
特
集

生
命
倫
理人

格
主
義
の
生
命
倫
理
学
と
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
に
つ
い
て

秋

葉

悦

子

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
富
山
大
学
の
秋
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
お

招
き
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
く
だ

さ
っ
た
社
会
倫
理
研
究
所
所
長
の
小
林
先
生
、
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
丸

山
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
刑
法
学
を
専
攻
す
る
立
場
か
ら
、
生
命
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
研
究
し
て

ま
い
り
ま
す
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
深
入
り
し
て
、
き
ょ
う
は
こ
の
よ
う
な
人
格

主
義
の
生
命
倫
理
学
｜
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
式
の
立
場
で
す
が
｜
に
つ
い

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
倫
理
学
や
神
学
に
つ
い
て
は
系
統

立
っ
た
勉
強
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
の
話
を
カ
ト

リ
ッ
ク
大
学
の
社
会
倫
理
研
究
所
で
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
は
大
変
お
こ

が
ま
し
い
限
り
で
す
が
、
大
変
名
誉
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
大
き
な

喜
び
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
も
と
も
と
安
楽
死
や
尊
厳
死
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
九

九
五
年
に
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
『
生
命
の
福
音
』
と
い
う
回
勅
が
出
て
、

そ
れ
に
興
味
を
持
っ
た
の
が
、
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
の
研
究
を
始
め
た

き
っ
か
け
で
し
た
。
一
九
九
五
年
の
秋
か
ら
四
カ
月
ほ
ど
で
す
が
、
ロ
ー
マ
に

あ
る
教
皇
庁
立
の
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
大
学
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
を
学
ぶ
機

会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。こ
の
と
き
の
研
究
テ
ー
マ
は
安
楽
死
だ
っ
た
の
で
す
が
、

当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ヒ
ト
胚
の
議
論
が
と
て
も
さ
か
ん
で
、
安
楽
死
の
問
題

よ
り
も
む
し
ろ
受
精
卵
の
保
護
に
つ
い
て
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う

認
識
を
持
っ
た
の
は
こ
の
と
き
で
し
た
。

二
〇
〇
一
年
の
春
に
二
ケ
月
間
、
今
度
は
ロ
ー
マ
の
聖
心
大
学
医
学
部
の
生

命
倫
理
研
究
所
に
参
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
ヒ
ト
遺
伝
学
の
権
威
で
、
生
命
倫

理
の
第
一
人
者
で
も
あ
る
、
教
皇
庁
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
セ
ラ
（S

erra
,
A
.

）
名
誉
教
授
に
ご
指
導
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
日
本
の
生
命
倫
理
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
も
彼
と
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
年
の
秋
、
ロ
ー
マ
の
教
皇
庁
立
レ
ジ
ナ
・
ア
ポ
ス
ト
ロ
ー

ル
ム
大
学
で
開
催
さ
れ
た
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
の
国
際
会
議
で
日
本
の
状
況
に
つ
い

て
報
告
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
に
、
欧
米
の
最
先
端
の
ヒ
ト
胚

研
究
と
ヒ
ト
胚
の
保
護
に
つ
い
て
の
議
論
の
状
況
、
特
に
生
物
学
的
な
最
新
の

情
報
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
、
先
ほ
ど
原
理
主
義
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
普

遍
主
義
的
な
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
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き
ま
し
た
。

き
ょ
う
何
か
皆
さ
ん
の
ご
参
考
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま

ず
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
式
見
解
の
正
確
な
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
大
変
う
れ
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。小
林
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

議
論
の
出
発
点
、
一
番
原
理
的
な
立
場
で
す
が
、
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
文
書
、
そ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の

法
制
を
見
ま
す
と
、
大
体
こ
れ
を
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
全
部
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
こ
が
議
論
の
出

発
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
日

は
そ
れ
を
客
観
的
に
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
の
見
解
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
式
の
立
場
で
す
が
、
特
別
な

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
教
義
を
必
要
と
し
な
い
、
き
わ
め
て
合
理
的
で
わ
か
り

や
す
も
の
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
き
ょ
う
の
話
は
そ
れ

に
尽
き
る
の
で
す
が
、
一
番
目
は
客
観
的
な
生
物
学
的
事
実
を
確
認
す
る
、
そ

し
て
そ
れ
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
ヒ
ト
の
始
ま
り
は
生
物
学
的
に
見
て

受
精
の
と
き
で
あ
る
」、
ま
ず
こ
れ
が
第
一
点
で
す
。

そ
し
て
、
第
二
点
が
カ
ト
リ
ッ
ク
生
命
倫
理
学
の
基
本
原
則
で
あ
る
「
人
間

の
尊
厳
」
で
す
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
生
命
倫
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
の

国
際
法
、
国
際
的
な
生
命
倫
理
の
原
則
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言

え
ば
、
お
よ
そ
人
間
で
あ
れ
ば
ど
の
人
間
も
等
し
く
尊
厳
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
点
か
ら
、
論
理
必
然
的
に
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
と
い
う
も

の
が
出
て
来
ま
す
。
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
、
そ
し
て
人
権
、
特
に
生
命
権
を
認
め
る

の
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
非
常
に
明
確
な
立
場
で
す
。
き
ょ
う
は
、
こ
の
二

つ
の
点
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

所
長
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
で
す
が
、
普
遍
主
義
の
カ
ト

リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
と
い
う
の
は
、
米
国
の
生
命
倫
理
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ

の
違
い
は
専
門
の
生
命
倫
理
学
者
の
間
で
も
ま
だ
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
と
米
国
の
生
命
倫
理
の
違
い
と
い
う
の

は
、
多
分
そ
の
基
礎
に
あ
る
神
学
的
な
立
場
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
あ
る
い
は
法
律
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
違
い
と

い
う
こ
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

『
理
想
』
六
七
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
私
の
論

文
で
す
が
、
一
七
六
ペ
ー
ジ
以
下
に
教
皇
庁
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
の
「
ク
ロ
ー
ニ

ン
グ
に
関
す
る
考
察
」
の
紹
介
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
別
の

雑
誌
に
も
全
文
の
翻
訳
も
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
解
説
し

た
の
が
こ
の
論
文
で
す
。
こ
の
と
き
、
紙
幅
の
関
係
で
書
け
な
か
っ
た
部
分
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
レ
ジ
ュ
メ
の
「
Ⅱ

カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
学
」
と
い

う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
は
世
俗
主
義
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
米
国
で
優
勢
な
立
場
、
そ
し
て
人
格
主
義
と
い
う
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場

で
す
。
両
者
を
対
比
す
る
簡
単
な
説
明
は
、『
理
想
』の
論
文
で
は
落
と
し
た
と

こ
ろ
で
す
の
で
、
こ
の
説
明
を
少
し
丁
寧
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

社 会 と 倫 理
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Ⅰ

は
じ
め
に
｜
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
を
め
ぐ
る
法
規
制
と

「
人
間
の
尊
厳
」
原
則

こ
こ
は
問
題
提
起
の
部
分
で
す
が
、『
理
想
』で
は
Ⅰ
、
Ⅱ
で
論
じ
た
部
分
で

す
。
き
ょ
う
は
日
本
の
法
制
度
の
俯
瞰
と
い
う
よ
り
も
、
人
格
主
義
の
方
を
中

心
に
し
た
い
の
で
ご
く
簡
単
に
、
レ
ジ
ュ
メ
を
ま
ず
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
本
で
は
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
が
二
〇
〇
一
年
六
月
に
成
立
致
し
ま
し

た
が
、
こ
こ
で
は
生
殖
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
を
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ク

ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
て
人
ま
た
は
動
物
の
子
宮
に
戻
す
、
着
床
さ
せ
る
こ
と
を

禁
止
す
る
法
律
で
す
。
別
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
子
宮
に
戻
さ
な
け
れ
ば
作

成
し
て
も
構
わ
な
い
。
ク
ロ
ー
ン
胚
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
一

部
を
取
り
出
し
て
Ｅ
Ｓ
細
胞
と
い
う
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
要
す

る
に
、
子
宮
に
戻
せ
ば
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
の
胚
を
実
験
に
使
い
、
結
果
的
に

壊
す
の
で
す
が
、
こ
れ
を
治
療
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
（“th

era
p
eu
tic clo

n
in
g
”

）

と
言
い
ま
す
。
妙
な
言
葉
で
す
が
、
他
の
人
々
の
治
療
の
た
め
の
ク
ロ
ー
ニ
ン

グ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す＊

。
お
か
し
な
言
葉
だ

と
い
う
の
で
批
判
も
多
い
の
で
す
が
、
治
療
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
は
許
さ
れ
る
と

い
う
の
が
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
の
立
場
で
す
。

ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
は
、
生
殖
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
が
禁
止
さ
れ
る
理
由
と

し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」の
侵
害
を
挙
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
後
の

方
に
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の
人
間
の
尊
厳
は
国
際
的
な
生
命
倫
理
の
基
本
原
則

と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
の
原
則
と
は
少
し
違
う
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が

私
の
解
釈
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
一
九
九
七
年
三
月
一
二
日
の
決
定

で
明
確
に
さ
れ
た
と
お
り
、
作
成
さ
れ
る
ク
ロ
ー
ン
胚
の
基
本
的
人
権
の
重
大

な
侵
害
、
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
、
平
等
原
則
違
反
を
理
由
に
し
て
、
ク
ロ
ー
ニ

ン
グ
は
そ
の
目
的
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
禁
止
す
べ
き
だ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

両
方
が
同
じ
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
を
理
由
に
し
て
い
る
の
に
、
生
ま
れ
な
け

れ
ば
か
ま
わ
な
い
と
い
う
日
本
の
立
場
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
場
の
違
い
は
ど
こ

か
ら
生
じ
る
の
か
と
い
う
と
、
恐
ら
く
根
本
に
あ
る
人
間
の
尊
厳
の
原
則
の
意

義
が
日
本
で
は
十
分
に
受
容
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

国
際
的
な
生
命
倫
理
の
基
本
原
則
と
し
て
の
「
人
間
の
尊
厳
」
原
則
と
は
何

か
と
い
い
ま
す
と
、『
理
想
』の
一
七
一
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
下
の
段
の
と
こ
ろ
で
す
。

「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
連
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人

権
宣
言（
一
九
四
八
年
）、
そ
し
て
そ
の
後
の
多
く
の
人
権
に
関
す
る
国
際
規
約

や
条
約
に
お
い
て
、
現
代
世
界
の
最
高
の
価
値
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

概
念
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
は
、
そ
の
冒
頭
で
、「
人
類
社
会
｜
英
語
で
は

“h
u
m
a
n fa

m
ily
”

な
の
で
、
人
類
家
族
と
い
う
訳
が
正
し
い
と
の
指
摘
も
あ

り
ま
す
｜
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
固
有
の
尊
厳
と
平
等
で
譲
る
こ
と
の
で
き
な

い
権
利
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
世
界
に
お
け
る
自
由
、
正
義
お
よ
び
平
和
の

基
礎
で
あ
る
」
と
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
平
等
で
不
可
侵
の
「
人
権
」
と
を

並
列
し
て
掲
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
の
世
界
の
最
高
の
価
値
と
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の

「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
ほ
か
の
人
権
条
約
と

人格主義の生命倫理学とヒト胚の尊厳について
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言
わ
れ
る
も
の
に
全
部
使
わ
れ
て
い
る
一
番
基
礎
に
あ
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

な
ぜ
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
次
の
ペ
ー
ジ
の
⑵
で
す
が
、

「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
が
国
連
で
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
戦
時
中
、
国
家
規

模
で
行
わ
れ
た
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
行
為
｜
医
学
研
究
の
た
め
の
人
間
の
実

験
利
用
｜
人
間
を
実
験
材
料
に
す
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る

真
摯
な
反
省
が
あ
っ
た
。
戦
後
ま
も
な
く
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
国
際
軍
事
法
廷

で
ナ
チ
ス
の
医
師
や
研
究
者
ら
に
よ
る
人
体
実
験
が
裁
か
れ
、「
被
験
者
の
自
由

意
志
に
基
づ
く
同
意
は
絶
対
に
必
要
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。

よ
く
誤
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
ナ
チ
ス
は
い
ろ
い
ろ
な
犯
罪
行
為
を
行
い
ま

し
た
が
、
人
体
実
験
に
関
し
て
は
別
に
虐
殺
と
か
、
そ
う
い
う
動
機
で
行
っ
た

の
で
は
な
く
、
医
学
研
究
、
医
学
の
発
展
を
目
的
に
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

目
的
は
正
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
手
段
が
間
違
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ

の
こ
と
が
一
番
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
医
学
の
進
歩
は
正
し
い
こ
と

だ
け
れ
ど
も
そ
の
た
め
の
手
段
に
は
限
度
が
あ
る
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と

が
あ
る
。
人
間
を
材
料
に
し
て
は
い
け
な
い
。
動
物
と
は
違
う
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ

ル
ク
の
裁
判
の
と
き
に
、
こ
れ
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

「
被
験
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
同
意
は
絶
対
に
必
要
」
で
あ
る
。
実
験
材

料
に
す
る
と
き
に
本
人
の
同
意
を
得
る
。
こ
れ
が
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン

ト
の
基
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
に
は
、
幾
つ
か
ル
ー

ツ
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
す
。
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド

コ
ン
セ
ン
ト
は
患
者
の
権
利
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
被
験
者
の
権
利
で
も
あ

り
ま
す
。
実
験
材
料
に
さ
れ
る
側
の
同
意
が
絶
対
に
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と

が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
後
一
九
四
八
年
の
世
界
医
師
会
総
会
の「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
」、
こ
れ
は

有
名
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
翌
々
年
に
「
医
倫
理
の
国
際
綱
領
」
を
医
師
会
が

採
択
し
て
、
臨
床
実
験
を
規
制
す
る
世
界
的
基
準
を
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
一

九
六
四
年
に
、
人
体
実
験
（
ヒ
ト
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
）
全
般
に
関
す
る

倫
理
原
則
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
」
を
採
択
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
日
ま
で

に
数
次
の
改
正
を
重
ね
て
一
般
に
通
用
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
ヒ
ト
を

対
象
と
す
る
医
学
研
究
（
人
体
実
験
）
に
お
い
て
は
、
被
験
者
の
福
利
に
対
す

る
配
慮
が
科
学
的
お
よ
び
社
会
的
利
益
よ
り
も
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
原
則
が
掲
げ
ら
れ
、
ヒ
ト
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
は
、
一
定
の

条
件
と
制
限
｜
相
当
の
同
意
が
あ
る
こ
と
、
被
験
者
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ

れ
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
治
療
も
被
験
者
自
身
の
利
益
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
｜
の
下
で
し
か
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
」
は
、
一
番
最
近
の
改
正
は
二
〇
〇
〇
年
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
ず
っ
と
こ
れ
は
確
認
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し

日
本
の
医
学
部
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
で
す
。
こ
の
原

則
が
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、
医
療
の
現
場
で
は
い
ろ
い
ろ
な
臨
床
実
験
が
実
施
さ

れ
て
い
る
と
い
う
怖
し
い
実
態
も
時
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
非
常
に

明
快
な
、
戦
後
の
医
学
研
究
の
出
発
点
に
な
っ
た
国
際
的
な
原
則
が
こ
こ
で
で

き
上
が
る
わ
け
で
す
。

一
九
六
六
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
Ｂ
規
約
、
こ
れ
は
人
権
規
約
で
す
が
、

「
何
人
も
、
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取

扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
な
い
。
特
に
、
何
人
も
、
そ
の
自
由
な
同
意
な
し

46

社 会 と 倫 理



に
医
学
的
又
は
科
学
的
実
験
を
受
け
な
い
」（
第
七
条
）と
い
う
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
拷
問
や
残
虐
、
非
人
道
的
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く

は
刑
罰
と
、
人
体
実
験
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
、
一
緒
の
条
文
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
人
間
を
実
験
材
料
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
残
虐
な
取
扱
い
や
刑
罰
と

同
じ
こ
と
だ
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
は
非
常
に
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

少
し
飛
び
ま
し
て
そ
の
二
、
三
行
後
で
す
が
、
本
人
の
自
由
意
志
に
基
づ
か

な
い
人
体
実
験
は
、医
学
研
究
の
た
め
に
被
験
者
を
実
験
材
料
と
し
て
使
用
し
、

本
人
の
益
に
な
ら
な
い
実
験
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
医
学
研
究
の
た
め
に
、
被
験
者
自
身
（
人
間
）
の
尊
厳
と
権
利
に

優
越
す
る
価
値
を
認
め
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、「
人

間
の
尊
厳
」
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
例
外
な

く
誰
に
で
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
、人
間
に
固
有
の
道
徳
的
価
値
で
あ
る
。

ほ
か
の
事
物
や
動
物
に
は
認
め
ら
れ
な
い
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
人
権
と
い
う
も
の
を
誰
で
も
持
っ
て
い
る
。
奴
隷
で
あ
っ
て
も
黒

人
で
あ
っ
て
も
差
別
さ
れ
ず
に
人
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
が
、
そ
の
基
礎

に
あ
る
も
の
は
何
か
。「
人
権
」
の
前
提
に
あ
る
の
は
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
普
通
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
国
連

憲
章
に
は
は
っ
き
り
と
、
人
間
の
生
命
と
人
間
の
尊
厳
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
価
値

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
人
権
と
い
う
も
の

は
出
て
来
ま
せ
ん
。
な
ぜ
犬
に
人
権
を
認
め
な
い
の
か
。
動
物
実
験
が
認
め
ら

れ
て
、
な
ぜ
人
体
実
験
だ
け
が
認
め
ら
れ
な
い
か
。
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
神
学
的
な
説
明
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
い
ま
の
戦
後
の
体
制
は
人
権
を
一
番
大
事
な
こ
と
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
人
権
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
動
物
や
ほ
か
の
事

物
に
は
な
い
尊
厳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
験
道
具
に
し
て
は
い
け
な
い
。
い
ま

は
こ
れ
以
上
説
明
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
概
念
が
人
間
の
尊
厳
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
戦
後
の
法
体
系
の
一
番
基
礎
に
な
る
概
念
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
の
で
す
。

レ
ジ
ュ
メ
に
戻
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
誰
に
で
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
人
間

の
尊
厳
と
い
う
も
の
を
も
し
認
め
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
し
受
精
卵
が
既

に
人
間
で
あ
れ
ば
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
人
の
人
間
が
地
上
に
生
を
得

た
そ
の
最
初
の
段
階
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
尊
厳
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
権
利
を
保
障
す
る
か
と
い
う
の
は
、
こ
の
後
の

問
題
に
な
り
ま
す
。
憲
法
は
様
々
な
権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
が
、
各
権
利
間

の
序
列
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
胚
の
段
階
で
選
挙
権
を
認
め

て
も
意
味
が
な
い
の
と
同
様
、
自
由
権
も
認
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
生
命

権
と
か
、
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
権
利
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
当
然
に
保

障
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
順
序
に
な
り
ま
す
。

舌
足
ら
ず
な
説
明
を
致
し
ま
し
た
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
Ⅱ
に
移
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

47

人格主義の生命倫理学とヒト胚の尊厳について



Ⅱ

カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
学
（
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
）

カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
学
は
「
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
」
と
い
う
言
葉

に
置
き
換
え
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１

最
高
原
理
・
人
間
の
尊
厳＝

す
べ
て
の
人
間
の
人
格
の
絶
対
性
、
不
可

侵
性

い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
人
間
間
で
の
差
別
を
認
め
な
い
。
奴
隷
で
あ
る
、

黒
人
で
あ
る
、
あ
る
い
は
死
期
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
、
ま
た
は
ま
だ
生
ま
れ

た
ば
か
り
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
人
間
の
間
に
区
別
を
設
け
な
い
。
合
理
的
な

区
別
は
い
い
の
で
す
が
、
合
理
的
な
根
拠
な
し
に
不
当
な
差
別
を
し
な
い
と
い

う
の
が
人
格
主
義
の
立
場
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
「
合
理
的
根
拠
づ
け
」
の
と
こ

ろ
に
挙
げ
た
テ
ッ
タ
マ
ン
ズ
ィ
（T

etta
m
a
n
zi

）
は
、
イ
タ
リ
ア
の
枢
機
卿
で
、

生
命
倫
理
学
の
第
一
人
者
と
し
て
多
く
の
著
作
が
あ
り
、

“D
izio

n
a
rio

 
d
i

 
B
io
etica

”
“B
io
etica

”

な
ど
の
教
科
書
も
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
合
理
的
根

拠
づ
け
の
前
に
は
「
神
学
的
な
根
拠
づ
け
」
の
項
目
も
あ
り
ま
し
た
が
、
第
二

バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
後
で
出
さ
れ
た
『
現
代
世
界
憲
章
（G

a
u
d
iu
m
 
et S

p
es

）』

の
中
に
明
快
な
説
明
が
あ
り
ま
す
の
で
、
神
学
的
根
拠
付
け
に
つ
い
て
は
そ
ち

ら
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
特
に
創
造
の
と
こ
ろ
と
、
夫
婦
の
項

目
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
創
造
の
最
後
に
人
間
が
目
的
と
し
て
創
造
さ
れ
た

こ
と
、
神
と
の
交
わ
り
に
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
に
似
た
も
の
、
神

に
似
た
も
の
と
な
り
創
造
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
尊
厳
で
あ

る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
テ
ッ
タ
マ
ン
ズ
ィ
は
そ
れ
を
少
し
易
し

く
言
い
換
え
て
い
ま
す
が
、
き
ょ
う
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。

合
理
的
な
根
拠
づ
け
の
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
が
私
が
い
ま
ま
で
読
ん
だ
中
で
多

分
一
番
わ
か
り
や
す
く
、
明
快
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
拙
訳

で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
人
間
の
理
性
は
、
人
間
自
身
に
関
す
る
様
々
な
問
題
、
ま
ず
何
よ
り
も
倫

理
的
な
問
題
に
対
し
て
解
答
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
客
観
的
、
普
遍
的
、
恒

常
的
な
道
徳
的
基
準
を
、
人
格
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
の
う
ち
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
法
学
者
、
法
哲
学
者
、
神
学
お
よ
び
道
徳
哲
学
者
は
一
致
し
て
、

も
し
こ
の
原
点
が
取
り
去
ら
れ
る
な
ら
、
人
格
の
発
現
と
し
て
の
社
会
自
体
が

崩
壊
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
人
格
を
侵
害
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
、

そ
の
根
元
と
頂
点
に
お
い
て
社
会
を
侵
害
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
は
実

に
人
格
か
ら
生
ま
れ
、
人
格
に
奉
仕
す
る
た
め
に
あ
る
。

人
格
と
し
て
の
人
間
の
道
徳
的
基
準
の
絶
対
性
と
不
可
侵
性
に
つ
い
て
は
、

ロ
マ
ー
ノ
・
グ
ア
ル
デ
ィ
ー
ニ
｜
一
八
八
五
年
生
ま
れ
の
有
名
な
神
学
者
で
す
。

グ
ア
ル
デ
ィ
ー
ニ
も
神
学
を
合
理
的
な
言
葉
で
語
っ
た
人
と
し
て
、
い
ま
再
評

価
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
変
人
気
が
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
で
は

ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
と
て
も
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
｜
の
明

晰
で
透
徹
し
た
記
述
が
あ
る
。『
人
間
は
生
き
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て〞
生

き
る
権
利
〝
を
持
っ
て
い
る
か
ら
不
可
侵
な
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
動
物
も
ま
た
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
同
様
の
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。
人
間
の
生
命
は
、
人
間
が
人
格
（p

erso
n
a

）
で
あ
る
か
ら
侵
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
格
は
、
自
己
支
配
、
人
格
的
責
任
、
真
理
と
道
徳
的
秩
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序
の
う
ち
に
生
き
る
能
力
を
意
味
す
る
。
人
格
は
心
理
学
的
な
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、
実
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
、
年
齢
や
身
体
、
精
神

の
状
態
、
あ
る
い
は
自
然
的
素
質
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
人
の
内
に

も
あ
る
霊
魂
（a

n
im
a sp

iritu
a
le

）
に
依
拠
す
る
。
人
格
の
次
元
は
、
睡
眠
中

に
お
け
る
の
と
同
様
、
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
、
な
お
道
徳
的
保
護
を
要
す
る
。
一
般
的
に
は
精
神
病
者
や
精
神
薄
弱

者
の
よ
う
に
身
体
的
、
精
神
的
な
前
提
が
欠
け
る
た
め
に
、
人
格
の
実
現
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
文
明
人
は
そ
の
よ
う
な
外
被
に
お
い

て
も
内
包
さ
れ
て
い
る
人
格
を
尊
重
す
る
が
ゆ
え
に
、
未
開
人
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
人
格
は
ま
た
、
胎
児
の
場
合
の
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
固
有
の
権
利
と
と
も
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
。

人
格
の
次
元
は
、
人
間
に
そ
の
尊
厳
を
与
え
る
。
そ
れ
を
物
か
ら
区
別
し
、

そ
れ
を
主
体
に
す
る
。
物
は
実
質
を
持
つ
が
、
固
有
の
実
質
を
持
た
な
い
。
効

果
を
持
つ
が
責
任
を
持
た
な
い
。
価
値
を
持
つ
が
尊
厳
を
持
た
な
い
。
そ
の
実

質
は
物
と
し
て
の
何
か
な
の
で
あ
る
｜
人
が
そ
れ
を
所
有
し
、
人
が
そ
れ
を
用

い
、
ま
た
消
尽
す
る
た
め
に
人
が
そ
れ
を
壊
す
。
言
い
換
え
る
と
、
生
き
物
に

つ
い
て
は
そ
れ
を
殺
す
限
り
に
お
い
て
。
人
間
を
殺
す
こ
と
の
禁
止
は
、
人
間

を
物
と
し
て
扱
う
こ
と
の
禁
止
の
完
成
を
表
す
。
人
格
と
し
て
人
間
を
尊
敬
す

る
こ
と
は
、
議
論
を
許
さ
な
い
要
求
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
だ
け
で

な
く
、
人
類
の
繁
栄
と
最
終
的
に
は
そ
の
持
続
も
、
そ
れ
に
由
来
す
る
。
も
し

こ
の
要
求
が
疑
わ
れ
る
な
ら
野
蛮
に
陥
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
尊
重

の
砦
な
し
に
現
代
国
家
と
現
代
の
技
術
に
託
さ
れ
る
な
ら
、
人
間
の
生
命
と
霊

魂
に
と
っ
て
い
か
な
る
脅
威
が
生
じ
う
る
か
は
想
像
す
ら
な
し
え
な
い
』」

（G
u
a
rd
in
i,
R
.,
Il d

iritto a
lla v

ita p
rim

a d
ella n

a
scita

,
V
icen

za
,

1985,
p
p
.
19

21

）」。

い
ま
の
説
明
は
、
先
ほ
ど
の
世
界
平
和
の
基
礎
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
類

の
平
和
の
基
礎
、
こ
れ
を
取
り
去
る
と
そ
れ
が
な
く
な
る
と
い
う
そ
の
説
明
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
人
間
の
生
命
と
霊
魂
に
と
っ
て
の
脅
威
が
、
す
べ
て
を
｜
人
間
の
人
格
も

｜
そ
の
奴
隷
と
な
し
う
る
絶
対
的
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
科
学
技

術
に
由
来
す
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
我
々
は
、
グ
ア
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
考
察

を
生
命
倫
理
の
領
域
に
も
当
然
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
か
ら
導
か

れ
る
基
本
的
な
結
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。人
間
を
人
格
と
し
て
保
護
し
、

守
り
、
保
障
し
、
促
進
す
る
も
の
は
す
べ
て
善
で
あ
る
。
そ
れ
を
脅
か
し
、
攻

撃
し
、
反
対
し
、
道
具
化
し
、
除
外
す
る
も
の
は
す
べ
て
悪
で
あ
る
」

（T
etta

m
a
n
zi,

D
.,
D
izio

n
a
rio d

i B
io
etica

,
P
iem

m
e,
2002,

p
p
.
52

53

）。医
学
研
究
や
科
学
の
発
展
と
、
ひ
と
り
の
人
間
の
人
格
と
ど
ち
ら
が
大
事
か

と
い
う
議
論
を
彼
は
こ
こ
で
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
入
手
し
た
生
命
倫

理
の
教
科
書
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
式
の
立
場
を
合
理
的
に
コ
ン
パ
ク
ト

に
説
明
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
ご
紹
介
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。次
に
、

そ
の
基
本
原
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
し
ま
す
。

２

生
命
倫
理
学
の
誕
生
と
分
岐

こ
こ
で
米
国
の
生
命
倫
理
学
が
出
て
来
る
の
で
す
が
、
そ
の
違
い
を
対
照
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
を
も
う
少
し
ご
理
解
い
た
だ
け

49

人格主義の生命倫理学とヒト胚の尊厳について



る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
生
命
倫
理
学
の
誕
生
と
分
岐
」
と
い
う
の
は
私
が

付
し
た
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
こ
こ
で
参
照
し
た
チ
ッ
コ
ー
ネ
（C

icco
n
e,
L
.

）

は
、
生
命
倫
理
学
者
で
す
。
も
と
も
と
倫
理
神
学
者
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ス

グ
レ
ッ
チ
ア
（S

g
reccia

,
E
.

）
は
バ
チ
カ
ン
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
の
現
在
の
副
所

長
を
つ
と
め
て
い
る
枢
機
卿
で
す
。
ロ
ー
マ
聖
心
大
学
の
生
命
倫
理
研
究
所
に

参
り
ま
し
た
と
き
に
、
ス
グ
レ
ッ
チ
ア
の
編
集
し
た
大
部
の
体
系
書

“M
a
n
u
a
le d

i B
io
etica

”
の
精
力
的
な
改
訂
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
引
用
し
、
翻
訳
し
て
要
約
し
た
の
が
以
下
の
説
明
で
す
。

⑴

生
命
倫
理
学
の
歴
史
的
父
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学

生
命
倫
理
学
の
誕
生
は
、
哲
学
者
ダ
ニ
エ
ル
・
キ
ャ
ラ
ハ
ン（C

a
lla
h
a
n
,
D
.

）

に
よ
る
「
社
会
、
倫
理
、
生
命
科
学
研
究
所
」（
後
の
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
・
セ

ン
タ
ー
）
お
よ
び
、
キ
ャ
ラ
ハ
ン
の
友
人
で
あ
る
産
婦
人
科
医
の
ヘ
レ
ガ
ー
ス

（H
elleg

ers,
A
.
E
.

）
に
よ
る
「
ヒ
ト
の
生
殖
と
生
命
倫
理
研
究
の
た
め
の

ジ
ョ
セ
フ
＆
ロ
ー
ズ
・
ケ
ネ
デ
ィ
研
究
所
」（
後
の
ケ
ネ
デ
ィ
倫
理
研
究
所
）
の

設
立
の
と
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ポ
ッ
タ
ー
（V

.
R
.
P
o
tter

）
と

い
う
ガ
ン
研
究
者
の
つ
く
っ
た
生
命
倫
理
学
と
い
う
言
葉
が
最
初
だ
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
、
西
洋
に
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
、
生

命
、
医
療
、
健
康
の
問
題
に
対
す
る
倫
理
的
考
察
が
長
い
伝
統
が
あ
っ
た
。
生

命
倫
理
学
の
歴
史
的
父
は
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
あ

り
、
生
命
倫
理
学
は
「
医
療
実
務
と
哲
学
的
理
論
の
発
展
に
お
い
て
、
西
洋
文

化
の
歴
史
の
う
ち
に
、
そ
し
て
よ
り
広
範
に
現
代
の
西
洋
社
会
の
文
化
の
す
べ

て
の
発
展
の
う
ち
に
根
を
張
っ
た
」
大
木
の
上
に
発
達
し
た
並
外
れ
て
た
く
ま

し
い
枝
、「
二
〇
〇
〇
年
前
か
ら
西
洋
の
精
神
的
生
命
を
形
成
し
て
き
た
原
則
の

必
然
的
帰
結
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。

こ
の
ケ
ネ
デ
ィ
倫
理
研
究
所
設
立
後
、
た
く
さ
ん
の
生
命
倫
理
学
者
が
誕
生

す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
「
雨
後
の
筍
の

ご
と
く
」
で
は
な
く
て
、
長
い
時
間
を
か
け
て
成
長
し
た
「
大
木
」
な
の
だ
と

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
世
紀
に
限
っ
て
見
て
み
る
と
、
一
九
五
〇
年
ま
で
に
、
こ
の
領
域
に
お

け
る
体
系
的
な
倫
理
的
考
察
が
ほ
ぼ
独
占
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
倫
理
神
学
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
ま
す
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
（F

letch
er,

J.

）
と
い
う
の
は
米
国

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
で
す
。
日
本
で
も
お
な
じ
み
の
生
命
倫
理
学
者

で
、
た
く
さ
ん
の
著
書
が
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
五
四
年
に
彼
が
、
人
間

の
尊
厳
で
は
な
く
て
「
人
権
」
の
視
点
を
中
心
に
据
え
、「
人
格
の
自
律
性

（a
u
to
n
o
m
y

）
の
原
則
」
を
最
高
位
に
置
く
新
し
い
思
潮
を
も
た
ら
し
ま
す
。

非
常
に
お
お
ざ
っ
ぱ
な
説
明
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
後
、
主
に
米
国

で
す
が
、
自
律
、
あ
る
い
は
個
人
の
自
由
を
最
高
原
理
と
す
る
生
命
倫
理
と
、

人
格
の
尊
厳
を
最
高
原
理
と
す
る
伝
統
的
な
生
命
倫
理
が
、
米
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
異
な
っ
た
発
展
を
遂
げ
ま
す
。

先
ほ
ど
、
安
楽
死
の
話
に
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
日
本
に
は
死
ぬ
権
利
、
自

殺
の
権
利
と
い
っ
た
、
個
人
の
自
律
権
を
中
心
に
し
た
米
国
流
の
考
え
方
が

入
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
議
論
を
見
る
と
、
患
者
さ
ん
の
尊
厳

と
は
何
か
、
医
学
の
材
料
に
さ
れ
て
い
な
い
か
、
患
者
さ
ん
を
物
扱
い
し
な
い

医
療
と
は
何
か
と
い
う
、
医
師
の
義
務
を
中
心
と
し
た
別
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
問

題
に
接
近
し
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
別
な
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方
向
に
分
岐
し
ま
す
。

⑵

世
俗
主
義
の
生
命
倫
理
学

現
代
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
価
値
と
原
理
の
多
様
性
は
、
様
々
な
形
態
の
世

俗
的
な
生
命
倫
理
モ
デ
ル
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

世
俗
主
義
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
世
俗
主
義
の
生
命
倫
理
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
。
普
遍
的
な
原
則
か
ら
出
発
し
な
い
の
で
、
現
代
社
会
に
お
け
る

い
ろ
い
ろ
な
倫
理
的
な
価
値
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
権
利
に
基
づ
い
て
様
々
な

形
態
の
世
俗
的
な
生
命
倫
理
が
出
現
し
ま
す
。

ａ

社
会
契
約
論
的
・
手
続
的
モ
デ
ル

こ
れ
は
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
か
合
意
を
、
規
範
を
決
定
す
る
た
め
の
唯

一
の
拠
所
に
い
た
し
ま
す
。
全
員
に
参
加
の
機
会
を
与
え
る
手
続
き
を
重
視
す

る
。
こ
こ
で
の
「
人
格
」
は
、「
理
性
的
な
、
自
意
識
の
あ
る
存
在
」、
つ
ま
り

こ
の
手
続
き
と
か
社
会
契
約
に
参
加
す
る
主
体
だ
け
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す

か
ら
、
胎
児
、
新
生
児
、
重
大
な
精
神
障
害
者
、
そ
れ
か
ら
植
物
状
態
の
患
者

さ
ん
は
、
人
間
で
あ
る
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
人
格
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
書

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
認
め
る
学
者
は
、
日
本
で
は
有
名
な

シ
ン
ガ
ー
（S

in
g
er,

P
.

）
や
パ
タ
ー
ソ
ン
（P

a
tterso

n
,F
.

）
で
す
。
彼
ら
は
、

イ
ル
カ
の
方
が
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
よ
り
も
人
格
的
だ
と
い
う
こ
と
を
堂
々
と
主

張
し
ま
す
。

ｂ

臨
床
的
モ
デ
ル

こ
れ
は
も
っ
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
す
。
一
般
的
な
諸
原
理
に
つ

い
て
の
同
意
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
探
ら
な
い
。
特
殊
で
具
体
的
な

個
々
の
ケ
ー
ス
に
合
理
的
な
解
決
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
の
都
度
全
部
や
り
直

す
と
い
う
や
り
方
で
す
。

ｃ

効
率
モ
デ
ル

コ
ス
ト
と
利
益
の
計
算
の
結
果
が
決
定
的
で
あ
る
。
巻
き
込
ま
れ
る
各
個
人

の
多
数
の
幸
福
を
最
大
化
し
、
苦
痛
を
最
小
化
し
う
る
も
の
が
、
合
理
的
で
、

そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
の
世
俗
的
な
生
命
倫
理
学
は
「
生
命
の
質
」
を
絶
対
化
す
る
。“Q

u
a
lity

 
o
f L

ife”

と
い
う
言
葉
は
、
最
近
は
別
な
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
「
人
間
の
質
」
を
評
価
す
る
、
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
点
で
特
徴
づ
け
ら

れ
る
の
が
、
世
俗
主
義
の
生
命
倫
理
で
す
。

こ
の
後
、
生
命
倫
理
の
根
本
的
な
諸
点
に
有
機
的
、
体
系
的
な
枠
組
み
を
与

え
る
試
み
が
生
じ
ま
す
。
米
国
で
最
初
に
定
式
化
さ
れ
た
生
命
倫
理
の
原
則
で

す
。
①
「
自
律
の
原
則
（A

u
to
n
o
m
y

）」＝

実
験
に
対
す
る
人
格
主
体
の
自
由

の
尊
重
を
要
求
す
る
。
②
「
利
益
の
原
則
」＝

否
定
的
な
意
味
で
は
害
を
与
え

な
い
義
務
、肯
定
的
な
意
味
で
は
最
小
限
の
リ
ス
ク
で
最
大
の
利
益
を
目
指
す
。

③
「
正
義
の
原
則
」＝

全
員
に
対
す
る
平
等
な
取
り
扱
い
。
こ
の
原
則
は
、
後

に
チ
ル
ド
レ
ス
（C

h
ild
ress,

J.
F
.

）
と
ビ
ー
チ
ャ
ム
（B

ea
u
ch
a
m
p
,T
.L
.

）、

こ
れ
も
日
本
で
多
く
の
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら

れ
、「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
生
命
倫
理
の
三
原
則
」と
し
て
市
民
権
を
得
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
原
則
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
動
き
も
生
じ
ま
す
。
日
本
で
も
翻
訳
が

出
ま
し
た
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
（M

a
cIn

ty
re,

A
.

）
の

“A
fter V

irtu
e”

が
米
国
で
一
時
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
は
ち
ょ
っ
と
下
火
の
よ
う
で
す
が
、
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そ
の
試
み
も
、
結
局
も
っ
と
普
遍
的
な
原
理
原
則
を
探
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か

ら
出
て
来
ま
し
た
。
①
〜
③
の
原
則
は
、
人
間
学
の
し
っ
か
り
し
た
基
盤
が
な

い
と
チ
ッ
コ
ー
ネ
が
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
米
国

の
中
に
も
生
じ
て
「
徳
」
の
復
権
の
動
き
が
生
じ
ま
す
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が

言
っ
た
「
徳
」
と
い
う
の
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
恐
ら
く
人
格

主
義
に
接
近
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
チ
ッ
コ
ー
ネ
は
こ
の
後
で
記
し
て
い
ま

す
。

⑶

人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学

一
方
、人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、

米
国
で
の
動
き
と
は
別
個
に
発
展
し
ま
す
。
長
い
世
紀
に
わ
た
っ
て
西
方
キ
リ

ス
ト
教
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
き
た
人
間
学
（
神
学
）
に
基
づ
く
生
命
・
健
康

の
ケ
ア
に
関
す
る
倫
理
的
考
察
の
遺
産
の
最
良
の
も
の
を
ま
と
め
上
げ
た
も

の
、
そ
れ
が
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
で
す
。
客
観
的
、
普
遍
的
な
価
値
と
原

理
を
探
求
し
、
そ
れ
を
前
提
に
す
る
立
場
が
人
格
主
義
で
す
。

世
俗
主
義
の
生
命
倫
理
学
と
い
う
の
は
、
人
々
が
「
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ

ち
行
為
に
お
け
る
習
慣
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
取
ら
れ
る

｜
感
覚
器
官
で
と
ら
え
ら
れ
る
価
値
、
あ
る
い
は
人
間
が
「
所
有
」
す
る
こ
と

の
で
き
る
、「
人
間
に
と
っ
て
の
価
値
」（
有
益
な
も
の
、
功
利
主
義
の
立
場
）

に
目
を
留
め
る
の
に
対
し
て
、
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
は
、
人
間
の
存
在
自

体
の
客
観
的
な
価
値
、
人
間
の
内
的
価
値
、
人
間
で
「
あ
る
」
こ
と
の
全
体
に

お
け
る
価
値
、
す
な
わ
ち
「
質
（q

u
a
lity

）」
に
対
置
さ
れ
る
「
尊
厳
（d

ig
n
ity

）」

を
認
め
、
そ
れ
を
確
実
で
恒
常
的
な
基
準
点
と
し
て
多
様
な
問
題
に
対
す
る
体

系
的
な
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
立
場
で
す
。

人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
の
根
本
原
則
は
人
間
の
尊
厳
で
す
が
、
こ
の
原
則

の
周
辺
に
付
け
加
わ
る
ほ
か
の
原
則
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。①

「
自
己
お
よ
び
他
者
の
人
格
の
尊
厳
の
尊
重
」＝

自
分
だ
け
で
は
な
く
、

他
者
の
人
格
の
尊
厳
を
も
尊
重
す
る
。

②

「
人
間
の
生
命
の
絶
対
性
」＝

世
俗
的
な
生
命
倫
理
学
が
共
通
し
て
「
生

命
の
質
」
を
絶
対
視
し
、
あ
る
条
件
の
下
で
の
み
人
間
の
生
命
の
価
値
を

認
め
る
の
に
対
し
、
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
は
、
人
格
的
生
命
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
人
間
の
生
命
そ
れ
自
体
に
絶
対
的
な
価
値
を
置
く
。
も
ち
ろ

ん
人
格
的
な
生
命
倫
理
学
に
お
い
て
も
生
命
の
質
の
価
値
は
承
認
さ
れ
て

い
る
。
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
価
値
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
あ
る
「
実
質
（so

sta
n
za

）」
の
「
偶
然
性
」
の
質
に
過
ぎ
な
い
。

生
命
の
尊
重
が
そ
の
上
に
基
礎
を
置
く
べ
き
も
の
と
し
て
価
値
が
あ
る
と

は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

③

「
自
由
と
責
任
の
原
則
」＝

自
由
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
由
の
裏
返
し
、

自
由
に
対
応
す
る
責
任
を
強
調
し
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
自
由
だ
け
で
は

な
く
、
他
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
。
そ
れ
ら
を
重
視
し
ま
す
。

④

「
全
体
性
の
原
則
」＝

部
分
は
全
体
の
た
め
に
あ
る
。
人
格
は
霊
魂
と

身
体
の
統
一
さ
れ
た
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
身
体
は
人
格
の
一
部
と
し

て
不
可
侵
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
説
明
が
不
十
分
で
す

が
、
先
ほ
ど
の
シ
ン
ガ
ー
に
代
表
さ
れ
る
『
二
元
論
』
と
い
う
の
は
、
霊

と
肉
を
分
け
て
、
霊
的
な
部
分
だ
け
に
価
値
を
置
く
。
例
え
ば
、
精
神
的

な
能
力
が
優
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
身
体
に
障
害
が
あ
る
人
の
価
値
を
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低
く
見
る
の
で
は
な
く
、
人
格
と
い
う
の
は
統
一
体
な
の
で
、
そ
れ
を
分

離
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
考
え
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。『
二
元
論
』を
否
定
す
る

考
え
方
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
番
大
き
な
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。「
人
格
は

霊
魂
と
身
体
の
統
一
さ
れ
た
全
体
で
あ
る
」、こ
の
言
葉
は
キ
ー
ワ
ー
ド
の

よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
論
証
も

様
々
に
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤

「
正
義
の
原
則
」＝
正
義
と
社
会
の
連
帯
の
基
準
に
従
っ
て
、
生
命
と

健
康
に
奉
仕
す
る
た
め
に
自
由
に
処
分
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
分
配
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
個
人
の
利
益
は
共
通
善
の
た
め
に
断
念
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
を
見
る
と
、
公
共
の
福
祉

の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
公
序
良
俗
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
個
人
の
自
由
が

絶
対
で
は
な
く
、
全
体
主
義
と
も
ま
た
違
う
の
で
す
が
、
共
通
の
善
が
よ

り
大
き
な
善
と
し
て
個
人
の
善
よ
り
も
上
位
に
来
る
と
い
う
の
が
正
義
の

原
則
で
す
。

以
上
で
、
大
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で

す
が
、
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
が
モ
デ
ル
と
す
る
人
間
像
は
、
米
国
の
生
命
倫

理
が
モ
デ
ル
と
す
る
、
生
と
死
を
含
む
一
切
を
自
ら
の
意
志
で
律
し
よ
う
と
す

る
他
者
あ
る
い
は
社
会
か
ら
自
立
し
た
強
い
個
人
、
個
人
主
義
｜
孤
立
主
義
と

も
時
々
言
わ
れ
ま
す
が
｜
で
は
な
く
、
社
会
あ
る
い
は
宇
宙
と
い
う
大
き
な
全

体
の
中
で
は
微
力
な
弱
い
個
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
無
限
の
存
在

価
値
を
持
ち
、
共
同
体
の
中
で
各
々
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
自
己
の
完
成
に
至

る
人
間
、
そ
れ
が
人
格
主
義
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

少
し
補
足
致
し
ま
す
と
、
三
年
ほ
ど
前
に
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
生
命
倫
理
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
コ
ラ
ン
ジ
ュ
（C

o
lla
n
g
e,
JF
.

）
博
士
が
来
日
さ
れ
、

生
命
倫
理
学
会
で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
命
倫
理

の
原
則
と
し
て
、「
尊
厳
の
原
則
」「
全
体
性
の
原
則
」「
弱
さ
の
原
則
」｜
人
間

は
ひ
と
り
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な
い
弱
い
存
在
で
あ
る
、
こ
れ
は
米
国
の
自
己

決
定
で
き
る
強
い
個
人
（a

u
to
n
o
m
y

）
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
だ

と
思
い
ま
す
が
｜
、
そ
し
て
「
正
義
の
原
則
」
の
四
つ
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
も
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
の
特
徴
を
表
し
た
も
の
と
言
え
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
命
倫
理
の
原
則
を
条
約
の
よ
う
な
形
に
し

た
い
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
コ
ラ
ン
ジ
ュ
博
士
は
去
年
も
日
本
に
い
ら
し

た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
あ
ま
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
両
者
の
違
い
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。以

上
が
、
非
常
に
お
お
ま
か
で
す
が
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
の
特
徴
に
つ

い
て
の
説
明
で
す
。

３

人
格
の
開
始
時
期

⑴

生
物
学
的
事
実
の
受
容

↓

ヒ
ト
胚
の
尊
厳

こ
こ
は
『
理
想
』
の
一
七
四
ペ
ー
ジ
の
Ⅱ

三
で
説
明
し
た
部
分
で
す
の
で
、

簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。「
ヒ
ト
の
生
命
の
始
期
に
関
す
る
科
学
的
事
実
」と
い

う
と
こ
ろ
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
ヒ
ト
胚
研
究
の
先
進
国
で
、
ド
リ
ー
を
つ
く
っ

た
国
で
す
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
初
め
て
一
四
日
目
ま
で
の
ヒ
ト
胚
研
究
の

道
が
開
か
れ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
で
、
こ
の
辺
は
よ
く
誤
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解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
決
定
に
違
反
し
て
い

る
と
い
う
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
一
般
的
な
理
解
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
一
四
日
目
ま
で
の
ヒ
ト
胚
に
つ
い
て
の
実

験
を
可
能
に
し
た
か
と
い
う
と
、
生
物
学
的
に
ま
だ
ヒ
ト
で
は
な
い
と
い
う
理

屈
を
つ
け
て
、
実
験
に
道
を
開
い
た
。
ワ
ー
ノ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
書
を
見
る

と
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
人
間
の
尊
厳
の
原
則
を
守
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
も
ち
ろ
ん
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
一
四
日
目
ま
で
の
胚
に
つ
い
て
実
験
を
す
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
と
い
う
と
、
ま
だ
生
物
学
的
な
ヒ
ト
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば

一
番
簡
単
に
、
動
物
と
同
じ
よ
う
に
使
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

ワ
ー
ノ
ッ
ク
委
員
会
で
は
、
そ
の
理
屈
を
使
っ
て
一
四
日
目
ま
で
は
ま
だ
人
間

で
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な
言
い
方
を
し
て
道
を
開
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』な
ど
の
科
学
誌
、
あ
る
い
は
発
生
学
の
最
新
の
論

文
を
見
る
と
、
と
に
か
く
受
精
の
と
き
に
ひ
と
つ
の
生
命
体
が
始
ま
る
。
全
く

別
の
個
体
の
生
命
が
開
始
す
る
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
生
命
の
始
ま
り
を
見
る

か
と
い
う
と
、
新
し
い
ゲ
ノ
ム
が
で
き
上
が
っ
て
、
そ
の
新
し
い
ゲ
ノ
ム
に
支

配
さ
れ
た
父
親
の
で
も
な
い
、
母
親
の
で
も
な
い
、
別
の
個
体
の
生
命
が
始
ま

る
と
い
う
科
学
的
な
論
証
に
依
拠
し
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
セ
ラ
博
士
が
、
多
く
の
発
生
学
の
論
文
を
検
討
・
分
析
し

て
、
二
〇
〇
二
年
に
「
ヒ
ト
胚
・
処
分
可
能
な
『
細
胞
の
塊
』
か
、『
ヒ
ト
』
か
？
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
後
も
新
し
い
文
献
に
差
し
替
え
た
も

の
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
精
の
と
き
に
新
し
い
ヒ
ト
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と

は
、
彼
だ
け
で
は
な
く
、
発
生
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
論
証
済
み
の
こ
と

で
あ
る
と
申
し
上
げ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
全
然
こ
の
議
論

が
な
い
の
も
か
な
り
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
セ
ラ
博
士
の
論
文
に

つ
い
て
は
翻
訳
致
し
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す（
拙
訳
・

理
想
六
六
八
号
九
四
頁
以
下
）。生
物
学
の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
き
ょ

う
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、
ど
の
よ
う
に
ゲ
ノ
ム
の
支
配
が
始
ま
る
か
、
ど
の

よ
う
に
精
子
と
卵
子
の
融
合
が
行
わ
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
個
体
が
始
ま

る
か
、
ど
の
時
点
で
何
番
目
の
染
色
体
が
働
く
か
、
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
詳
細

な
デ
ー
タ
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

要
す
る
に
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
ヒ
ト
の
発
生
と
い
う
の
は
｜
生
物
学

で
は
人
間
を
カ
タ
カ
ナ
で
ヒ
ト
と
表
記
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ヒ
ト
の
発
生
と

い
う
の
は
、
人
間
の
発
生
、
誕
生
の
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
｜
受
精
の
と
き

で
、
こ
れ
は
発
生
学
上
の
確
た
る
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
事

実
は
別
に
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
学
が
論
証
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
格
主
義
の

立
場
は
た
だ
、
発
生
学
の
事
実
を
受
け
入
れ
て
そ
れ
を
議
論
の
前
提
に
し
て
い

る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

も
う
ひ
と
つ
の
人
間
学
の
基
礎
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
、
レ
ジ
ュ

メ
の
最
初
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ヒ
ト
は
受
精
時
か
ら
人
格
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ヒ
ト
は
ど
の
ヒ
ト
も
す
べ
て
人
間
と
し
て
尊

重
す
べ
き
で
あ
る
｜
尊
厳
で
あ
る
｜
と
い
う
立
場
で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
と
ヒ

ト
が
い
つ
か
ら
始
ま
る
か
｜
受
精
の
と
き
か
ら
で
あ
る
｜
と
い
う
議
論
と
を
組

み
合
わ
せ
れ
ば
、
存
在
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
人
間
に
も
人
間
の
尊
厳
の
原
則

を
例
外
な
く
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
論
理
必
然
的
に
導
か
れ
る
。
人
格
主

義
の
生
命
倫
理
と
い
う
の
は
、
本
当
に
こ
れ
だ
け
で
一
切
が
尽
き
る
の
で
す
。
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こ
の
立
場
は
一
九
七
四
年
に
教
理
省
が
出
し
た
「
堕
胎
に
関
す
る
宣
言
」
で

も
う
確
認
済
み
で
し
た
。「
卵
子
が
受
精
し
た
と
き
か
ら
、
父
の
生
命
で
も
母
の

生
命
で
も
な
く
、
そ
れ
自
身
で
発
達
す
る
新
し
い
ヒ
ト
の
、
新
し
い
生
命
が
始

ま
る
。
も
し
そ
の
と
き
か
ら
人
間
で
な
け
れ
ば
、
後
に
人
間
に
な
る
こ
と
も
あ

る
ま
い
。
現
代
遺
伝
学
は
、
こ
の
常
な
る
明
白
な
事
実
に
貴
重
な
確
認
を
与
え

た
。
そ
れ
は
、
い
か
に
最
初
の
瞬
間
か
ら
、
こ
の
生
き
た
存
在
が
や
が
て
な
る

で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
｜
ひ
と
り
の
人
間
、
既
に
十
分
に
確
立
し
た
特
徴
を

そ
な
え
た
、
個
別
的
な
人
間
｜
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
決
定
さ
れ
て
い
る
か
を
証
明

し
て
い
る
。
受
精
の
と
き
か
ら
ヒ
ト
の
生
命
の
冒
険
は
開
始
さ
れ
る
｜
そ
れ
が

持
つ
大
き
な
可
能
性
の
各
々
が
態
勢
を
整
え
、
活
動
の
準
備
を
す
る
ま
で
に
は

な
お
時
間
を
要
す
る
が
」。

こ
の
後
公
表
さ
れ
た
数
々
の
文
書
、
一
九
八
七
年
の
「
発
生
期
の
ヒ
ト
の
生

命
の
尊
重
と
生
殖
の
尊
厳
」、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
回
勅
「
生
命
の
福
音
」、

教
皇
庁
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
の
「
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
考
察
」、「
ヒ
ト
胚
性

幹
細
胞
（
Ｅ
Ｓ
細
胞
）
の
作
成
お
よ
び
科
学
的
・
治
療
的
用
途
に
関
す
る
宣
言
」、

「
国
際
的
な
議
論
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
禁
止
｜
科
学
的
・
倫
理
的
・
法

的
側
面
」は
、
す
べ
て
こ
の
基
本
線
に
沿
っ
て
、
生
物
学
的
な
内
容
を
ア
ッ
プ
・

ト
ゥ
ー
・
デ
ー
ト
し
た
だ
け
の
も
の
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
生

物
学
の
事
実
を
は
っ
き
り
認
め
て
、
人
間
の
尊
厳
の
原
則
を
貫
け
ば
、
当
然
ヒ

ト
の
受
精
胚
の
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
は
い
け
な
い
、
実
験
材
料
に
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

⑵

二
元
論
（
パ
ー
ソ
ン
論
）
へ
の
反
論

ヒ
ト
胚
の
尊
厳
と
人
権
を
尊
重
し
て
ヒ
ト
胚
の
実
験
利
用
を
禁
止
す
る
態
度

は
、
ド
イ
ツ
の
胚
保
護
法
な
ど
に
一
番
厳
格
な
形
で
受
容
さ
れ
ま
し
た
。
他
方

で
、
人
格
的
生
命
が
受
精
に
始
ま
る
こ
と
を
否
定
す
る
様
々
な
見
解
が
、
胚
研

究
者
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学

者
の
中
に
も
こ
の
立
場
を
取
る
人
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
論
者
が
こ
れ
を
否
定

す
る
立
場
を
主
張
し
て
、
ヒ
ト
胚
の
実
験
使
用
を
推
進
す
る
立
場
を
後
押
し
し

て
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
書
き
ま
し
た
が
、
去
年
（
二
〇
〇
三
年
）
の

一
二
月
に
出
た
総
合
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
専
門
調
査
会
の
中
間
報
告
書

「
ヒ
ト
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

＊
＊

」｜
日
本
で
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究（
ヒ

ト
の
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
獲
得
し
た
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
つ

く
る
と
い
う
再
生
医
療
の
た
め
の
実
験
）
を
進
め
る
｜
こ
の
報
告
書
の
立
場
も

こ
れ
と
同
じ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
受
精
の
と
き
か
ら
ヒ
ト
胚
が
生
物
学
的
に
ヒ

ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
一
応
認
め
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ヒ
ト

で
あ
っ
て
も
倫
理
的
・
法
的
な
地
位
は
別
に
考
え
る
べ
き
だ
と
し
て
、
生
物
学

的
な
事
実
は
認
め
る
と
し
て
も
人
間
学
の
立
場
か
ら
、
人
間
の
尊
厳
を
全
員
に

認
め
る
こ
と
は
否
定
す
る
立
場
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
ま
か
に
分
類
す
れ
ば
日

本
の
報
告
書
も
二
元
論
の
立
場
で
す
。

こ
こ
に
書
い
た
反
論
は
、
文
献
が
古
く
て
恐
縮
で
す
が
、
メ
イ
（M

a
y
,
W
.

E
.

）と
い
う
米
国
の
道
徳
神
学
の
教
授
が
一
九
九
六
年
に
書
い
た
も
の
で
す
。
私

が
最
初
に
ロ
ー
マ
に
参
り
ま
し
た
と
き
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
大
学
の
哲
学
の
教

授
に
紹
介
さ
れ
た
文
献
で
、
こ
の
と
き
に
は
ヒ
ト
胚
の
保
護
に
つ
い
て
の
議
論

の
枠
組
み
が
も
う
大
体
全
部
で
き
上
が
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
そ
し

て
、こ
の
と
き
し
き
り
に
人
格
主
義
の
立
場
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
た
の
が
、パ
ー
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ソ
ン
論
に
対
す
る
反
論
で
し
た
。
や
は
り
米
国
の
倫
理
神
学
の
教
授
で
あ
る
グ

リ
ゼ
（G

risez,
G
.

）
が
、
わ
か
り
や
す
い
体
系
的
な
教
科
書
を
書
い
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
引
用
し
て
、
日
本
で
も
普
及
し
て
い
る
二
元
論
の
考
え
方
に
対

す
る
人
格
主
義
の
立
場
か
ら
の
反
論
を
簡
単
に
整
理
し
た
も
の
が
①
〜
⑦
で

す
。①

受
精
時
に
生
ず
る
存
在
は
「
細
胞
の
く
ず
」、「
生
殖
細
胞
物
質
」、「
妊
娠

の
産
物
」
に
す
ぎ
な
い
な
ど
。
こ
う
い
う
の
は
も
う
生
物
学
的
に
誤
り
で

あ
り
ま
す
の
で
、
駄
目
だ
と
。

②
「
初
期
胚
は
人
格
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
い
う
の
も
、
感

覚
か
ら
す
る
と
ま
だ
卵
で
す
か
ら
人
間
で
な
い
と
い
う
の
は
誰
で
も
そ
う

思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
客
観
的
な
生
物
学
的
事
実
に
反
す
る
の
で
、
そ
う

い
う
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
は
人
間
学
の
立
場
か
ら
の
反
論
で
す
。「
人
格
は
他
者
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ

る
一
定
の
身
分
で
あ
る
」と
す
る
見
解
は
、
人
格
は
社
会
的
身
分
で
あ
り
、

他
者
に
よ
り
人
格
性
を
承
認
さ
れ
た
場
合
に
の
み
人
格
の
実
体
を
有
す
る

と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
、
同
じ
実
体
が
、
例
え
ば
両
親
の
一

方
が
そ
う
み
な
せ
ば
人
格
で
あ
り
、一
方
が
否
定
す
れ
ば
非
人
格
で
あ
る
、

と
い
う
非
常
識
な
結
論
を
導
く
。
こ
の
見
解
は
、
人
間
に
よ
る
意
味
の
賦

与
が
人
格
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
事
実
は
逆
で
あ

る
。
人
間
に
よ
る
意
味
の
賦
与
と
人
間
社
会
と
が
、
人
格
を
前
提
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

④
も
人
間
学
的
な
異
論
で
す
。「
人
格
は
発
達
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
属
性
で

あ
る
」
と
す
る
見
解
は
、
人
類
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
人
格
性
に
十
分
な

基
準
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
主
張
者

は
、
あ
る
実
体
は
、
そ
れ
が
自
己
の
利
益
又
は
権
利
を
知
り
、
そ
れ
ら
に

関
心
を
持
つ
と
き
に
の
み
人
格
と
み
な
さ
れ
う
る
と
論
ず
る
。
未
出
生
児

は
も
と
よ
り
新
生
児
も
、
自
ら
の
利
益
を
認
識
す
る
程
度
ま
で
経
験
的
な

事
実
認
識
能
力
を
行
使
し
え
な
い
成
人
も
、
人
格
で
は
な
い
。
こ
の
見
解

は
、
人
に
生
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
能
力
と
発
達
し
た
能
力
の
区
別
を
し

損
な
っ
て
い
る
。
未
出
生
児
は
、
ま
さ
し
く
人
類
の
一
員
で
あ
る
と
い
う

理
由
に
よ
っ
て
、
命
題
の
真
偽
を
識
別
し
自
由
な
選
択
を
な
す
、
そ
の
存

在
に
根
差
し
た
生
来
的
能
力
を
有
し
て
い
る
。
実
際
に
そ
れ
が
発
現
し
な

く
て
も
、
そ
う
い
う
能
力
を
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
か
ら
人
格
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

⑤
は
二
元
論
の
主
張
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。自
意
識
を
重
視
す
る
の
は
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
有
力
な
考
え
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
フ
レ
ッ

チ
ャ
ー
が
こ
の
立
場
で
す
。
そ
し
て
、
ワ
ー
ノ
ッ
ク
委
員
会
が
な
ぜ
一
四

日
目
で
線
を
引
い
た
か
と
い
う
と
、
神
経
の
基
に
な
る
原
始
線
条
と
い
う

部
分
が
一
四
日
目
に
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
基
に
し
て
痛
み
を
感
じ

る
。
ま
だ
実
際
に
感
じ
な
く
と
も
、
痛
み
を
感
じ
る
そ
の
器
官
が
で
き
る

の
が
一
四
日
目
と
い
う
こ
と
で
、
一
四
日
で
線
を
引
い
て
い
ま
す
。
そ
の

背
景
に
あ
る
の
は
、
意
識
が
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
人
間
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
見
解
は
、
自
己
を
自
己
自
身
と
し
て
認

識
し
て
い
る
意
識
的
な
主
体
の
み
が
人
格
で
あ
り
、
身
体
は
人
格
と
し
て

の
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
先
ほ
ど
の
霊

肉
の
統
一
体
と
し
て
の
人
格
概
念
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
人
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間
は
一
元
的
な
存
在
で
あ
る
。
呼
吸
し
、
食
べ
、
眠
り
、
身
体
の
痛
み
を

感
じ
る
存
在
と
、
考
え
、
選
択
し
、
自
己
の
権
利
を
認
識
す
る
別
の
存
在

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
同
じ
人
間
、
同
じ
人
格
が
、
す
な
わ
ち
生
き
た
人

間
の
身
体
で
あ
り
、
身
体
的
能
力
以
上
の
能
力
を
要
す
る
活
動
の
主
体
な

の
で
あ
る
。

⑥
の
終
わ
り
の
方
で
す
が
、「
脳
死
が
人
の
死
で
あ
る
か
ら
、
脳
が
で
き
た
と

き
に
人
間
が
始
ま
る
」
と
い
う
見
解
も
、
割
合
日
本
で
は
人
気
が
あ
っ
た

主
張
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
全
脳
が
死
ん
だ
と
き
に
有
機
体
の
活
動

を
統
合
す
る
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
脳
の
発
生
以
前
に
既
に

ゲ
ノ
ム
の
支
配
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
司
令
塔
に
な
っ
て
ひ
と
つ
の

統
一
体
を
指
揮
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
と
き
は
統
一
的
な
有
機
体

と
し
て
の
活
動
が
あ
る
の
で
脳
の
発
生
は
不
可
欠
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
ま
す
。

⑦
の
見
解
は
、
生
物
学
的
な
異
論
の
部
分
で
す
。
先
ほ
ど
の
総
合
科
学
技
術

会
議
倫
理
専
門
調
査
会
の
中
間
報
告
書
も
こ
れ
に
少
し
触
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
も
日
本
で
人
気
が
あ
る
見
解
で
す
。
二
週
間
を
す
ぎ
れ
ば
も
う

双
子
は
発
生
し
な
い
。
そ
し
て
、
二
週
間
前
は
ま
だ
双
子
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
か
ら
個
体
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
す
。
こ
れ
も
生
物
学
的
な
事

実
を
見
る
と
、
早
け
れ
ば
二
日
ほ
ど
で
、
遅
く
と
も
六
日
目
ま
で
に
双
子

か
ど
う
か
認
識
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
認
識
で
き
る
だ
け
で
、
双

子
に
な
る
か
ど
う
か
は
受
精
の
瞬
間
に
決
ま
る
と
い
う
の
が
最
新
の
発
生

学
の
知
見
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
客
観
的
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

４

ヒ
ト
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
不
当
性

こ
れ
が
『
理
想
』
の
本
論
だ
っ
た
の
で
す
が
、
結
論
は
明
快
で
す
。
人
間
の

尊
厳
は
す
べ
て
の
人
間
に
等
し
く
内
在
す
る
価
値
で
す
か
ら
、
人
間
が
そ
の
存

在
を
始
め
た
と
き
、
す
な
わ
ち
受
精
の
と
き
か
ら
認
め
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、

ヒ
ト
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
不
当
性
も
、
作
成
さ
れ
る
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
主
体
の
尊
厳

と
人
権
の
侵
害
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
智
大
学
の
生
命
科
学
研
究
所
で

以
前
所
長
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
た
北
原
隆
先
生
は
、
動
物
学
が
ご
専
門
で
し
た

が
、
フ
ラ
ン
ス
と
米
国
の
ク
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
比
較
し
た
文
献
を

割
合
早
く
出
さ
れ
、
そ
こ
に
明
確
に
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
米
国
の
報

告
書
の
特
徴
は
、
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
不
当
性
が
作
成
さ
れ
る
ヒ
ト
ク
ロ
ー

ン
主
体
の
尊
厳
と
人
権
の
侵
害
に
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
非
常
に
あ
い
ま
い

で
あ
る
、
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
コ
ピ
ー
さ
れ
る
側（
親
）

の
方
の
人
権
ば
か
り
主
張
し
て
、
作
成
さ
れ
る
ク
ロ
ー
ン
児
の
人
権
の
侵
害
に

つ
い
て
の
認
識
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
報
告
書
は
、
作
成
さ
れ

る
ク
ロ
ー
ン
主
体
の
人
権
侵
害
を
中
心
に
し
て
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
（
北
原
隆
「
複
製
さ
れ
る
子
供
た
ち
｜
ヒ

ト
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
権
利
に
つ
い
て
考
え
る
｜
」
上
智
大
学
生
命
科
学
研
究
所

紀
要
一
七
巻
（
一
九
九
八
年
）
一
九
頁
以
下
）。
カ
ト
リ
ッ
ク
生
命
倫
理
の
特
徴

は
、
こ
の
点
を
当
初
か
ら
非
常
に
明
確
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

⑴

治
療
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
、
研
究
の
た
め
の
ヒ
ト
胚
の
作
成
お
よ
び
利

用
の
不
当
性

も
う
お
わ
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
治
療
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
ク

ロ
ー
ン
胚
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
実
験
の
た
め
に
壊
し
ま
す
。
胚
で
あ
っ
て
も
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ヒ
ト
を
殺
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
殺
人
と
同
じ
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
生
命

権
の
侵
害
と
し
て
、
こ
れ
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵

生
殖
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
不
当
性

問
題
は
、
生
殖
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
不
当
性
で
す
。
こ
れ
は
、
私
も
ク
ロ
ー

ン
羊
ド
リ
ー
が
で
き
た
と
き
に
実
は
困
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
生
殖
的
ク

ロ
ー
ニ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
治
療
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
に
、
作
成
し
た
ク

ロ
ー
ン
胚
を
殺
す
こ
と
を
し
な
い
の
で
す
ね
。
殺
す
こ
と
が
い
け
な
い
と
い
う

の
は
自
明
で
す
が
、
子
供
を
つ
く
る
こ
と
が
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す

る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
説
明
が
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
勉
強
が
間
に
合
わ
ず
、
手
を
つ
け
ず
に
お
い

た
の
で
す
が
、
以
下
に
整
理
し
て
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
生
殖
的
ク
ロ
ー
ニ
ン

グ
の
問
題
は
、
代
理
母
や
Ａ
Ｉ
Ｄ
な
ど
の
人
工
生
殖
技
術
一
般
の
問
題
と
つ
な

が
る
問
題
な
の
で
す
。
こ
の
議
論
を
始
め
ま
す
と
、
人
工
生
殖
技
術
の
ど
こ
が

い
け
な
い
の
か
、
何
が
い
け
な
い
の
か
、
ど
こ
ま
で
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う

議
論
と
リ
ン
ク
し
て
き
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
命
倫
理
学
は
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
も
す
で
に
十
分
な
議
論
を
積
み
重
ね
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
度
は

そ
ち
ら
の
紹
介
を
本
当
は
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
簡
単

に
①
と
②
に
分
け
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

①
人
間
の
生
殖
の
尊
厳
の
侵
害＝

こ
れ
に
つ
い
て
は
倫
理
的
な
考
察
部
分

で
、
教
皇
庁
の
文
書
が
詳
し
い
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
人
間
の
生
殖
に
固
有
の

関
係
性
と
相
補
性
の
操
作
、
こ
れ
が
不
当
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
何
が
不
当

か
を
生
物
学
的
に
説
明
い
た
し
ま
す
と
、
二
つ
の
個
体
の
持
つ
ゲ
ノ
ム
が
ま
じ

り
合
っ
て
唯
一
の
新
し
い
個
体
が
発
生
し
ま
す
。
そ
し
て
、
父
親
の
ど
の
遺
伝

子
を
取
る
か
、
母
親
の
ど
の
遺
伝
子
を
取
る
か
と
い
う
の
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ

は
偶
然
と
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
ろ

い
ろ
な
生
物
学
の
文
献
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
恐
ら
く
偶
然
で
は
な
く
き
ち

ん
と
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
そ
の
「
偶
然
」
を
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
は
「
自
律
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
二
つ
の
生
殖
細
胞
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
が

一
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
っ
て
自
律
的
に
い
ろ
い
ろ
な
遺
伝
子
を
選
択
し
て
、

も
ち
ろ
ん
自
由
意
志
で
選
択
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
遺
伝
情
報

を
受
け
る
と
い
う
自
律
の
権
利
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

ク
ロ
ー
ン
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
全
部
否
定
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
遺
伝
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
誰
か
が
組
ん
で
、
そ
れ
を
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に

全
部
押
し
つ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
奴
隷
制
と
同
じ
だ
と
い
う
よ
う
に

説
明
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
他
者
に
よ
る
そ
の
人
の
支
配
が
あ
る
。

遺
伝
子
の
恣
意
的
な
固
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
人
間
に
よ
る
他
の
人
間
の

支
配
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
差
別
で
あ
る
。
平
等
原
則
違
反
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
こ
れ
が
ヒ
ト
胚
の
自
己
決
定
権
の
侵
害
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
ま
す
。

神
学
的
な
こ
と
に
少
し
触
れ
ま
す
と
、
神
の
創
造
の
わ
ざ
は“crea

te”

で
す

が
、
人
間
の
生
殖
に
つ
い
て
は“p

ro
crea

te”

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
い

ま
人
工
生
殖
技
術
に
つ
い
て
、“R

ep
ro
d
u
ctiv

e R
ig
h
ts”

と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。“rep

ro
d
u
ce”

で
す
ね
。“rep

ro
d
u
ce”

に
は
（
モ
ノ
を
）

複
製
す
る
、
模
造
す
る
等
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
生
殖
に
つ
い
て
は
、

動
物
の
繁
殖
に
も
使
わ
れ
る

“rep
ro
d
u
ce”

と
は
別
の

“p
ro
crea

te”

と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
神
の
創
造
の
わ
ざ
を
男
女
が
助
け
合
う
、
お
互
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い
が
与
え
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
創
造
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
。
そ
れ
は

“rep
ro
d
u
ce”

と
は
全
く
別
の
概
念
で
す
。
人
間
の
生
殖
と
い
う
行
為
は
動
物

の
生
殖
と
は
違
う
尊
厳
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
そ
の
基
本
に
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、ク
ロ
ー
ン
で
人
間
を
つ
く
る
こ
と
は
生
殖
の
工
業
生
産
化
で
あ
り
、

女
性
の
道
具
化
で
あ
る
｜
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
核
を
取
り
除
い
た
卵
子
を
材
料

と
し
て
使
う
の
で
す
が
、
女
性
は
そ
の
材
料
を
提
供
す
る
客
体
に
な
っ
て
し
ま

う
。
あ
る
い
は
子
供
を
か
え
す
孵
卵
器
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
はp

ro
crea

te

の
わ
ざ
に
参
加
す
る
女
性
の
役
割
と
は
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
家
族
・
親
族
関
係
が
全
部
崩
壊
す
る
。
生
ま
れ
て
く
る
子
供
は
、

子
供
で
は
な
く
、
母
親
と
年
の
離
れ
た
双
子
の
姉
妹
で
あ
っ
て
、
父
親
も
い
な

い
、
母
親
も
い
な
い
奇
妙
な
親
子
（
？
）
関
係
が
最
初
か
ら
築
か
れ
る
。

ま
た
、
人
間
の
生
殖
の
卓
越
性
の
軽
視
。
ク
ロ
ー
ン
技
術
は
、
元
来
、
植
物

を
増
殖
さ
せ
る
技
術
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
な
ぜ
高
等
動
物
と
し
て
は
る
か
に
高

度
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
備
え
た
人
間
の
生
殖
の
代
用
に
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な

批
判
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
生
物
学
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
偏
重
と
は
、
つ
ま
り
こ
う
い

う
遺
伝
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
で
こ
う
い
う
人
間
を
増
や
す
と
い
う
の
は
完
全
に

生
物
学
の
世
界
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
人
格
の
も
う
ひ
と
つ

の
要
で
あ
る
霊
的
な
部
分
、
精
神
性
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
遺

伝
子
は
物
質
、
マ
テ
リ
ア
ル
で
す
か
ら
、
人
格
的
な
形
相
の
部
分
、
す
な
わ
ち

霊
的
な
部
分
は
全
部
無
視
さ
れ
る
。
選
択
の
基
準
が
全
部
物
質
レ
ベ
ル
に
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
優
生
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
倫
理
的
な
考
察

の
部
分
で
す
。

②
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
主
体
の
尊
厳
と
人
権
の
侵
害＝

そ
し
て
、
議
論
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
、
つ
く
ら
れ
る
ク
ロ
ー
ン
児
の
尊
厳
と
人
権
の
侵
害
。
具
体
的
に

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
だ
れ
で
も
父
母
由
来
の
遺
伝
情
報
を
持
つ
権
利

が
あ
る
。
家
族
と
い
う
共
同
体
の
中
に
生
ま
れ
る
権
利
、
家
族
に
固
有
の
特
別

な
関
係
を
持
つ
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
成
長
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
で

す
。
そ
れ
と
、
固
有
の
個
人
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
へ
の
権
利
。
つ
ま
り
、

生
物
学
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
押
し
つ
け
ら
れ
な
い
権
利
。
先
ほ
ど
の
他
人
に
よ

る
支
配
、
恣
意
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
な
い
、
奴
隷
制
に
対
す
る
批
判
の
と
こ
ろ

で
す
。
そ
し
て
、
自
律
へ
の
権
利
。
そ
れ
は
目
的
と
し
て
欲
さ
れ
る
、
つ
ま
り

こ
う
い
う
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
備
え
た
子
供
で
あ
る
が
ゆ
え
に
欲
さ
れ
る
の
で
は

な
く
て
、
愛
の
実
り
と
し
て
の
子
供
、
た
だ
た
だ
無
償
に
そ
の
存
在
と
し
て
愛

さ
れ
る
権
利
、
そ
う
い
う
も
の
の
侵
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

時
間
を
超
過
し
て
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
上
で
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

〔
後
記
・
こ
の
報
告
は
、
拙
稿
「
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
｜
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学

の
立
場
か
ら
」『
続
・
独
仏
生
命
倫
理
研
究
資
料
集
（
上
）
｜
独
仏
を
中
心
と
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
命
倫
理
の
全
体
像
の
解
明
と
そ
の
批
判
的
考
察
｜
』（
平
成
一

五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
⑴
課
題
番
号
一
四
三
一
〇
〇
一
六
、

研
究
代
表
者＝

飯
田
亘
之
）
二
〇
〇
四
年
、
九
五
｜
一
二
四
頁
を
基
に
し
ま
し

た
。

＊
第
五
九
回
国
連
総
会
で
の
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
禁
止
条
約
に
関
す
る
審
議
に
向
け
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て
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
教
皇
庁
が
国
連
に
提
出
し
た
文
書
で
は
、

“resea
rch clo

n
in
g
”

（「
研
究
目
的
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
」）
と
い
う
表
現
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
邦
訳
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。h

ttp
: /
/w
w
w
.cb
cj.ca

th
o
lic.jp /jp

n /d
o
c /

p
o
n
tifica

l /clo
n
e /in

d
ex
.h
tm

＊
＊
二
〇
〇
四
年
七
月
、
中
間
報
告
書
に
示
さ
れ
た
結
論
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
最

終
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
。
最
終
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
本
誌
掲
載
の
別
稿
参

照
。〕
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