子炉立地事壬指針｣(原子力重点会,昭和39年 5月27日)

原子炉安全専門脊査会が原子炉設庫に先立って行 う安全窄重の際､万一の事故に関連

してその立地条件の適否を判断するための基乳

2 立地事重の指針 の中で

2･3 原子炉欺地は､人口唾集地帯から必要な軽淋だけ離れていること｡

ここにいう人口密集地帯から必要な距柾とは､伎想事故のせ合､国民辻伝線量

の見地から十分受け入れられる程度に全身被唖線量の耕井値が′トさい値になる

ような距柾を意味する.

0原子炉安全基準専門部会の報告書 (昭和38年 11月2日)

上記指針を作成した専門部会報告書の解脱｡

国民遺伝線量に湘して､ ICRPの目安に基づいて考えてみると､0.5× 10-mm･.tm

(5㈱ 万人レム)に相当するとし､r従って､仮想事故の坊合の全身被曝線量の横井債

は､0･5× 10-nun･Jtm に比べてかなり小さい価でなければならないと考える｡｣として

いる.

すなわち･同解祝では､ます r償憩事故の場合の国民辻伝弟量は､国際放射線防護重

点会 (ICRP)にいう国民に対する遺伝線量の割当の中のごく小部分に納める必要が

ある｡｣とした上で､ ICRP (1958年勧告)による最大許容辻伝線量 5LCm (自然

バックグラウン ド及び医凍被qBを除く)のうちの､集団全般の被曝に対する割 り当て

2rcn (うち伴内被曝 1.5∫em､休外被唖0.5Ⅰでm)を参考としている｡この体外被曝0.5ttm

について､我が国の人口を約 1億人とすると､集団全般の被曝は､全人口及び被曝集団

に占める生殖可能年齢グループの比率が等しいと仮定すれば､0.5×10-m的･rCmに相当

するとしている｡

なお､ここで春見会が指針の決定に際して具体的数値を考えるに当たって事考とした､

一つの外国の例がアメリカ原子力船 rサバンナ号｣の港内運行手引き (昭和37年 8月

1日)であり､ここでの基準が200万人レムである｡

OICRP Publicatjon6(1958年勧告)

r集団の披糠｣の項の中で以下のように記述｡

･ト 般軌 として､｢壊動力計画およびその他の大規模な原子力平和利用についての

適切な企画に当たっては､一つには個人浪量を制限することにより､一つには被煉する

人の数を制根することによって､集団全件の被爆を制限することが必要となるJとし､

放けて rこの制限は有害な影響と社会的利益との間の妥協を必然的に含むものであるJ

とする｡さらに､r委員会は危険と利益との間の適正な収支勘定をすることはまだでき

ないj 旨諌め､｢危険と利益の収支勘定に影響を及ぼす洋田子は国によって変わるであ

ろうし､最終的決定は各国に凍されている｣とした上で､r重点会は1958年勧告で

全集EZlの被爆に対する暫定的な上限を示唆したJとしている｡

･次に､r遺伝線量Jについての記述の中で､r集団に対する辻伝線量Jを定義して､rそ

の集団の各人が､受胎から子供を持つ平均年鈴までにこれを受けたと仮定した歩合に､

それらの個人が受けた美麻の鼻Aによって生じるのと同じ遺伝的負担を全集団に生じる

ような親量のことJとし､r許容辻伝鼻量｣の定義として､rもしこれを各人が受胎か

ら子供をもつ平均年齢までの間に受けたとして､全集田にとって受け入れ うる負担を生

じるであろう､というような液量のこと｣としている｡

･そして､r最大許容遺伝線量｣について､自然バックグラウンドと医療上の被姓を別

にして､あらゆる線源からの全集団に対する遺伝浪量は､5reEnを越えるべきでないこ

とを示唆するとし､この5rcmの割当として､集団全般の軸 を2zTmとしている｡

この r集団全般の被爆 2rcm｣に関し､r核エネルギー計画の開発 (それに的連した廃

物の廃棄問題を含め)並びに放射線源のさらに広範な使用を計画する目的のためを考え

たものである｣旨解脱している｡

○外国の例 アメリカ原子力船 rサバンナ号｣の港内運行手引き偶 和37年 8月1日)

･ICRP勧告のほか､NCRP (Nadonal Council o爪 Radiation ProtcctiozI and

MeasuremcntS)の勧告にも言及し､事故による遭伝的被爆に対して､2×10̀maJl･Ztm(200

万人 rem)という数値を冶論として示し､この数値が r計画の目的に対してなお有効で

ある｣とされている｡

･すなわち､この手引きではACRS (AdyisoryCommittcconRescaJd Safcgu町由)の

前議長の推定による,1年に1回のMCR (最大徳走事故)が発生するという仮定に基

づく30年間の集団線量2× 107maA･fcmにより (アメリカの人口を2億人とする)､3
0年間の1人当たりの辻伝液量寄与0.1rcmを基にしている｡

ここで､30年間の漣伝凍量 03rem を運ぶことは､ ICRPの例示した集団全般に

対する 2rcm､あるいは保留分 1･5rcm と比較し､現時点では若干保守的ではあるが､メ

リットがあるとしている｡(なお､この0.3remlま200万人Temに対応｡)

○現行の ｢原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて｣(平成元年

3月27日一部改定)

三つの基本的目標の中の一つとして､

C･なお､収想事故の場合には､集団線量に対する影響が十分に小さいこと､とし､

2 立地蕃重の指針 の中で

2･3 原子炉敷地は､人工密集地帯からある軽鮮だけ解れていること｡

ここにいう rある距肌 としては､仮想事故の歩合､全身線jtの積算値が､

集同線丑の見地から十分受け入れられる程度に小さい価になるような距離をと

るものとする｡

(註 :ここでは改訂前の r国民辻伝浪量｣が r集団凍量｣とされている｡)

そして､指針2･3にい う ｢ある距離だけ離れていること｣を判断するための目安とし

て､外国の例 (例えば､2万人 Sy- 200 万人 rcm:上記サバンナ号の港内運行手引きよ

り)を参考にすることとされている｡

狂 :改訂後の指針でも､r集団叙景 ｣の考え方を継続しているが､ICRPの勧告でも､

最終的な取り入れの決定は各国に任されているとされており､この考え方を原子力施



軟の立地審査の基準としているのは､日本以外にはカナダのみ.

0なお､原子力以外の分好も含めて､リスク管理の考え方についての方針がオランダで提

示されており (環境政策に的遺して)､影響が明らかでないリ̀スクについての対処のあ

り方として参考になる｡

･オランダでは､系統的なリスク管理の政策の採用が重要との離職の下､r希境管理のた

めの1986-90年計画｣で三つの主要な書､大規模事故､化学物質､放射浪被曝に対して､

粁容リスクレベルが定められた.

･この文書の中では､特に人間に対して r仲人リスク)と rグループリスクJ､生態系に

対して r集団リスク｣が導入されている｡

･影響に着目した政策を定める帝には､政府がリスクを同定し､これ以上では受け入れる

ことのできない限度 (最大許容限度)及びこれ以下では無視できるレベルを確立する責

任がある.大規模事故.化学物質､放射舟被曝から人間が受けるリスクの最大許容死亡

リスクは､各々合計した死亡確中が 10ヤ年を超えないように定められた｡佃々の活動あ

るいは伸々の化学物賞に対する最大幹事レベルは 10-/牢に定められた｡

･人間及び生態系に対して､これ以下ならば兼視できるとするリスクレベルは､どんな場

合でも可能であれば､界則として最大許容位の1%に定められていら.

･既存の活動が特定の限度を滋える状況を生み出した場合には､その事を抑制する期間を

決める麻に社会的な配慮がしばしば重要となる.しかし､新規の活動の歩合には､ilち

に特定の限度を守る必要がある.

･リスクレベルの遺正な評価は､纏めて困難であると一般に野鶴されているが､政策決定

に重要な影響を及ぼす不確かさを最小にしていく努力はなされなければならない.政策

決定のプロセスの中に､明らかな形でこの不確かさを考慮に入れていくことが,次第に

重要になってきている.



さ考3 コンセンサス会議についての資料

第 2綜第 2項の合意形成手法に関する取締についての補足棄料を掲げる｡

コンセンサス会議は各国で行われている｡その開催国､年､議居を妃す｡

参考3-1 表 各国のコンセンサス金森開催一覧

国 開催年 議員

デンマーク 1卵7 工業､農業における遺伝子工学

19$9 食物の放射線照射

1989 ヒト遺伝子のマッピング

1990 大気汚染

1991 教育工学 (技術)

1992 遺伝子操作による動物

1993 傭人使用の自動車の未来

1993 不妊

1994 交通における情報技術

1994 統合化された農業

1995 環境開催

1995 遺伝子治ま

1997 テレ.ワーク

イギリス 1994 植物のバイオテクノロジー

オランダ 1993 動物の並伝子組み替え

1995 バイオテクノロジー

ニュージーランド 1995 バイオテクノロジー

米国(マナチユ-I.}ヲ州域) 1997 情報システム

スイス 1998 食品放射線照射

ノルウェイ 1996 辻伝子組み替え

参考3-2 コンセンサス会議のポイント

コンセンサス会議の実施にあたっては､様々な方法についての配点がなされている｡コ

ンセンサス会議についての理解のためにポイン トを記述しておく｡

○テーマの選定 コンセンサス会態で儀絵がしやすいテーマであることが必要である｡辻

伝子工学など､これからの技術に関しての蝕Bが多いのは､それが今後どうなるのか､不

稚定であるから畿倹 しやすいともいえるし､また､利幸朗係が完成していないので敦治し

やすいともいえる｡

○バネラーの選定 国の代表を撫制しているので､年齢､性別､学歴などバランスをとっ

て選ばなければならない｡

○専門家の協力 テーマに関する多くの専門家を集めるべきである｡

○専門家によるブリーフィングの仕方

専門家のブリーフィングによって､市民Jiネルは影響される｡従って､専門家のプルー

フィングは トータルとしてそのテーマを括るのに公平かつ十分な質と量が保証されなけれ

ばならない｡

･コンセンサス会議の機能

コンセンサス会社が最も頻射 こ行われるデンマークでも､コンセンサス会議の結果は､

何ら法的な拘束力を持っていない.しかし､その括束はマスコミによって報道されるため､

市民に対する影軌 ま強い｡国会耗且で関心を示す者もいる｡そのような形で間接的に政策

形成に影響を持っているとされている｡

参考3-3 デンマークの r不妊Jについてのコンセンサス会議

第2編第2項 (2)の2)においてデンマークにおけるコンセンサス会読で r不妊｣を

題材にしたものについて枕賓を述べた｡ここに､デンマーク技術委且会による 1993年の

r不妊｣をテーマとしたコンセンサス会読の結果 (市民パネルの意見)を参考のため記す｡

(インターネットで入手した情報をまとめたもの)

(9不妊と養子

不妊で悩む人達がいることに関して､養子のルールや手続きをどう変えたら良いかとい

うことがテーマとなった｡それについての市民パネルの意見は孝子を行いやすいようにす

ることであった｡不妊で悩むカップルには不妊拾廉の他に養子という選択肢があることが

税明されるべきであり､養子の仕組みの税明がなされるべきである｡また､養子魚組に際

しては医学的心理学的援助が与えられるべきだという意見もあった｡

②不妊の原因の究明とその知鼓の普及

不妊の原田についての研究は康先順位を高めるべきではないかということがテーマとな

った｡それについての市民パネルの意見は以下のよう｡不妊治療研究よりも不妊原因究明

の方が康先順位は高い｡不妊原因の研究を進めるために基礎研究､環境研究､疫学研究を

含む研究計画をたてることを勧告する｡男性の精液の質の低下が大きな閉居となるおそれ

があるが､この現象に関する知見は限られているので研究を進めるべきだ｡柵液の研究は

現状では絶滅化されていないので､集中して行い､経験と知能が集約されるように態勢を

盤傭すべきである｡企業は労働衆境を改善するように努めるべきだ｡

③不妊の予防

不妊の予防がテーマとなった｡それについての市民パネルの意見は以下のよう｡不妊の

予防は推進すべきである｡クラミジア感染は不妊の主な原因の一つであるとされ､15才

から25才の男女に定期検診を行い伝染源を突き止めることを提案する｡それにはコスト

がかかるがコストより効果は大きい｡また､クラミジア感染の危険はあまり知られていな

いので公的な情報捷供を特に若い人に行うことが必要である｡女性の高学歴化と妊娠率の

低下については保育所の運営と妊娠休暇取得を柔軟にすることが求められる｡蕪酒､紫煙､

食生活改善などの日常的な不妊予防も重要である｡

④不妊治療の費用

公的資金をどの程度不妊治療に使 うのかというのがテーマとなった｡これには様々な意



兄があり､不妊は掃気とは考えないという意見や､公共料金による不妊冷熱ま一軒利用者

負粗すべきであるという意見､また､養子縁掛 こも所得制限のある補助金を出すべきとい

う意見があった.不妊防止とともに不妊原田研究をレベルを上げることを公的脚 として

王事ではないかという意見があった.

⑤卵子と精子の捷供

卵子と精子の連供に附してどのような閏月があるかといのがテーマとなった.

特に議輪になったのは､子供が自分の遺伝汝を知りたいということと提供者の匿名性の

保磯が相反していることである.市民パネルの意見としては､公的術生システムの維持と

遺伝的な診療のために卵子 ･精子の連供と受額が特定できるべきである｡したがって丑供

者の匿名性は撤廃されるべきである｡子供は遺伝的源を知る糠会を得られる.

また､その他の験点として以下のような意見があった｡卵子提供者はホルモン治兼を受

ける軌 こリスクがあるという問鰯について､そのリスクを知る必妻がある｡卵子 ･精子の

提供は営利目的ではなされるべきではなく､現行の精子提供-の謝礼は廃止すべきである.

卵子精子の受領者の年齢制限は成年以上40才以下である｡卵子 ･精子轟供に辞して､少

なくとも社会的な親のうち一人は遺伝的にも親であるべきだ｡市民パネルは現在の牡牛(研

究Fl的で使われてしまった卵子の徒供ができる)を廃止することを求める.研究に使われ

た卵子は晶賞が保征できないので廃棄されるべきだ｡

⑥不妊治療の漬菜引き起こす問題

不妊治まが普及するにつれ､社会的な開度が起きてはいないかというのがテーマである｡

幾つかの輸点が濃飴された.

不妊の治療の結果についての研究はどうして優先順位が低いのかという簸間が皇され

た.不妊や不妊治療は心理的問鳥の原因である.不妊治療が普及することでかえって不妊

のス トレスが高まっている｡不妊治療の前掛 こ社会学的研究が行われるべきである｡不妊

息者-の心理的溝助の必要を明らかにすることができる｡

胎児汝故術は禁止されるべきである.そのような多胎状態を避けるために治療技術を諦

めるべきである｡

不妊治療を受けた息者は登録され､その子孫の追跡もできるようにすべきである｡ホル

モン治療の長期的影響が明らかになる.ホルモン治まの影響については専門家で意見が違

うのでそれを研究することに高い優先膿位を与えて欲しい｡

不妊の研究､治療はいくつかのセンターに集中させるべきである｡

⑦不妊の新治轟技術は人間のあり方にどう影響するか?

不妊治療が漣歩したときに,伝統的な人間観が変わってしまうのではないかというのが

テーマである｡

多様な意見がみられた.不妊技術が進歩したからといって､全ての人冊が平等に子供を

持つ権利があるとは考えられない｡どこまで通常ではない妊娠をさせてよいのかというこ

とを医者が自由に決められるというのは間憲ではなlいか?不妊治まの技術が子供を持つか

持たないかというわれわれの生活の賞の基準を決めているように感じられる.不妊治療技

術は倫理的な問題を大きくはらんでいる.技術進歩によって倫理的基準が崩壌する危険が

ある｡

クローニングや遺伝子振作にも辞しが及んだ.不妊治療において遺伝子-の介入は楽止

されるべきだ.ヒトの卵子のクローニングの禁止は存続されるべきだ｡

⑧私的な不妊治療を公撃することのメリット･ヂメタ･/ト

プライベー トな病院で不妊治まを行うことを公欝することのメリ･/ト･デメリットがテ

ーマとなった.不妊治まの晶質を保征すべきという意見と治療の長期的影響を追跡調査す

べきであるという#兄があった.

すなわち不妊治療には最低限の積率を保圧する規制が必要である.知職と鼓験と人材が

必要である.不妊治まは価格だけで故争すべきではない.遠明な市場で､どこでも同じ質

を保征されるべきである｡

また､不妊治まの結果について中央丑魚所を維持することを義務づけるべきである.登

録の義務結術生委員会に農する｡登録データとしては､治まの回数､使われた方法､いく

つの卵子が集められたか､どういう処置が卵子にされたか､治療の結果､妊娠の数､出産

欺､中抵数､子宮外妊娠赦､,分娩方法を含むべきである.

不妊治蘇者を登録制にする理由杜オーブンさが望ましいからである.公的繊的がコント

ロールできる企業かができ､不妊であるカップルは不妊治療情報を-カ所に行けばすぐに

わかる.

現在では研究レベルである方法を美麻に使ってしまうことを防ぐために違った方法の登

録は重要と考える.

参考3-4 テクノロジ-アセスメントの肯分類

テクノロジーアセスメントは多様な手法があり､掃射 こ分類できるものではない｡最近

の欧州を中心としたテクノロジーアセスメントの様々な検討の成果をふまえ､今日的視点

で整理すると.以下のようなこととなる.

･範EEl

企業におけるテクノロジーアセスメントの範田としては､広い意味として r新技術が企

業の内部及び外部環卿 こ与える影響を解析するための包括的な構造体型Jとしての場合も

あるが､狭い意味では r半に新技術や水晶の技術的､鼓済的可能性を柵るJだけを目的と

する｡

･性格

CJqbergによれば､テクノロジーアセスメントの性格として､技術と社会のBg係をどの

ようにみるかという前掛 こよって区分することができる｡(Tazj& Crmbcrs..Tcchology

as池88m:ntin加 Danish80Cio-politicdcm tcxtJTecAtLObgyMaMeem叫 VoLl1,No.5J6.)

ア.技術予測 未来の社会が技柿によって規定され､技術の予軌ができるという前掛 こ立

てば､技術を予測することが重要な意味を持つ｡

ィ.受動的技術評価 技術が社会に与える影響を我々は理解できるという前掛 こ立ち､

技術の与える影響を受動的に分析する｡

ク･前向きな技術評価 学習過毛として租繊され､技術変化は管理できるという前提に立

ち､対称､シナリオワークショップ､コンセンサス会鶴などの手法が用いられる.

エ･社会構成的技術評価 利害関係者が技術を形成するという前提に立ち､交渉によって

技術のあり方を探ろうとする｡

･椎のために行うか

テクノロジーアセスメントはその起猿からすれば､科学技術の発展によって不利益な影

響を被る人達のために行われてきたといえる.1970年代においては r科学技術の及ぼす

負の影響を反省し､人間尊重の立場に立ち､- ･科学技術の効果や負の影響を暮恥 こ予



測することが重要になっている｣と言われた.そこでは消井者や環境問題で被青を受ける

者が中心であったと考えられる｡しかしながら､技術発展に影響を与える､科学者､技術

者､潅官署､官僚等などもテクノロジーアセスメン トの関係者であり､近年のテクノロジ

ーアセスメン トでは､そうした技術発展に影響を与える者など､関係者をできるだけ多く

巻き込むことがテクノロジーアセスメントを成功させるのに必要であるという考え方が強

調される｡ (Ra血 nauhstitute,TTechhOLogyAssessmenLthrouglZ血leTaCEio乃)

･方法

テクノロジーアセスメン トの手法は多く開発されてきた｡専門家が行う方汝の名称だけ

でも､プレーン ･ス ト-ミング法､チェックリス ト法､実態調査法､コス トベネフィット

法､舶連樹木法､KJ法､多段階評価法､因果関連ループ図法､シナリオライティング法､

インパクト･マ トリクス法､多段階フィルター法､多変量解析法､デルファイ法､無作為

抽出法､システム ･ダイナミクス法などがあげられる｡ ((財) 日本産業技術振興協会

FTAの有効性発祥の条件調査j)
以上は専門家が行 うテクノロジーアセスメン トの手法であるが､これに加えて市民を参

加 させるという方法も各種考案､辞行されている｡

参考3-5 環境アセスメント

テクノロジーアセスメントに類似の手法として環境アセスメン トとライフサイクルアセ

スメン トがある｡環境影響評価制度は 1969年､米国において制度化された｡米国におい

てはテクノロジーアセスメン トよりも帝卓影響評価が先に実施されている｡珠韓アセスメ

ン トがテクノロジーアセスメン トの発想につながっているとみることができる｡日本が環

境アセスメントを行うことによって､OECD加盟29カ国全てが務境影響評価の一般的

な手続きを規定する何らかの法制度を有することになる｡韓境アセスメントは､自然辞境

を改変する大規模な押発行為を行 う場合に､自然環境にどのような影響を与えるかを事前

に調査 ･予測 ･評価することである｡従来は､行政指導により事業者の任意の協力を求め

るしかたであったが､後に述べる法制化により環境アセスメン トを事業者の義務とするこ

ととなった｡日本の希凍アセスメン トは個別の卵発事業について行 うものであるが,海外

の国ではより長い展望をもった戦略的環境アセスメン ト導入が放論されている｡これは,

個々の事業についてのアセスメントだけでは国や地域の全体の帝境を保全していくのは困

難であるという発想からでたもので､国の長期プラン全体に対 してアセスメントの網をか

けるという考え方である｡

日本においては 1972年､ r各種公共事業に係る環境保全対策について｣の牌丸了解以

来､個別法や国の行政指導､条例等によって制度化が進められてきた｡1981年に環境影

響評価法案を閑散決定し､国会に提出しながら廃案となっていたが､1997年 6月に辞境

影響評価法案が成立し､1999年から施行される｡

その法律の特徴は､第一に対象事業に､国が実施し､又は群落可等を行う事業であって､

大規模で､希境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして､発毛所､在来鉄道､大規

模林道を加え14種とした｡第二に､事業者は環境影響評価開始前の段階で住民や地方自

治体の意見を開いて評価項目を放 り込む (スコ-ビング)ことで早い段階から務境配慮が

図れる｡事業者は事業実施前に環境影響評価準備書を作成し､これを公告 ･縦発に供 して

環境保全の見地から意見を有する者等の意見を聴取する｡第三に､事業者は乗境影響評価

者を作成 し､許許可権者等の意見を麟まえて補正を行 う｡

しかし､この法律では住民や自治体､茶境庁が事業に対して環境面について意見を首え

るだけで､事業にどれだけ反映するか､実施するか等の判断は事業者に任されている｡

テクノロジーアセスメントとの相違は､環境アセスメントは法制化されていること､地

域の特性を考慮 しなければならないことなどがあげられる｡

参考3-6 ライフサイクルアセスメント

ライフサイクルアセスメントとは､いろいろな水晶の一生を､央進一使用一廃棄あるい

は再利用の各便階ごとに分析 し､希境-の影響を総合的に評価する方法である.数値 とし

ては､主として投入されるエネルギー量､材料使用量､排出される二酸化炭素量が使われ

る｡環境藩化を防止するために必要な対策を立てるのに有用である｡

自動車の例では､製造一使用一廃棄の各段階のうち使用段階で発生する二酸化炭素が排

出量全件の七割を占めることから､燃費の重要性がわかる.また､住宅の歩合､建設時に

断熱､気凍化工事を行 うと二酸化炭素の排出が増えるが､居住一年間でこの分は回収され､

以後､排出量の減少が維持される｡

材料工学でも寿命の予軸を材料の耐久性だけではなく､どの程度の費用と環境-の負荷

がかかるかをも含め井定することが重要と指耕されてきている｡


