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訳
者
ま
え
が
き

私
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
恩
師
で
あ
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ

マ
ン
は
、
周
知
の
よ
う
に
す
で
に
二
〇
〇
一
年
四
月
一
一
日
に
享

年
七
八
歳
を
も
っ
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
逝
去
し
て
い
る
が
、
そ
の
後

に
二
つ
の
論
文
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、A

rthu
r

K
aufm

ann,R
elativierung

des
rechtlichen

L
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B

ernd
Schü nem

ann
u.
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rsg.),
F

estschrift
fü r

C
laus

R
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zum
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G
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W
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フ
マ
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死
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刊
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論
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カ
ウ
フ
マ
ン
へ
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追
悼
文

上
　
田
　
健
　
二
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訳
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ア
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ト
ゥ
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カ
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ベ
ル
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ラ
ン
ト
ル

人
間
は
何
を
人
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負
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い
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か
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ウ
ル
フ
リ
ッ
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ノ
イ
マ
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ア
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ト
ゥ
ー
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カ
ウ
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マ
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追
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B
erlin.

N
ew

Y
ork,

S.
841

ff.,

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

A
rthur

K
aufm

ann/H
eribert

P
randel,

W
as

der
M

enschen

dem
M

enschen
schuldet,2002,C

arlH
eym

anns
V

erlag
K

G
.

K
o :ln.

B
erlin.

B
onn.

M
u :nchen,

2002,

で
あ
る
。
後
者
は
、
は

じ
め
南
ド
イ
ツ
新
聞
（Süddeutsche

Zeitung,
2001,

N
r.

124/S.19-20

）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
後
に
一
冊
の
小
冊
子
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
最
後
に
訳
出
し
た

U
lfrid

N
eum

ann,
N

achruf
auf

A
rthur

K
aufm

ann,
in:

IV
R

-

Inform
ationen

und
M

itteilungen
in

A
R

SP
2002,

S.
219

ff.,

と
と
も
に
故
カ
ウ
フ
マ
ン
の
ド
ロ
ー
テ
ァ
夫
人
（F

rau
D

rohthea

K
aufm

ann

）
か
ら
早
く
に
送
り
届
け
ら
れ
て
い
た
。

ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン
教
授
は
カ
ウ
フ
マ
ン
の
高
弟
で
あ

り
、
現
在
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
法
哲
学
、
刑
法
学
の
分
野
で

教
鞭
を
と
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
後
継
者
と
し
て

国
際
法
哲
学
会
ド
イ
ツ
部
会
理
事
長
の
職
に
あ
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン

先
生
が
立
ち
上
げ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
哲
学
お
よ
び
法
情
報
学

研
究
所
で
の
私
の
数
回
に
及
ぶ
在
外
研
究
で
は
い
つ
も
親
密
に
対

話
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
後
に
私
の
仕
事
に
多
く
の

示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
、
私
が
ド
イ
ツ
で
最
も
敬
愛
す
る
友

人
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
日
本
の
読
者
の
目
に
触
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
た
ド
ロ
ー
テ
イ
ア
夫
人
か
ら
は
、
す
で

に
二
〇
〇
二
年
八
月
四
日
付
の
書
簡
に
よ
っ
て
翻
訳
の
承
諾
を
得

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
訳
文
の
掲
載
が
今

日
ま
で
延
引
し
た
の
は
、
こ
の
間
、
以
下
に
記
す
よ
う
な
研
究
業

務
を
先
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に

掲
載
す
る
二
つ
の
死
後
刊
行
論
文
の
翻
訳
を
も
っ
て
過
去
お
よ
そ

三
〇
年
に
も
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
著
作
物
か
ら
の

訳
業
に
も
一
応
の
節
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ

こ
に
そ
れ
ら
を
や
や
詳
し
く
記
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
た
び
の
翻
訳
を
も
っ
て
よ
う
や
く
カ
ウ
フ
マ
ン
夫
人
の
ご
期

待
に
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
訳
者

自
身
の
今
後
の
研
究
方
向
へ
向
け
た
確
か
な
座
標
軸
が
得
ら
れ
た
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の
で
あ
る
。

訳
者
が
一
九
九
八
年
度
に
四
度
目
の
在
外
研
究
の
た
め
に
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
に
滞
在
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
カ
ウ
フ
マ
ン
の
最
後
の

大
著
『
法
哲
学
　
第
二
版
』（R

echtsphilosophie
von

D
r.

D
r.

h.
c.

m
ult.

A
rthur

K
aufm

ann,
em

.
o.

P
rofessor

an
der

U
niversitä t

M
ü nchen,

2.
ü berarbeitete

und
stark

erw
eit-

erte
A

uflage,
C

.
H

.
B

eck'sche
V

erlagsbuchhandlung

M
ü nchen

1987

）
の
翻
訳
を
カ
ウ
フ
マ
ン
の
膝
元
で
仕
上
げ
る
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
自
殺
と
そ
の
関
与

お
よ
び
同
意
殺
人
は
違
法
で
も
適
法
で
も
な
く
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が

提
唱
す
る
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
に
属
す
る
こ
と
を
、
カ
ウ
フ

マ
ン
の
「
人
格
的
」
法
哲
学
の
視
野
の
な
か
で
根
拠
づ
け
る
に
あ

っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
健
康
状
態
が
比
較
的

良
好
な
日
々
に
ご
自
宅
に
招
か
れ
て
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
彼
の

感
想
を
聞
き
、
数
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
に
力
を
得
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
後
任
と
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学

法
哲
学
お
よ
び
法
情
報
学
研
究
所
を
主
宰
し
て
い
る

B
ernd

Schü hnem
ann

教
授
の
木
曜
ゼ
ミ
で
関
連
テ
ー
マ
に
つ
い
て
い
く

ら
か
報
告
し
、
参
加
者
た
ち
と
の
討
論
を
通
し
て
当
初
の
構
想
を

か
な
り
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
そ

の
後
、
ひ
と
つ
の
学
会
、
ひ
と
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
ひ
と
つ
の

コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
で
関
連
テ
ー
マ
に
つ
い
て
報
告
な
い
し
は
講
演
を

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
討
論
を
踏
ま
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
ド
イ

ツ
語
に
よ
る
論
文
を
書
き
上
げ
る
と
い
う
作
業
を
先
行
さ
せ
る
必

要
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
掲
載
す
る
二
つ
の
カ
ウ
フ
マ

ン
の
死
後
刊
行
論
文
の
翻
訳
作
業
が
遅
延
し
た
理
由
で
あ
る
。

完
成
し
た
三
つ
の
ド
イ
ツ
語
論
文
の
内
容
の
い
ず
れ
も
が
こ
こ

で
訳
出
し
た
第
一
論
文
「
人
の
生
命
の
法
的
保
護
の
相
対
化
？
」

の
内
容
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
カ
ウ
フ
マ
ン
の

自
殺
お
よ
び
自
殺
関
与
・
要
求
に
基
づ
く
基
本
思
想
を
様
ざ
ま
な

側
面
か
ら
詳
細
に
根
拠
づ
け
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
第
一
論
文
と

の
関
連
で
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
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い
。最

初
の
ド
イ
ツ
語
論
文
は
、
一
九
九
九
年
九
月
二
二
日
│
二
五

日
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
七
回
ド
イ
ツ
比
較

法
学
会
に
招
か
れ
て
行
っ
た
講
演
「
西
欧
法
の
日
本
化
と
し
て
の

日
本
に
お
け
る
臨
死
介
助
」
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
後
に

K
enjiU

eda,D
ie

Sterbehilfe
in

Japan
als

Japanisierug
w

est-

licher
R

echtskultur,in:H
einrich

Scholler/Silvia
T

ellenbach

(H
rsg.),

D
ie

B
edeutung

der
L

ehre
vom

R
echtskreis

und

der
R

echtslehre,D
uncker

&
H

um
blot

B
erlin

2001,S.103

ff.,

と
し
て
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で

の
関
連
著
作
物
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
、
と
り
わ

け
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
哲
学
の
師
で
あ
る
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ

ー
ス
に
よ
っ
て
基
本
的
に
規
定
さ
れ
た
死
お
よ
び
自
殺
に
つ
い
て

の
根
本
思
想
、
簡
潔
に
言
い
表
せ
ば
、
人
格
と
し
て
の
人
間
は
実

存
的
限
界
状
況
に
お
い
て
は
自
ら
生
死
を
決
断
す
る
根
源
的
な
自

由
を
有
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
明
治
以
降
に
西
欧
法
が
継
受

さ
れ
る
ま
で
の
日
本
人
の
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
自
殺
を
何
ら

罪
悪
と
見
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
同
情
と
共
感
の
念
を
も
っ
て

受
け
止
め
て
き
た

―
お
そ
ら
く
は
こ
こ
で
は
直
観
的
で
あ
っ
て

思
想
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
な
根
拠
づ
け
は
な
か
っ
た
と
は
い

え

―
日
本
人
の
死
生
観
と
そ
の
根
本
的
な
観
念
に
お
い
て
通
低

し
て
い
る
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
も
と
に
一
貫
し
て
自
殺

を
大
罪
視
し
て
き
た
西
欧
の
法
文
化
と
の
対
比
の
も
と
に
具
体
的

な
史
実
に
即
し
て
論
証
す
る
こ
と
、
明
治
以
降
に
お
け
る
国
家
主

義
の
高
揚
が
、
そ
れ
ま
で
は
当
然
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
た
個

人
の
自
死
へ
の
自
由
が
、
生
命
法
益
は
国
家
法
益
に
も
属
す
る
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
に
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
法

第
二
〇
二
条
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
の
合
意
が
わ
が
国
に
お
い
て

定
着
し
た
こ
と
、
そ
こ
で
い
ま
や
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
法
的
に
自
由

な
領
域
」
の
理
論
に
基
づ
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
思
考
の
遠

大
な
一
新
が
必
要
と
さ
れ
る
秋と
き

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
が
、

こ
の
論
文
の
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
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第
二
論
文
は
、
龍
谷
大
学
が
二
〇
〇
二
年
九
月
一
三
日
か
ら
一

五
日
の
三
日
間
に
わ
た
っ
て
「
遺
伝
子
工
学
時
代
に
お
け
る
法
と

倫
理
（R

echt
und

E
thik

im
Zeitalter

der
G

entechnik

）」
を

統
一
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
し
た
日
独
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
三

セ
ッ
シ
ョ
ン
「
積
極
的
臨
死
介
助
の
法
的
可
能
性
」
で
の
研
究
報

告
（
も
っ
と
も
、
報
告
そ
の
も
の
は
健
康
上
の
理
由
か
ら
大
阪
市

立
大
学
の
浅
田
和
茂
教
授
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
た
）「
消
極
的
臨

死
介
助
と
積
極
的
臨
死
介
助
と
の
法
的
区
別
に
対
す
る
生
命
倫
理

上
の
評
価
（B

ioethische
B

eurteilung
der

U
nterscheidung

zw
ischen

passiver
und

aktiver
Sterbehilfe
）」
を
日
本
語
と

ド
イ
ツ
語
で
完
成
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
、
日

本
語
に
よ
る
論
文
と
し
て
は
す
で
に
龍
谷
大
学
「
遺
伝
子
工
学
と

生
命
倫
理
と
法
」
研
究
会
編
（
代
表
・
石
塚
伸
一
）『
遺
伝
子
工

学
時
代
に
お
け
る
生
命
倫
理
と
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三

年
）
一
四
四
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
論
文
と
し
て
は
ド

イ
ツ
の
出
版
社
、D

unker
&

H
unblot.

B
erlin

か
ら
近
日
中
に

刊
行
予
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
臨
死
介
助
を
消
極
的
な
そ
れ
と

積
極
的
な
そ
れ
と
を
区
別
し
、
前
者
を
不
可
罰
と
し
、
後
者
を
刑

罰
の
も
と
に
置
く
と
い
う
、
ド
イ
ツ
で
は
圧
倒
的
に
承
認
さ
れ
て

い
る
区
別
は
、
あ
く
ま
で
原
則
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
命
倫
理
の

見
地
か
ら
は
事
情
に
よ
っ
て
は
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
例
外
的

に
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
が
あ
り
得
る
こ
と
を
、
主

と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
実
例
や
ド
イ
ツ
の
最
近
の
判
例
を
検
討
素
材

と
し
て
詳
細
に
論
証
し
、
そ
こ
か
ら
臨
死
介
助
領
域
に
お
け
る
最

高
原
則
は
「
患
者
の
意
思
こ
そ
最
高
の
法
（V

oluntas
aegroti

suprem
a

lex

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。

そ
の
論
旨
の
全
体
が
、
医
師
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
患
者

に
対
し
て
「
理
性
の
高
権
」
と
い
う
も
の
を
有
し
て
お
ら
ず
、
死

に
ゆ
く
者
の
明
示
的
な
要
求
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
行
為

が
処
罰
の
例
外
と
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
、
後
掲
の
第
一
訳
文
か
ら
読
み
取
れ
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
基
本
思

想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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二
論
文
と
カ
ウ
フ
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追
悼
文

同
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法
学
　
五
五
巻
六
号
一
八
八
（
一
五
九
〇
）

そ
し
て
最
後
に
、
二
〇
〇
三
年
五
月
一
〇
日
と
一
一
日
に
ヴ
ィ

ン
フ
リ
ー
ト
・
ハ
ッ
セ
マ
ー
・
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事

（R
ichter

des
B

undesverfassungsgerichts
P

rof.D
r.D

res.h.

c.
W

infried
H

assem
er

）、
ウ
ル
リ
ヒ
・
シ
ュ
ロ
ー
ト
・
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
法
学
部
教
授
（P

rof.D
r.U

lrich
Schroth

）
お
よ
び
ウ

ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン
教
授
と
い
う
、
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
の
高

弟
た
ち
で
、
現
在
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
哲
学
と
刑
法
学
の
最

先
端
で
活
躍
し
て
お
り
、
訳
者
に
と
っ
て
は
カ
ウ
フ
マ
ン
門
下
の

同
僚
で
あ
る
三
人
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
、
ド
イ
ツ
学
術
研
究
共
同

体
（D

eutsche
F

orschungs-G
em

einschaft
）
の
主
催
の
も
と

に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
故
カ
ウ
フ
マ
ン
の
栄
誉
を
讃

え
る
た
め
の
コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
（K

olloqium
“V

erantw
ortetes

R
echt”.D

ie
R

echtsphilosophie
A

rthur
K

aufm
anns.10.und

11.M
ai2003

in
M

ü nchen

に
お
い
て“D

as
R

echt
der

P
erson

auf
ihren

T
od.

Suizid
und

E
uthanasie

in
K

aufm
anns

‘per-

sonalen’R
echtsphilosophie”

と
い
う
題
名
の
も
と
で
行
っ
た
講

演
を
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
論
文
と
し
て
完
成
す
る
と
い
う
課
題
が
続

い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
年
七
月
末
に
は
よ
う
や
く
仕
上
が

り
、A

rchiv
fü r

R
echts-

und
Sozialphilosophie

(A
R

SP
),

B
eiheft

の
近
刊
号
に
搭
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
誌
本

号
冒
頭
の
論
説
「
そ
の
人
格
の
死
を
求
め
る
権
利

―
カ
ウ
フ
マ

ン
の
『
人
格
的
』
法
哲
学
に
お
け
る
自
殺
と
安
楽
死
」
は
、
ま
さ

に
そ
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
死
と
い
う
も
の
を
何
か

否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
可
能
な
限
り
先
延
ば
し
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
生
と
一
体
を
な
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
生
の
完
成
と
し
て
把
握
す
る
見
方

か
ら
、
人
格
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
生
死
を
自
ら
決
定
す
る
根

源
的
な
自
由
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
し
か
し
自
殺
を
憲
法
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
カ
ウ
フ
マ
ン

に
独
自
の
思
想
は
、
刑
法
解
釈
論
的
に
は
、
彼
が
そ
の
学
問
的
人

生
行
路
の
後
半
に
お
い
て
精
力
的
に
主
張
し
続
け
た
、
い
わ
ゆ
る

「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
の
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
が



ア
ル
ト
ゥ
ー
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カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
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と
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六
号
一
八
九
（
一
五
九
一
）

で
き
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
で
彼
の
晩
年
の
主
要
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
「
寛
容
の
原
理
」
の
ひ
と
つ
の
派
生
的
帰
結
で
あ
る
こ
と

を
、
彼
の
「
人
格
的
」
法
哲
学
全
体
の
枠
組
み
の
な
か
で
明
ら
か

に
さ
れ
よ
う
と
す
る
。

以
上
の
三
論
文
を
通
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
自
殺
と
安
楽
死
に
つ

い
て
の
基
本
思
想
に
多
様
な
側
面
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
い
く
ら
か
の
未
解
決
の
問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
自
殺
が
法
的
に
自
由
な

領
域
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
殺
関
与
、
し
た
が
っ

て
安
楽
死
も
論
理
必
然
的
に
こ
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て

原
則
的
に
処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し

直
ち
に
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
は
な
お
疑
問
が
残
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
安
楽
死
事
例
も
確
か
に
自
殺
関

与
事
例
の
一
種
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
両
者
の
間
に
は
、
次
の
よ

う
な
特
徴
的
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
安
楽
死
事
例
で
は
患
者
の
死
へ
の
願
望
が
「
病
気
ま
た

は
負
傷
に
よ
る
絶
え
難
い
苦
痛
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
窮
迫
状
況
に
規
定
さ
れ
た
二
者
択
一
的

決
断

―
こ
こ
で
は
、
患
者
は
、「
死
の
苦
痛
に
満
ち
た
引
き
伸

ば
し
」
か
、
そ
れ
と
も
「
自
然
に
死
に
ゆ
く
過
程
に
身
を
ゆ
だ
ね

る
」
か
の
選
択
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る

―
で
あ
る
の
に
た
い

し
て
、「
通
常
の
」
自
殺
事
例
で
は
、
自
殺
意
思
は
、
と
り
わ
け

い
わ
ゆ
る
「
清
算
自
殺
」
の
場
合
で
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に

は
こ
う
し
た
状
況
か
ら
距
離
を
置
い
た
、
そ
の
決
断
に
比
較
的
時

間
的
な
余
裕
の
あ
る
人
格
的
な
生
死
の
実
存
的
決
断
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
が
「
自
由
か
つ
真
摯
な
被
殺
意
思
」

の
想
定
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
か
と
い
う

問
題
は
、
い
ま
だ
十
分
に
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
安
楽
死
事

例
に
お
け
る
患
者
の
死
の
願
望
は
、
彼
が
「
耐
え
難
い
苦
痛
」
と

い
う
窮
迫
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
現
存
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
自
殺
意
思
よ
り
も
限
定
的

に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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も
う
ひ
と
つ
は
、
安
楽
死
は
通
例
と
し
て
医
師
│
患
者
│
患
者

関
係
の
も
と
で
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
言
う
ま

で
も
な
く
医
事
関
係
法
に
基
づ
い
た
法
律
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
患
者
の
自
由
か
つ
真
摯
な
死
へ
の
願
望
を
尊
重
し
て
安
楽
死

を
実
施
し
た
医
師
へ
の
法
的
評
価
を
、
こ
の
法
律
関
係
の
も
と
で

そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
断
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
医
師
と
し
て
も
そ
の
行
為
が
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と

い
う
確
信
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
法
的
保
障
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
情
か
ら
特
殊
安
楽
死
の
場
合
で
は
、
そ
の
行
為
を

「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
に
属
す
る
と
見
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、

や
は
り
刑
法
解
釈
論
的
に
は
そ
の
正
当
化
を
何
ら
か
の
仕
方
で
根

拠
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
訳
者
は
い
ま
や
、
こ
れ
を
同
意
原
理

と
緊
急
避
難
原
則
に
よ
っ
て
こ
の
根
拠
づ
け
を
試
み
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
訳
者
は
、
一
九
七
五
年
四
月
に
は
じ
め
て
カ
ウ
フ

マ
ン
先
生
が
そ
の
所
長
と
し
て
主
宰
す
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
哲

学
お
よ
び
法
情
報
学
研
究
所
（Institut

fü r
R

echtsphilosophie

und
R

echtsinform
atik

an
der

R
udw

ig
-

M
axim

ilian

U
niversitä t

M
ü nchen

）
で
客
員
研
究
員
と
し
て
在
外
研
究
を
開

始
し
、
一
九
九
八
年
の
同
研
究
所
に
お
け
る
在
外
研
究
を
終
え
る

ま
で
長
短
期
合
わ
せ
て
四
年
間
も
同
研
究
所
に
滞
在
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
後
掲
の
ノ
イ
マ
ン
の
追
悼
文
で

的
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
と

い
う
寛
容
に
満
ち
た
人
格
、
単
な
る
ド
グ
マ
を
排
し
「
考
え
ら
れ

た
も
の
を
つ
き
つ
め
て
考
え
抜
く
」
と
い
う
、
そ
の
師
グ
ス
タ

フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
か
ら
受
け
継
が
れ
た
深
遠
な
学
問
的
精
神
、

そ
し
て
単
な
る
研
究
の
場
を
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
狭
い
専
門
分
野

と
テ
ー
マ
を
超
え
た
国
際
的
な
広
が
り
を
も
つ
人
間
的
な
交
わ
り

が
醸
し
出
す
雰
囲
気
に
魅
了
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
研
究

所
で
の
忘
れ
が
た
い
諸
々
の
体
験
を
交
え
な
が
ら
カ
ウ
フ
マ
ン
先

生
の
半
世
紀
以
上
に
も
お
よ
ぶ
学
問
的
・
人
間
的
人
生
行
路
を
語
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る
に
は
、
こ
こ
は
そ
の
場
所
で
は
な
い
。「『
刑
罰
的
正
義
』

―

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
刑
法
哲
学
の
軌
跡
」
と
で
も
題

す
べ
き
筆
者
か
ら
見
た
先
生
の
学
問
的
生
涯
の
叙
述
は
、
簡
潔
な

形
式
に
お
い
て
は
現
在
刊
行
中
の
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
の
日
本

語
版
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
記
載
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
的

に
価
値
の
あ
る
伝
記
風
の
表
現
形
式
と
し
て
は
、
今
後
数
年
間
を

要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
後
掲
の
ノ
イ
マ
ン
の
簡
に
し
て

要
を
得
た
追
悼
文
を
も
っ
て
代
当
す
る
ほ
か
は
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
訳
者
は
こ
れ
ま
で
訳
者
自
身
の
そ
の
つ
ど

の
テ
ー
マ
の
探
求
と
平
行
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
の
著
作
物
の
多

く
を
日
本
語
に
訳
し
続
け
て
き
た
。
本
誌
一
三
二
号
（
一
九
七
四

年
五
月
刊
行
）
に
搭
載
さ
れ
た
「
行
為
の
存
在
論
的
構
造

―
人

格
的
行
為
論
序
説

―
」
か
ら
始
ま
り
、
本
誌
二
八
〇
号
（
二
〇

〇
一
年
一
一
月
））
に
搭
載
さ
れ
た
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
に
至

る
ま
で
そ
の
数
は
二
六
本
に
も
及
ぶ
。
単
行
本
と
し
て
の
翻
訳
刊

行
に
か
か
わ
っ
た
も
の
を
年
代
順
に
挙
げ
れ
ば
、『
法
哲
学
と
刑

法
学
の
根
本
問
題
』（
宮
澤
浩
一
監
訳
、
一
九
八
六
年
、
成
文
堂
）、

『
正
義
と
平
和
』（
竹
下
賢
監
訳
、
一
九
九
〇
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
）、『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
』（
上
田
健
二
監
訳
、
第
一
版
一
九

九
三
年
、
第
二
版
一
九
九
九
年
、
成
文
堂
）、『
法
・
人
格
・
正
義
』

（
上
田
健
二
・
竹
下
賢
・
西
野
基
継
編
訳
、
一
九
九
六
年
、
昭
和

堂
）、『
法
概
念
と
法
思
考
』（
二
〇
〇
一
年
、
昭
和
堂
）、『
法
哲

学
　
第
二
版
』（
近
刊
予
定
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
と
い
う
よ
う

に
五
冊
に
な
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
の
著
作
物
の
こ
う
し
た
翻
訳

作
業
も
こ
こ
に
掲
載
す
る
二
つ
の
死
後
刊
行
論
文
の
訳
出
を
も
っ

て
一
応
の
終
結
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
思
え
ば
、
感
慨
も
一
入
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
が
ご
存
命
中
に
著
さ
れ
た

そ
の
著
作
物
の
膨
大
な
数
量
か
ら
す
る
と
、
訳
出
公
刊
し
て
き
た

の
は
、
い
ず
れ
も
学
問
的
に
高
い
価
値
が
あ
り
、
ま
た
わ
が
法
哲

学
会
と
刑
法
学
会
に
大
い
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
ば
か
り
で

あ
る
と
は
い
え
、
い
ま
だ
そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
何

し
ろ
、
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
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追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
二
（
一
五
九
四
）

ン
古
稀
記
念
論
集
（Strafgerechtigkeit:

F
estschrift

fü r

A
rthur

K
aufm

ann
zum

70.
G

eburtstag/hrsg.
von

F
ritjof

H
aft,

W
infried

H
assem

er,
U

lfrid
N

eum
ann,

W
olfgang

Schild,U
lrich

Schrot,1993
C

.F
.M

ü ller
Juristischer

V
erlag

G
m

bH
,

H
eidelberg

）
の
巻
末
八
五
五
頁
以
下
の
著
作
目
録
に
搭

載
さ
れ
て
い
る
先
生
の
七
〇
歳
に
至
る
ま
で
の
全
著
作
数
だ
け
で

も
、
１．

単
行
刊
行
物
は
三
七
本
、
２．

編
集
な
い
し
は
共
同
編

集
し
た
著
作
物
は
二
四
編
、
３．
論
集
へ
の
寄
稿
論
文
は
九
八
本
、

４．

諸
々
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
論
文
が
九
二
本
、
５．

評
論
と
判

例
批
評
が
三
六
本
、
６．

祝
辞
、
追
悼
文
、
回
想
記
が
一
三
本
、

７．

雑
録
が
六
四
本
に
も
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
の
「
人
格
的
」
法
哲

学
の
総
決
算
と
も
称
す
べ
き
最
晩
年
の
三
冊
の
大
著

G
rundploblem

e
der

R
echtsphilosophie:E

ine
E

infü hrung
in

das
R

echtsphilosophische
D

enken,
1994,

C
.

H
.

B
eck’sche

V
erlagsbuchhandlung

M
ü nchen;

R
echtsphilosophie

2.

ü berarbeitete
und

starkerw
eiterte

A
uf

L
age,

1977,
C

.

B
eck ’sche

V
erlagsbuchhandlung;

D
as

V
erfahren

der

R
echtsgew

innung:
E

ine
rationale

A
nalyse-D

eduktion.

Induktion.
A

bduktion.
A

nalogie.
D

ezition.
M

acht,
1999,

C
.

H
.

B
eck’sche

V
erlagsbuchhandlung

（
こ
れ
は
、
前
記
訳
書

『
法
概
念
と
法
思
考
』
の
附
と
し
て
抄
訳
さ
れ
て
い
る
）
は
そ
れ

以
降
に
、
つ
ま
り
は
七
〇
歳
か
ら
没
年
の
七
八
歳
ま
で
に
書
き
上

げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
戦

傷
に
よ
る
後
遺
症
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
苦
し
め
ら
れ
、
ま
た
晩
年

に
は
糖
尿
病
の
合
併
症
と
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
発
症
で
入
退
院

を
繰
り
返
す
と
い
う
過
酷
き
わ
ま
る
闘
病
生
活
の
日
々
（
訳
者
に

は
そ
の
つ
ど
の
症
状
が
具
体
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
）
の
な
か
で

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
え
ば
、
そ
の
精
神
力
の
強
靭
さ

と
燃
え
上
が
る
よ
う
な
真
理
探
究
の
情
熱
に
は
、
た
だ
た
だ
驚
嘆

さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
著
作
物
が
新
た
に
刊

行
さ
れ
る
毎
に
間
を
置
か
ず
し
て
訳
者
に
も
届
け
ら
れ
て
お
り
、



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
三
（
一
五
九
五
）

そ
の
つ
ど
礼
状
に
感
想
文
お
よ
び
、
時
と
し
て
質
問
文
を
書
き
加

え
て
返
礼
と
し
て
き
た
が
、
訳
者
の
質
問
に
は
郵
送
後
二
週
間
以

内
に
は
ほ
ぼ
確
実
に
懇
切
丁
寧
な
解
答
が
帰
っ
て
き
た
（
こ
の
種

の
往
復
書
簡
は
い
ま
や
一
冊
の
フ
ァ
イ
ル
を
満
た
し
て
い
る
）
こ

と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
を
想
え
ば
、
他
者
の
人
格
と

そ
の
自
己
表
現
を
つ
ね
に
最
大
限
に
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
に

は
、
ま
さ
に
カ
ウ
フ
マ
ン
先
生
自
身
の
尊
厳
に
満
ち
た
人
格
と
人

間
的
な
思
い
遣
り
の
深
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
生
の
「
人
格
的
」
法
哲
学
の
総
括
概
念
と
も
称
す
べ

き
「
寛
容
の
原
理
」
は
、
ま
さ
に
カ
ウ
フ
マ
ン
と
い
う
人
物
と
そ

の
生
活
実
践
か
ら
迸
り
出
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
え
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
以
下
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
死
後

刊
行
論
文
の
内
容
の
有
し
て
い
る
意
義
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
言
及

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
論
文
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い

ず
れ
も
「
人
間
」、「
人
格
」、「
尊
厳
」、「
生
と
死
」
と
い
っ
た
法

哲
学
上
の
根
本
概
念
が
高
度
に
技
術
化
さ
れ
た
現
代
社
会
の
な
か

で
い
か
に
規
定
さ
れ
、
法
は
こ
れ
ら
に
い
か
に
対
応
す
る
べ
き
か

と
い
う
、
普
遍
的
で
あ
る
と
と
も
に
現
代
社
会

―
す
な
わ
ち
、

カ
ウ
フ
マ
ン
が
そ
う
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
「
多
元
的
な
危
険
社
会
」

―
に
特
有
の
根
本
問
題
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
は
じ
め
の
論
文
で
は
人
の
生
命
の
始
期
と
終
期
に
生
ず
る

諸
々
の
問
題
が
、
二
番
目
の
論
文
で
は
も
っ
ぱ
ら
生
命
の
萌
芽
期

に
、
そ
れ
も
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
ヒ
ト
生
命
体
へ
の
適
用
に
、

い
わ
ば
「
生
命
の
産
出
」
に
か
か
わ
る
諸
々
の
問
題
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
人
格
的
」
法
哲
学

の
中
枢
問
題
と
し
て
重
要
な
位
置
価
値
を
有
し
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
早
く
か
ら
個
別
問
題
と
し
て
数
多
く
の
著
作
物
を
通
し
て
探
求

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
二
論
文
は
、
そ
れ
ら
の
な
か

で
獲
得
さ
れ
た
思
考
枠
組
み
を
簡
潔
な
表
現
形
式
に
お
い
て
再
現

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
カ
ウ
フ
マ
ン
の
こ
の
領
域
で
の



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
四
（
一
五
九
六
）

「
精
神
的
遺
産
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
後
進
の
研
究
者
の
た
め

に
、
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
は
未
来
の
人
類
の
安
寧
の
た
め
に
書

き
遺
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

は
じ
め
の
論
文
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
人
の
生
命
の
始
期
に

か
か
わ
る
諸
々
の
問
題
の
う
ち
、
妊
娠
中
絶
法

、
、
、
、
、

を
ど
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、

改、

革、
す
べ
き
か

、
、
、
、

は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
人
格
的
」
法
哲
学
に
あ
っ
て

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
主
要
な
関
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
こ
の
問
題
に
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
携
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ

に
関
す
る
纏
っ
た
論
文
と
し
て
す
で
に
一
九
七
二
年
に
「
法
的
に

自
由
な
領
域
と
自
己
答
責
的
決
断

―
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
即
し

て

―
」
（R

echtsfreier
R

aum
und

eigenverantw
ortliche

E
ntscheidung

-
D

argestellte
am

P
roblem

des

Schw
angerschaftsabbruches

-,
in:

F
estschrift

fü r
R

einhard

M
aurach

zum
70.

G
eburtstag,

herausgegeben
von

F
riedrich

-
C

hristian
Schroeder

u.a.1972,S.327
ff.,auch

in:
A

rthur
K

aufm
ann,

Strafrecht
zw

ischen
G

estern
und

M
orgen

-
A

usgew
ä hlte

A
ufsä tze

und
V

orträ ge,
1983,

S.

147ff.

﹇
山
中
敬
一
訳
・
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健

二
監
訳
）『
転
換
期
の
第
　
刑
法
哲
学
第
二
版
』（
一
九
九
九
年
、

成
文
堂
）
七
六
頁
以
下
所
収
﹈）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
胎
児
の
生
命
価
値
は
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
人
の
そ
れ
と
は

質
的
に
異
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
相
応
の
法
的
保
護
を
必
要
と
し

て
い
る
と
い
う
、
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
確
立
さ
れ

た
「
生
命
の
等
価
性
原
理
」（B

V
erfG

E
88,293

ff.

そ
の
上
田
健

二
・
浅
田
和
茂
に
よ
る
訳
・
要
約
と
し
て
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁

判
所
第
二
次
妊
娠
中
絶
判
決
の
概
要
」
同
志
社
法
学
二
三
三
号
一

七
五
頁
以
下
参
照
）
に
立
脚
し
て
妊
娠
中
絶
の
適
用
事
由
は
、
母

と
子
の
生
命
が
衝
突
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
生
命
適
応
事
由
は
別

と
し
て
も
、
刑
事
学
的
、
優
生
学
的
―
胎
児
病
性
的
お
よ
び
社
会

的
適
応
事
由
が
正
当
化
事
由
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
説
得
的
に

論
証
さ
れ
た
う
え
で
、
と
り
わ
け
窮
迫
状
態
に
陥
っ
て
中
絶
を
決

意
し
た
妊
婦
の
行
為
は
違
法
で
も
適
法
で
も
な
く
、
カ
ウ
フ
マ
ン



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
五
（
一
五
九
七
）

自
身
が
独
自
に
根
拠
づ
け
た
、
い
わ
ゆ
る
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」

に
属
し
、
そ
れ
に
は
「
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
法
的
効
果

が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
し
か
し
、
ド
イ

ツ
で
も
わ
が
国
で
も
批
判
的
見
解
が
多
く
（
こ
の
論
争
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
拙
稿
「
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶
は
な
ぜ
『
禁
じ
ら
れ
て

い
な
い
』
の
か
」
上
田
健
二
『
生
命
の
刑
法
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
三
九
頁
以
下
を
参
照
）、
カ
ウ
フ
マ
ン
自

身
も
ま
た
後
に
、
先
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
次
妊
娠
中
絶
判
決

を
前
に
し
た
一
九
九
二
年
に
『
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶

―
違
法
か
、

適
法
か
、
そ
れ
と
も
何
か
』（Strafloser

Schw
angerschaftsab-

bruch:
rechtsw

idrig,
rechtsm

äß ig,
oder

w
as?,

in:
JZ

1992,

S.
981

ff.

﹇
上
田
健
二
訳
・
前
掲
訳
書
百
二
頁
以
下
﹈）
と
い
う

論
文
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
決
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁

判
所
も
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
カ
ウ
フ
マ
ン
の
提
案
に
は
与
せ
ず
、

ま
た
第
二
次
妊
娠
中
絶
判
決
に
立
脚
し
て
一
九
九
五
年
に
再
び
成

立
し
て
現
行
妊
娠
中
絶
法
に
な
っ
た
「
妊
婦
お
よ
び
家
族
援
助
法
」

(D
as

Schw
ä ngeren-

und
F

am
ilienhilfegesetz

(SF
H

Ä
G

).

上

田
健
二
・
浅
田
和
茂
に
よ
る
そ
の
訳
文
「
ド
イ
ツ
妊
娠
中
絶
法

―
『
妊
婦
お
よ
び
家
族
援
助
法
』
と
そ
の
理
由
書

―
」
同
志

社
法
学
二
四
六
号
四
七
三
頁
以
下
参
照
）
で
も
、
そ
の
第
二
一
八

条
ａ
で
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶
が
二
つ
の
範
疇
に
分
類
さ
れ
、
新
た

に
構
想
さ
れ
た
医
学
的
＝
社
会
的
適
用
事
由
お
よ
び
新
設
の
刑
事

学
的
適
用
自
由
は
「
違
法
で
な
い
」
と
さ
れ
、
葛
藤
相
談
後
に
医

師
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
受
胎
後
一
二
週
以
内
に
実
施
さ
れ
る
妊

娠
中
絶
に
は
刑
法
第
二
一
八
条
（
妊
娠
中
絶
の
原
則
的
処
罰
）
の

「
構
成
要
件
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
」
と
い
う
、
カ
ウ

フ
マ
ン
の
構
想
と
は
異
な
る
独
自
の
法
的
効
果
が
付
与
さ
れ
て
い

る
（
そ
の
訳
者
に
よ
る
刑
法
解
釈
論
に
つ
い
て
は
、
上
田
健
二

「
ド
イ
ツ
新
妊
娠
中
絶
法
の
刑
法
解
釈
論
」
前
掲
『
生
命
の
刑
法

学
』
六
五
頁
以
下
を
見
よ
）。
不
処
罰
の
妊
娠
中
絶
は
法
的
に
自

由
な
領
域
に
属
す
る
と
い
う
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
は
、
こ
う
し
て

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
も
立
法
者
に
も
受
け
容



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
六
（
一
五
九
八
）

れ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
不
処
罰
の
妊
娠

中
絶
は
決
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
が
、
さ
り
と
て
窮
迫
状
態
に
陥

っ
て
や
む
な
く
中
絶
を
決
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
婦
人
に
法
の

立
場
か
ら
違
法
行
為
者
と
い
う
烙
印
を
押
す
の
は
い
か
に
も
非
人

間
的
で
あ
る
と
い
う
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
法

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
あ
の
見
方
、
す
な
わ
ち
彼
の
法
哲
学
上
の

文
献
に
お
い
て
随
所
に
見
ら
れ
る
、「
法
は
人
間
の
た
め
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
法
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
」、「
法
は

人
間
に
相
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
か
ら
の

帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
彼
の
法
哲
学
全
体
を
締
め
括
る
、

い
わ
ば
唯
一
最
高
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
寛
容
の
原
理
」

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
総
括
的
に
、
前
掲
『
法
哲
学
　
第
二
版
第
二

〇
章
参
照
）
の
ひ
と
つ
の
派
生
的
要
請
で
あ
る
こ
と
が
見
過
ご
さ

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
の
見
解
を
正
当
に
評
価
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
論
文
の
後
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
生
命
の
終
期
に
か
か
わ

る
諸
問
題
、
と
り
わ
け
自
殺
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
し
た
安
楽
死
に

つ
い
て
の
カ
ウ
フ
マ
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
の
内
容
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
は
、
訳
者
は
、
す
で
に
一
九
七
三
年
に
公
表
さ
れ
て
い

る

論

文

、

E
uthanasie

-
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-
T

ö tung
auf

V
erlangen,

in:
F

estschrift
fü r

Schigem
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70.

G
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auch
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M

edizinrecht,
1983;

auch
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A
rthur

K
aufm

an,
Strafrecht

zw
ischen

G
estern

und

M
orgen.

A
usgew

ä hlte
A

ufsä tze
und

V
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1985,
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137
ff.

﹇
上
田
健
二
訳
「
安
楽
死
・
自
殺
・
嘱
託
殺
人
」
宮
澤
浩

一
監
訳
『
法
哲
学
と
刑
法
学
の
根
本
問
題
』（
一
九
八
六
年
、
成

文
堂
）
一
三
一
頁
以
下
所
収
﹈
と
の
関
連
で
前
掲
論
文
「
西
欧
法

文
化
の
日
本
化
の
例
と
し
て
の
日
本
に
お
け
る
臨
死
介
助
」
で
言

及
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
内
容
を
概
略
的
に
紹
介
し
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
論
文
の
眼
目
は
既
述
の
よ
う
に
、
第
一
に
、

明
治
以
降
に
西
欧
の
法
文
化
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
の
、
そ
れ
ま
で

は
日
本
に
お
け
る
普
遍
的
な
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
に
よ
っ
て
基
本



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
七
（
一
五
九
九
）

的
に
規
定
さ
れ
た
日
本
人
に
固
有
の
死
生
観
は
死
を
忌
み
嫌
う
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
―
―
西
欧
の
伝
統
的
な
法
文
化
と
は
全

く
異
な
っ
て

―
自
殺
を
罪
悪
と
み
な
す
法
文
化
を
全
く
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
切
腹
と
か
心
中
と
い

う
形
を
と
っ
た
自
死
に
は
日
本
人
は
つ
ね
に
同
情
と
共
感
の
念
を

共
有
し
続
け
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
死
と
死
に
ゆ
く
こ

と
に
つ
い
て
の
法
哲
学
的
に
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
カ
ウ
フ
マ

ン
見
方
と
は
、
少
な
く
と
も
心
情
的
に
通
低
し
て
い
る
こ
と
、
日

本
に
お
い
て
明
治
以
降
に
お
い
て
自
殺
が
罪
悪
視
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
そ
の
関
与
が
犯
罪
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
国
民
か
ら
自
死
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

よ
う
と
し
た
国
家
主
義
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
、
豊
富

な
史
料
に
基
づ
い
て
比
較
法
文
化
史
的
に
実
証
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
第
二
に
、
人
格
と
し
て
の
人
間
に
固
有
の
自
死
へ
の

本
来
的
な
権
利
を
奪
還
す
る
こ
と
に
こ
そ
、「
成
熟
し
た
市
民
」

と
し
て
の
人
間
が
、
自
己
が
人
格
と
し
て
の
自
己
実
現
を
可
能
に

す
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
れ
を
法
哲
学
的
に
論
証
す
る
論
拠
と
し
て

は
カ
ウ
フ
マ
ン
が
根
拠
づ
け
た
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
の
理
論

以
外
に
は
全
く
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
示

唆
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
比
較
法
制
史
的

な
観
点
に
重
点
を
置
い
た
こ
の
テ
ー
マ
を
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
こ
れ
を
刑
法
解
釈
論
的
に
も
そ
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
た
め

に
訳
者
が
い
ま
一
度
作
成
し
た
の
が
、
自
殺
の
倫
理
的
お
よ
び
法

的
問
題
を
扱
っ
た
日
本
語
に
よ
る
論
文
「
自
殺

―
違
法
か
、
適

法
か
、
そ
れ
と
も
何
か
」（『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

第
二
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
後
に
前
掲
書
『
生

命
の
刑
法
学
』
三
三
二
頁
以
下
に
搭
載
）
で
あ
る
。
本
誌
本
号
冒

頭
の
論
文
「
人
格
の
そ
の
死
を
求
め
る
権
利
」
は
、
自
殺
に
つ
い

て
の
こ
の
見
方
を
、
さ
ら
に
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
人
格
的
」
法
哲
学

全
体
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
「
寛
容
の
原
理
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ

け
よ
う
と
し
た
ひ
と
つ
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
自
殺
を
こ
の
よ
う
に
違
法
で
も
適
法
で
も
な
く
、



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
八
（
一
六
〇
〇
）

「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
に
属
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
関
与
行

為
、
さ
ら
に
は
要
求
に
基
づ
く
殺
人
を
刑
罰
の
も
と
に
置
く
処
罰

規
定
の
法
と
し
て
の
妥
当
根
拠
が
当
然
に
疑
問
視
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
自
殺
関
与
も
同
意
殺
人
も
同
様
に
刑
罰
の
も
と
に
お

い
て
い
る
わ
が
刑
法
第
二
〇
二
条
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
第

二
一
六
条
は
要
求
に
基
づ
く
殺
人
し
か
処
罰
の
対
象
に
し
て
い
な

い
。
し
か
し
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
殺
関
与
と
要
求
に
基
づ

く
殺
人
と
の
間
に
は
倫
理
的
に
見
て
い
か
な
る
価
値
的
差
異
も
存

在
し
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
を
処
罰

す
る
根
拠
も
当
然
に
失
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
安
楽
死
問
題
に
つ

い
て
も
た
ら
す
帰
結
は
、
従
来
の
論
争
状
態
に
対
し
て
決
定
的
な

転
換
点
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
あ
る
医
師
も
し
く
は
第
三
者

（
近
親
者
、
看
護
人
）
が
患
者
の
自
由
か
つ
真
摯
な
願
望
に
基
づ

い
て
延
命
処
置
を
中
断
も
し
く
は
開
始
し
な
か
っ
た
場
合
で
は
、

原
則
的
に
は
法
的
に
自
由
な
行
為
へ
の
関
与
と
い
う
こ
と
で
犯
罪

に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
関
与

者
の
行
為
も
法
的
に
自
由
な
行
為
に
属
す
る
と
見
る
こ
と
に
は
い

く
つ
か
の
疑
問
点
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
安
楽
死
問
題
に
関
し
て
は
、「
死
に
ゆ
く

者
の
明
示
的
な
要
求
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
行
為

が
可
罰
性
か
ら
除
外
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
…
…
さ
ら
に
、
単
な
る
推
定
的
意
思
で
は
十
分
で
は
有

り
得
ず
、
た
と
え
ば
あ
る
医
師
が
、
無
意
識
状
態
に
あ
る
重
傷
者

は
失
外
套
症
候
群
患
者
と
し
て
生
き
延
び
た
い
と
は
思
っ
て
い
な

い
と
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
い
か
な
る
医
師

も

―
そ
し
て
他
の
何
人
も

―
あ
る
患
者
の
生
命
に
な
お
価
値
、
、

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
方
向
へ
向
け
て

あ
れ
こ
れ
と
考
慮
を
め
ぐ
ら
す
の
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
人

の
生
命
の
価
値
を
顧
慮
し
た
そ
の
い
っ
さ
い
の
相
対
化
は
、
奈
落

へ
向
け
て
の
第
一
歩
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
そ

の
生
涯
を
通
じ
て
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
っ
た
（
後
掲
訳
文
二
二

一
頁
）。
こ
の
確
信
的
態
度
の
背
後
に
は
、
精
神
障
害
者
そ
の
他



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
一
九
九
（
一
六
〇
一
）

の
「
厄
介
者
」
を
国
家
か
ら
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

時
代
に
お
け
る
「
安
楽
死
」
計
画
と
そ
の
大
々
的
な
実
施
と
い
う

歴
史
的
経
験
（
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
上
田
健
二
・
前
掲

『
生
命
の
刑
法
学
』
一
七
六
頁
以
下
を
見
よ
）
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
不
動
の
前
提
と
し
て
訳
者
も

ま
た
、
二
〇
〇
二
年
五
月
二
三
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
龍
谷
大

学
で
開
催
さ
れ
た
日
独
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
遺
伝
子
工
学
時
代

に
お
け
る
法
と
倫
理
」
で
の
前
掲
研
究
報
告
「
消
極
的
臨
死
介
助

と
積
極
的
臨
死
介
助
と
の
法
的
区
別
に
対
す
る
生
命
倫
理
上
の
評

価

」

（

B
ioethische

B
eurteilung

der
rechtlichen

U
nterscheidung

zw
ischen

nagativen-
und

akutiven

Sterbehilfe

）（
こ
れ
は
、
他
の
研
究
報
告
と
と
も
に
近
く
日
独
で

同
時
刊
行
さ
れ
る
）
に
お
い
て
臨
死
介
助
を
消
極
的
な
そ
れ
と
積

極
的
な
そ
れ
に
法
的
に
区
別
し
、
前
者
は
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ

る
が
、
後
者
は
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
通
説
的
見
解
を
批
判
的
に

検
討
し
、
こ
の
区
別
基
準
の
妥
当
性
は
あ
く
ま
で
原
則
的
な
も
の

で
あ
り
、
生
命
倫
理
の
観
点
か
ら
は
し
か
し
、
個
別
具
体
的
な
状

況
に
よ
っ
て
は
後
者
も
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
、
そ

れ
ゆ
え
こ
の
領
域
に
最
高
原
則
は
「
患
者
の
意
思
こ
そ
最
高
の
法

（V
olenti

non
fit

iniuria

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
さ
い
行

為
の
客
観
的
な
形
態
の
相
異

―
作
為
か
不
作
為
か

―
は
副
次

的
な
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
こ
と
を
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お

け
る
最
近
の
判
例
分
析
を
通
じ
て
詳
細
に
論
証
し
た
。

「
人
間
は
何
を
人
間
に
負
っ
て
い
る
か
」
と
題
す
る
後
掲
の
第

二
論
文
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
生
命
工
学
と
生
命
倫
理
」
と
い
う
問

題
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
は
、
人
の
生
命
の
侵
害
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
創
造
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
で
は
世
界
的
に
広
が
る
遺
伝
子
工
学
の
急
激
な
発
達
に
対

応
し
て
、
す
で
に
八
〇
年
代
の
は
じ
め
頃
か
ら
倫
理
学
者
や
法
学

者
に
よ
る
集
中
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
ヒ
ト
は
い
つ

人
に
な
る
の
か
」、「
胚
に
も
人
と
し
て
の
人
格
的
属
性
が
帰
属
す



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
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論
文
と
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フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
〇
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一
六
〇
二
）

る
の
か
」
と
い
っ
た
問
題
は
「
人
格
的
」
法
哲
学
の
根
幹
に
触
れ

る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
カ
ウ
フ
マ
ン
も
こ
の
議
論
が

開
始
さ
れ
た
当
初
か
ら
積
極
的
に
討
議
に
参
加
し
、
数
多
く
の
関

連
著
作
物
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
最
初
の
包
括
的
な
論

文
が
、「
縛
を
解
か
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

―
法
的
な
視
点
か
ら

見
た
人
類
遺
伝
学
と
生
殖
技
術
の
問
題

―
」（D

er
entfesselte

P
rom

eteus:F
ragen

der
H

um
angenetik

und
F

ortpflanzungs-

technologien
aus

rechtlicher
Sicht,

in:
G

entechnologie:

C
hancen

und
R

isiken
B

d.
3,

G
enforschung

-
F

lucht
oder

Segen?,hrsg.von
R

einer
F

lö hl,M
ü nchen

1985,S.259
ff.,

auch
in:

A
lbin

E
ser,

R
echt

und
M

edizin,
W

ege
der

F
orschung,

B
d.

650,
D

arm
stadt

1990,
S.

300
ff.

﹇
竹
下
賢

訳
・
ア
ル
ト
ウ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
監
訳
）『
転
換

期
の
第
刑
法
哲
学
　
第
一
版
』（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
三
〇

六
頁
以
下
所
収
﹈）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
イ
オ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
革
命
が
人
類
の
未
来
社
会
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
重
大

な
影
響
を
先
取
り
し
て
あ
ら
か
じ
め
法
規
制
、
と
り
わ
け
刑
法
上

の
禁
止
規
定
を
置
く
こ
と
の
意
味
と
妥
当
性
が
問
題
と
さ
れ
、
た

と
え
ば
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
立
し
た
胚
保
護
法
（G

esetz

zum
Schutz

von
E

m
bryonen

（E
m

bryonenschutzgesetz

）

vom
13.

12.
1990.

そ
の
浅
田
和
茂
に
よ
る
訳
と
し
て
前
掲
訳
書

三
七
〇
頁
以
下
を
見
よ
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
処
罰
規
定
を
設
け

る
こ
と
は
、
刑
法
が
有
す
べ
き
補
充
性
原
理
か
ら
も
、
そ
の
有
効

性
の
見
地
か
ら
も
疑
問
視
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
討
議
倫
理
学
に
基
づ

い
た
実
践
的
な
討
議
を
通
し
て
生
命
倫
理
上
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

獲
得
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
支
配
す
べ
き
原
理
と

し
て
次
の
六
つ
の
も
の
が
提
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
、
各
人

に
は
各
人
の
も
の
を
帰
属
さ
せ
よ
と
す
る
原
理
、
二
、
黄
金
律
、

三
、
定
言
命
法
、
四
、
公
正
原
理
、
五
、
責
任
原
理
、
六
、
寛
容

原
理
で
あ
る
。

こ
の
基
本
構
想
を
さ
ら
に
生
命
倫
理
の
全
般
的
な
視
点
の
も
と

に
根
底
的
か
つ
詳
細
に
裏
づ
け
た
の
が
、
一
九
八
七
年
八
月
二
〇



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
一
（
一
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〇
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日
か
ら
二
六
日
に
か
け
て
神
戸
で
開
催
さ
れ
た
「
第
一
三
回
法
お

よ
び
社
会
哲
学
国
際
大
会
」
で
の
基
調
報
告
を
、
後
に
数
多
く
の

脚
注
と
拡
充
を
伴
っ
て
公
刊
さ
れ
た
「
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
法
哲
学
的
考
察

―
西
暦
二
千

年
代
を
前
に
し
て

―
」（R
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B
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an
der

Schw
elle

zum

dritten
Jahrtausend,in:

JZ
1987,S.837

ff.

﹇
上
田
健
二
・
竹

下
賢
と
し
て
前
掲
訳
書
『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
　
第
二
版
』
二
九

一
頁
以
下
所
収
﹈
で
あ
る
。
生
命
倫
理
の
現
代
的
な
課
題
が
、
人

間
に
な
し
得
る
こ
と
が
人
間
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

可
能
が
許
容
を
上
回
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
今
日
の
技
術
社
会
に
あ

っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
、
人
倫
の
世
界
を
支
配
す
る
カ
ン
ト
の
普

遍
的
な
定
言
命
法
に
も
相
応
す
る
よ
う
な
、
未
来
社
会
の
た
め
の

定
言
命
法
を
確
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
今
日
の
最
高
度
に
技

術
化
さ
れ
た
社
会
の
様
々
な
状
況
に
即
応
し
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ

た
後
に
、
そ
の
論
証
方
法
の
方
向
性
が
こ
こ
で
指
し
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
倫
理
や
法
と
い
っ
た
規
範
的
な
領
域
に
お
い
て
は
、

い
か
に
し
て
理
性
的
に
論
証
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
カ
ウ

フ
マ
ン
は
夙
に
、
討
議
倫
理
学
と
真
理
理
論
を
統
合
し
た
「
正
義

の
手
続
き
理
論
」
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一

九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
正
義
の
手
続
き
理
論
』
（A

rthur

K
aufm

ann,P
rozedurale

T
heorie

der
G

erechtigkeit.V
erlag

der
B

ayerichen
A

kadem
ie

der
W

issenschaften,
M

ü nchen,

1989.

﹇
上
田
健
二
訳
・
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健

二
・
竹
下
賢
・
長
尾
孝
雄
・
西
野
基
継
編
訳
『
法
・
人
格
・
正

義
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
）
一
三
九
頁
以
下
所
収
、
な
お
、

本
書
所
収
の
論
文
の
す
べ
て
が
こ
の
テ
ー
マ
と
関
連
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
上
田
健
二
「
Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の

『
正
義
の
手
続
き
理
論
』」
八
木
鉄
男
・
深
田
三
徳
『
法
を
め
ぐ
る

人
と
思
想
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一
年
）
二
二
九
頁
以

下
を
見
よ
。
な
お
、A

rthur
K

aufm
ann,

R
echtsphilosophie

2.



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
二
（
一
六
〇
四
）

A
ufl.1997,S.287

ff.,

の
第
十
九
章
「
実
質
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ

た
正
義
の
手
続
き
理
論
」﹇
上
田
健
二
訳
・
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ

ウ
フ
マ
ン
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
同
志
社
法
学
二
八
〇
号
二
八
五

頁
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
が
総
括
的
に
分
か
り
や
す
く
纏
め
ら
れ
て

い
る
﹈）
に
お
い
て
全
面
的
な
展
開
を
見
る
。
こ
の
理
論
の
骨
子

を
ご
く
簡
潔
に
要
約
す
れ
ば
、
あ
る
規
範
的
な
討
議
に
お
い
て
真

理
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
理
想
的
な
発
話
状
況
が
す
で
に
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

討
議
参
加
者
の
専
門
知
識
と
経
験
に
、
そ
れ
ゆ
え
外
か
ら
討
議
に

持
ち
込
ま
れ
る
何
か
、
す
な
わ
ち
討
議
そ
の
も
の
と
は
一
致
し
て

い
な
い
あ
る
内
容
、「
テ
ー
マ
」
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
討
議
理
論
な
い
し
は
合

意
理
論
は
真
理
理
論
お
よ
び
正
当
性
理
論
と
し
て
の
役
割
を
演
ず

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
規
範
的
な

諸
科
学

―
倫
理
学
、
規
範
理
論
、
法
学

│
の
「
諸
対
象
」
は
、

カ
ウ
フ
マ
ン
の
手
続
き
理
論
に
あ
っ
て
は
決
し
て
実
体
で
は
な
く
、

関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
諸
々
の
関
係
の
調
和
体

と
し
て
理
解
さ
れ
た
人
格
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。

バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
で
は
、
こ
の
一
般
的
な
「
正
義

の
手
続
き
理
論
」
に
次
の
よ
う
な
特
殊
性
が
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
討
議
の
対
象
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
二
、
そ
れ
は
実
践
的
な
規
範
討
議
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
こ
で
は
つ
ね
に
複
数
の
「
是
認
で
き
る
」、「
納
得
の
ゆ
く
」、

「
辻
褄
が
合
っ
て
い
る
」
解
答
が
存
在
し
得
る
。
三
、
バ
イ
オ
エ

シ
ッ
ク
ス
の
領
域
に
お
け
る
諸
々
の
決
断
は
、
つ
ね
に
高
い
程
度

に
お
い
て
「
危
険
を
覚
悟
し
た
決
断
」
で
あ
る
。
四
、
こ
の
種
の

危
険
事
態
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
い
か
な
る
合
意
も
存
在
し
な

い
。
五
、
そ
れ
ゆ
え
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
に
お
い
て

は
、
単
に
消
極
的
な
観
点
に
お
い
て
の
み
、
単
な
る
相
対
的
な
確

実
性
が
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
「
寛
容
の
原
理
」
に
、
責
任
原

理
と
と
も
に
重
要
な
意
義
が
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
三
（
一
六
〇
五
）

人
類
の
未
来
社
会
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
「
多
元
的
な
危
険

社
会
」
に
お
い
て
支
配
す
べ
き
と
さ
れ
る
法
の
最
も
重
要
な
原
則

と
し
て
の
寛
容
原
理
に
つ
い
て
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
前
記
『
法
哲

学
　
第
二
版
』
の
執
筆
の
当
初
で
は
、
本
書
の
刊
行
後
に
は
文
字

通
り
こ
の
名
を
関
し
た
も
う
一
冊
の
著
書
を
書
き
上
げ
る
こ
と
を

企
図
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
既
述
の
よ
う
な
彼
の
健
康
上

の
理
由
か
ら
断
念
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼

は
、
そ
の
た
め
の
全
構
想
を
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
第
二
十
章
の

後
半
部
分
（R

echtsphilosophie,2.A
ufl.,a.a.O

.S.327
ff.

前

掲
上
田
訳
・
同
志
社
法
学
二
八
〇
号
三
六
八
頁
以
下
）
で
概
略
的

に
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
カ
ウ
フ
マ
ン
門
下
の
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
思
考
方
法
と
思
考
方
向
を
、
そ
の
つ

ど
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
寛

容
原
理
の
基
本
思
想
を
具
体
化
す
る
試
み
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
。
二
〇
〇
三
年
の
五
月
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
催
さ
れ
た
先
述
の

コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
は
、
国
際
的
な
広
が
り
の
も
と
で
の
そ
の
最
初
の

試
み
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
本
誌
本
号
掲
載

の
第
二
論
文
に
よ
っ
て
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
蹠
す
る
た

め
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
い
う
学
問
領
域
を
獲
得
す
る
た
め
の

基
本
的
な
指
導
原
理
を
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
精
神
的
遺
産
と
し
て
確

保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
が
繰
り
返
し
複
雑
な
、
端
数
な
し
に
は
割
り
切
れ
な
い

諸
々
の
疑
問
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
の
多
元
的
な
危
険
社
会
に
お

い
て
は
、
原
理
主
義
的
な
思
考
は
全
く
助
け
に
な
ら
ず
、
寛
容
が

人
類
の
ひ
と
つ
の
宿
命
的
な
問
題
で
あ
る
と
見
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン

は
そ
の
『
法
哲
学
　
第
二
版
』
の
巻
末
で
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
定
言

命
法
に
乗
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
異
例
に
長
い
訳
者
に

よ
る
は
し
が
き
を
締
め
括
る
こ
と
に
し
よ
う
。

汝
の
諸
々
の
行
為
の
諸
結
果
が
人
類
の
災
厄
の
最
大
限
に
可
能

な
回
避
も
し
く
は
減
少
と
折
り
合
え
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
四
（
一
六
〇
六
）

序
言

こ
の
論
考
は
、
私
が
一
九
八
六
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
行
っ
た
ひ

と
つ
の
報
告
に
遡
る
。
そ
れ
は
、
被
祝
賀
者
﹇
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク

シ
ン
﹈
と
討
議
し
、
彼
か
ら
私
自
身
の
仕
事
に
と
っ
て
貴
重
な
刺

激
を
受
け
た
多
く
の
機
会

―
私
は
と
く
に
「
対
案
作
業
グ
ル
ー

プ
」
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

―
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

は
、
私
の
諸
著
作
の
な
か
に
ロ
ク
シ
ン
の
思
想
財
が
流
れ
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
も
は
や
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
彼
の
記
念
論
集
へ
の
私
の
こ
の
論
考
に
つ
い

て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
に
は
知
ら
れ
て
い
る
個
人
的
な
諸
々
の

理
由
か
ら
、
私
が
爾
来
公
刊
さ
れ
て
い
る
刊
行
物
の
す
べ
て
を
私

が
消
化
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
最
近
の
状
態
に
限
っ
た
と
し
て

も
、
私
の
こ
の
論
考
に
乗
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
刊
行
物

は
、
そ
の
組
み
込
み
が
こ
の
祝
賀
論
集
に
許
さ
れ
て
い
る
紙
数
を

著
し
く
越
え
る
ほ
ど
に
途
方
も
な
く
多
い
。
こ
の
欠
損
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
の
論
考
を
公
刊
す
る
こ
と
に
し
た
の
に
は
、
私
は
、
と

り
わ
け
二
つ
の
理
由
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
第

一
に
、
私
に
見
ら
れ
る
限
り
で
は
、
私
の
見
解
の
重
大
な
変
更
を

私
に
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
間
、

ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
私

の
『
法
哲
学
』
第
二
版
に
は
多
く
の
関
連
文
献
の
他
に
、
本
論
考

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
に
つ
い
て
数
多
く
の
論
述
が
あ
る
と

一
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

生
命
の
法
的
保
護
の
相
対
化
？



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
〇
五
（
一
六
〇
七
）

い
う
こ
と
で
あ
る
。
準
備
さ
れ
て
い
る
第
三
版
に
は
他
の
文
献
が

付
け
加
わ
る
。

し
か
し
、
法
律
上
の
諸
規
定
に
つ
い
て
は
、
私
は
本
論
考
を
現

実
に
合
わ
せ
た
。

Ⅰ

絶
対
的
な
生
命
保
護
と
い
う
原
則

大
多
数
の
文
化
国
家
に
お
け
る
の
と
同
様
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
に
お
い
て
も
、
何
人
も
誕
生
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
生
命
、
、

へ
の
、
、

権
利
、
、

と
い
う
も
の
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
で
生
存
能
力
、
健

康
、
老
弱
、
さ
ら
に
は
生
命
価
値
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
原
則
が
妥
当
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
憲
法
（
基
本
法
第
二

条
第
二
項
）
に
、
刑
法
（
第
二
一
一
条
以
下
）
に
、
そ
し
て
医
の

倫
理
に
も
根
を
下
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
絶
対
的
な
」
生
命
保
護
は
、
生
物
学
と
医
学

が
人
の
生
命
の
「
自
然
な
」
開
始
と
「
自
然
な
」
終
末
を
「
人
工

的
な
」
諸
処
置
に
よ
っ
て
操
作
す
る
こ
と
が
い
ま
だ
で
き
な
か
っ

た
限
り
で
の
み
、
比
較
的
問
題
を
は
ら
ん
で
い
な
か
っ
た
。
と
り

わ
け
生
命
を
人
為
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
か
な
り
長
期

間
に
わ
た
っ
て
さ
え
、
延
引
す
る
可
能
性
が
医
師
を
し
て
、
彼
は

延
命
の
た
め
に
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
諸
処
置
が
患
者

の
苦
痛
の
引
き
伸
ば
し
に
導
く
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
医

療
‐
技
術
的
に
可
能
で
あ
れ
ば
す
べ
て
を
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
と
い
う
疑
問
の
前
に
立
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
し
て
い
る
。

と
く
に
集
中
医
療
に
お
け
る
展
開
が
、
複
数
の
生
存
可
能
な
負
傷

者
の
な
か
か
ら
使
用
可
能
な
蘇
生
装
置
ま
た
は
臓
器
提
供
者
の
数

が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
医
師
は
全
員
を
救
助
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
、
彼
は
場
合
に
よ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
選
択
を
さ
え

強
い
ら
れ
る
こ
と
へ
と
導
い
て
も
い
る
。
こ
こ
に
、
人
の
生
命
は

つ
ね
に
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
原
理
は
す
で
に
破
ら
れ
て
い
る（
１
）。
と
同
時
に
医
師
は
、
こ
の
種

の
（
そ
し
て
こ
の
種
の
も
の
だ
け
に
限
ら
ず
）
諸
事
例
に
お
い
て
、

彼
に
は
伝
統
か
ら
な
じ
み
に
な
っ
て
い
る
自
然
科
学
‐
生
物
学
的
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な
見
方
を
人
道
的
‐
倫
理
的
な
見
方
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
か
、

も
し
く
は
少
な
く
と
も
こ
れ
に
よ
っ
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
示
さ
れ
る
（
２
）

。
現
代
医
学
の
諸
成
果
は
そ
れ
自
体
と
し
て
た

だ
も
う
あ
っ
さ
り
と
善
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
ず
、

そ
れ
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
性
格
を
有
し
て
お
り
（
３
）

、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
目
標
設
定
の
も
と
に
投
入
さ
れ
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
つ
ね
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
理

解
に
よ
れ
ば
「
有
益
で
あ
る
」
も
し
く
は
「
意
味
が
あ
る
」
と
思

わ
れ
る
場
合
に
の
み
、
医
学
の
諸
々
の
可
能
性
を
利
用
す
る
こ
と

を
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
利
用
し
な
い
で
お
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
も
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医

学
の
進
歩
の
恵
み
だ
け
は
享
受
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
と
も
に

も
た
ら
す
諸
々
の
負
担
は
拒
絶
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
か
。

と
く
に
パ
ウ
ル
・
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
が
提
唱
す
る
、
倫
理
的
に
は

真
剣
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
れ
な
い
見
解
は
、
こ
の
種
の
思
惑

に
か
ん
が
み
て
果
た
し
て
ま
た
医
師
は
積
極
的
な
殺
人
行
為
を
実

施
す
る
こ
と
と
生
命
維
持
な
い
し
は
延
命
処
置
を
採
ら
な
い
こ
と

と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
区
別
を
も
設
け
ず
、
両
者
を
等
し
く
禁
止

し
よ
う
と
す
る
（
４
）

。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
立
場
は
、
医
学
者
、
倫
理

学
者
お
よ
び
法
律
家
の
多
数
に
よ
っ
て
分
か
ち
合
わ
れ
て
な
い
。

そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
や
は
り
何
と
い
っ
て
も
、

神
学
者
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
テ
イ
ー
リ
ケ
が
言
い
表
し
た
よ
う
に
、「
人

道
の
恐
怖
」
と
い
う
も
の
に
、「
非
人
道
的
な
冒
涜
」
と
い
う
も

の
に
転
換
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
（
５
）

。
現
に
人
道
と
人
間
の
尊
厳
は

こ
こ
で
ヤ
ヌ
ス
の
顔
と
し
て
の
実
を
示
し
て
い
る
。
医
師
が
生
命

維
持
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
、
も
し
く
は
全
く
何
も
し
な
い
場
合
に

そ
れ
ら
が
侵
害
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
医
療
‐
技
術

の
過
剰
な
出
費
に
よ
っ
て
も
触
れ
ら
れ
得
る
。

し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
生
命
保
護
の
原
則
に
は
例
外
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
種
の
例
外
を
承
認
す
る
こ
と
が
、
こ
の
原
則

そ
れ
自
体
を
疑
問
視
す
る
こ
と
へ
と
導
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
原
則
、
、

は、
生
命
保
護

、
、
、
、

で
あ
る

、
、
、

。
そ
れ
へ
の

、
、
、
、

断
念
、
、

は、
、
狭
く
限
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界
づ
け
ら
れ
、
つ
ね
に
注
意
深
く
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
特
殊
諸
事
例

、
、
、
、
、

に
お
い
て
の
み

、
、
、
、
、
、

問
題
、
、

に
な
り

、
、
、

得、
る、
。
以
下

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
特
殊
諸
事
例
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に

し
よ
う
。Ⅱ

絶
対
的
な
生
命
保
護
の
諸
々
の
例
外

１

生
命
、
、

の、
始
期
、
、

で、

先
に
、
生
命
は
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
保
護
さ
れ
る
と
言
わ

れ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
法
的
保
護
は
も
っ
と
早
く
に
、
で
き
れ

ば
す
で
に
受
精
の
時
点
か
ら
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
に
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
す
で
に
妊
娠
中
絶

、
、
、
、

の
問
題
に

言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
こ
の
問
題
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
こ
れ
を
つ
い
で
に
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑

で
あ
り
、
私
は
こ
れ
を
詳
細
に
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私

は
い
く
ら
か
の
少
な
い
所
見
に
限
定
し
た
い
。

「
絶
対
的
な
」
生
命
保
護
の
原
則
は
、
た
と
え
ば
正
当
防
衛
や

戦
争
に
お
け
る
よ
う
に
、「
正
当
化
さ
れ
た

、
、
、
、
、
、

」
殺
人
が
存
在
す
る

と
い
う
、
す
で
に
つ
ね
に
暗
黙
の
制
限
を
も
っ
て
妥
当
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
妊
娠
中
絶
も
ま
た
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
適
応
事
由
の
事
例
で
は
、
は
じ
め
か
ら
前
掲
の
原
則
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
で
は
、
適
応
事
由
の
た

め
の
正
当
化
基
準
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
私
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
生
命
適
応
事
由
の
場
合
で

は
、
お
そ
ら
く
は
医
学
的
適
応
事
由
の
場
合
で
は
可
能
で
あ
っ
て

も
、
し
か
し
刑
事
学
的
、
優
生
学
的
‐
胎
児
病
性
的
お
よ
び
社
会

的
適
応
事
由
の
場
合
で
は
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
ド
イ

ツ
の
裁
判
実
務
で
は
す
べ
て
の
適
応
事
由
を
正
当
化
事
由
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
数
年
来
、
こ
の
見
解
に
対
す
る

抵
抗
陣
営
が
形
成
さ
れ
て
い
る
（
６
）

。
こ
の
枠
内
で
は
、
こ
れ
に
つ
い

て
多
く
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

他
の
関
連
で
も
重
要
で
あ
る
刑
法
の
一
つ
の
規
定
は
刑
法
第
二

一
八
条
第
一
項
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
こ
の
法
律
に
い
う
妊
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娠
中
絶
」
は
受
精
卵
の
子
宮
へ
の
着
床
を
も
っ
て
は
じ
め
て
現
存

す
る
。
こ
の
規
定
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
の
生

命
の
開
始
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
胎
児
の

刑
法
的
保
護
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
保
護
を
、
着
床
を
も
っ
て
開
始
さ
せ
る
の
は
、
主
と
し
て
実

際
的
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
精
か
ら
着
床
ま
で
の

時
間
帯
で
は
警
察
、
検
察
お
よ
び
刑
事
裁
判
所
は
何
ら
意
味
の
あ

る
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
受
精
も
着
床
も
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ア
フ
タ
ー
・
ピ
ル
や
ス
パ
イ
ラ
ル
の
よ
う
な

「
二
重
に
効
く
」
薬
剤
の
使
用
は
刑
法
的
に
重
要
で
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
、
ま
た
諸
外
国
で
も
裁
判
所
が
ご
く
最
近
繰
り
返
し

従
事
し
た
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
早
期
安
楽
死

、
、
、
、
、

」、
す

な
わ
ち
身
体
的
ま
た
は
精
神
的
に
損
傷
を
負
っ
た
新
生
児
を
「
放

置
し
て
お
く
こ
と
」
も
し
く
は
積
極
的
に
殺
す
こ
と
で
あ
る
（
７
）

。

「
早
期
安
楽
死
」
と
は
好
ま
し
く
な
い
言
葉
の
選
択
で
あ
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は

生
存
能
力

、
、
、
、

の
あ
る

、
、
、

新
生
児
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
を
養
育
し

な
い
か
、
も
し
く
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
発
生
し
た
よ
う
に
、
積
極

的
に
作
用
を
加
え
る
こ
と
を
通
し
て
殺
す
と
い
う
よ
う
に
し
て
彼

ら
の
生
存
機
会
を
奪
う
の
で
あ
れ
ば
、「
臨
死
介
助
」
と
い
う
の

は
全
く
問
題
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
実
務
は
、
こ
こ

で
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
七
年
の
リ
ュ
ッ
テ
ッ
ヒ
・
サ

リ
ド
マ
イ
ド
訴
訟（
８
）で
は
、
生
ま
れ
て
き
た
腕
の
な
い
子
を
殺
し
た

母
と
医
師
に
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
重
症
の
ダ
ウ
ン
症
児
を
鎮

静
剤
と
苦
痛
緩
和
剤
を
も
っ
て
「
眠
り
込
ま
せ
た
」
イ
ギ
リ
ス
の

医
師
に
も
、
八
〇
年
代
の
始
め
に
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
あ
る
医
師
は
、
彼
が
新
生
児
に
生
存
機

会
を
全
く
与
え
ず
、
後
産
と
一
緒
に
ト
イ
レ
で
「
片
付
け
た
」
と

い
う
理
由
で
、
殺
人
未
遂
と
し
て
有
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
子
は

こ
の
暗
殺
計
画
を
さ
し
た
る
損
傷
も
な
く
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
も
一
九
八
二
年
に
あ
る
医
師
と
女
医
が
重
大
な
障

害
を
負
っ
て
い
る
と
誤
っ
て
考
え
ら
れ
た
子
の
世
話
を
ま
ず
は
せ

ず
に
放
置
し
、
次
い
で
、
長
時
間
後
に
も
生
存
機
会
が
存
在
し
て

い
た
と
き
に
、
ス
ク
シ
ニ
ル
注
射
に
よ
っ
て
殺
し
た
と
い
う
事
例

に
お
い
て
手
厳
し
い
刑
罰
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
議

論
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
積
極
的
な
殺
人
は
早
期
安
楽
死
の
視
点

で
あ
っ
て
も
決
し
て
正
当
化
さ
れ
得
な
い
か
、
も
し
く
は
免
責
で

あ
っ
て
も
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
れ
で

も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
消
極
的

、
、
、

な、
早
期
安
楽
死
は
確
か
に
ま

さ
に
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
公
に
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
個
人
的
な
対
話
に
お
い
て
信
頼
の
置
け
る
医
師

た
ち
か
ら
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
高
度
な
損
傷
を
被
っ
て
い
る
新
生

児
の
場
合
で
は
生
命
維
持
諸
処
置
を
断
念
し
て
子
を
死
に
ゆ
く
に

ま
か
せ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
よ
う
な
実
務
は
た
だ
も
う
非
難
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
ん
最
も
極
端
な
事
例
で
あ
っ
て
も
、

子
の
命
を
救
い
出
す
た
め
に
は
、
た
と
え
う
わ
べ
だ
け
で
あ
っ
て

も
処
置
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
問
題
は
そ
れ
ゆ
え
、
限
界
を
問
う
問
題
で
あ
る
。

生
存
能
力
の
あ
る
障
害
を
負
っ
た
新
生
児
を
死
に
ゆ
く
に
ま
か

せ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
死
に
ゆ
き
つ
つ

あ
る
人
の
場
合
の
真
性
消
極
的
安
楽
死
よ
り
も
広
い
範
囲
で
許
容

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
障
害
を
負
っ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、

早
期
安
楽
死
の
た
め
の
い
か
な
る
正
当
化
事
由
で
も
な
い
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、
ど
の
よ
う
な
「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」
も
存

在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
子
供
の
生
命
を
「
無
意
味
」

も
し
く
は
「
無
益
」
と
呼
ぶ
権
利
は
誰
も
有
し
て
お
ら
ず
、
と
く

に
障
害
者
は
、
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
に
健
全
な
職
業
犯
罪
者
よ

り
も
し
ば
し
ば
生
き
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と

で
周
囲
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
看
護
事
例
は
、
医
学
の
進
歩
の
た
め
に
支
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
費
用
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
で
は
救
助
さ
れ
得
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る
障
害
新
生
児
の
多
く
が
、
以
前
で
は
ど
の
よ
う
な
生
存
機
会
を

も
有
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
も
ま
た
役
立
た
な

い
。限

界
づ
け
の
た
め
の
決
定
的
な
視
点
は
規
範
的

、
、
、

な、
期
待
不
可
能

、
、
、
、
、

性、
と
い
う
基
準（
９
）で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
考
え
ら
れ
て
い

る
の
は
、
近
親
者
、
医
師
ま
た
は
社
会
に
と
っ
て
何
が
期
待
可
能

か
で
は
な
く
（
10
）
、
障
害
児
に
生
命
維
持
が
期
待
で
き
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
厳
格
な
尺
度
が
当
て
が
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
期
待
不
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
証
明
可
能
な
不
可
逆
的
損
傷
と
い
う
も
の
が
、
子
が

い
つ
か
は
知
覚
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
能
力
を
獲
得

す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
全
く
成
り
立
っ
て
い
な
い
よ
う

な
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
し
か
、
問
題
に
な
り
得
な
い
（
11
）。

こ
の
考
え
方
は
い
ま
や
、
刑
法
と
医
学
の
教
授
た
ち
が
つ
い
先
ご

ろ
提
案
し
た
『
臨
死
介
助
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
法
律
対
案
』
に

も
定
着
し
て
い
る
。
第
二
一
四
条
第
一
項
第
二
文
に
は
「
生
命
維

持
諸
処
置
を
中
断
す
る
か
、
も
し
く
は
開
始
し
な
い
者
は
、
…
…

本
人
が
医
師
の
認
識
に
よ
れ
ば
意
識
を
回
復
不
可
能
に
ま
で
失
わ

れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
最
重
度
の
障
害
新
生
児
の
場
合
で
あ
れ

ば
決
し
て
こ
れ
を
獲
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
場
合
に
は
、
違
法

に
行
為
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。

強
調
し
て
お
く
べ
き
は
、
予
後
が
絶
望
的
で
あ
る
こ
と
は
証
明

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
吟
味
な
に
し
認
定
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
医
師
に
と
っ
て
の
命
令
は
、
こ
う
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
絶
望
的
な
予
後
診

断
に
疑
問
の
あ
る
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
療
法
を
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
医
学
者
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ミ
ュ
ン
ツ
ェ
ル
が
強
調
し
て
い

る
よ
う
に
、
驚
嘆
に
値
す
る
ほ
ど
の
諸
々
の
展
開
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
12
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
疑
わ
し
き
は
生
命
の
た
め

に
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
！

医
師
は

「
嫌
疑
に
よ
っ
て
」
死
に
ゆ
く
に
ま
か
せ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
お
ら
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ず
、
診
断
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
の
第
一
命
令
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

現
代
の
人
工
生
殖
技
術

、
、
、
、
、
、

は
（
13
）
、
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
に
も
触
れ
る

問
題
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
技
術

―
試
験
管
受
精
、
胚-

移
入
、
代
理
母
制
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
法
的
保
護
の
ど
の
よ
う
な
相
対
化
で
も
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
人
の
生
命
の
ま
さ
に
毀
滅
で
は
な
く
、

産
出
と
維
持
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
い
か
け
ら
れ

て
い
る
問
題
は
、
試
験
管
受
精
で
は
少
な
く
と
も
当
面
の
と
こ
ろ
、

多
重
受
精
な
し
に
は
う
ま
く
ゆ
か
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
成
功
率
は
受
精
卵
が
一
個
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
は
僅
少

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
複
数
の
卵
に
授
精
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
場
合
で
は
そ
れ
ら
が
余
っ
て
く
る
。
余
剰
胚

、
、
、

を
も
っ
て

ど
う
す
る
の
か
（
最
近
で
は
受
精
す
べ
き
卵
の
数
が
著
し
く
減
少

し
て
い
る
）。
そ
れ
ら
を
凍
結
し
、
後
に
卵
提
供
者
ま
た
は
他
の

婦
人
に
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
つ
ね
に
関
心
の
あ

る
十
分
な
婦
人
が
存
在
し
て
い
る
と
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
実
務
は
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
余
剰
胚
が
、
つ
ま
り
は

人
の
生
命
体
が
毀
滅
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

胚
毀
滅
と
い
う
こ
の
事
例
は
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
捕

捉
さ
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
言
及
し
た
刑
法
第
二
一
八
条
に
よ
れ

ば
、
着
床
が
欠
け
る
場
合
は
い
か
な
る
妊
娠
も
、
そ
れ
ゆ
え
い
か

な
る
堕
胎
も
現
存
し
な
い
。
人
の
生
命
が
受
精
の
時
点
か
ら
刑
法

的
保
護
を
享
有
し
、
こ
の
保
護
が
体
外
で
産
出
さ
れ
た
胚
に
も
帰

属
す
る
と
い
う
よ
う
に
堕
胎
規
定
に
手
を
加
え
る
こ
と
が
、
多
く

の
側
か
ら
提
案
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
受
精
阻
止
と
着
床
阻

止
と
の
間
の
全
灰
色
領
域
を
、
こ
こ
で
は
し
か
し
何
ら
意
味
の
あ

る
こ
と
を
な
し
え
な
い
こ
と
を
、
再
び
刑
事
訴
追
に
接
近
さ
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ

う
。こ

れ
に
対
し
て
、
当
時
に
連
邦
司
法
省
と
連
邦
研
究
省
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
た
「
試
験
管
受
精
、
ゲ
ノ
ム
解
析
お
よ
び
遺
伝
子
治
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療
」
作
業
班
が
明
ら
か
に
し
た
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
表

明
は
賛
同
に
値
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
懐
胎
さ
れ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
よ
り
も
多
く
の
卵
細
胞
が
意
識
的
に
受
精
さ
せ
ら
れ
る

場
合
に
は
、
生
命
へ
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る
。
研
究
は
そ
れ
ゆ

え
、
試
験
管
受
精
の
場
合
で
は
ど
の
胚
も
余
剰
に
な
ら
な
い
よ
う

に
努
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ト
、
、

胚、
に、
対、
す
る
、
、

実
験
、
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
作
業
班
の
意
思
表
示
は
不
十
分
で

あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
試
み
は
原
理
的
に
は
許
容
さ
れ
て
い

な
い
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
と
も
か
く
そ
れ
ら
は
、「
そ
れ
ら
が
当

該
胚
に
お
け
る
あ
る
病
気
の
認
識
、
阻
止
ま
た
は
除
去
も
し
く
は

限
定
的
な
、
高
度
な
医
学
的
認
識
の
獲
得
に
役
立
つ
」
限
り
で
、

是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究

で
は
高
度
な
、
限
定
可
能
な
認
識
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
説
明

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
研
究
者
と
は
い
っ
た
い
誰
か
！
（
胚
と
の

交
わ
り
に
関
す
る
最
も
重
要
な
諸
問
題
は
い
ま
や
一
九
九
〇
年
一

二
月
一
三
日
の
胚
保
護
法

、
、
、
、

の
な
か
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。）
生
殖

技
術
と
人
類
遺
伝
学
の
領
域
か
ら
他
に
も
諸
々
の
問
題
が
存
在
す

る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
す
で
に
紙
数
の
ゆ
え
に
こ
れ
ら
に
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ク
ロ
ー
ン

、
、
、
、

な
ら
び
に
キ
メ
ラ

、
、
、

と
ハ
イ
ブ

、
、
、

リ
ッ
ト

、
、
、

の
処
罰
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
当
時

で
は
全
く
可
能
で
な
い
諸
々
の
処
理
方
法
を
刑
罰
の
も
と
に
置
く

こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
だ
が

法
律
の
施
行
か
ら
一
〇
年
も
経
っ
て
い
な
い
今
日
（
一
九
九
九

年
）、
す
で
に
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
哺
乳
動
物
（
最
初
は
ヒ
ツ

ジ
で
あ
っ
た
）
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
の

可
能
性
は
も
は
や
遠
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
領
域
で
の
展
開

は
恐
る
べ
き
ほ
ど
の
速
さ
で
前
へ
と
踏
み
出
し
て
い
る
（
い
ま
や

可
能
な
「
治
療
的

、
、
、

ク
ロ
ー
ン

、
、
、
、

」
の
場
合
で
は
い
か
な
る
ク
ロ
ー
ン

も
作
り
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
幹
細
胞

、
、
、

」
と
い
う
も

の
か
ら
病
気
の
場
合
で
の
移
植
を
目
的
と
し
た
身
体
部
分
が
作
り

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
許
容
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
）。



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
一
三
（
一
六
一
五
）

２

生
命
、
、

の、
終
期
、
、

で、

臨
死
介
助

、
、
、
、

に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
で
は
明
白
な
理
由
か

ら
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
の
、

誤
っ
て
そ
う
呼
ば
れ
た
「
安
楽
死
計
画
」
が
誘
発
し
た
シ
ョ
ッ
ク

―
―
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
死
に
ゆ
く
者
の
「
安
ら
か

な
死
」
で
は
な
く
、
精
神
病
者
お
よ
び
そ
の
他
の
「
厄
介
者
」
を

殺
す
こ
と
で
あ
っ
た
―
―
が
今
日
ま
で
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
医
学
の
、
と
く
に
集
中
医
療
の
急
激
な
発
達
を
通

し
て
臨
死
介
助
と
い
う
問
題
複
合
体
と
の
対
決
を
避
け
て
通
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
以
前
な
ら
た
と
え
ば
あ
る
交
通
事

故
後
の
重
大
な
脳
損
傷
で
死
亡
し
た
で
あ
ろ
う
人
々
を
、
今
日
で

は
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
、
し

ば
し
ば
健
康
上
の
重
大
な
損
傷
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
で
し
か
な

い
。
こ
の
よ
う
な
「
欠
損
治
癒
」
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
医
師
は

集
中
治
療
室
に
運
び
込
ま
れ
て
き
た
意
識
を
喪
失
し
て
い
る
重
傷

者
を
死
に
ゆ
く
に
ま
か
せ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

彼
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
最
重
傷
者
が
、
彼
が
も
し
意
識
を

失
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
彼
に
は
耐
え
難
い
と
思
わ
れ
る
生
命

を
彼
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
賛
同
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
あ
る
死
に
ゆ
く
者
が
生

命
を
延
引
す
る
が
、
し
か
し
苦
痛
も
引
き
伸
ば
す
諸
処
置
に
よ
っ

て
引
き
続
い
て
苦
し
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
平
穏
の
う
ち
に
死
な
せ

て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
場
合
に
は
、
医
師
は
何
を
す
べ
き
か
。
も

し
く
は
、
絶
望
的
な
状
態
で
病
床
に
伏
し
て
い
る
患
者
が
「
救
済

の
一
滴
」
を
懇
願
し
た
場
合
で
は
ど
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
も

っ
て
問
い
か
け
ら
れ
る
葛
藤
は
、
殺
人
禁
止

、
、
、
、

を
一
方
と
し
、
自
己
、
、

決
定
権

、
、
、

を
他
方
と
し
た
両
者
が
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
回
転
す
る
（
14
）
。

実
務
か
ら
三
つ
の
事
例
が
、
実
物
教
材
と
し
て
役
立
て
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る
。
最
初
の
事
例
で
は
、
胃
癌
に
罹
患
し
て
い
る
患

者
は
、
そ
の
苦
痛
が
耐
え
難
い
こ
と
か
ら
、
も
う
一
度
循
環
不
全
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が
起
こ
っ
た
と
き
は
彼
の
延
命
の
た
め
に
何
も
し
な
い
と
い
う
願

望
を
明
示
的
に
表
明
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
患

者
は
、
心
臓
が
停
止
し
た
後
に
も
な
お
四
回
も
蘇
生
さ
せ
ら
れ
、

数
時
間
に
わ
た
る
衰
弱
の
後
に
死
亡
し
た
。
第
二
の
事
例
で
は
、

あ
る
交
通
事
故
で
重
傷
を
負
っ
た
若
い
男
性
が
「
成
功
裏
に
」
蘇

生
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
さ
い
医
師
は
、
失
外

套
症
候
群
（
大
脳
皮
質
の
不
可
逆
的
崩
壊
、
そ
れ
ゆ
え
も
は
や
生

物
学
的
な
生
命
し
か
可
能
で
な
く
、
意
識
の
あ
る
ど
の
よ
う
な
生

命
も
も
は
や
可
能
で
な
い
）
が
後
に
残
る
で
あ
ろ
う
と
予
見
し
て

い
た
と
い
う
事
情
に
あ
っ
た
。
第
三
の
事
例
で
は
、
癌
に
か
か
っ

て
ひ
ど
く
苦
し
ん
で
い
る
高
齢
の
婦
人
が
そ
の
明
示
的
な
要
求
に

基
づ
い
て
、
女
医
で
あ
る
そ
の
娘
に
よ
る
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
で
殺
さ

れ
て
い
る
。
ど
の
事
例
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
の
は
、
生
命
へ
の
権
利
（
お
よ
び
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、

生
命
を
保
護
し
、
維
持
す
る
各
人
の
義
務
）
と
そ
の
人
の
自
己
決

定
権
と
の
間
の
限
界
を
ど
の
よ
う
に
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

で
あ
る
。

最
初
の
問
題
領
域
は
、
積
極
的
臨
死
介
助
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

確
実
、
、

に、
死
を
招
来
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
生
命
を
短
縮
す
る
手
段

が
投
入
さ
れ
る
場
合
（
死
に
ゆ
く
た
め
の

、
、
、

援
助
）
に
は
、
直
接
的

、
、
、

な、
臨
死
介
助

、
、
、
、

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
ド

イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
死
病
者
が
明
示
的
か
つ
真
摯
に
こ
れ
を
要
求

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
処
罰
さ
れ
る
（
刑
法
第
二
一
六
条
、
要

求
に
基
づ
く
殺
人
）。
第
三
の
事
例
で
は
、
女
医
は
オ
ラ
ン
ダ
の

あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
週
間
の
禁
固
と
い
う
象
徴
的
な
刑
罰
を

受
け
た
。
こ
の
法
状
態
が
将
来
的
に
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
後
に
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
間
接
的

、
、
、

な、
積
極
的
臨
死
介
助

、
、
、
、
、
、
、

（
死
に
ゆ
く
さ
い
の

、
、
、

援
助
）
で
は
、
事
情
は

異
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
医
師
が
患

者
の
同
意
を
得
て
苦
痛
緩
和
を
目
的
に
鎮
痛
性
の
薬
剤
を
投
与
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
生
命
を

短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
性

、
、
、

と
し
て
は

、
、
、
、

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
こ
れ
は
、
道
徳
科
学
や
神
学
で
も
全
く
一
般
的
に
承
認
さ
れ

て
い
る

（
15
）よ

う
に
、
許
さ
れ
て
い
る

―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
医
師
が

ひ
ど
く
苦
し
ん
で
い
る
瀕
死
者
に
苦
痛
緩
和
を
拒
む
な
ら
ば
、
彼

は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て

臨
死
介
助
対
案
の
刑
法
第
二
一
四
条
で
は
、
次
の
よ
う
に
謳
わ
れ

て
い
る
。「
医
師
と
し
て
、
も
し
く
は
医
師
で
あ
る
こ
と
の
資
格
を

も
っ
て
死
病
者
に
そ
の
明
示
的
ま
た
は
推
定
的
な
承
諾
を
得
て
重

大
な
、
他
で
は
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
痛
状
態
を
緩
和
す

る
た
め
の
諸
処
置
を
実
施
す
る
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
付
随
効
果
と
し
て
死
の
発
現
が
促
進
さ
れ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
違
法
に
行
為
す
る
者
で
は
な
い
。」
安
楽
死
論

議
の
重
点
は
、
医
師
が
、
瀕
死
者
の
生
命
を
延
引
す
る
た
め
に
は
、

も
は
や
何
も
し
な
い
場
合
に
当
面
す
る
こ
と
に
な
る
消
極
的
臨
死

、
、
、
、
、

介
助
、
、

の
場
合
に
置
か
れ
て
い
る
。
患
者
が
延
命
の
た
め
の
諸
処
置

を
要
求
す
る
場
合
は
、
医
師
は
こ
の
願
望
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
義
務
の
限
界
は
も
ち
ろ
ん
資
源
の
窮
乏
か
ら
、
も
し

く
は
他
の
患
者
の
諸
利
益
か
ら
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
で
は
、

患
者
、
、

が
そ
の

、
、
、

延
命
、
、

の
た
め
に
は
も
は
や

、
、
、
、
、
、
、
、

何、
も
し
て
も
ら
い
た
く
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
こ
と
を
あ
く
ま
で

、
、
、
、
、
、
、
、

要
求
、
、

す
る
、
、

場
合
、
、

で
は
、
、

、
ど
う
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
。
こ
こ
で
医
師
は
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
を
招
く
の
か
、
そ

れ
と
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
治
療
を
継
続
す
る
な
ら
ば
、

彼
は
専
断
的
な
治
療
行
為
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、

彼
が
何
も
し
な
い
ま
ま
で
い
る
な
ら
ば
、
不
作
為
に
よ
る
要
求
に

基
づ
く
殺
人
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
の
か
。
明
示
的
に
死
に
ゆ
く

こ
と
を
望
ん
で
い
た
あ
る
患
者
を
自
殺
企
行
後
に
救
助
し
な
か
っ

た
ク
レ
フ
ェ
ル
ト
の
一
人
の
医
師
に
連
邦
通
常
裁
判
所
が
つ
い
先

ご
ろ
無
罪
を
言
い
渡
し
た

（
16
）

と
こ
ろ
で
は
、
当
裁
判
所
は
原
則
的
に
、

要
求
に
基
づ
く
殺
人
は
不
作
為
に
よ
っ
て
も
犯
さ
れ
得
る
と
い
う

見
解
で
あ
る

（
17
）

。
し
か
し
当
裁
判
所
は
こ
こ
で
特
別
な
例
外
理
由
を

援
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
不
作
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
要

求
に
基
づ
く
殺
人
は
可
罰
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
こ
れ
を
一

貫
す
れ
ば
、
強
制
治
療
に
つ
い
て
の
医
師
の
法
律
上
の
専
断
へ
と
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繋
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
医
師
は
患

者
に
対
す
る
「
理
性
の
高
権
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
彼
、
医
師
が
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
正
し
い
こ
と
と
考
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
患
者
の
拒
否
に
も
か
か
わ
ら
ず
治
療
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
も
し
く
は
治
療
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
自
己
決
定
権
の
侵
害
は
、
自
由
な

社
会
に
お
い
て
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
臨
死
介
助
対
案
の
第

二
一
四
条
第
一
項
第
一
号
は
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て

い
る
。「
生
命
維
持
諸
処
置
を
中
断
す
る
か
、
も
し
く
は
開
始
し

な
い
者
は
、
本
人
が
こ
れ
を
明
示
的
か
つ
真
摯
に
要
求
し
て
い
る

場
合
に
は
、
違
法
に
行
為
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

こ
の
関
連
で
、
ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
き
わ
め
て
広
く
行
き
渡
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
患
者
処
分

、
、
、
、

に
も
触
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
種
の
文
書
が
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
種

の
患
者
書
簡
の
な
か
で
発
行
者
は
、
将
来
に
お
い
て
彼
が
意
識
喪

失
状
態
に
陥
っ
た
場
合
に
は
治
療
さ
れ
た
く
な
い
、
言
い
換
え
れ

ば
死
に
ゆ
く
に
ま
か
せ
て
貰
い
た
い
と
意
思
表
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
処
分
の
拘
束
性
は
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
は

あ
る
状
況
に
お
い
て
、
つ
ま
り
は
健
康
な
状
態
に
あ
る
時
点
に
お

い
て
あ
る
事
情
、
す
な
わ
ち
前
者
の
状
況
か
ら
は
全
く
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
意
識
喪
失
の
た
め
に
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
と

い
う
理
由
か
ら
、
き
わ
め
て
争
わ
れ
て
い
る
。

今
日
で
は
、
遭
難
者
が
法
的
に
有
効
な
意
思
表
示
を
も
は
や
な

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
例
が
頻
発
し
て
い
る
。
自
己
決
定

権
の
原
理
か
ら
こ
こ
で
は
、
客
観
的
に
理
性
的
で
あ
る
か
、
も
し

く
は
医
の
倫
理
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
推
定
的

、
、
、

意
思
、
、

が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
18
）

。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
患
者

の
推
定
的
意
思
を
い
く
ら
か
で
も
信
頼
す
る
に
足
り
る
ほ
ど
に
解

明
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
不
可
能
で

さ
え
あ
る
。
前
掲
事
例
二
に
お
け
る
よ
う
に
、
何
人
か
が
失
外
套

症
候
群
患
者
と
し
て
生
き
続
け
た
い
か
否
か
は
、
本
来
的
に
可
能

な
問
題
提
起
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
種
の
生
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命
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
味
を
引
き
出
す
の
か
は
、
誰
に
も
知
ら
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
例
で
は
、
し
ば
し
ば
手
っ

取
り
早
い
第
三
者
利
益
（
近
親
者
、
社
会
）
と
い
う
も
の
が
紛
れ

込
ん
で
く
る
。
し
か
し
他
で
も
、
問
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
患
者
が
自
ら
の
た
め
に
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
判
断
す

る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
困
難
で
し
か
な
い
。
彼
は
残
存
す
る
苦
痛

に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
彼
は
獲
得
さ
れ
た
生
存
期
間
で

何
か
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
あ
る
病
気
が
併
発

し
た
場
合
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
た
と
え
ば
肺
炎

は
、
広
く
進
展
し
て
い
る
癌
疾
患
に
か
ん
が
み
て
も
な
お
治
療
さ

れ
る
べ
き
か
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
医
師
は
裁
量
の
余
地
と

い
う
も
の
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
真
剣
に

受
け
止
め
る
べ
き
患
者
の
意
思
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

は
、
医
師
は
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
意
思
を
医
師

が
非
理
性
的
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由

で
、
そ
れ
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
臨
死
介
助
対
案
第
二
一
四
条
第
一
項
第
三
号
に
も

果
た
し
て
ま
た
、
意
思
表
示
能
力
の
な
い
患
者
に
治
療
を
継
続
し

な
い
こ
と
は
、「
彼
が
そ
の
見
通
し
の
な
い
苦
痛
状
態
の
継
続
と

経
過
を
、
と
く
に
そ
の
目
前
に
迫
っ
て
い
る
死
を
顧
慮
す
れ
ば
治

療
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
で
は
、

違
法
で
な
い
。

さ
ら
に
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
の
は
、（
第
三
者
に
よ
る
の

で
は
な
く
）
医
師
ま
た
は
医
療
権
者
に
よ
る
蘇
生
器

、
、
、

の、
停
止
、
、

は
積

極
的
な
殺
人
で
は
な
く
、
治
療
を
継
続
し
な
い
こ
と
と
し
て
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
そ
れ
ゆ
え
消
極

的
臨
死
介
助
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
的
に
き
わ
め
て
込
み
入
っ
て
い
る
の
は
、
要
求
に
基
づ
く

（
積
極
的
な
）
殺
人
の
可
罰
性
は
自
殺
関
与

、
、
、
、

の
不
可
罰
性
と
ど
う

調
和
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
要
求
に
基
づ
く
殺
人
の
み

を
処
罰
す
る
刑
法
第
二
一
六
条
の
規
定
が
疑
わ
れ
て
し
か
る
べ
き

こ
と
に
つ
い
て
の
印
象
深
い
例
と
し
て
、
頭
部
か
ら
下
方
へ
向
け
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て
徐
々
に
麻
痺
が
進
行
し
て
お
り
、
そ
の
妻
が
彼
の
苦
痛
か
ら
救

済
さ
れ
た
い
と
い
う
彼
の
懇
願
に
は
、
こ
の
よ
う
な
所
為
の
可
罰

性
を
指
示
し
て
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、（
現
実
に

発
生
し
た
）
あ
る
男
性
の
事
例
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
妻
は
愛
情
か
ら
そ
の
夫
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
起
る
こ
と
も
あ

ろ
う
処
罰
を
ま
さ
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ

こ
か
し
こ
で
表
明
さ
れ
る
見
方
は
、
問
題
を
不
当
な
仕
方
で
す
り

か
え
て
い
る
。
妻
が
夫
を
援
助
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
道
が
刑
罰
威
嚇
を
も
っ
て
遮
蔽
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
夫
は
自
分
で
自
分
を
殺
す
こ
と
が
で

き
な
い
ゆ
え
に
、
こ
の
事
例
は
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
悲
劇
的
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
自
殺
関
与

、
、
、
、

も
刑
罰
の
も
と

に
置
く
と
い
う
よ
う
に
し
て
形
式
的
に
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
19
）

。

し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
自
殺
は
違
法
で
あ
る
と
言
明
す
る
と
い
う
、

ほ
と
ん
ど
受
け
容
れ
が
た
い
帰
結
を
強
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
別

論
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
関
連
で
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

諸
事
例
の
悲
劇
性
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
弱
め
ら
れ
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
い
っ
そ
う
明
白
に
強
め
ら
れ
さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
他

で
は
、
刑
法
実
務
と
刑
法
学
者
が
自
殺
関
与
の
処
罰
化
へ
の
方
向

に
向
き
を
変
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
は
何
も
な
い
。
臨
死

介
助
対
案
第
二
一
五
条
で
は
、
あ
る
自
殺
を
阻
止
し
な
い
こ
と
は
、

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
真
の
自
死
で
あ
る
場
合
に
は
違

法
で
な
い
（
こ
の
規
定
は
一
八
歳
以
下
の
人
の
場
合
な
ら
び
に
責

任
無
能
力
者
お
よ
び
限
定
責
任
能
力
者
の
場
合
で
は
適
用
で
き
な

い
と
さ
れ
る
）。
そ
の
う
え
対
案
は
刑
法
第
二
一
六
条
の
要
求
に

基
づ
く
殺
人
の
改
正
を
予
定
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
と
り
わ

け
こ
こ
で
そ
れ
は
抵
抗
に
遭
っ
て
い
る
。

圧
倒
的
な
見
解
は
、
刑
法
第
二
一
六
条
を
動
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
反
対
意
見
も
増
え
つ
つ

あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
法
第
二
一
六
条
を
疑
問
視
す
る
問
題
事
例
が
、

現
代
医
学
の
発
達
に
直
面
し
て
数
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
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関
連
し
て
い
る
。
装
置
医
学
が
重
病
者
の
物
化
へ
と
導
い
た
そ
の

程
度
に
応
じ
て
、
人
間
に
相
応
し
い
死
へ
の
権
利
を
求
め
る
声
も
、

よ
り
聞
き
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
20
）

。
そ
の
さ

い
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
装
置
医
学
を
悪
者
に
仕
立
て
上
げ
る
と
い
う

誤
り
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
多
く

の
人
々
を
助
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
を
さ
ら
に

苦
し
み
続
け
さ
せ
る
事
例
も
ま
た
、
確
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
提
起
さ
れ
た
問
題
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、（
積
極
的
）

要
求
に
基
づ
く
殺
人
と
（
積
極
的
）
自
殺
関
与

―
教
唆
と
幇
助

―
と
の
間
に
は
原
則
的
な
価
値
的
な
差
異
と
い
う
も
の
は
存
在

し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
と
き
に
は
あ
れ
が
、
と
き
に
は
こ
れ
が
よ

り
重
大
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
自
殺
関
与
の

ほ
う
が
刑
法
第
二
一
六
条
に
よ
る
行
為
よ
り
も
重
大
で
あ
る
。
判

例
か
ら
の
あ
る
事
例
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
決
し
て
死
に
ゆ
く

病
気
で
は
な
い
配
偶
者
を
説
き
伏
せ
て
自
ら
首
を
括
ら
せ
、
そ
の

さ
い
彼
を
手
助
け
も
し
た
者
は
、
頭
部
か
ら
下
方
へ
向
け
て
麻
痺

が
進
行
し
つ
つ
あ
る
夫
を
そ
の
懇
願
に
基
づ
い
て
死
な
せ
た
妻
よ

り
も
、
疑
い
も
な
く
非
難
に
値
す
る

―
後
者
の
事
例
で
そ
も
そ

も
非
難
性
が
問
題
に
さ
れ
得
る
限
り
で
。
援
助
者
が
刑
法
第
二
一

六
条
の
行
為
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
事
態
の
状
況

次
第
で
あ
り
、
時
と
し
て
そ
の
理
由
は
、
重
病
者
が
自
ら
自
分
の

命
を
奪
う
手
段
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
癌

学
者
レ
オ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
全
く
適
切
に
も
、

要
求
に
基
づ
く
殺
人
は
仲
介
者
に
よ
る
自
殺
以
外
の
な
に
も
の
で

も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

人
の
生
命
は
公
共
の
法
益
で
も
あ
る
結
果
と
し
て
、
個
人
は
こ

れ
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
し
ば

し
ば
論
証
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
基
本
法
第
二
条
第
二
項
で
は
、
生
命
は
最
高
の
個
人
法
益
と
し

て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
に
こ
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の
法
益
を
法
的
に

―
私
は
法
的
に
、
を
強
調
す
る

―
放
棄
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
見
解
は
極
端
な
個
人
主
義
に
導
く
と
い
う
異
論
に
対
し

て
は
、
人
間
は
共
同
体
に
対
し
て
自
ら
生
命
を
維
持
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
知
ら
れ
た
由
来
の
憂
慮
す
べ
き
集

団
主
義
を
弁
護
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
確
か
に
個
人
は
共
同
体
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
れ
も
、
彼
が
生
き
て
い
る
限
り
で
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
生
き
る
こ
と
を
共
同
体
に
対
し
て
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
宗
教
的
に
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
道
徳
的

に
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
生
命
の
不
可
任
意
処
分
性
が
疑
問
視
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
殺
に
つ
い
て
は
、
そ
し
て
被
殺
へ
の
同
意

に
つ
い
て
は
、
個
人
は
自
ら
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
そ

の
良
心
の
前
に
、
隣
人
の
前
に
、
神
の
前
に
。

こ
の
問
題
の
解
決
は
、
様
々
な
側
面
の
慎
重
な
衡
量
に
お
い
て

の
み
あ
り
得
る
。
要
求
に
基
づ
く
殺
人
の
全
面
的
な
不
処
罰
と
い

う
も
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
問
題
に
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

に
お
い
て
こ
れ
を
押
し
通
す
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
あ
る
人
が
苦
し
ん
で
い
る
様
相
を
も
は
や
見
る
に
忍
び
な
い

よ
う
な
、
ま
こ
と
に
悲
劇
的
な
諸
事
例
で
は
、
苦
し
み
に
苛
ま
れ

て
い
る
人
を
そ
の
要
求
に
基
づ
い
て
死
な
せ
る
者
が
処
罰
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
所

為
が
許
容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
有
責
で
な
い
の
か
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
で
は
言
う
べ
き
こ
と
は
求
め
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、

た
だ
刑
罰
か
ら
免
れ
る
と
言
い
た
い
だ
け
で
あ
る
。
臨
死
介
助
対

案
が
、
明
示
的
か
つ
真
摯
な
要
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
殺
人
が

「
き
わ
め
て
重
大
な
、
本
人
に
は
も
は
や
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

他
の
手
段
に
よ
っ
て
除
去
も
緩
和
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
苦
痛
状

態
の
緩
和
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
に
は
、
刑
を
見
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る

、
、
、

と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
い
ま
だ
少
し
ば
か
り

控
え
め
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
科
刑
は
、
こ
こ
で
は
い
ま
だ
全
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般
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
医
師
（
ま
た
は
そ
の
他

の
者
）
も
、
あ
る
人
の
死
に
ゆ
く
願
望
を
、
積
極
的
な
所
為
に
よ

っ
て
殺
す
と
い
う
仕
方
で
応
ず
る
こ
と
を
い
つ
か
は
義
務
づ
け
ら

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
全
く
自
明
で
あ
る
（
し
か
し

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
い
ま
や
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
で
臨
死
介
助
は

も
は
や
処
罰
さ
れ
な
い
）。

全
体
と
し
て
私
は
、
な
さ
れ
た
提
案
が
直
接
的
積
極
的
臨
死
介

助
の
た
め
の
ど
の
よ
う
な
特
許
証
を
も
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
を
、

力
を
込
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
何
よ
り
も
先
ず
、
死
に
ゆ
く

者
の
明
示
的
な
要
求
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
行

為
が
決
し
て
可
罰
性
か
ら
除
外
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
早
期
安
楽
死
と
い
う
先
に
扱
わ
れ
た
事

例
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
次
に
、
単
な
る
推
定
的
同
意
で
は

十
分
で
あ
り
得
ず
、
た
と
え
ば
医
師
は
意
識
を
喪
失
し
た
重
傷
者

が
失
外
套
症
候
群
患
者
と
し
て
生
き
続
け
た
い
と
は
思
っ
て
い
な

い
と
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
全
く
原
則

的
な
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
医
師
も

―
そ
し
て
そ
の
他
の

何
人
も

―
あ
る
患
者
の
生
命
が
な
お
値、
し
て
い
る

、
、
、
、

も
の
が
何
で

あ
る
か
と
い
う
方
向
へ
向
け
て
考
慮
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
患
者
ま
た
は
新
生

児
が
特
殊
的
に
自
己
、
、

を、
有、
す
る
、
、

生
命
、
、

へ
の
能
力
を
有
す
る
で
あ
ろ

う
か
否
か
が
衡
量
さ
れ
る
の
も
、
適
当
で
は
な
い

（
21
）

。
そ
の
価
値
を

顧
慮
し
た
人
の
生
命
の
ど
の
よ
う
な
相
対
化
も
奈
落
へ
の
第
一
歩

で
あ
る
。Ⅲ

展
望

生
命
の
絶
対
的
な
法
的
保
護
と
い
う
も
の
は
決
し
て
存
在
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

絶
対
的
な
生
命
保
護
の
原
則
の
放
棄
へ
と
導
く
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
原
則
が
断
念
さ

れ
る
な
ら
ば
、
人
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な

例
外
を
も
も
は
や
見
な
い
と
い
う
よ
う
な
心
的
態
度
が
あ
ま
り
に
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も
急
速
に
は
び
こ
る
こ
と
に
な
り
得
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
妊
娠

中
絶
の
場
合
で
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

―
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ば
か
り
で
な
く

―
原
則
―
例
外
関
係
が
、
確
か
に
す
で
に

逆
転
し
て
い
る
。

し
か
し
妊
娠
中
絶
の
実
務
に
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
他
の
、
そ
し
て
な
お
は
る
か
に
大
き
な
公
憤
に
つ
い
て
も
、

つ
ま
り
は
数
百
万
人
の
生
命
が
そ
れ
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
世
界
に
お
け
る
狂
気
染
み
た
軍
備
競
争
に
つ
い
て
沈
黙
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
に

大
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
肩
を
す
く
め
て
甘
受
さ
れ
て
い
る
の
は
、

現
在
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
最
悪
の
生
命
の
相
対
化
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
法
律
家
は
、
こ
こ
で
は
介
入
へ
の
ど
の
よ
う

な
手
段
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
警
告
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
22
）
。

前
を
見
よ
、
為
政
者
た
ち
よ
！

（V
ideantconsules!

）

（
１
）

現
に
、Stratenw

erth,
Sterbehilfe,

Schw
eizerliche

Zeitsch-

riftfür
Strafrecht95

(1978),77f.,

は
そ
う
見
て
い
る
。

（
２
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
見
よ
。H

ellbrüge,
Ä

rztliche

G
esichtspunkt

zu
einer

“begrenzten
E

utanasie”,in:F
orster

(H
rsg.),

A
ktuelle

P
roblem

e
des

L
ebensschutzes

durch
die

R
echtsordnung,

Zur
F

rage
nach

der
“ehische

Indikation”

und
einer

“begrenzte
E

uthanasie”,
1964,

56ff,
80ff.;

F
.

C
.

von
W

eizsäcker,
“E

uthanasie”
und

M
enschenw

ürde,
1947,

11ff.,
29ff.;

R
össler,

W
andlungen

der
ärztlichen

E
thik,

M
onatsschrift

für
K

inderheilkunde
1982,

75ff.;
Schölligen,

Ä
rztliche

E
thik

und
christliche

M
oraltheologie,

in:
Studium

G
enerale

1953,
39ff.;

B
üchner,

A
rzt

und
T

echnik,
Stim

m
en

der
Zeit

167
(1960/61),

1ff.;
K

rauss,
M

edizinische

F
ortschritt

und
ärztliche

E
thik

-
w

eltw
eit

in
G

efahr,
1974;

ders,auch
in:D

eutsche
Ä

rztblatt
1981,2447ff,2495ff.

次
い

で
ま
た
、P

iechow
iak,

T
hem

en
und

P
roblem

e
m

edizinische

E
hik,

Stim
m

en
der

Zeit
198

(1980),
639ff.,

―
ア
メ
リ
カ
合



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
三
（
一
六
二
五
）

衆
国
で
は
こ
の
問
題
の
た
め
に
ひ
と
つ
の
特
殊
教
科
、
す
な
わ
ち

「
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス

、
、
、
、
、
、
、
、

」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
間

わ
が
国
に
お
い
て
も
な
じ
み
に
な
っ
て
い
る
。V

gl.
A

rthur

K
aufm

ann,R
echtsphilosophie

2.A
ufl.1997,310ff.

（
３
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、F

ritsche,
D

as
R

echt
auf

m
en-

schenw
ürdigen

Sterben
(aus

der
Sicht

der
M

ediziner),
in:

D
eutsche

Sektion
der

internationalen
Juristenkom

m
itionen

(H
rsg.),

D
as

R
echt

auf
m

enshenw
ürdigen

T
od?,

1977,
2ff.;

T
hiericke,W

er
darfleben?

D
er

A
rzt

als
R

ichter,1968,20ff.;

Schölligen
(F

n.2),40ff.

（
４
）

B
ockelm

ann,
Strafrecht

des
A

rztes,
1968,

24f;
ders,

V
erlängerte

L
eben

-
verkürztes

Sterben,
W

iener
M

edizini-

sche
W

ochenschrift
126

(1976),
147f.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

E
ngisch,A

ufklärung
und

Sterbehilfe
beiK

rebs
in

rechtlicher

Sicht,F
S

für
B

ockelm
ann,1979,534ff.

ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
に
つ
い

て
は
同
様
に
、L

oew
enich,

G
renzen

der
neonatalogischer

Intensivm
edizin,

in:
M

üller/O
lbing

(H
rsg.),

E
thische

P
ro-

blem
der

P
ä diatrie,1982,198,

（
５
）

現
に
、T

hieliche
(F

n.3),42.

次
い
で
ま
た
、F

ritsche,G
rund-

bereich
zw

ischen
L

eben
und

T
od;K

linische,juristische
und

ethische
P

robm
em

e,
2.

A
ufl.

1976,
68;

K
rauss,

M
edinische

F
ortschritt(F

n.2),104.

（
６
）

V
gl.D

reher/T
röndle,StG

B
,43.A

ufl.1986,vor
§

218
R

n.8.

私
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
献
紹
介
を
伴
う
、A

rthur

K
aufm

ann,Strafrecht
zw

ischen
G

estern
und

M
orgen,1985,

147ff.

﹇
ア
ル
ト
ゥ
ー
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
監
訳
）『
転
換
期

の
刑
法
哲
学
』
第
二
版
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
七
六
頁
以
下

（
山
中
敬
一
訳
）﹈

（
７
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
判
例
お
よ
び
文
献
の
紹
介
を
伴
っ

た
、A

rthur
K

aufm
ann,

Zur
ethische

und
strafrechtliche

B
eurteilung

der
sogenannten

F
rüheuthanasie,

JZ
1982,

481ff.;ders.,(F
n.6),117ff.

（
８
）

Seibert,
In

einem
anderen

L
and;

Streiflichter
aus

dem

L
ütticher

E
uthansieprozeß

,D
riZ

1963,20ff.

（
９
）

V
gl.

E
ser,

in:
A

uer/M
enzel/E

ser
(H

rsg.),
Zw

ischen

A
uftrag

und
Sterbehilfe

-
Zum

B
ehandlungsabbruch

aus

ethische,
m

edizinische
und

rechtliche
Sicht,

1977,
75ff.,

124ff.,
141ff,;

ders.,
N

eues
R

echt
des

Steben?
E

inige

grundsätzliche
B

etrachtungen,
in:

E
ser

(H
rsg.),

Suizid
und

E
uthanasie

als
hum

an-
und

sozialw
issenschaftliches

P
ro-

blem
,

1976,
400ff.;

Schönke/Schröder/E
ser,

StG
B

22.
A

ufl.

1985,
vor

§
211

R
n.

29ff.

次
い
で
ま
た
、vgl.

D
ellingsh-



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
四
（
一
六
二
六
）

ausen,Sterbehilfe
und

G
renzen

der
L

ebenserhaltungspflicht

des
A

rztes,1981,373ff.

（
10
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、K

rauss,
M

edizinische
F

ortschritt
(F

n.

2),40f.

（
11
）

R
oxin,E

uthanasie,in:E
vangelisches

Staatslexikon,1966,

474ff.;
ders.,

in:
B

laha
u.

a.
(H

rsg.),
Schutz

des
L

ebens.

R
echt

auf
T

od,
1978,

89,

を
見
よ
。
次
い
で
ま
た
、

B
ockelm

ann,V
erlängertes

L
eben

(F
n.4),145ff.;H

äring,in:

E
ser

(H
rsg.),Suizid

(F
n.9),66,

を
も
。

（
12
）

M
enzel,

in:
A

uer/M
enzel/E

ser
(F

n.
9),

53ff.
V

gl.
auch

F
ritsche

(F
n.5),71.

（
13
）

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、A
rthur

K
aufm

ann,
D

er
entfess-

elte
P

rom
eteus;

F
ragen

der
H

um
angenetik

und
der

F
ortpflanzungstechologie

aus
rechtlicher

Sicht,
in:

F
löh

(H
rsg.),G

enforschung
-

F
luch

oder
Segen?

(G
enthechnolo-

gie
-C

hancen
und

R
isiken

B
d.3),1985,259ff.

﹇（
竹
下
賢
訳
）

「
縛
を
解
か
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

（
上
田
健
二
監
訳
）『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
』（
成
文
堂
、
一
九
九
三

年
）
三
〇
六
頁
以
下
所
収
﹈;

ders.
H

um
angenetik

und

F
ortpflanzungstechnologie

aus
rechtlicher,

insbesondere

strafrechtlicher
Sicht,

F
S

für
O

hler,
1985,

649ff.
D

ens.

R
echtsphilosophie

(F
n.

2),
310ff.

﹇
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ

マ
ン
（
上
田
健
二
訳
）『
法
哲
学
　
第
二
版
』
同
志
社
法
学
二
八
〇

号
三
四
六
頁
以
下
﹈

（
14
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、vgl.

R
udolphi,

T
ötungsvebot

und

Selbstbestim
m

ungsrecht,
A

ltenpflege
1981,

308ff.,
346ff.;

A
rthur

K
aufm

ann,
E

uthanasie
-

Selbsttötung
-

T
ötung

auf

V
erlangen,

M
edizinrecht

1984,
121ff.

﹇（
上
田
健
二
訳
）「
安

楽
死
・
自
殺
・
嘱
託
殺
人
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
宮

澤
浩
一
監
訳
）『
法
哲
学
と
刑
法
学
の
根
本
問
題
』（
成
文
堂
、
一

九
六
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
所
収
﹈;ders.,(F

n.6),137ff.

（
15
）

法
王
ピ
オ
十
二
世
で
さ
え
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
一
九
五
二
年

二
月
二
四
日
の
国
際
麻
酔
学
会
に
お
い
て
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。

A
cta

A
postolica

Sedis
1957,143.

（
16
）

B
G

H
St32,367ff.

（
17
）

B
G

H
St13,162ff.

（
18
）

詳
し
く
は
、

A
rthur

K
aufm

ann,
D

ie
eigenm

ächtige

H
eilbehandlung,

ZStW
73

(1961).
341ff.;

ders.,
Schuld

und

Strafe,2.A
ufl.1983,165ff.

（
19
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、Schm

idhäuser,
Selbstm

ord

und
B

eteiligung
am

Selbstm
ord

in
srafrechtlicher

H
insicht,

F
S

für
W

elzel,1974,801ff.,;Suizid
und

Strafrecht,1982.



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
五
（
一
六
二
七
）

（
20
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、vgl.R

.Schm
itt,Strafrechtlicher

Schutz

vor
sich

selbst?
F

S
für

M
aurach,1972,113ff.A

uch
E

ngisch,

ZStW
83

(1971),262.

（
21
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
、F

.17.

（
22
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、A

rthur
K

aufm
ann,

G
erechtigkeit

-
der

vergessene
W

eg
zum

F
rieden;

G
edanken

eines
R

echtsphi-

losophie
zu

einer
politischen

T
hem

a,
1986.

﹇
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
竹
下
賢
監
訳
）『
正
義
と
平
和
』（
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
第
一
部
「
正
義

―
平
和
へ
の
忘

れ
ら
れ
た
道

―
あ
る
政
治
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
法
哲
学
的

考
察
」﹈



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
六
（
一
六
二
八
）

何
か
が
倫
理
的
に
も
法
的
に
も
問
題
を
は
ら
ん
で
お
ら
ず
、
そ

れ
が
問
題
な
く
許
容
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

ど
の
よ
う
な
遺
伝
子
技
術
上
の
領
域
も
存
在
し
て
い
な
い
。
あ
れ

ほ
ど
上
首
尾
に
用
い
ら
れ
て
い
る
遺
伝
学
上
の
指
紋
で
さ
え
そ
う

で
あ
り
、
何
ら
か
の
遺
伝
子
技
術
を
全
然
用
い
な
い
こ
と
も
ま
た
、

正
し
い
解
決
策
で
は
全
く
な
い
。
し
ば
し
ば
遺
伝
子
工
学
上
の
諸

処
理
の
許
容
性
は
、
そ
れ
ら
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
全
く
確
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
（
こ
こ
で
は
、
寛
容
と
信
頼
だ
け
が
研
究
者

に
と
っ
て
助
力
と
な
る
）。
遺
伝
子
技
術
者
が
全
く
正
確
に
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
行
動
様
式
を
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
に
評
価

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
バ
イ
オ
エ
シ
ッ

ク
ス
に
と
っ
て
は
過
大
な
要
求
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

全
く
不
具
合
な
こ
と
に
、
立
法
者
は
遺
伝
子
技
術
の
領
域
で
は

ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
の
胚
保
護

法
で
は
、
ヒ
ト
胚
の
低
温
保
存
（
つ
ま
り
は
冷
蔵
）
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
技
術
は
、
こ
の
禁
止
を
す
で
に
そ
の
公
布
の
時
点

二
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
／
ヘ
リ
ベ
ル
ト
・
プ
ラ
ン
ト
ル

人
間
は
何
を
人
間
に
負
っ
て
い
る
の
か

―
―
遺
産
の
ひ
と
つ：
遺
伝
子
工
学
の
倫
理
的
な
諸
々
の
挑
戦
に
つ
い
て
の
法
学
者
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ

フ
マ
ン
の
省
察
―
―



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
七
（
一
六
二
九
）

で
追
い
越
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
技
術
は
こ

の
間
に
未
受
精
の
卵
細
胞
を
凍
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
及

ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
り
わ
け
ま
た
、
胚
保
護
法
で
は
研
究
目
的
の
た
め
に
ヒ
ト

胚
を
産
出
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ

の
研
究
者
は
他
の
諸
国
か
ら
胚
性
幹
細
胞
を
輸
入
し
、
そ
れ
で
実

験
し
て
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

明
日
な
ら
何
が
可
能
で
あ
る
か

こ
れ
は
修
復
が
可
能
な
立
法
者
の
過
誤
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
で
き
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
は
、
こ
の
領
域
で
な
ら
何

が
可
能
で
あ
る
か
を
何
人
も
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え

に
、
こ
の
種
の
過
誤
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
人
は
つ
ね
に
《proleptic

law

》、
先
取
り
す
る
法
律
に

対
し
て
つ
ね
に
健
全
な
不
信
と
い
う
も
の
を
有
し
て
い
た
。
立
法

者
は
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
で
な
け
れ
ば
彼
は
ど
の
よ
う
な
法
律
も
作
る
こ
と
な
く
、
星

占
い
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

過
去
一
〇
年
に
遡
る
野
心
に
満
ち
た
遺
伝
子
工
学
上
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ゲ
ノ
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｈ
Ｇ
Ｐ
）」

で
あ
り
、
そ
れ
に
は
ド
イ
ツ
を
含
む
多
く
の
国
が
か
か
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
さ
い
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
の
解
読
、

つ
ま
り
は
個
々
の
遺
伝
子
の
場
所
と
機
能
お
よ
び
そ
の
抑
制
装
置

を
把
握
す
る
分
子
遺
伝
学
上
の
処
理
と
し
て
の
ゲ
ノ
ム
解
析
で
あ

る
。誰

も
が
一
番
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
月
面
着
陸
の
場
合

と
同
じ
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
多
額
の
金
と
特
許
権
も
ま
た

問
題
で
あ
る
。
現
に
し
ば
し
ば
共
存
よ
り
も
対
立
が
多
く
支
配
し

て
い
る
。
国
家
的
な
Ｈ
Ｇ
Ｐ
の
大
き
な
競
争
相
手
は
、
ク
レ
イ

ク
・
ヴ
ェ
ン
タ
ー
を
社
長
と
す
る
私
的
な
セ
レ
ラ
・
ジ
ェ
ノ
ミ
ッ

ム
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
約
三
〇
〇
〇
の
遺

伝
子
が
解
読
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
競
争
が
激
し
く
な
っ
た
と



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
二
八
（
一
六
三
〇
）

き
、
二
〇
〇
三
年
と
い
う
年
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
ク
レ
イ

ク
・
ヴ
ェ
ン
タ
ー
が
二
〇
〇
二
年
四
月
に
、
遺
伝
子
の
九
九
パ
ー

セ
ン
ト
が
解
読
さ
れ
た
と
公
表
し
た
と
き
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
は

申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
は
Ｈ
Ｇ
Ｐ
と
セ
レ
ラ
社
と
が
、
関

係
者
の
す
べ
て
が
満
足
の
ゆ
く
よ
う
に
、
両
者
が
将
来
的
に
協
働

を
求
め
て
い
る
と
宣
言
し
た
。
そ
の
直
前
に
両
者
は
共
同
で
「
生

命
の
建
設
計
画
」
と
い
う
も
の
を
提
示
し
た
が
、
そ
れ
は
専
門
家

の
世
界
で
熱
狂
的
に
祝
わ
れ
た
。
実
際
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
、
ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
、
動
脈
硬
化
症
、
白
血
病
お
よ
び
癲
癇
症
と
い

っ
た
病
気
を
克
服
す
る
に
当
た
っ
て
か
な
り
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
と
は
い
え
、
い
ま
だ
す
べ
て
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
遺
伝
子
に
は
番
号
が
付
け
ら
れ
た
が
、

し
か
し
番
地
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
知
ら
れ
て
い

な
い
。
遺
伝
子
の
諸
機
能
が
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
年
か
ら
三
年
ま
で
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

子
孫
に
諸
々
の
効
果
を
伴
う
生
殖
細
胞
に
お
け
る
遺
伝
子
転
換

は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た

―
つ
ま
り

は
、「
そ
れ
」
が
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
限
り
で
。
胚
保
護

法
に
よ
っ
て
こ
れ
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
者
た
ち

は
禁
止
の
解
除
を
い
よ
い
よ
強
く
求
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
生

命
物
理
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ト
ッ
ク
は
こ
の
間
、
子
孫
が
そ
の
遺

伝
形
質
の
改
善
を
求
め
る
権
利
を
要
求
し
、
裁
判
手
続
き
で
は

「
違
法
な
出
産
」
も
し
く
は
「
遺
伝
学
上
の
不
作
為
」
を
理
由
に
、

ど
の
よ
う
な
例
外
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
る
。

重
大
な
、
致
死
的
な
諸
々
の
病
気
の
克
服
を
目
的
と
し
た
生
殖

細
胞
の
遺
伝
子
転
換
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
こ
れ
を
話
題
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
遺
伝
子
研
究
は
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち

に
は
る
か
に
先
へ
と
進
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
髪
の
色
、
目
の
色
、

大
き
さ
、
性
、
知
性
、
こ
れ
ら
お
よ
び
他
で
も
多
く
を
子
孫
に
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な

特
性
を
人
は
有
す
べ
き
か
を
誰
が
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
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こ
れ
を
偶
然
が
決
定
し
て
い
る
限
り
、
確
か
に
多
く
の
者
が
そ
の

遺
伝
学
上
の
装
備
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
も
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
彼
は
そ
れ
を
誰
の
せ
い
に
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
が
偶

然
の
排
除
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
諸
々
の
奈
落
の
口
が
社
会
に
、
そ
し

て
と
く
に
家
族
に
向
け
て
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
の
砦
は
い
つ
崩
壊
す
る
か

描
出
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
す
る
と
、
遺
伝
子
操
作

と
い
う
こ
と
で
最
後
の
道
徳
的
要
塞
が
崩
壊
す
る
ま
で
に
は
、
も

は
や
ひ
と
つ
の
時
間
の
問
題
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
場
合
で
は
、
人
間
は
進
化
に
介
入
し
、
そ
れ
を
促
進
す
る
で
あ

ろ
う
。
創
り
出
さ
れ
よ
う
と
す
る
完
全
な
人
間
を
、
計
画
に
従
っ

て
価
値
あ
る
固
体
と
無
価
値
な
固
体
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
の
生
命
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
分
類
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
単
な
る
人
体
で
し
か

な
い
。
そ
れ
で
も
他
面
に
お
い
て
、
重
病
を
有
効
に
治
療
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
努
力
が
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ

か
ら
の
突
破
口
を
ど
こ
に
見
出
す
べ
き
か
。

最
近
で
は
、
そ
の
開
発
者
で
あ
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
ジ

ェ
ー
ム
ス
・
ト
ム
ソ
ン
が
「
治
療
的
ク
ロ
ー
ン
」
と
呼
ん
で
い
る

よ
う
な
方
法
が
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
厳
格

に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヒ
ツ
ジ
「
ド
リ
ー
」
の

よ
う
な
ク
ロ
ー
ン
を
作
り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
き
わ
め
て
様
ざ
ま
な
臓
器
移
植
の
た
め
の
移
植
体
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
マ
ウ
ス
で
し

か
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
き
わ
め
て
複
雑
な
こ
の
方
法
を
、
こ
こ

で
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
質
的
な
の
は
こ
う
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
全
能
性
を
有
し
て
い
る
は
ず
の
（
そ

れ
ゆ
え
、
受
精
後
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
一
週
間
目
の
）
胚
か
ら
ク

ロ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
で
遺
伝
的
に
操
作
し
て
そ
の
分
化
の
衝
迫
が

制
限
さ
れ
る
よ
う
に
施
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
幹
細
胞
が
培
養
さ
れ



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
三
〇
（
一
六
三
二
）

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幹
細
胞
か
ら
は
原
理
的
に
他
の
す
べ
て

の
組
織
が
発
生
し
得
る
こ
と
か
ら
、
分
化
し
た
諸
々
の
体
細
胞

（
心
臓
、
肝
臓
、
神
経
）
の
任
務
を
充
足
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
研
究
者
た
ち
は

期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

崩
壊
す
る
前
線

多
く
の
科
学
者
は
、
た
と
え
ば
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
や
ペ

ー
タ
ー
・
ス
ロ
ー
タ
ジ
ク
は
す
で
に
エ
イ
ズ
に
対
し
て
抵
抗
力
が

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
長
く
生
き
か
つ
知
性
的
で
あ
る
人
間
を
、

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
夢
見
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
夢
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
可
能
性
と
し
て
真
に
受

け
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
移
植
体
の
著
し
い
欠
損

が
将
来
的
に
除
去
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ヒ
ト
に
お
け
る
治
療
的
ク
ロ
ー
ン
は
、
そ
こ
で
は
、

ほ
ん
の
数
日
目
の
胚
で
あ
っ
て
も
そ
の
消
耗
的
な
処
理
が
な
さ
れ

る
と
い
う
理
由
で
、
ド
イ
ツ
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
つ
の
日
に
か
こ
の
方
法
で
実
際
に
諸
々
の
重
病
を
治
療
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
反
対
者
た
ち
の
前
線
は
た
ち
ま
ち

に
し
て
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
人
は
、
と

く
に
重
病
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
は
、
ど
の
み
ち
そ
の
順

位
に
お
い
て
胚
よ
り
も
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。

い
っ
そ
う
集
中
的
な
討
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
着
床

前
診
断
術
（P

r äim
plantationsdiagnostik=

P
ID

）
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
試
験
受
精
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
試
験
管

の
な
か
で
産
出
さ
れ
た
胚
が
子
宮
に
移
植
さ
れ
る
前
に
遺
伝
子
診

断
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
遺
伝
的
損
傷
（
た
と
え
ば
膵

繊
維
症
）
が
判
明
す
る
と
、
胚
は
選
別
さ
れ
て
捨
て
ら
れ
る
。
多

く
の
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
）
で
Ｐ
Ｉ
Ｄ
は
実

施
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
は
胚
保
護
法
に
よ
っ
て
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
医
師
と
遺
伝
学
者
は
ま
す
ま
す
声
高
に
そ
の
禁



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
三
一
（
一
六
三
三
）

止
の
解
除
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
要
求
の
背
後
に
も
、
完
全
な
人
間
の
創
出
と
い
う
理
念
が

置
か
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｄ
の
実
際
的
な
利
点
は
倫
理
的
な
疑
念
を

凌
駕
す
る
と
、
繰
り
返
し
請
合
わ
れ
る
。
本
当
に
そ
う
で
あ
る
の

か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
に
ヒ
ト
ラ
ー
の

「
安
楽
死
」
命
令
の
場
合
と
同
様
の
優
生
学
が
、「
生
存
に
価
値
な

き
生
命
の
毀
滅
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
こ
れ
が
す

で
に
生
ま
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
で
は
な
く
、
胚
に
対
し
て
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
甘
受
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
よ
り
重
大
な
の
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｄ
は
健
康
な
子
供
へ
の
（
そ
の

場
合
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｄ
は
許
さ
れ
る
）、
も
し
く
は
堕
胎
（
そ
の
場

合
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｄ
は
許
さ
れ
な
い
）
へ
の
強
制
を
誘
発
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
両
親
は
確
か
に
障
害
を
負
っ
て
生
ま
れ
て
き
た

子
を
受
け
容
れ
て
育
て
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
場
合
で
は
、
両
親
は
社
会
か
ら
仲
間
外
れ
に
さ
れ
る
と

い
う
危
険
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、

障
害
を
負
っ
た
ど
の
よ
う
な
人
を
も
受
け
容
れ
よ
う
と
は
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

遺
伝
子
工
学
は
神
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
、

教
養
あ
る
人
び
と
か
ら
聞
か
さ
れ
、
ま
た
読
ま
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

思
考
上
の
怠
惰
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
神
を
演
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
神
は
そ
の
概
念
か
ら
し
て
生
ぜ
さ
せ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
、
無
か
ら
生
成
さ
れ
た
も
の
の
第
一
原
因
で
あ
る
。
人

間
は
生
ぜ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
現
に
存
在
し
て

い
る
も
の
に
、
彼
が
自
分
で
作
り
上
げ
た
わ
け
で
も
な
い
自
然
法

則
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

遺
伝
子
工
学
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
人
間
が
す
で
に
つ
ね
に
作

っ
て
き
た
も
の
以
外
に
は
何
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
諸
々
の

自
然
法
則
を
発
見
し
、
た
と
え
ば
彼
が
水
を
沸
騰
さ
せ
、
卵
を
そ

こ
で
茹
で
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

疑
い
も
な
く
ヒ
ツ
ジ
を
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
し
、
遺
伝
子
を
変
更
す
る
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こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
今
日
に
可
能
で
あ
る
こ
と
の
何
も
の

も
、
自
然
の
諸
々
の
所
与
か
ら
し
て
五
〇
〇
〇
年
前
に
は
不
可
能

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

不
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と

胚
保
護
法
は
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

―
そ
し
て
、
改
正

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
か
。
多
く
の
専
門

家
は
、
ヒ
ト
胚
を
対
象
と
し
た
実
験
の
禁
止
の
解
除
を
要
求
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
繰
り
返
し
、
禁
止
が
解
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
遺
伝
子
工
学
の
最
も
重
要
で
将
来
性
の
あ
る
領
域
が
不
利
な

状
況
に
陥
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ

れ
に
は
実
際
、
手
が
打
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
た
め
に
は
、
い
ま
だ
時
期
が
熟
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
で
は
、
最
小
限
の
基
本
的
な
合
意
で
さ
え
、
今
日
ま
で

成
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
将
来
的
な
諸
々
の
出
来
事
を
予

見
し
、
全
般
的
な
諸
規
範
を
も
っ
て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

僭
称
す
る
先
取
り
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
話
題
と
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
新
し
い
法
律
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
批
判
に

―
胚
保
護

法
は
い
ま
だ
一
〇
年
よ
り
古
く
は
な
い

―
に
対
し
て
は
、
直
ち

に
法
改
正
を
も
っ
て
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
望
ま
し

い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
禁
止
が
い
っ
た
ん
下
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
研
究
は
「
後
ま
で
残
る
展
開
」

と
い
う
意
味
に
お
い
て
営
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
治
療
的
ク
ロ
ー
ン
の
場
合
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
こ
の
方
法
が
例
外
的
に
、
つ
ま
り
は
重
病
の
場
合
に
許
容
さ

れ
る
べ
き
諸
事
例
の
た
め
の
諸
々
の
適
応
事
由
カ
タ
ロ
グ
で
あ
る
。

原
則
か
ら
の
諸
々
の
例
外

そ
の
さ
い
三
つ
の
方
法
が
、
選
択
肢
と
し
て
存
在
す
る
。
第
一

は
、
個
々
の
病
気
を
個
別
的
か
つ
完
結
的
に
数
え
立
て
る
事
例
列

挙
的
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
的
安
定
性
は
大
き
い
が
、
そ
れ

で
も
現
実
か
ら
遊
離
し
て
決
定
す
る
と
い
う
危
険
が
生
ず
る
。
第



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
三
三
（
一
六
三
五
）

二
の
方
法
で
は
、「
重
大
な
病
気
」
と
い
う
一
般
条
項
し
か
存
在

し
な
い
の
で
、
決
定
は
つ
ね
に
実
質
に
即
し
て
な
さ
れ
得
る
が
、

し
か
し
こ
こ
で
は
裁
判
官
に
よ
る
恣
意
が
門
戸
を
開
い
て
い
る
。

第
三
は
例
証
的
な
方
法
で
あ
る
。
法
律
は
ま
ず
、
重
大
な
病
気
と

い
う
一
般
条
項
を
呈
示
し
、
こ
れ
に
結
び
つ
い
て
次
に
、
こ
の
種

の
諸
事
例
が
続
く
。
こ
の
種
の
法
律
は
ま
だ
し
も
十
分
に
安
定
し

て
お
り
、
相
応
な
諸
帰
結
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

治
療
的
ク
ロ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
法
律
規
定
を
提
案
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
治
療
的
ク
ロ
ー
ン
の
方
法
に
お
い
て
結
果

と
し
て
生
じ
た
臓
器
移
植
に
よ
っ
て
臓
器
受
容
者
の
重
大
な
病
気

が
治
癒
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
本
質
的
に
改
善
さ
れ
た
場
合
に
は
、

こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
可
罰
行
為
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

重
大
な
病
気
と
い
う
の
は
原
則
と
し
て
、
第
一
に
差
し
迫
っ
た

諸
々
の
理
由
が
、
臓
器
移
植
が
な
け
れ
ば
そ
れ
が
死
ま
た
は
持
続

的
な
病
衰
に
導
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
に
、
第
二
に
、
そ
れ

が
臓
器
受
容
者
を
し
て
切
迫
し
た
自
殺
の
危
険
を
招
来
さ
せ
た
と

い
う
想
定
に
賛
成
し
て
お
り
、
ま
た
差
し
迫
っ
た
諸
々
の
理
由
が
、

臓
器
移
植
が
な
け
れ
ば
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
に
賛
成
し
て
い
る
場
合
、
お
よ
び
第
三
に
、

胚
の
生
命
権
が
臓
器
受
容
者
の
利
益
を
明
白
に
凌
駕
し
て
い
な
い

場
合
に
存
在
す
る
。」

こ
の
提
案
で
は
、
い
ま
だ
多
く
の
こ
と
が
練
り
上
が
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
を
、
こ
こ
で
は
不
問
に
し
て
お
く
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
、

最
後
の
利
益
衡
量
条
項
は
、
よ
り
多
く
胚
の
利
益
の
た
め
に
、
も

し
く
は
、
よ
り
多
く
臓
器
受
容
者
の
利
益
の
た
め
に
と
い
う
よ
う

に
、
こ
れ
と
は
別
の
表
現
形
式
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
し
て
お
き
た
い
。

今
日
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、「
人
の
生
命
」、「
人
間
」、「
人
格
」
と
い
っ
た
諸
概
念

に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
示
さ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
で
は
し

ば
し
ば
、
受
精
を
も
っ
て
完
全
な
意
味
に
お
け
る
一
人
の
人
間
が

発
生
す
る
と
い
う
見
解
が
提
唱
さ
れ
る
。
不
死
の
霊
魂
は
す
で
に
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接
合
子
に
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
そ
の
根
底
に
置
か

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
に
帰
す
る
宗
教
の
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
立
す
る
見
解
を
提
唱
し
て
い
る
の
が
、
ピ

ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
彼
は
「
人
格
」
と
い
う
特
質
を
多

く
の
動
物
に
も
割
り
当
て
る
一
方
で
、
一
連
の
人
間
的
存
在
に
は

人
格
的
存
在
を
否
認
す
る
結
果
と
し
て
、
胚
ば
か
り
で
な
く
、
新

生
児
も
人
格
が
否
認
さ
れ
る
。
後
者
は
確
か
に
「
赤
ん
坊
」
で
あ

る
が
、
し
か
し
一
人
の
人
間
で
は
な
い
。
出
産
後
二
八
日
に
し
て

は
じ
め
て
、
生
ま
れ
て
き
た
人
間
的
存
在
は
人
間
に
な
る
と
さ
れ

る
。
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
文
章
に
遭
遇
す
る
。

「
胎
児
が
一
個
の
人
格
と
同
じ
生
命
へ
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
新
生
児
も
明
ら
か
に
こ
れ
を
有
し
て
お
ら
ず
、
新

生
児
の
生
命
は
そ
れ
ゆ
え
、
一
匹
の
ブ
タ
、
一
匹
の
イ
ヌ
ま
た
は

一
匹
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ
り
も
低
い
価
値
し
か
有
し
て
い
な
い
。」

「
人
間
」
は
す
で
に
受
精
の
時
点
か
ら
人
間
か
、
そ
れ
と
も
生

後
二
八
日
目
に
人
間
に
な
る
の
か

―
こ
れ
に
は
一
定
の
目
的
と

の
関
連
で
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
が
あ
る
で
も
あ
ろ
う
。
法
に
と
っ
て

は
こ
の
種
の
論
定
は
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
が
漠
然
と
し
て
い
る
か
、

な
い
し
は
恣
意
的
で
あ
る
が
、
法
は
し
か
し
法
的
安
定
性
を
保
障

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
問
題
に
は
な
ら
な

い
。
民
法
第
一
条
に
即
し
て
言
え
ば
、
人
は
出
産
の
完
了
を
も
っ

て
人
間
で
あ
り
、
つ
い
で
一
個
の
法
的
人
格
で
あ
る
こ
と
を
動
か

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
間
の
尊
厳
と
は
何
か

遺
伝
子
論
議
で
は
、
人
間
の
尊
厳
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
多
く
の
混
乱
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
。
人
間
の
尊
厳
は

把
握
が
可
能
で
定
義
づ
け
る
こ
と
の
可
能
な
内
容
を
欠
い
て
い

る
、
ひ
と
つ
の
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、
ま

ず
は
何
で
も
そ
の
な
か
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
持
ち

込
み
は
、
熱
心
に
も
な
さ
れ
て
い
る
。
堕
胎
論
議
で
は
、
一
方
で

は
妊
婦
に
、
他
方
で
は
胎
児
に
と
い
う
よ
う
に
、
両
方
か
ら
人
間
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の
尊
厳
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

生
殖
技
術
の
場
合
や
ク
ロ
ー
ン
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
事

情
に
は
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
反
対
者
た
ち
は
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン

を
、
無
性
生
殖
に
伴
う
父
な
き
社
会
は
人
た
る
に
相
応
し
く
な
い

と
考
え
、
弁
護
者
た
ち
は
、
実
験
室
内
で
の
生
殖
は
異
性
間
の
生

殖
に
よ
る
受
精
よ
り
も
徹
頭
徹
尾
人
間
的
で
あ
る
、
子
は
望
ま
れ

て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
と
動
物
と
が
区
別
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

両
立
場
の
い
ず
れ
も
が
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の

正
し
い
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
両
方
と
も
に
目
が
眩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
尊

厳
ほ
ど
に
抽
象
的
な
、
徹
底
的
に
規
範
的
な
概
念
の
も
と
に
ひ
と

は
論
理
的
に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
言
え
ば
、
人
間
の
尊
厳
に
つ
い

て
の
自
己
流
の
解
釈
へ
の
当
て
は
め
で
し
か
な
い
。
人
間
の
尊
厳

に
は
、
後
に
な
っ
て
そ
こ
か
ら
取
り
出
す
つ
も
り
の
も
の
が
た
だ

単
に
そ
こ
に
仕
舞
い
込
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
法
哲
学
者
で
あ
る
ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・

ノ
イ
マ
ン
が
「
尊
厳
の
専
制
」
と
い
う
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る

の
は
、
偶
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
の
尊
厳
は
確
か
に
ひ
と
つ

高
い
倫
理
的
価
値
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
そ
の
論
証
的
価
値
は
僅

少
で
あ
る
（
だ
か
ら
こ
そ
、
何
で
も
そ
こ
に
包
み
込
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
）。
基
本
法
第
一
条
第
一
項
は
い
か
な
る
道
具
的

な
規
範
で
も
な
く
、
基
本
法
前
文
お
よ
び
宣
誓
用
の
決
ま
り
文
句

と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
象
徴
的
な
規
範
で
し
か
な
い
。

シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
ケ
ル
ナ
ー
は
、
一
九
九
九
年
に
『
ブ
ル
ー
プ

リ
ン
ト
│
青
写
真
』
と
題
す
る
一
冊
の
小
説
を
書
い
た
。
高
い
才

能
に
恵
ま
れ
た
女
流
作
曲
家
イ
ー
リ
ス
・
セ
リ
ン
は
不
知
の
病
に

罹
っ
て
お
り
、
子
供
が
い
な
い
。
彼
女
の
才
能
が
そ
の
死
と
と
も

に
破
滅
し
な
い
た
め
に
、
彼
女
は
自
分
を
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
さ
せ
、

ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
彼
女
の
娘
ジ
ー
リ
と
一
緒
に
な
お
数
年
間

を
生
き
る
。
そ
れ
は
厄
介
至
極
な
数
年
と
な
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
と



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
三
六
（
一
六
三
八
）

ク
ロ
ー
ン
は
身
元
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
う
ち

誰
が
誰
で
あ
る
の
か
。
母
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
、

ジ
ー
リ
は
彼
女
自
身
の
実
存
を
意
識
す
る
、
彼
女
は
よ
う
や
く
一

人
の
私
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

「
あ
と
が
き
」
で
著
者
は
、「
通
常
の
方
法
で
子
を
作
る
と
い

う
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
、
ど
う
に
も
我
慢
の
な
ら
な
い
時
代
遅
れ
の

考
え
で
あ
る
」
と
思
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
南
ド

イ
ツ
新
聞
」
で
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
彼
女
は
、
自
分
が
子
を

欲
し
が
る
と
、
い
っ
た
い
何
ゆ
え
に
「
一
人
の
男
を
探
し
出
す
」

か
、
も
し
く
は
精
子
銀
行
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

の
か
と
質
問
し
た
。
そ
の
答
え
は
、
ク
ロ
ー
ン
は
ど
の
み
ち
「
よ

り
清
潔
な
」
解
決
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
、
ゲ
ー
テ
が
登
場
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
！

か
つ
て
は
出
産
と
い

う
も
の
が
は
や
っ
て
い
た
な
ん
て
、
馬
鹿
げ
た
悪
ふ
ざ
け
だ
と
わ

れ
わ
れ
は
言
わ
し
て
も
ら
お
う
。
動
物
が
な
お
引
き
続
い
て
そ
れ

に
熱
中
し
て
い
る
と
し
て
も
、
人
間
は
そ
の
偉
大
な
才
能
を
も
っ

て
何
と
し
て
も
将
来
的
に
よ
り
純
粋
な
、
よ
り
高
い
起
源
を
も
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
ケ
ル
ナ
ー
が

「
馬
鹿
な
子
で
自
分
を
消
尽
し
た
く
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
ゲ
ー

テ
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の

も
、
彼
は
何
ひ
と
つ
偶
然
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
欲
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。「
偉
大
な
企
図
と
い
う
も
の
は
、
は
じ
め
に
は
馬
鹿
げ

た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
は
、
将

来
は
笑
う
こ
と
に
し
た
い
。
万
有
が
自
然
の
も
の
に
満
足
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人
工
的
で
あ
る
も
の
は
、
閉
じ
ら
れ
た
余

地
を
要
求
す
る
。」

シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
ケ
ル
ナ
ー
の
場
合
で
は
、
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン

は
何
ら
か
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
。
誰
が
ク
ロ
ー
ン
を
、
ク

ロ
ー
ニ
ン
グ
す
る
さ
い
に
発
現
す
る
ほ
ど
の
多
く
の
危
険
に
さ
ら

す
こ
と
を
欲
す
る
の
か
。
誰
が
、
た
だ
ひ
と
つ
ヒ
ト
の
胚
を
生
か

せ
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
多
く
の
ヒ
ト
胚
が
死
ぬ
こ
と
を
欲
す
る
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の
か
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、
そ
の
ク
ロ
ー
ン
が
き
わ
め
て
あ
り
得

る
こ
と
と
し
て
、
普
通
の
場
合
よ
り
も
早
期
に
死
滅
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、「
死
な
せ
な
い
」
よ
う
に
な
る
た
め
に

は
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
が
長
期
に
わ
た
っ
て
繰

り
返
さ
れ
る
と
、
つ
い
に
は
出
産
時
に
は
ま
す
ま
す
年
老
い
た
存

在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
が
欲
す
る
の
か
。

否
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
人
び
と
は
将

来
に
お
い
て
も
伝
統
的
な
、
満
足
の
ゆ
く
類
の
生
殖
の
ほ
う
を
優

先
し
、
賢
明
に
も
偶
然
の
領
域
に
は
手
出
し
を
し
な
い
と
予
言
す

る
こ
と
は
、
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

一
〇
の
原
則

バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
で
は
、
ひ
と
は
ど
の
よ
う
に
し

て
諸
々
の
認
識
に
達
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
、
次
の
一
〇
原
則
が

妥
当
す
る
。

１
、
討
議
の
対
象
（
た
と
え
ば
治
療
的
ク
ロ
ー
ン
）
が
参
加
者

全
員
に
よ
っ
て
同
一
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
仮
象
討
議
、
そ
し
て
ま
た
、
場

合
に
よ
っ
て
は
仮
象
合
意
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

２
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
討
議
理
論
の
理
想
的
な
、
理
論

的
な
討
議
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
、
真
理
性
へ
と

向
け
ら
れ
た
討
議
で
あ
る
。「
究
極
的
な
根
拠
づ
け
」
と
い

う
も
の
は
、
こ
こ
で
は
あ
り
得
な
い
。

３
、
実
践
的
な
、
比
較
的
に
具
体
的
な
諸
対
象
は
、
抽
象
的
な
、

理
論
的
な
そ
れ
ら
よ
り
も
大
き
な
困
難
を
認
識
に
も
た
ら
す
。

４
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
は
、
ひ
と
つ
の
規
範
的
な

討
議
で
あ
る
。
価
値
諸
認
識
は
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
か
は
、

争
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
。

５
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
主
と
し
て
危
険
諸
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
々
の
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合
意
は
例
外
的
に
し
か
存
在
し
な
い
。

６
、
一
般
的
な
論
証
理
論
の
抽
象
的
な
諸
原
則
は
、
バ
イ
オ
エ

シ
ッ
ク
ス
上
の
討
議
に
も
妥
当
す
る
。

７
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
十
分
で
は
な
い
。
規
範
的
な

諸
認
識
に
と
っ
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

a)
論
証
原
理

す
べ
て
の
論
拠
が
こ
れ
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

b)
合
意
原
理

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
合
意
も
究
極

的
に
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
、

c)
可
謬
原
理

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
論
拠

は
原
則
的
に
そ
の
誤
謬
を
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
理
論
も
し
く
は
あ
る
仮
説
が
長
い

目
で
見
て
論
駁
が
可
能
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
真
理

性
の
推
定
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

８
、
規
範
的
な
領
域
で
の
諸
認
識
は
類
比
的
な
性
格
を
有
し
て

い
る
。
諸
事
例
が
比
較
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
Ｐ
Ｉ

Ｄ
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
安
楽
死
」
命
令
と
が
）。

９
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
領
域
に
お
け
る
規
範
的
、
実
践
的
、

具
体
的
な
、
現
実
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
危
険
に
満
ち

た
認
識
は
、
つ
ね
に
問
題
を
は
ら
ん
だ
認
識
で
あ
る
。
そ
れ

ら
を
個
々
人
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ

つ
ね
に
協
働
の
努
力
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ひ

と
り
で
は
つ
ね
に
不
当
で
あ
る
。
二
人
目
か
ら
始
め
て
真
理

は
じ
ま
る
。

10
、
規
範
的
な
諸
問
題
で
は
し
ば
し
ば
、
何
が
明
白
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
否
定
的
に
し
か
言
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一
義
的
に
許
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
遺
伝
子
工
学
に
お
い
て
は

何
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（in:Sü ddeutsche
Zeitung

N
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二
〇
〇
一
年
四
月
一
一
日
に
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

は
、
七
八
歳
の
年
齢
を
も
っ
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
逝
去
し
た
。

彼
と
と
も
に
ド
イ
ツ
法
哲
学
は
そ
の
最
も
重
要
で
、
国
際
的
に
も

最
も
名
声
の
高
い
代
表
者
を
失
っ
た
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ

マ
ン
が
大
き
な
人
格
的
責
務
を
も
っ
て
創
設
し
、
そ
し
て
拡
充
し

た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
法
哲
学
お
よ
び
法
情
報
学
の
た
め
の
研
究

所
は
、
彼
の
指
導
の
も
と
に
国
際
的
な
法
哲
学
論
議
の
一
中
枢
へ

と
発
展
し
た
。
彼
の
著
作
は
数
多
く
の
外
国
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、

法
律
家
の
論
議
の
限
界
を
超
え
て
大
き
な
注
目
と
承
認
を
見
出
し

た
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
法
学
上
の
名
誉
博
士
（
慶

応
義
塾
大
学
、
ア
テ
ネ
大
学
）
の
み
な
ら
ず
哲
学
上
の
名
誉
博
士

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
イ
ェ
シ
ヴ
ァ
大
学
、
シ
ド
ニ
ー
大
学
）
な
ら
び

に
神
学
上
の
名
誉
博
士
（
ル
ー
ビ
ン
）
の
栄
誉
が
授
与
さ
れ
た
。

彼
は
バ
イ
エ
ル
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
な
ら
び
に
数
多
く
の

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
お
よ
び
協
会
の
会
員
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
世
界
組
織
の
名
誉
会
長
と
し
て
、
ド
イ
ツ
部

門
の
議
長
と
し
て
ま
た
名
誉
議
長
と
し
て
並
び
に
世
界
議
長
団
の

会
員
と
し
て
代
表
し
て
い
た
法
お
よ
び
社
会
哲
学
協
会
は
、
彼
と

と
も
に
そ
の
影
響
力
の
あ
る
人
物
を
失
っ
た
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
一
九
二
三
年
五
月
一
〇
日
に

ジ
ン
ゲ
ン
（
ホ
ー
エ
ン
ヴ
ィ
ー
ル
）
で
生
ま
れ
た
。
ジ
ン
ゲ
ン
で

の
小
学
校
通
学
の
後
（
一
九
三
三
年
以
後
）、
マ
イ
ン
ツ
の
人
文

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
一
九
四
一
年
に
大
学
入
学
資
格
試
験
に
合
格

し
、
続
い
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
大
学
に
入
学
登

三
、
ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文
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録
を
し
た

―
法
学
部
に
で
は
な
く
、
数
学
お
よ
び
物
理
部
門
の

研
究
の
た
め
に
。
こ
の
研
究
の
継
続
は
兵
役
へ
の
召
集
と
、
器
具

観
察
を
妨
げ
た
戦
傷
に
よ
っ
て
不
可
能
に
な
っ
た
。
一
九
四
五
／

四
六
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
グ
ス
タ
ー
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と

邂
逅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
彼
の
学
問
的
人
生
行

路
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
法
哲
学
に
、
そ
し
て
法
学
の
研

究
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
邂
逅
を
彼
の

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
伝
記
で
親
愛
に
満
ち
て
印
象
深
く
描
写
し
て
い
る
。

―
知
的
誠
実
性
に
負
っ
て
い
る

―
自
然
法
上
の
真
理
要
求
に

対
す
る
懐
疑
を
一
方
と
し
、「
正
し
い
」
法
を
求
め
る
絶
え
ざ
る

探
求
を
他
方
と
し
た
両
者
の
結
び
つ
き
は
、
作
品
に
お
い
て
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
と
い
う
人
格
に
お
け
る
の
と
同
様
に
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法

哲
学
の
基
点
で
あ
り
続
け
る
。『
刑
法
の
責
任
論
に
お
け
る
不
法

意
識
』
と
題
す
る
著
作
で
、
そ
の
も
と
で
博
士
の
学
位
を
修
得
し

た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と
並
ん
で
、
こ
の
時
期
で
は
と
り
わ
け
、
と
く

に
責
任
問
題
と
い
う
差
し
迫
っ
た
問
題
と
の
対
決
を
通
し
て
カ
ウ

フ
マ
ン
の
後
の
重
要
な
作
品
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
こ
そ
カ
ー

ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
論
（O

fficien

）』
に
関

す
る
著
作
に
よ
っ
て
教
授
資
格
を
獲
得
す
る
と
い
う
計
画
は
、
ラ

ー
ト
ブ
ル
フ
の
死
（
一
九
四
九
年
）
の
後
で
は
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
法
律
家
に
な
る
た
め
の
二
つ
の
国
家
試
験
を
そ

の
つ
ど
州
一
位
で
合
格
し
て
い
た
カ
ウ
フ
マ
ン
は
実
務
に
就
き
、

一
九
五
二
年
に
カ
ー
ル
ス
ル
ー
へ
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
に
な
っ

た
。
し
か
し
学
問
は
彼
を
放
さ
な
か
っ
た
。
最
初
は
病
気
に
罹
っ

て
い
た
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
シ
ュ
の
代
理
と
し
て
、
後
に
は
固
定
し

た
非
常
勤
講
義
委
嘱
に
基
づ
い
て
彼
は
、
は
じ
め
は
そ
の
裁
判
官

と
し
て
の
活
動
と
並
ん
で
、
一
九
五
七
年
以
来
は
正
教
員
と
し
て

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
法
哲
学
と
刑
法
の
講
義
を
担
当
し
た
。

こ
れ
と
平
行
し
て
彼
は
哲
学
（
と
く
に
ガ
ダ
マ
ー
と
レ
ー
ヴ
ィ
ス

の
も
と
で
）
を
研
究
す
る
と
同
時
に
『
責
任
原
理
』
に
関
す
る
そ

の
資
格
論
文
に
従
事
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
一
九
六
〇
年
に
ハ



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
四
一
（
一
六
四
三
）

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
お
よ
び
法
哲
学
の
教

授
資
格
を
獲
得
し
た
。

い
ま
だ
同
じ
年
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
正
教
授
と
し
て
ザ
ー
ル
ラ
ン

ト
大
学
に
招
聘
さ
れ
、
法
お
よ
び
社
会
哲
学
の
た
め
の
研
究
所
の

所
長
に
任
命
さ
れ
た
。
今
日
で
も
な
お
標
準
と
な
っ
て
い
る
図
書

館
を
有
し
て
い
る
こ
の
研
究
所
の
創
設
と
拡
充
は
、
彼
と
そ
の
同

士
で
あ
り
友
人
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
に
負
っ

て
い
る
。
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
時
代
（
一
九
六
〇
年
―
一
九
六

九
年
）
は
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
、
熱
心
に
仕
事
に
打
ち
込
ん
で

お
り
、
自
ら
の
専
門
の
限
界
を
越
え
て
関
心
を
有
し
て
い
る
同
僚

た
ち
の
サ
ー
ク
ル
に
あ
っ
て
最
高
に
成
果
の
多
い
教
授
お
よ
び
研

究
活
動
の
時
期
で
あ
っ
た
。
同
僚
た
ち
と
の
間
で
夜
遅
く
ま
で
議

論
が
続
く
と
い
う
こ
の
特
別
な
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
の
雰
囲
気

が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
続
く
時
期
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
、
キ
ー
ル
お
よ

び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
か
ら
の
名
誉
あ
る
招
聘
を

断
っ
た
こ
と
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
六
九
年
に

は
し
か
し
、
彼
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
か
ら
の
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
ッ

シ
ュ
の
教
授
職
へ
の
後
任
へ
の
招
聘
に
従
い
、
彼
が
こ
れ
に
続
く

二
〇
年
間
の
流
れ
の
な
か
で
一
九
八
九
年
の
定
年
退
職
に
い
た
る

ま
で
に
国
際
的
に
指
導
的
な
法
哲
学
研
究
所
を
拡
充
し
、「
法
情

報
学
」
の
領
域
ま
で
拡
大
し
た
法
哲
学
研
究
所
の
主
宰
を
引
き
受

け
た
。

カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
は

―
自
伝
的
に
も
共
感
的
に
も

―

全
体
国
家
に
お
け
る
不
法
体
験
に
よ
っ
て
刻
印
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
に
よ
る
法
の
濫
用
に
抵
抗
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
法
、
法
の
形
成
お
よ
び
法
の
適

用
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
、
彼
の
法
哲
学
の
中
枢
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
、
カ
ウ

フ
マ
ン
の
立
場
は
法
実
証
主
義
と
自
然
法
と
の
間
の
争
い
に
お
い

て
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
法
哲
学
上
の
諸
テ
ー
マ
（
抵
抗
権
、

寛
容
命
令
）
の
選
択
を
指
導
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
た
だ
単
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に
法
律
の
権
威
を
楯
に
取
る
こ
と
を
裁
判
官
に
拒
み
、
そ
の
判
断

に
対
す
る
「
法
適
用
者
」
の
自
己
答
責
性
を
強
調
す
る
、
彼
の
法

獲
得
の
理
論
の
背
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
法
実
証
主
義
に
対
す
る

カ
ウ
フ
マ
ン
の
態
度
は
、
形
式
的
に
正
し
く
採
決
さ
れ
た
法
律
で

さ
え
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、

全
体
国
家
に
お
け
る
法
の
転
倒
の
経
験
を
通
し
て
「
い
わ
ば
実
験

的
に
」
論
駁
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
法
実
証
主
義
に
、
た
と
え
ば

ナ
チ
ス
独
裁
に
お
け
る
諸
々
の
計
画
的
な
人
権
侵
害
に
つ
い
て
責

任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
疑
わ
し

い
、
一
九
四
五
年
以
来
行
き
渡
っ
て
い
る
責
任
配
分
か
ら
は
、
カ

ウ
フ
マ
ン
は
後
の
著
作
物
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
距
離
を
置
い
て

き
た
。
こ
れ
は
し
か
し
、
法
律
の
法
的
妥
当
は

―
そ
し
て
そ
の

道
徳
的
拘
束
性
だ
け
で
な
く

―
実
質
的
な
留
保
の
も
と
に
置
か

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
法
的
拘
束

力
を
有
し
て
い
る
の
は
、
耐
え
難
い
仕
方
で
正
義
と
矛
盾
し
て
い

な
い
法
律
の
み
で
あ
る
。
彼
の
師
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
た
こ
の
基
準
を
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
信

奉
し
て
き
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
こ
と
を
、
後
に
開
始
さ
れ
た
法

実
証
主
義
と
法
道
徳
主
義
と
の
間
の
争
い
に
お
け
る
「
不
法
論
拠
」

の
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
を
通
し
て
、
ま
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の

判
例
に
お
け
る
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
公
式
」
の
受
容
を
通
し
て
も
確

証
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

多
面
に
お
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
自
然
法
の
諸
体
系
の
独
り
よ
が

り
な
正
義
に
対
し
て
は
、
つ
ね
に
距
離
を
保
持
し
て
き
た
。
す
で

に
早
い
時
期
に
無
時
間
的
な
妥
当
性
を
求
め
る
新
ト
マ
ス
主
義
の

要
求
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
法
の
歴
史
性
が
主
張
さ
れ
る
（『
自

然
法
と
歴
史
性
』、
一
九
五
七
年
）。
法
に
つ
い
て
の
確
実
性
を
存

在
論
の
な
か
に
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
（『
責
任
原
理
』、
一
九
六

一
年
、『
法
の
存
在
論
的
構
造
』、
一
九
六
二
年
）
は
、
そ
の
後
で

は
引
き
続
い
て
追
究
さ
れ
な
い
。
正
し
い
法
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の

そ
の
後
の
諸
著
作
で
は
む
し
ろ
存
在
に
即
し
た
客
体
と
し
て
よ
り
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も
ひ
と
つ
の
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
関
係
と
し
て
の
こ
の
理

念
、
相
応
化
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
中

枢
的
な
思
考
範
型
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

初
期
の
諸
々
の
著
作
で
は
、
と
り
わ
け
法
の
形
式
（「
実
定
性
」）

と
法
の
内
容
と
の
、
法
の
「
本
質
（essen

z

）
」
と
「
実
存

（existenz

）」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（『
自
然
法
と
歴

史
性
』、
一
九
五
七
年
）。
本
質
と
実
存
と
の
間
の
「
存
在
論
的
差

異
」
を
基
盤
と
し
て
法
秩
序
の
段
階
構
造
と
い
う
モ
デ
ル
が
展
開

さ
れ
、
そ
の
な
か
で
（
自
然
法
的
な
）
法
の
一
般
的
諸
原
理
か
ら

実
定
的
な
法
的
諸
規
範
へ
と
、
次
の
段
階
で
は
法
的
諸
判
断
へ
と

具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
法
も
法
実
証
主
義

も
そ
れ
ぞ
れ
に
相
対
的
な
根
拠
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
適
切

な
の
は
も
っ
ぱ
ら
両
モ
デ
ル
の
間
の
（
も
し
く
は
、
か
な
た
の
）

立
場
で
あ
る
。
法
と
は
「
存
在
と
当
為
の
相
応
化
」
で
あ
る
。
後

に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
思
想
を
裁
判
官
に
よ
る
法
獲
得
手
続
き
の

た
め
に
実
り
多
い
も
の
に
し
た
（『
類
比
と
事
物
の
本
姓
』、
一
九

六
五
年
、
第
二
版
、
一
九
八
一
年
）。
法
発
見
の
創
造
的
な
行
為

を
通
し
て
存
在
と
当
為
は
相
応
化
に
達
す
る
の
で
あ
る
。「
生
活

関
係
と
規
範
の
同
化
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
法
理
論
的
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
モ
デ
ル
を
『
法
学
的
論

理
学
と
関
係
の
存
在
論
の
予
備
的
考
察
』（
一
九
八
六
年
）
の
な

か
で
精
確
に
記
述
し
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
正
当
性
を
適
切
な
判
断
と
し
て
理
解
さ
れ

る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
「
正
し
い
」
関
係
の
尺
度
を
、
基
準
を
問

う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
こ
で
、
法
発
見
の
領

域
に
と
っ
て
の
類
比
論
文
に
お
い
て
事
物
の
本
性
を
指
示
し
た
。

法
の
基
本
関
係
は
全
体
と
し
て
は
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
は
人
格

で
あ
る
。
法
は
、「
各
人
に
人
格
と
し
て
帰
属
し
て
い
る
も
の
を
保

障
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
正
当
性
が
是
認
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
必
然
的
に
き
わ
め
て
一
般
的
な
基
準
で
あ
り
、
カ
ウ
フ

マ
ン
も
ま
た
こ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
。
存
在
論
と
自
然
法
か
ら
の
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決
別
は
所
与
の
正
当
性
諸
基
準
の

―
憶
測
上
の

―
安
定
性
の

放
棄
を
も
っ
て
贖
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
法
の
基
準

を
形
式
的
な
、
手
続
き
的
な
諸
原
則
を
手
が
か
り
に
し
て
展
開
し

得
る
か
と
い
う
問
題
を
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
繰
り
返
し
扱
っ
て
い
る

（『
正
義
の
手
続
き
理
論
』、
一
九
八
九
年
、『
ポ
ス
ト
・
モ
デ
ル
ネ

の
法
哲
学
』
第
二
版
、
一
九
九
二
年
、『
法
哲
学
』、
一
九
九
七
年
）。

結
論
は
否
定
的
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ド
フ
ー
ト
と
同
様
に
カ
ウ

フ
マ
ン
は
、
理
想
的
発
話
状
況
と
い
う
モ
デ
ル
は
確
か
に
（
仮
定

的
に
）
手
続
き
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪

み
を
除
去
し
は
す
る
が
、
し
か
し
「
よ
り
優
れ
た
論
拠
」
の
勝
利

を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
評
価
に
達
す
る
。
と
く
に

「
よ
り
優
れ
た
論
拠
」
は
手
続
き
上
の
諸
基
準
を
定
義
づ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
あ
る
論
拠
の
質
は
形
式
的
な
諸
基
準
か
ら
で
な

く
、
実
質
的
な
諸
基
準
か
ら
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
の
主
要
関
心
事
は
、

全
体
的
な
（「
不
法
国
家
」）
も
し
く
は
個
別
的
な
法
定
立
作
用
に

お
い
て
正
義
に
適
っ
て
い
な
い
国
家
の
法
力
の
制
限
で
あ
る
。
カ

ウ
フ
マ
ン
が
数
多
く
の
著
作
物
の
な
か
で
扱
っ
て
い
る
抵
抗
権
の

問
題
は
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
上
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

法
的
な
問
題
と
し
て
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
法
的
な
問
題
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
不
法
国
家
に
お
け
る
抵

抗
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
道
徳
上
の
義
務
に
相
応
し
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
法
的
当
為
に
も
対
応
し
て
い
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、

た
と
え
ば
一
九
四
四
年
七
月
二
〇
日
の
抵
抗
行
動
の
関
与
者
た
ち

を
道
徳
的
に
は
模
範
的
な
行
為
で
あ
る
と
賞
揚
し
な
が
ら
、
し
か

し
同
時
に
彼
ら
を
刑
事
上
の
犯
行
で
あ
る
と
決
め
付
け
る
見
解
に

は
決
然
と
し
て
反
対
す
る
。

し
か
し
、
道
徳
的
に
行
為
す
る
も
の
を
法
的
に
も
義
に
適
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
法

的
に
も
有
効
で
あ
る
抵
抗
権
と
い
う
構
想
の
背
後
に
は
法
と
道
徳
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と
の
特
殊
な
関
係
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
と
道

徳
と
は
完
全
に
分
離
し
て
い
る
規
範
秩
序
で
も
完
璧
に
一
致
し
て

い
る
そ
れ
で
も
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
間
に
は
ひ
と
つ
の
両
極
的

な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
規
範
体
系
の
間
の

諸
々
の
矛
盾
は
そ
れ
ゆ
え
、
可
能
な
限
り
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

他
方
に
お
い
て
法
と
道
徳
と
の
両
極
性
の
モ
デ
ル
は
、
法
的
評

価
と
道
徳
的
評
価
と
は
必
ず
し
も
合
同
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
と
く
に
道
徳
に
反
す
る
行
為
が
必
然
的

に
違
法
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か

し
規
範
矛
盾
は
可
能
な
限
り
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
に
反
す
る
行
為
の
一
定
の
諸
事
例
で
は
、

法
的
評
価
を
断
念
す
る
と
い
う
解
決
策
が
考
慮
に
値
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
解
決
提
案
が
「
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
」
を
形

態
化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
さ
ら
に
道
徳
的
に
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
行
為
の
諸
事
例
状
況
を
と
も
に
組
み
込
む
こ

と
に
な
る
。
法
的
に
自
由
な
領
域
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
ほ
ど
ア
ル

ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
が
理
解
問
題
の
も
と
に
さ
ら

さ
れ
た
点
は
、
確
か
に
他
で
は
全
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
は
法
的
に
規
制
さ
れ
て
な
い
領
域
で
は
な
く
、

法
的
評
価
か
ら
は
免
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
適
法
／
違
法
と
い
う

図
式
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
人
間
の
行
為
の
領
域
で
あ

る
。法

政
策
的
に
法
的
に
自
由
な
領
域
の
モ
デ
ル
の
背
後
に
置
か
れ

て
い
る
の
は
、
人
格
の
自
己
答
責
性
と
い
う
自
由
主
義
的
な
構
想

で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
国
家
と
法
を
個
々
の
人
格
か
ら
考
え
た
。

た
と
え
ば
刑
事
訴
訟
法
上
の
諸
々
の
基
本
権
介
入
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
国
家
に
よ
る
干
渉
権
能
の
拡
大
と
自
由
主
義
的
な
諸
々
の
自

由
権
の
制
限
へ
の
傾
向
を
、
彼
は
憂
慮
の
念
を
も
っ
て
見
守
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
後
半
数
十
年
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
寛
容
で

あ
っ
た
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
寛
容
を
説
き
授
け
た
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ば
か
り
で
は
な
く
、
寛
容
を
も
っ
て
一
貫
し
て
生
涯
を
貫
い
た
。

無
差
別
的
に
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
て
お
く
と
い
う
意
味
に
お
け
る

寛
容
で
は
な
く
、
他
者
の
学
問
的
お
よ
び
世
界
観
的
な
諸
々
の
立

場
の
承
認
に
対
す
る
意
識
的
な
決
断
と
い
う
意
味
に
お
け
る
寛
容

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
価
値
が
排
他
性
を
持
っ
て
要
求
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
は
専
制
の
危
険
に
陥
る
と
い
う
認
識

の
帰
結
と
し
て
の
寛
容
で
も
あ
る
。
最
後
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批

判
、
誤
れ
る
自
己
確
信
の
啓
蒙
主
義
的
な
破
壊
の
結
果
と
し
て
の

確
信
で
あ
る
。

法
の
方
法
論
と
法
発
見
の
理
論
の
領
域
に
お
い
て
誤
れ
る
自
己

確
信
の
破
壊
の
方
途
は
カ
ウ
フ
マ
ン
を
法
学
的
解
釈
学
へ
と
導

く
。
出
発
点
は
、
裁
判
官
の
判
断
は
認
識
作
用
に
、
そ
し
て
こ
れ

と
と
も
に
法
律
上
の
諸
々
の
所
与
の
単
な
る
再
生
産
に
制
限
さ
れ

る
と
い
う
、
当
て
は
め
モ
デ
ル
の
見
せ
か
け
だ
け
の
客
観
性
に
対

す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
解
釈
学
は
、
言
語
表
現
の
解

釈
の
過
程
に
お
け
る
理
解
主
体
の
積
極
的
な
役
割
を
、
そ
し
て
こ

れ
と
と
も
に
、
法
学
的
解
釈
学
と
し
て
、
法
律
の
「
適
用
」
に
当

た
っ
て
の
裁
判
官
の
法
形
態
化
的
課
題
を
強
調
す
る
。
法
学
的
解

釈
学
に
つ
い
て
の
カ
ウ
フ
マ
ン
の
数
多
く
の
、
ま
た
深
く
迫
っ
た

分
析
を
、
こ
こ
で
詳
細
に
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
本

質
的
な
も
の
、
も
っ
ぱ
ら
法
律
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て

い
る
判
断
と
い
う
理
念
に
対
す
る
批
判
は
法
学
的
論
証
の
理
論
へ

の
、
法
発
見
の
討
議
お
よ
び
合
意
理
論
上
の
諸
々
の
モ
デ
ル
へ
の

道
を
開
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
法
学
的
に
論
証
す
る
こ
と
と

決
断
す
る
こ
と
の
形
式
的
な
構
造
が
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
『
法
獲
得
手
続
き
』

で
は
法
学
的
論
理
学
の
諸
々
の
問
題
、
演
繹
と
帰
納
に
つ
い
て
の
、

類
比
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
問
題
が
場
所
を
占
め
て
い

る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
法
お
よ
び
法
発
見
に
お
け
る
形
式
的
合
理
性

を
放
逐
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
ま
さ
に
合

理
的
分
析
の
必
然
的
な
課
題
が
、
主
観
的
な
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
非
合
理
的
な
判
断
諸
要
素
の
不
可
避
性
を
明
る
み
に
出
す
こ
と



ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
死
後
刊
行
二
論
文
と
カ
ウ
フ
マ
ン
へ
の
追
悼
文

同
志
社
法
学
　
五
五
巻
六
号
二
四
七
（
一
六
四
九
）

に
あ
る
と
見
た
。
法
学
的
解
釈
学
は
非
合
理
主
義
で
あ
る
と
非
難

さ
れ
た
こ
と
、
合
理
性
の
限
界
の
発
見
は
非
合
理
性
で
あ
る
と
解

釈
さ
れ
た
こ
と
を
彼
は
、
不
審
の
念
を
も
っ
て
気
に
留
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
学
問
上
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に

は
、
彼
の
主
宰
の
も
と
に
国
際
的
な
法
哲
学
上
の
討
議
の
場
所
に

な
っ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
法
哲
学
お
よ
び
法
情
報
学
の
た
め
の
研
究

所
の
創
設
が
属
し
て
い
る
。
共
同
研
究
員
に
と
っ
て
も
客
員
研
究

員
に
と
っ
て
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
研
究
所
は
学
問

上
の
作
業
の
場
の
み
な
ら
ず
、
好
意
と
寛
容
の
雰
囲
気
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
生
活
圏
で
あ
っ
た
。
学
問
上
の
判
断
の
あ

ら
ゆ
る
厳
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
教
授
資
格
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
博
士
号
を
獲
得
す
る
た
め
に
論
文
を
作
成
し
て
い
る

人
々
を
、
学
問
的
作
業
に
熱
心
に
打
ち
込
む
た
め
に
不
可
欠
な
空

間
が
侵
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
注
意
深
く
指
導
し
た
人
、
こ
の
人
こ
そ

カ
ウ
フ
マ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
の
数
多
く
の
ド
イ
ツ
国
内
外
の

弟
子
た
ち
の
学
問
上
の
発
展
を
、
と
り
わ
け
法
哲
学
上
の
諸
問
題

を
模
範
的
な
仕
方
で
徹
底
的
に
討
議
す
る
と
い
う
彼
の
実
例
を
通

し
て
形
づ
け
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
人
格
性
を
、
そ
の
心
の
温
か

さ
を
、
そ
の
高
貴
さ
を
、
そ
の
人
間
的
な
思
い
や
り
を
、
そ
し
て

彼
の
魅
力
を
通
し
て
彼
の
弟
子
た
ち
を
と
り
こ
に
し
た
。

国
際
的
な
法
哲
学
は
一
人
の
著
名
な
研
究
者
を
、
国
際
法
哲
学

協
会
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ
）
は
そ
の
権
威
の
あ
る
人
物
を
、
わ
れ
わ
れ
す
べ

て
は
一
人
の
偉
大
な
人
間
を
失
っ
た
。
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