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シンポジウム

漏
出
回民

事
法
学
の
視
点
か
ら

[
研
究
ノ
l
ト
]
民
事
法
的
観
点
か
ら
見
た
人
間
の
身
体
・
生
命
と

先
端
生
命
科
学
・
技
術

東
海
林

邦

彦

*
以
下
の
、
東
海
林
の
報
告
担
当
部
分
は
、
昨
年
(
二

O
O
三
年
)
六
月
七
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
当
日
の
口
頭
発
表
の
録
音
記
録
に
最
低
限
の
加

筆
訂
正
を
お
こ
な
っ
た
も
の
に
、
(
当
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
せ
ず
に
こ
の
記
録
を
読
ま
れ
る
だ
け
の
方
に
と
っ
て
は
、
最
低
限
必
要
と
考
え

ら
れ
る
)
当
日
会
場
で
配
布
の
報
告
用
レ
ジ
ュ
メ
を
添
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
青
柳
・
甲
斐
・
位
田
の
三
氏
の
報
告
担
当
部
分
が
、
録
音
記
録
に
か
な

り
手
を
入
れ
ら
れ
て
、
む
し
ろ
一
個
の
完
成
し
た
論
孜
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
か
な
り
趣
の
異
な
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
以
下
の
い
さ
さ
か
の
弁
解
と
と
も
に
、
お
断
り
し
た
い
。

つ
ま
り
、
報
告
者
(
東
海
林
)
と
し
て
も
、
右
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
自
体
に
お
け
る
諸
氏
の
報
告
・
発
言
・
議
論
等
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
昨
年
末
ま

で
開
催
し
た
・
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
催
の
い
く
つ
か
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
で
の
意
見
・
情
報
交
換
、
昨
年
一
一
月
の
日
本
生

1ヒ1去55(2・134)568



「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

命
倫
理
学
会
で
の
・
報
告
者
自
身
の
研
究
報
告
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
本
年
に
入
っ
て
か
ら
も
参
加
し
た
い
く
つ
か
の
関
連
研
究
会
等
等
、
本
報
告
以

後
、
い
さ
さ
か
の
知
見
・
思
索
を
拡
げ
・
深
め
る
機
会
を
得
て
、
本
報
告
内
容
に
は
当
の
報
告
者
自
身
す
で
に
か
な
り
の
程
度
、
不
満
が
出
て
き
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
本
誌
へ
の
掲
載
に
あ
た
り
、
論
文
形
式
の
も
の
に
整
え
る
べ
く
作
業
を
開
始
し
、
現
時
点
で
全
体
の
ス
ケ
ル
ト
ン

に
あ
る
程
度
の
肉
付
け
を
し
た
も
の
も
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
こ
の
方
は
量
的
に
か
な
り
長
大
な
も
の
と
な
り
そ
う
で
、
少
な
く
と
も

「
報
告
記
録
」
と
し
て
は
、
他
の
報
告
者
の
そ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
点
で
も
、
い
さ
さ
か
失
当
な
も
の
と
な
り
そ
う
な
仕
儀
に
至
っ
た
。

他
方
ま
た
、
上
記
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
報
告
書
は
こ
の
四
月
の
完
成
を
め
ざ
し
、
研
究
代
表
者
の
東
海
林
を
は
じ
め
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
諸
氏
の
ご
協
力
の
も
と
、
目
下
鋭
意
作
業
進
行
中
で
あ
る
が
、
そ
の
報
告
書
じ
た
い
は
、
予
算
不
足
の
た
め
に
事
務
当
局
提
出
用

の
も
の
を
除
き

C
D
形
式
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
、
さ
ら
に
は
わ
ず
か
二
年
と
い
う
(
短
期
間
の
間
に
生
命
倫
理
の
基
本
部
分
す

べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
内
容
の
テ

l
マ
を
、
し
か
も
一
定
の
責
任
あ
る
具
体
的
政
策
・
立
法
提
言
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
す
る
、
い
さ
さ
か
暴
挙

と
い
わ
れ
で
も
仕
方
の
な
い
課
題
に
無
謀
に
も
挑
ん
で
し
ま
っ
た
報
い
と
も
い
う
べ
き
)
時
間
不
足
の
故
に
、
す
く
な
く
と
も
報
告
書
の
い
わ
ば
中
核

的
部
分
を
な
す
(
各
論
部
分
を
も
踏
ま
え
た
)
総
論
・
実
体
法
部
分
(
東
海
林
担
当
部
分
)
が
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
た
も
の
が
出
来
そ
う
が
な
い
と

い
う
事
情
、
等
々
の
種
々
の
事
情
が
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
を
埋
め
る
た
め
に
も
、
活
字
と
し
て
、
か
つ
い
さ
さ
か
じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て
、
ま
と
め
て
世
に
問
う
こ
と
は
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
代
表
者
と
し
て
の
倫
理
的
責
務
で
も
あ
る
の
で
は
ー
ー
と
い
う
思
い
も
あ
っ

て
、
別
途
、
本
誌
次
号
以
下
掲
載
予
定
の
論
稿
(
「
身
体
の
(
民
事
)
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

l
l
i
「
身
体
的
人
格
法
」
研
究
序
説
」
)
と
し
て
取

り
組
む
こ
と
に
し
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
段
階
で
、
本
・
録
音
記
録
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
み
て
、
(
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
)
す
く
な
く
と
も
内
容
の
基
本
的
枠

組
み
な
い
し
方
向
に
お
い
て
は
何
ら
本
質
的
変
更
を
加
え
る
べ
き
も
の
も
な
く
、
む
し
ろ
口
頭
発
表
で
あ
る
故
に
、
か
え
っ
て
報
告
者
の
言
わ
ん
と
す

る
と
こ
ろ
が
率
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
部
分
も
多
く
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
上
記
・
本
誌
に
発
表
予
定
の
論
稿
を
よ
り
よ
く
ご
理
解

い
た
だ
く
う
え
で
も
有
益
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
・
趣
旨
へ
の
ご
理
解
と
と
も
に
、
本
報
告
と
ペ
ア
を
な
す
上
記
論
稿
も
合
わ
せ
て
お
読
み
頂
く
こ
と
を
、
希
望
す
る
次
第
で
あ

る。

北法55(2・135)569
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な
お
ま
た
、
本
報
告
が
な
さ
れ
た
上
記
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
自
体
の
基
本
的
趣
旨
・
内
容
等
は
、
青
柳
・
甲
斐
両
氏
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
た
本
誌
五
回

巻
六
号
一
三
六
頁
以
下
に
略
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
コ
一
氏
の
報
告
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
あ
と
の
指
定
発
言
者
・
フ
ロ
ア
ー
か
ら
の
発
言
・

議
論
等
、
小
冊
子
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
い
ま
読
み
返
し
て
見
て
も
、
主
催
者
と
し
て
そ
の
労
を
報
わ
れ
る
思
い
の
す
る
も
深
く
充

実
し
た
内
容
の
も
の
で
、
こ
れ
を
す
べ
て
本
誌
に
公
に
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
報
告
者
自
身
の
上
記
論
稿
の
方
に
そ
の
成

果
を
盛
り
込
む
こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
、
参
加
各
伎
の
ご
助
力
に
報
い
る
よ
う
努
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
併
せ
て
付
記
し
た
い
。

私
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
「
[
研
究
ノ

l
ト
]
(
民
事
法
的
観
点
か
ら
見
た
)
人
間
の
身
体
・
生
命
と
先
端
生
命
科
学
・
技
術
」
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

が
「
『
身
体
的
人
格
法
理
論
体
系
』
の
構
築
に
む
け
て
の
序
論
的
検
討
」
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
「
跡
丸
山
ド
ト
」
で
あ
り
、
か
っ
「
恥
静
」

的
検
討
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
と
く
に
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
又
、
用
語
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
、
議
論
し

出
せ
ば
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
、
「
人
格
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
か
な
り
問
題
が
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か

も
、
こ
こ
に
一
応
定
義
は
し
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
の
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
自
体
が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点

も
ご
承
知
お
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
の
報
告
は
、
ま
ず
、
序
論
の

I
の
と
こ
ろ
で
は
、
何
が
問
題
か
と
い
う
こ
と
で
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
〔
ヒ

ト
1

モ
ノ

l
所
有
〕
と
い
う
形
で
の
法
的
な
判
断
枠
組
み
が
持
っ
て
い
る
問
題
性
、
限
界
と
い
っ
た
こ
と
を
扱
い
ま
し
て
、
後
半
の

E
の
と

こ
ろ
で
は
、
し
か
ら
ば
、
そ
れ
に
代
わ
る
構
成
と
し
て
ど
う
い
う
法
律
構
成
が
事
態
適
合
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
私
な
り
に
「
身
体

的
人
格
法
」
と
い
う
体
系
構
想
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
し
か
も
、
各
論
は
全
部
飛
ば
し
て
お
り
ま
し

て
、
い
わ
ば
各
論
を
き
ち
っ
と
踏
ま
え
た
上
の
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最

終
作
業
に
向
け
て
の
理
論
仮
説
と
い
う
形
で
私
の
提
言
を
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
臨
床
の
現
場
な
り
、
あ
る
い
は
研
究
の
第
一
線
で
何
が
今
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
実
証
的
な
把
握
が
必
要
で
あ

北法55(2・136)570



り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
自
体
、
先
端
的
な
生
命
科
学
な
り
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
理
解
そ
の
も
の
が
、
我
々
の
よ
う
に
専
門
外
の
人
間
に

と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
で
す
し
、
必
ず
し
も
状
況
認
識
が
す
べ
て
の
人
に
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
る
保
障
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
ま
た
、
そ
れ
ら
が
提
起
す
る
倫
理
的
、
法
的
な
問
題
は
、
結
局
、
人
間
の
身
体
・
生
命
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と

に
す
べ
て
つ
な
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
倫
理
的
、
法
的
な
評
価
と
い
い
ま
す
か
、
規
範
的
判
断
自
体
が
人
に
よ
っ
て
非
常

「人閥の草厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

に
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
自
体
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
改
め
て
受
け
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
実
は
、
今
週
の
月
曜
日
に
東
京
・
青
山
の
国
連
大
学
で
あ
り
ま
し
た
、
「
生
命
倫
理
と
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

今
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
と
ド
イ
ツ
大
使
館
等
が
共
催
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
ま
し
た
。
き
ょ
う

お
見
え
の
位
田
先
生
も
こ
の
開
催
に
は
大
変
ご
尽
力
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
次
の
よ
う
な
点
が
強

く
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
生
命
科
学
の
研
究
者
の
発
言
で
は
、
基
礎
研
究
に
向
け
た
規
制
に
対
す
る
非
常
に
強
い
不
満
、
警

戒
感
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
内
科
医
で
も
あ
る
ガ
ン
テ
ン
と
い
う
先
生
と
か
、
あ
る
い
は
、
日
本
で
は
東
大
医
科

研
の
新
井
謙
一
氏
の
プ
レ
ゼ
ン
も
、
私
な
り
の
印
象
と
し
て
は
、

ア
メ
リ
カ
的
な
科
学
技
術
論
と
の
強
い
競
争
意
識
、
あ
る
い
は
、

ア
メ
リ

カ
的
な
エ
ン
ド
レ
ス
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
科
学
技
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
っ
た
も
の
が
強
力
に
出
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

あ
る
い
は
、
リ
ス
ク
論
等
で
周
知
の
「
予
防
原
則
」
で
も
っ
て
、
例
え
ば
、
遺
伝
子
組
み
か
え
食
品
な
ど
に
つ
い
て
の
危
険
性
が
潜
在
的

な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
研
究
な
り
応
用
に
つ
い
て
二
疋
の
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
「
予
防
原
則
」
に
対
し
て
、
基
礎

科
学
研
究
へ
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
者
か
ら
の
不
満
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
聞
か
れ
た
と

い
う
こ
と
が
一
方
で
は
あ
り
ま
し
た
。

北法55(2・137)571

と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
私
が
特
に
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
そ
の
次
の
日
で
し
た
が
、
北
大
に
も
来
ら
れ
て
講
演
会
を
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の

パ
リ
第
一
大
学
の
ラ
ブ
リ
ュ

l
ス
・
リ
ュ

l
教
授
の
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
功
利
主
義
批
判
、
あ
る
い
は
、
木
村
利
人
先
生
の
近
代
科
学
、



シンポジウム

あ
る
い
は
、
科
学
帝
国
主
義
な
い
し
科
学
の
暴
走
に
対
す
る
強
い
危
機
感
も
あ
り
ま
し
た
。
ラ
ブ
リ
ュ

l
ス
・
リ
ュ

l
教
授
の
言
葉
で
も
っ

て
す
れ
ば
、
ホ
モ
フ
ァ

l
ベ
ル
の
論
理
が
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の
論
理
に
優
位
し
、
事
実
が
価
値
に
と
っ
て
か
わ
る
よ
う
な
状
況
が
、
フ
ラ
ン

ス
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
政
治
的
、
法
制
的
な
決
定
の
局
面
で
は
価
値
選
択
の
基
本
の
と

北法55(2・138)572

こ
ろ
で
非
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
元
イ
ン
ド
科
学
技
術
大
臣
の
メ
ノ
ン
氏
の
、
発

展
途
上
国
の
立
場
か
ら
の
先
端
生
命
科
学
等
に
対
す
る
発
言
に
は
、
全
く
違
っ
た
、
問
題
意
識
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
被
害
者
が
だ
れ
か
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
先
端
生
命
科
学
に
対
し
て
は

何
と
な
く
漠
た
る
不
安
感
が
持
た
れ
て
お
り
、
他
方
で
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
得
る
成
果
へ
の
期
待
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
中
で
、
倫
理
観
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
と
、
脱
宗
教
的
な
世
俗
化
の
現
代
社
会
に
お
い
て
最
低
限
の
原
理
追
求
さ
え
難
し
い
状
況
に
あ
り
、

あ
る
い
は
、
調
整
原
理
自
体
を
出
せ
て
も
、
非
常
に
あ
い
ま
い
な
基
準
し
か
出
せ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
も
、
又
(
き
ょ
う
の
)
ド
イ
ツ
の
憲
法
の
議
論
に
も
や
は
り
そ
う
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

し
か
も
、
原
理
・
原
則
が
立
て
ら
れ
で
も
、
た
く
さ
ん
の
例
外
が
す
ぐ
原
則
の
次
に
出
て
き
て
、
原
則
自
体
が
無
効
化
し
空
洞
化
し
て
い

き
ま
す
。
例
え
ば
、
「
体
外
の
粧
」
と
「
子
宮
内
の
匹
」
と
の
区
別
、
「
研
究
」
と
「
応
用
」
は
別
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
ク
ロ
ー
ン
法
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
「
治
療
目
的
」
と
「
純
粋
研
究
」
と
は
区
別
す
る
、
あ
る
い
は
、
「
余
剰
旺
」
と
「
人
為
的
な
産
生
匹
」
と
を
区
別
す
る
、

あ
る
い
は
、
「
自
国
内
の
距
等
の
産
生
」
と
「
輸
入
」
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
「
抜
け
」
が
あ
り
ま
し
て
、
な
か
な
か

問
題
は
一
筋
縄
で
は
と
ら
え
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
我
々
じ
し
ん
、
法
律
構
成
で
も
、
ま
た
態
度
決
定
で
も
議

論
が
錯
綜
す
る
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
な
と
い
う
印
象
も
改
め
て
持
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
レ
ジ
ュ
メ
で
言
い
ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
印
象
を
踏
ま
え
て
、
た
だ
、
も
う
少
し
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
問
題
の
全
体
像
を
私
な



「人間の尊ー厳jと身体，生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

り
に
類
型
化
し
た
の
が
、
ー
の

0
1
0
)
で
す
。

ま
ず
、

H
I
と
H
E
で
、
つ
ま
り
生
殖
に
か
か
わ
る
か
ど
う
か
で
区
別
す
る
意
義
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

H
E
で
も
、
生
殖
以
外
の
人
体
組
織
の
問
題
で
も
、
脳
と
か
神
経
と
い
う
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
違
い
が
あ
り
、
特
に

そ
れ
は
、

olr)
の
と
こ
ろ
で
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
生
命
・
人
格
の
座
と

L
て
の
生
体
と
の
関
係
性
の
遠
近
、
(
こ
れ
は
、
き
ょ

う
の
午
前
中
も
議
論
に
な
り
ま
し
た
が
)
や
っ
ぱ
り
人
格
と
い
う
の
は
「
格
付
け
」
、
こ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
の
人
が
言
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す

が
、
や
は
り
と
く
に
、
脳
組
織
な
り
神
経
組
織
と
そ
の
他
の
組
織
と
の
格
付
け
と
い
う
の
は
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
し
、

ま
た
、
再
生
可
能
か
と
い
う
先
ほ
ど
甲
斐
先
生
か
ら
出
さ
れ
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
非
常
に
厄
介
な
問
題
が
、
(
増
井

先
生
な
ど
が
特
に
造
詣
の
深
い
)
樹
立
細
胞
と
い
う
形
で
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
い
く
も
の
が
、
提
供
者
と
の
距
離
が
全
く
見
え
に
く
い
と
こ
ろ

で
一
定
の
財
産
的
な
価
値
す
ら
持
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
先
端
医
療
、
こ
れ
は
む
し
ろ
生
命
科
学
で
あ
り
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
人
間
そ
の
も
の
の
内
な
る
自
然
に
向
か
う

科
学
の
知
の
営
為
で
あ
り
、
技
術
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
倫
理
的
、
法
的
に
問
題
と
な
り
得
る
問
題
群
を
整
理
し
ま
す

と
、
「
有
体
的
な
価
値
」
と
「
情
報
的
な
価
値
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
そ
も
そ
も
仕
分
け
が
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
例
え
ば

D
N

A
情
報
と
、
物
と
し
て
の
染
色
体
D
N
A
と
ど
う
区
別
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
私
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
大
き

く
は
そ
う
い
う
区
別
と
、
有
体
的
な
価
値
、
物
と
し
て
の
価
値
と
い
う
側
面
で
も
、
そ
れ
を
利
用
す
る
場
合
、
そ
れ
が

1
1
1
で
す
が
、

1

1
2
は
、
そ
れ
が
譲
渡
さ
れ
た
り
し
て
担
保
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
「
奥
村
理
事
長
事
件
」
の
よ
う
に
あ
の
事
件
は
、
た
し
か
最
低
競
売
価

格
が
何
億
か
の
値
が
つ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
差
し
押
さ
え
の
対
象
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
形
で
の
法
律
問
題
が
既
に
出

て
お
り
ま
す
し
、
今
後
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
特
許
化
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
や
、
操
作
、
改
造
の
問
題
な
ど
が
あ

北法55(2・139)573

り
ま
す
。
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こ
う
し
た

I
ー
ー
か
ら
1
1
4
ま
で
は
位
相
が
違
う
問
題
で
し
て
、
私
が
き
ょ
う
主
と
し
て
扱
う
の
は
、

北法55(2・140)574

ー
ー
ー
な
い
し
1
1
2
ぐ
ら
い

の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
特
許
の
問
題
も
大
き
な
問
題
で
す
し
、
ま
た
操
作
、
改
造
の
問
題
も
利
用
の
問
題
と
決
し
て
分
け
て
考
え
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
「
人
間
の
自
然
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
人
間
の
尊
厳
と
の
関
連
で
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
、
分
け
て
考
え
た
方
が
い
い
と
考
え
ま
し
た
。

三
ペ
ー
ジ
の
上
の
方
は
、
そ
う
い
う
問
題
を
や
や
標
語
的
に
整
理
を
し
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

個
別
的
な
検
討
と
い
う
点
で
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
特
に
各
身
体
フ
ェ
ー
ズ
ご
と
の
検
討
が
重
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
、
我
々
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
い
ろ
い
ろ
な
フ
ェ
ー
ズ
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
聞
い
た
り
し
て
も
、
改
め
て
問
題
は
複
雑
だ
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。
我
々
自
身
は
現
場
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
理
解
す
ら
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
ら
の
個
別
的
検
討
を
抜
い
た
総
論
と
い
う
の
は
か
な
り
危
な
い
も
の
だ
と
私
は
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

-
1
1
は
完
全
に
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

一
つ
だ
け
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
つ
い
最
近
、
東
大
の
樋
口
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報

告
会
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
行
わ
れ
た
移
植
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
お
医
者
さ
ん
が
公
然
と
臓
器
の
売
買
、
有
償
化
の

ル
!
ル
を
も
っ
と
つ
く
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
き
の
う
知
っ
た
の
で
す
が
、
増
井

先
生
の
方
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
研
究
者
が
議
会
に
対
し
て
そ
う
い
う
提
言
を
し
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
現
代
世
界
に
お
い
て
は
、

臓
器
の
売
買
の
合
法
化
が
公
然
と
語
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
我
々
と
し
て
は
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か

も
含
め
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

-
1
2
の
総
括
的
検
討
の
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
と
い
う
の
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
進
ん
で
い
る
研
究
開
発
競
争
が
あ
り
、

つ
ま
り
、

し
か
も
、
そ
こ
に
国
家
の
論
理
も
絡
ん
で
、
単
に
一
九
世
紀
的
な
科
学
論
だ
け
で
は
も
う
済
ま
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

そ
の
辺
の
現
代
科
学
論
的
な
考
察
と
い
う
も
の
は
、
事
実
を
踏
ま
え
た
把
握
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、



き
ょ
う
の
法
律
学
を
主
体
と
し
た
議
論
に
は
や
や
外
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
も
省
略
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
形
式
的
手
続
の
問
題
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
感
じ
て
い
る
点
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
前
か
ら
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
縦
割
り
の
各
学
会
、
各
省
庁
、
各
専
門
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
各
個
別
の
施
設
に
お
け
る
倫
理
委
員

会
等
で
こ
う
い
っ
た
問
題
を
や
る
こ
と
の
限
界
が
見
え
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
も
あ
り
ま
す
。
特
に
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
現
場
の
研
究
者
な
り
医
療
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
は
っ
き
り
し
た
ル

l
ル
、
統
一
的
な
ル

l
ル
が
な
い
と
、

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ (2・完)

抜
け
が
け
も
含
め
て
、

よ
ろ
し
く
な
い
状
況
が
既
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
起
き
て
い
る
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

は
っ
き
り
し
た
ル

i
ル
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
手
続
で
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
を
つ
く
る
か
と
い
う
の
も
ま
さ
に

我
々
の
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
必
要
性
を
改
め
て
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
申
し
上
げ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

3
以
下
で
は
、
我
々
法
律
家
と
し
て
は
、
法
的
な
判
断
枠
組
み
と
し
て
事
態
適
合
的
な
も
の

(
法
律
構
成
・
法
的
概
念
な
ど
)

は
何
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
の
探
求
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
法
律
家
は
そ
れ
で
飯
を
食
っ
て
い
る
よ
う
な
面
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
従
来
の
判
断
枠
組
み
、
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
利
用
等
を
認
め
る
と
し
て
、
そ
の
正
当
化
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
は
、

形
式
的
な
判
断
枠
組
み
と
実
質
的
な
そ
れ
と
を
大
き
く
分
け
て
、
形
式
的
に
は
、
要
す
る
に
「
同
意
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
「
同
意
」

を
理
論
的
、
形
式
的
に
根
拠
ぎ
つ
け
る
と
し
た
ら
、
〔
ヒ
ト
l
モ
ノ

i
所
有
権
〕
、
あ
る
い
は
自
己
決
定
権
そ
の
も
の
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
、

そ
れ
か
ら
、
そ
れ
と
は
全
然
違
う
問
題
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
他
者
決
定
」
、
「
代
行
決
定
」
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
実
質
的
な
判
断
基
準
と
し
ま
し
て
は
、
目
的
か
ら
の
正
当
化
と
、
そ
れ
か
ら

2
1
2
で
は
提
供
行
為
の
動
機
、
目
的
な
い
し

手
段
・
方
法
の
倫
理
的
社
会
的
妥
当
性
、
例
え
ば
善
意
と
か
無
償
性
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
で
す
。
こ
れ
も
、
血
液
な
ど
の
問
題
も
含
め
て
、

北法55(2・141)575
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無
償
性
が
果
た
し
て
問
題
を
正
当
に
処
理
で
き
る
要
件
な
の
か
と
い
う
根
本
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
あ
る
わ
け
で
す
。

四
ペ
ー
ジ
に
行
き
ま
し
て
、
根
本
的
に
は
身
体
・
生
命
を
法
的
に
ど
う
と
ら
え
る
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
我
々
が
最
初
に
押
さ
え
て
お
く

べ
き
こ
と
は
、
我
々
は
、
少
な
く
と
も
明
治
以
降
に
外
国
か
ら
継
受
し
た
、
例
え
ば
民
事
法
に
お
け
る
理
論
枠
組
み
と
い
う
も
の
は
、
人
間

の
身
体
・
生
命
と
い
う
こ
と
の
扱
い
に
つ
い
て
非
常
に
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
か
、
む
し
ろ
、
こ
う
い
っ
た
法
的
諸
問
題
を
制
御
す
る
た

め
に
必
要
十
分
な
程
度
に
お
い
て
適
切
な
も
の
を
理
論
的
遺
産
と
し
て
承
継
し
な
か
っ
た
し
、
み
ず
か
ら
開
発
も
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
身
体
利
用
か
ら
も
、
ず
れ
る
面
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
つ
は
、
近
代
民
事

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

つ
ま
り
、
財
産
法
、
財
産
権
中
心
の
も
の
で
あ
っ
た
と

(
切
恒
三
回
口
予

F
5
E
n
s
-
m
E
S
P
コ
忍
'
Z
E
)
が
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
を
つ
く
り
出
す

法
と
い
う
の
は
、
物
中
心
の
法
制
・
法
理
論
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

フ
ォ
ン
・
サ
ピ
ニ

l

段
階
の
議
論
で
も
そ
れ
が
非
常
に
は
っ
き
り
出
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
物
中
心
の
法
制
と
い
う
の
は
、
身
体
と
の
関
係
で
は
ど
う
い
う
形
で
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、

一
つ
は
、
〔
ヒ
ト
l

モ
ノ

1
所
有
〕
な
い
し
〔
支
配
権
l
請
求
権
l
形
成
権
〕
と
い
う
概
念
「
ト
リ
コ
ト
ミ
l
」
を
起
点
と
す
る
民
事
法
の
体
系
構
造
の
中
で
身

体
の
問
題
が
処
理
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
午
前
中
も
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
中
間
的
形
態
の
線
引
き
の
問
題
が
ど
う
し
て
も
出
て
き
ま

す
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
人
身
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
損
害
論
と
い
う
の
は
、
差
額
説
的
な
基
本
枠
組
み
の
も
と
で
、
特
に
日
本
で
は
消

極
的
財
産
損
害
の
逸
失
利
益
の
相
続
構
成
と
い
う
、
大
正
時
代
以
来
の
判
例
実
務
の
枠
組
み
が
厳
と
し
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
慰
謝
料

の
相
続
と
い
う
問
題
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
死
亡
事
故
あ
る
い
は
傷
害
の
損
害
賠
償
の
あ
り
方
と
し
て
は
ど
う
も
お
か
し
な
こ
と
が
た
く

さ
ん
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
昭
和
三

0
年
代
の
交
通
戦
争
の
中
で
の
た
く
さ
ん
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
判
例
の
中
で
あ
ら
わ
れ
た

り
、
公
害
の
問
題
で
も
そ
う
だ
つ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
、
「
西
原
理
論
」
と
い
う
形
で
、
人
身
損
害
に
適
合
的
な
損
害
論
が
提
唱
さ
れ

北法55(2・142)576



た
り
し
て
お
り
、
部
分
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
身
損
害
特
殊
的
な
損
害
論
の
試
み
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
の
差
額

説
的
な
枠
組
み
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
私
自
身
も
以
前
か
ら
考
え
続
け
て
い
る
損
害
論
の
再
構
築
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。

「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

そ
れ
か
ら
、
身
体
の
ケ
ア
な
い
し
キ
ユ
ア
ー
を
対
象
と
す
る
契
約
、
例
え
ば
医
療
契
約
や
介
護
契
約
、
特
に
医
療
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、

普
通
に
物
を
買
う
よ
う
な
関
係
と
し
て
の
契
約
モ
デ
ル
で
は
、
医
師
・
患
者
関
係
に
適
合
的
な
法
律
構
成
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
、
信
認
モ
デ
ル
と
か
い
ろ
い
ろ
代
替
的
な
理
論
モ
デ
ル
の
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、
私
も
そ
う
い
う
思
考
の
方
向
性
自
体
は
正
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
労
働
法
の
問
題
性
の
一
つ
は
、
や
は
り
労
働
力
商
品
と
い
う
特
殊
な
価
値
を
媒

体
に
す
る
契
約
関
係
は
、
普
通
の
契
約
構
成
で
は
扱
い
得
な
い
面
も
恐
ら
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
市
場
的
な
取
引
、
つ
ま
り
、
有
償
取
引
契
約
中
心
の
近
代
民
事
法
の
中
で
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
無
償
的
な
関
係
は
民
事

法
で
は
十
分
適
合
的
に
扱
い
得
て
は
い
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
贈
与
が
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、

ど
う
し
て
も
無
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
英
米
法
で
も
、
他
の
大
陸
法
諸
国
で
も
無
償
の
法
的
処
理
の
点
は
か
な
り
「
扱
い
か
ね

て
い
る
」
と
い
う
印
象
を
か
ね
が
ね
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
特
に
、
「
身
体
利
用
は
無
償
」
と
い
う
原
則
が
仮
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問

題
は
ま
た
一
つ
の
バ
リ
ア
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
法
的
主
体
を
め
ぐ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
前
提
に
あ
る
人
間
像
は
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
形
式
合
理
的
な
抽
象
性
と

い
う
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
財
産
取
引
関
係
モ
デ
ル
に
定
位
し
た
法
主
体
論
で
あ
り
、
法
律
行
為
構
成
で
あ
り
、

能
力
法
制
、
責
任
法
制
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
特
に
財
産
取
引
法
以
外
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
、
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
な
破
綻
が
出

北法55(2・143)577

て
く
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
具
体
的
な
関
係
性
、
特
に
家
族
関
係
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
財
産
法
的
な
領
域
に
対
置
さ
れ
る
形
で
、
〔
家
族
法
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(
あ
る
い
は
身
分
法
)
と
財
産
法
〕
と
い
う
日
本
で
は
か
な
り
知
ら
れ
た
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
は
、
戦
後
、
家
庭
裁
判
所
制
度
を

導
入
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
論
的
な
枠
組
み
自
体
は
、
財
産
法
を
借
用
し
な
が
ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
面
も
あ
り
ま
し
て
、
家
族
法

特
有
の
理
論
構
成
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
今
日
な
お
依
然
と
し
て
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
人
間
の
身
体
的
具
体
性
、
そ
れ
は
特
に
性
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
性
転
換
の

問
題
と
か
同
性
愛
の
問
題
が
今
い
ろ
い
ろ
議
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
、
基
本
的
に
は
身
体
的
具
体
性
を
も
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に

成
り
立
つ
の
が
近
代
民
事
財
産
法
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

以
上
要
す
る
に
、
身
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
と
き
の
近
代
民
事
法
の
限
界
と
、
特
に
そ
れ
が
人
格
的
な
諸
問
題
、
無
償
的
関
係
、
家
族

的
関
係
等
の
、
ま
さ
に
身
体
が
特
に
か
か
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
問
題
、
次
元
に
つ
い
て
、
近
代
民
事
法
は
そ
も
そ
も
拠
る
べ
き
判
断
枠
組
み

な
い
し
概
念
的
・
道
具
・
だ
て
を
準
備
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
現
在

出
て
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
新
し
い
酒
」
を
盛
る
べ
き
革
袋
は
依
然
と
し
て
古
い
も
の
で
し
か
な
い
、
そ
れ
を
何
と
か
古
い
草
袋
で
間
に

合
わ
せ
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
な
無
理
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
押
さ
え
て
お
い
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
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そ
れ
か
ら
、
「
ヒ
ト

l
モ
ノ

l
所
有
・
支
配
」
と
い
う
判
断
枠
組
み
で
す
が
、
こ
れ
を
私
な
り
に
わ
か
り
や
す
く
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
の

が
次
の
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
提
供
側
の
論
理
と
し
て
考
え
ら
れ
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
「
自
分
の
体
は
自
分
の
も
の
、
だ
か
ら
自
由
で
、

あ
る
い
は
経
済
的
価
値
を
生
み
出
し
た
場
合
に
は
何
ら
か
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
や
、
逆
に
放
棄
す
る
自
由
が
あ
る
」
と
。
こ
れ
を
仮
に

法
的
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
す
る
と
す
れ
ば
、
所
有
の
論
理
と
し
て
は
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
自
己
身
体
の
所
有
構
成
、
あ
る
い
は
、
そ

こ
か
ら
出
て
く
る
処
分
の
自
由
、
あ
る
い
は
同
意
な
し
の
侵
害
の
違
法
性
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

し
か
し
、
あ
り
得
る
法
的
構
成
と
し
て
は
、
身
体
は
自
己
の
人
格
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
己
決
定
す
る
こ
と
は
人
格
の
本

質
的
要
素
で
あ
り
、
同
意
な
し
の
も
の
は
人
格
的
価
値
へ
の
侵
害
と
な
る
と
い
う
形
で
、
人
格
の
延
長
と
し
て
身
体
を
見
る
と
い
う
考
え
方



も
十
分
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
提
供
さ
れ
る
側
、
利
用
す
る
側
の
論
理
と
し
て
特
に
言
わ
れ
る
の
は
、
潜
在
的
、
顕
在
的
に
、
患
者
の
命
が
助
か
る
こ
と
は

社
会
的
に
も
個
人
的
に
も
い
い
こ
と
だ
、
倫
理
的
に
も
正
当
化
し
得
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
論
理
と
い
う
の
は
、
所
有
の
論
理
、

つ
ま
り
、
「
も
ら
っ
た
も
の
は
ど
う
使
お
う
が
こ
っ
ち
の
勝
手
だ
」
と
い
う
形
で
、
所
有
と
贈
与
が
結
び
つ
く
と
こ
う
い
う
論
理
が
出
て
き

や
す
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
と
い
う
形
で
正
当
化
す
る
一
つ
の
論
理
と
い
う
の
も
、
基
本
的
に
は
所
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ (2.完)

の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

私
の
言
、
つ
信
託
的
贈
与
と
か
公
共
的
信
託
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
公
共
的
、
信
託
的
な
預
か
り
も
の
、
さ
ず
か
り
も
の
と
、
そ
れ
は
ま
た
、

提
供
者
の
人
格
の
延
長
と
し
て
提
供
さ
れ
た
身
体
、
「
命
の
贈
り
物
」
で
あ
り
、
利
用
者
の
側
に
も
人
格
法
的
な
責
任
制
約
原
理
が
あ
る
の

だ
と
。
や
や
言
葉
の
遊
び
的
だ
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
法
律
学
に
と
っ
て
こ
う
い
う
法
律
構
成
は
大
事
で
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
だ
わ
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

〔
ヒ
ト
l
モ
ノ

l
所
有
〕
と
い
う
判
断
枠
組
み
は
、
分
解
し
ま
す
と
、
「
人
」
、
「
物
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
所
有
」
と
い
う
三
つ
の
基
本
コ

ン
セ
プ
ト
に
分
か
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
〔
人
l
物
〕
の
二
項
対
立
的
な
ダ
イ
コ
ト
ミ

l
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
る
意
味
で
一
番

申
し
上
げ
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

今
ま
で
も
議
論
と
し
て
か
な
り
出
て
き
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
ま
ず
、
峻
別
の
論
理
と
い
う
こ
と
自
体
、
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
を
特
徴
づ
け
る
と
言
わ
れ
る
、
こ
の
中
間
的
移
行
を
許
さ
な
い
二
項
聞
の
絶
対
的
な
対
立
、
排
除
と
い

う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
モ
デ
ル
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、
単
に
思
考
の
形
式
的
規
別
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
実
在
に
関
す
る
記
述
的
言
明

と
し
て
同
一
律
と
か
矛
盾
律
と
い
う
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
正
統
的
な
伝
統
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
む
し

ろ
哲
学
の
方
に
お
聞
き
し
た
方
が
い
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
峻
別
の
論
理
自
体
が
持
っ
て
い
る
問
題
性
も
我
々
は
特
筆
す
る

jヒ法55(2・145)579
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必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

jヒI去55(2・146)580

具
体
的
に
、
き
ょ
う
の
午
前
中
に
も
議
論
が
あ
り
ま
し
た
主
体
と
客
体
と
い
う
峻
別
、
私
は
、
こ
れ
は
特
に
法
的
な
操
作
と
し
て
は
や
む

を
得
-
な
い
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
特
に
、
主
体
・
客
体
一
般
論
で
は
な
く
て
、
主
体
に
「
人
」
が
代
入
さ
れ
、
客
体
に
「
物
」
が

代
入
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
人
が
あ
っ
て
、
物
が
あ
っ
て
、
人
が
物
を
所
有
す
る
と
い
う
論
理
そ
れ
自
体
は
、
法
的
に
明
噺
な
議
論
を
す
る
場

合
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
「
人
」
対
「
物
」
と
い
う
峻
別
論
の
前
に
、
「
人
」
概
念
、
「
物
」
概
念
自
体
を
我
々
は
批
判
的
に
分
析
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
「
人
」
概
念
自
体
が
、
法
的
な
操
作
性
、
擬
制
性
と
い
う
こ
と
、
法
が
つ
く
り
出
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
し
か
な
く
、
そ
れ
を
実
体
化
す
る
危
険
性
を
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

他
方
逆
に
ま
た
、
特
に
近
代
法
的
な
「
人
」
概
念
は
、
権
利
能
力
が
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
非
常
に
脱
実
体
化
さ
れ
、

脱
倫
理
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
と
の
関
係
で
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
点
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

人
対
物
の
区
別
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
で
な
い
も
の
は
物
だ
と
い
う
こ
項
対
立
の
無
理
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
特
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
で
ベ
ッ
ト
動
物
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
民
法
典
の
九
O
条
A
項
は
、
「
動
物
は
物

に
あ
ら
ず
」
と
言
い
な
が
ら
、
す
ぐ
そ
れ
に
続
け
て
、
「
物
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
」
と
。
つ
ま
り
、
物
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
物
に

関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
一
見
明
白
に
矛
盾
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
規
定
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
こ
の

問
題
の
複
雑
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
は
、
動
物
の
権
利
と
か
環
境
権
の
問
題
と
も
絡
む
非
常
に
重
要
な
問
題
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
生
命
倫
理
学
に
お
け

る
パ

l
ソ
ン
論
が
、
あ
る
種
の
動
物
は
パ

l
ソ
ン
と
し
て
の
地
位
を
認
め
な
が
ら
、
返
す
刀
で
あ
る
種
の
人
に
つ
い
て
は
パ

l
ソ
ン
性
を
否

定
す
る
、
こ
う
し
た
非
常
な
危
う
さ
を
秘
め
た
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
一
方
で
こ
の
〔
人
l
物
〕
の
二
元
論
に
見
て
お
く
必



要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、

ヒ
ト
と
ノ
ン
・
ヒ
ト
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
近
い

過
去
の
歴
史
に
お
い
で
す
ら
、
人
は
単
に
客
体
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
反
す
る
事
実
を
我
々
は
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
と
い

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

う
こ
と
も
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
身
体
が
対
象
化
さ
れ
、
客
体
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
、
改
め
て
、
身
体
は
デ
カ
ル
ト
的
な
「
精
神
と
物
質
」
と
い
う
こ
元

的
な
も
の
の
中
の
ど
ち
ら
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
関
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
、
身
体
を
意
味
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
言
語
フ
イ

ジ
ス
ち
三
回
、
ボ
デ
ィ
ぎ
身
、
コ
ー
ル

g
Gへ
い
ず
れ
も
身
体
と
物
体
を
統
合
す
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
漢
字
の
「
身
体
」
と
い
う

の
は
、
物
と
は
峻
別
さ
れ
る
意
味
内
容
の
語
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
精
神
と
物
質
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
の
身
体
・
生
命
の
本
質
を

と
ら
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
指
摘
(
市
野
川
容
孝
)
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
一
点
で
人
に
な
り
、
あ
る
一
点
で
人
で
な

く
な
る
と
い
う
線
引
き
は
、
法
的
な
思
考
枠
組
み
と
し
て
は
不
可
避
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
、
全
く
オ

l
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ

ン
グ
の
効
果
の
よ
う
な
こ
と
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
例
え
ば
脳
死
の
議
論
で
改
め
て
議
論
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
所
有
の
概
念
に
つ
き
ま
し
て
は
、

3
)
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
に
所
有
も
含
め
て
財
産
法
主
体
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
構

築
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
フ
ォ
ン
・
サ
ピ
ニ

i
の
『
現
代
ロ
!
マ
法
体
系
』

の
関
連
す
る
部
分
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

い
わ
ゆ
る
物
権
債
権

の
二
元
的
な
権
利
体
系
を
築
く
過
程
で
、
私
の
整
理
で
は
二
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
自
己
身
体
権
の
み
な
ら
ず
、
人
格
権
を
実
定
法
的
な
権
利
体
系
、
概
念
か
ら
論
理
的
に
区
別
し
、
そ
こ
か
ら
構
築
す
る
と
い
う

こ
と
を
彼
は
は
っ
き
り
書
い
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
己
の
可
視
的
身
体
と
精
神
的
諸
力
が
と
も
に
生
得
の
権
利
、
支
配
権
で
あ
り
、
他

方
、
後
天
的
な
「
獲
得
さ
れ
か
権
利
」

m
Z
2
Z自由

m
R
Z、
す
な
わ
ち
実
定
的
、
人
為
的
な
権
利
と
し
て
の
、
自
然
や
物
に
対
す
る
意
思

北法55(2・147)581 
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支
配
と
し
て
の
権
利
ー
そ
の
典
型
は
所
有
権
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
人
に
関
す
る
権
利
、

は
、
さ
ら
に
親
族
的
な
法
律
関
係
も
こ
れ
に
含
め
て
お
り
、
全
体
と
し
て
彼
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
中
で
の
家
族
法
の
と
ら
え
方
は
非
常

北法55(2・148)582

つ
ま
り
債
権
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
彼
の
場
合

に
苦
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
当
時
の
自
然
法
、
理
性
法
に
対
す
る
歴
史
主
義
、
そ
う
い
う
学
説
的
な
背
景
も
理
解
に
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
サ
ピ
ニ

l
の
体
系
の
中
で
は
、
身
体
的
な
も
の
、
そ
れ
か
ら
精
神
的
な
人
格
価
値
と
い
う
の
は
、
論
理
的
に
は
権

利
の
体
系
か
ら
は
オ
ミ
ッ
卜
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
実
際
的
な
配
慮
と
し
て
、
身
体
的
自
己
決
定
権
を
肯
定
す
る
こ
と
は
自
殺
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
否
定
さ
れ

る
、
べ
き
だ
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
サ
ピ
ニ

l
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
が
背
景
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
は
、
現
代
の
よ
う
に
身
体
が
資
源
化
さ
れ
た
り
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
意

味
で
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
体
系
で
は
、
主
に
自
然
や
物
に
対
す
る
、
外
界
に
対
す
る
支
配
権
、
所
有
権
、

ぞ
れ
が
正
に
体
系
構
築
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
、
戦
後
、
ド
イ
ツ
で
は
、
午
前
中
に
ご
報
告
に
な
っ
た
形

で
の
人
格
権
、
し
か
も
、
一
般
的
人
格
権
と
い
う
か
な
り
強
力
な
形
の
も
の
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
法
で
も
、
人
格
権
の
議
論
は
、
戦
後
、
特
に
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
全
体
と
し
て
の
民
事
法
理
論
権
利
体
系
の
中
で
の
位
置
づ
け
は
、

今
一
つ
十
分
で
は
な
い
と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
あ
り
ま
す
。

あ
と
は
、
支
配
権
、
請
求
権
、
形
成
権
と
い
う
よ
う
な
権
利
の
類
型
化
を
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
ど
う
も
戦
前
の
親
権
に
つ

い
て
の
大
審
院
判
例
の
構
成
、
あ
る
い
は
、
死
体
遺
骨
の
帰
属
主
体
を
め
ぐ
る
も
の
も
、
こ
の
権
利
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ど
れ
か
に
当
て
は
め

よ
う
と
い
う
無
理
が
議
論
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
近
代
民
事
法

が
物
、
財
産
権
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
資
本
主
義
経
済
の
発
展
を
支
え
た
論
理
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
限
界
は
き



ち
っ
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

あ
と
は
、
所
有
権
概
念
自
体
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
問
題
で
す
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
で
言
い
ま
す
と

3
1
2
で
す
が
、
特
に
身
体
と
の
関
係

で
は
、
今
ま
で
も
か
な
り
議
論
に
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
て
、
身
体
が
所
有
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
ど
う
い
う
問
題
を
は
ら
む
か
と
い

う
こ
と
を
特
に
・
申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
後
の
議
論
の
と
こ
ろ
で
、
あ
る
い
は
、
既
に
あ
る
程
度
出
て
き
た
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ (2.完)

3
1
3も
、
基
本
的
に
は
次
の
と
こ
ろ
で
の
議
論
に
つ
な
が
る
こ
と
で
す
。

レ
ジ
ュ
メ
で
申
し
ま
す
と
七
ペ
ー
ジ
で
す
が
、
我
々
が
現
に
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
は
こ
う
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
て
、
し
か
ら
ば
、
我
々

は
ど
う
い
う
「
新
し
い
革
袋
」
で
こ
う
い
う
現
象
を
把
握
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
や
は
り
、
結
論
的
に
は
「
身
体
人
格
法
」
と
い
う
こ
と
で
、
身
体
を
人
格
の
延
長
と
し
て
、
い
わ
ば
物
、
商
品
と
し
て
の
財
貨
を

対
象
と
す
る
財
産
法
、
あ
る
い
は
、
物
の
所
有
の
範
障
で
は
と
ら
え
得
な
い
と
こ
ろ
、
〔
人
|
物
〕
の
中
間
物
と
い
う
発
想
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、
「
人
」
・
「
物
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
超
え
る
枠
組
み
こ
そ
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
人
格

の
延
長
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
法
的
地
位
、
人
格
法
体
系
の
一
部
と
し
て
の
身
体
的
人
格
法
に
固
有
の
判
断
枠
組
み
と
い
う
こ
と
で
、
財
産
法

と
は
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
精
神
的
人
格
法
と
も
異
な
る
、
全
く
新
た
な
法
範
轄
と
し
て
の
身
体
的
人
格
法
の
構
築
こ
そ
が
急

務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

一
つ
の
問
題
は
、
著
作
権
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
方
で
財
産
権
と
し
て
の
権
利
性
を
認
め
、
他
方
で
人
格
権
と
い
う
形

で
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
権
利
と
い
う
の
は
こ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
先
行
事
例
に
学
び
な
が
ら
両
者
の
関
連
づ

'-、
v'

戸、

J
J
9
/
 

け
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

実
は
個
人
的
な
こ
と
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
三
O
年
前
に
自
分
な
り
の
民
事
法
の
理
論
体
系
を
考
え
よ
う
と
い
う
志
を
立
て
て
い
ろ
い

北法55(2・149)583
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ろ
な
模
索
を
し
て
い
る
聞
に
三

O
年
が
た
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
や
っ
と
身
体
の
問
題
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
過
程
で
、

こ
こ
に
書
き
ま
し
た
よ
う
な
財
産
法
と
人
格
法
と
い
う
体
系
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
・
特
殊
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
、
人
格
法
の
中
に
こ
の
身
体

的
人
格
法
と
い
う
も
の
を
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
形
で
、
私
自
身
の
民
事
法
の
体
系
構
想
の
着
地
点
を
や
っ
と
見
出

し
た
と
い
う
思
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
と
は
、
人
格
法
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
自
体
も
、
日
本
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
格
権
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
私
は
、

四
つ
ぐ
ら
い
の
理
由
か
ら
、
人
格
権
で
は
な
く
て
、
あ
え
て
「
人
格
法
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
使
お
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

法
律
学
特
有
の
問
題
に
な
り
ま
す
の
で
、

ス
キ
ッ
プ
し
ま
し
て
、
も
う
一
つ
、
「
人
格
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
考

え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
私
な
り
に
考
え
て
い
る
エ
ッ
セ
ン
ス
を
書
き
抜
き
ま
し
た
が
、
特
に
人
格
概

念
の
内
包
的
な
深
化
と
外
延
的
な
拡
大
と
い
う
こ
と
で
、
身
体
を
含
め
て
で
き
る
だ
け
考
え
て
い
く
こ
と
と
、
も
う
一
つ
考
え
て
お
り
ま
す

の
は
、
ベ
ッ
ト
と
か
一
般
の
動
物
が
権
利
主
体
に
な
り
得
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
「
動
物
訴
訟
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
や

ろ
う
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
環
境
権
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
(
少
な
く
と
も
民
事
法
の
次
元
で
は
)
私
は
批
判
的
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
問
題
に
は
「
人
格
」
と
い
う
概
念
の
彫
琢
を
通
じ
て
十
分
対
処
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

E
1
2
の
身
体
的
人
格
法
一
般
と
し
て
、
特
に
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
。
こ
れ
も
漠
た
る
構
想
に
な
っ
て
し
ま
う

そ
れ
か
ら
、

の
で
す
が
、
私
は
、
扶
養
と
か
看
護
の
問
題
、
あ
る
い
は
治
療
、
介
護
と
い
う
こ
と
も
、
普
通
の
財
産
法
の
契
約
論
理
で
は
な
い
も
の
と
し

て
、
そ
れ
か
ら
、
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
法
制
の
あ
り
ょ
う
も
財
産
損
害
と
は
違
っ
た
枠
組
み
で
と
。
そ
れ
か
ら
、
ま
さ
に
き
ょ
う

我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
他
者
利
用
、
操
作
の
問
題
も
、
そ
の
延
長
で
十
分
考
え
て
い
け
る
し
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
以
上
、
ど
う
も
各
論
を
飛
ば
し
た
よ
う
な
抽
象
的
な
報
告
で
、
し
か
も
、
約
束
の
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
ま
し
て
、
ど
う
も
失

札
し
ま
し
た
。

北法55(2・150)584



「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ (2・完)

[報告用レジ、ユメ]

(1)研究ノート民事法的観点から見た)人聞の身体・生命と先端生命科学・技術一一

「身体的人格法」理鎗体系の構築にむけての序自由的検討

(人倫研プロジェクト・ワークショップ: f人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ

:その 1 (総齢的検肘)一一先端医療技術の提起する諸問題を中心として(03年6月7日(土)

10.00ー17.00(於)北大・法)報告レジュメ)

北大・法東海林

[fLfJU・用語1

「人格J: r財産J的価値以外の、「民事法j理論体系において・その法的保護の対象となるべ

き・人間的諸価値の総称(なお、本論中でやや詳しく、その概念規定を行う予定)

「人J:法的主体としての、それ故に(具体的な法的要件・効果等によって)特殊=法的に

意味付与されたものとしての、自然人たる個人。なお少なくとも民事法上一般に、

法的主体としての「人」は、自然人たる個人と法人の両者を含む(ただし、前者の

みを意味する場合もある:例、民法第一編第一章の「人J)が、以下ではさしあたり

前者のみを指すこととする;

「人間J:社会的文化的精神的に規定された存在としての、関係的具体的存在たる人間;

「ヒトJ:生物学的意味における、種=ホモ・サピエンスとしての人関

cf. 医学論文等が上記標題に関連する論孜において「ヒトjの語を用いることはあ

る種の正当性をもつことは否定できないにせよ、すくなくとも規範的理論を対象と

する論孜においては、この語を用いる際には、なぜ「人間jではないのかについて

の説明責任があるように恩われる。

なお、物に対する三項対立的反対物としての人を、象徴的に表象する意味で、[ヒ

トーモノ]という表現を用いる場合は、いうまでもなく、上記とは異なる意味であ

る。

「身体・組織*の利用ー提供等J:人間の身体・組織の、自己以外の他者による各種目的での

利用(そしてそのための、提供 斡旋 媒介一保存・管理・加工等)一一一それらが提起する倫

理的法的諸問題 (f身体利用等j問題)

* r組織J:ここでは、ヒト身体中の 細胞段階から臓器等にいたるまでの、統合的身体の

うちの部分という程度の、広くかっラフな意味で使用。「ヒト由来物質」、「ヒト資料J(=試料

+情報)等 の関連文献等で散見される用語法は採用せず、とくに断らないかぎりー

現としては「身体・組織(情報)Jという言葉で一貫することにした。

**左欄外の( )内数字は当日配布のページ数

。:J亨

1 :何が問題か(問題の所在と課題の限定)一一「身体利用j等の現実的状況、それ

らの提起する倫理的法的諸問題;その諮問題を制御するための既存の法制度的・理験

的対応とその限界・課題:
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1-0:問題・課題の全体像・概観:

0) r身体利用等J問題の全体像・類型的概観:

0-1 )利用等の対象としての身体・組織(ないしそれにかんする情報)の意義・位置づ

'H日{可により:

(2) H 1 新たな生命の誕生にかかわる組織ないし人体に関連して一一

未然形(潜在的・可能態)のヒトJともいうべき配偶子

1 ' :クローン児産生のための生殖細胞ないし体細胞

1" :卵子細胞内核ーミトコンドリア

2 受精卵、匹、ないし胎児等のいわば「生成過程にある人間J

2・幹細胞」としての利用のための(f余剰j)座胞

3 代理母ないし借り腹出産のための提供卵ないし母体・子宮

4 生殖目的での死体(胎)ないしその組織(例、精子)の利用

Hll 生殖以外の利用の関連する人体・組織一一

生体の染色体 DNA 体細胞一組織ー臓器等

2 生体たる人体全体(例:人体実験)

3 無脳児等重症心身障害新生児

4 脳「死体」

5 過去形のヒト:死体とその部分・変形物(遺骨等)

。-1 ')上記類型中 とくに HIl-1については:生命・人格の座としての生体との関

係性の遠近 (f人格j的格付け?)により一一

1.それらとの不可分性のつよいもの:脳組織ないし神経組織>その他の臓器・組織?

2.再生可能:j血液・骨髄液、皮膚等

3.人体から離れたモノ:胎盤、勝帯血等

4. (培養 分化・増殖された)樹立細胞株

0-2)以上の対象全てに関わる、以下のような各局面での(民事)法的問題群:

1.有体的価値の側面での対象につき:

1 -1 : (各種目的・形態・方法での)利用、そのための提供・収集、媒介、管理・保存

(以下、「身体利用等」問題群と総称その「利用Jに関してはさらに、その利

用目的、本人自身の意思・利益の関与の程度如何により一一

1 -1ー1・本人の治療・検査等のために採取された組織

1-1-2 :移植用組織・不妊 I治療」用受精卵等で不使用部分

1-1-3 :死因病悶解明用

1-1-4 :研究・教育的利用目的での提供一一当初目的以外での利用

1-1-5 :通常は廃棄される胎盤等

1 -2 :財産的価値をもっ場合の、譲渡その他の財産的契約的処分(例、賃貸、担保化)、

差し押さえ，公売、放棄等の処分、それらにかんする寄託・請負・委任等の契約

1 -3 :独占的権利特許化

1 -4 操作・改造
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2.情報的価値の側面での対象につきとほぼ同様の問題群

一一而して、以上のような現代的諸現象の苧む倫理的法的問題性の根源はそれぞれ、 1-1 

(3Jないし 1-3との関連では「資源化され利用・消費され、ひいてまた商品化される身体jの提

起する問題性、また 1-4における「操作・介入され改変 改造される身体Jにあっては、身

体的自然的自己同一性(それが守られるべき公共的価値であるとして)に対する重大な脅威に

妊胎する倫理的法的問題性である、というふうに整理することができょう;また2における「情

報化される身体jにあってはそれ以外に、とくに遺伝関連情報に典型的に示されるように、「精

神的人格法jとの接点で生じる種身の問題点(プライパシー・名誉侵害、差別、自己身体情報

コントロール権・知る権利等の侵害の可能性)を指摘できるであろう。

1 -1 個別的検討:

1)個別的検肘・その各身体フェイズ毎検討: 省略

2)個別的検討・その 2:利用目的・方法・形態等の側面での類型的検討: 省略

1-2:総括的検討:

。)歴史的祉会的背景ーーとくに「利用等Jの主体の側の、祉会的構造・後能: 省略

2 )形式的手続き的問題点: 省略

3)内容的実体的問題点:

1.従来の(法制、判例、輸韓等における)基本的法律構成ないし判断枠組みとその問題性

1-1 その全般的問題点:

身体・組織の利用 提供、操作等をめぐる従来の倫理的法的規整・制御ないし論議、とくに

利用行為の倫理的法的免責=正当化、のために用いられたフレームワーク(形式的判断枠組み

/実質的判断基準)として、とくに支配的な流れを形成しているように恩われるものを理論的

に整序すると、以下のような概観的整理が得られるように恩われる:

は一一

1 )形式的判断枠組み(とくに提供者側の、「同意Jの理論的形式的根拠付け)として

1 -1)人一物一所有権、 andlor

1 -2)自己決定権ないしインフオウムド・コンセント

1 -3) (判断能力ないし決定能力の・全面的ないし部分的に欠ける者についての、ま

たは意思表明の不可能ないし不明確な者についての)権限ある他者による代行決

定、または本人意思の推定・擬制等(これを以下ではさしあたり、「代行決定問

題」と略称する)

2 )実質的判断基準としては一一

2 -1) (最終的)利用目的・方法ないし結果の倫理的正当性ないし社会的必要性(研

究・治療を通じての、特定ないし不特定他者の健康・生命の増進・救済等一一

ただし、「人体資源の有効活用」等の功利論的正当化は流石にここでは、少なく

とも建前として公然と語られることはない)

2 -2)提供行為(ないし最終利用までの中間的諸媒介過程)の動機・目的ないし手段・

方法の倫理的社会的妥当性(善意・無償性等)
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これらのうち以下では、とくに 1-1)ないし 1-2)に焦点をあわせた検討を行うことに

(4)なるが、その検討に入る前に、あらかじめ我々が現時点で抱いている全般的見通しを述べてお

くことが有益であろう:

それは、ここで通底して問題となる根本的な論点は、要するに、身体・生命は(民事)法的

にはどのようなものとして捉えるべきか、ということに尽きるように思われるところ、われわ

れは身体をめぐる法的諸問題を制御するために必要十分な程度において適切な法的言語・判断

枠組みを理論的遺産として承継しなかったし、自ら開発しでもこなかったのではないか、との

仮説的見通しについてである。この点を若干敷術すると:

1.モノ中心の法制・法理論体系としての近代民事法:

まず、近代民事j去の基本的パラダイムないしその主要な規律対象は、財産法財産権主体の

それ(以下それを「モノの法理」という象徴的言語で表象することとする)であって、身体は

いうまでもなく、精神的価値の(民事)法的扱いは、視野に取り込まれず、また取り込みにく

い構造的本質をもっていた、ということ(そのことの歴史具体的例証をわれわれはフォン・サ

ピニーの理論体系にみることができるが、この点については後述)であり、その結果、身体を

めぐる法的諸問題にかんする法的処理・構成においては、基本的にはモノの法理を借用する形

を多くの場合とらざるをえない;その結果としての事態不適合:例、

1 -1 : [ヒトーモノ一所有]、または[支配権一請求権一形成権]の概念トリコトミーを

起点とする民事法の体系構造一一これらの基本的判断枠組みのなかでの身体問題処理(占有

一所有、無主物先占、時効取得、加工、附合、譲渡・移転法理、無体的価値化の場合の知的財

産権的処理等)と、とくに[ヒト モノJの[中間的形態jとも称すべき身体・組織(生殖関

連、分離された生体部分、死体ないしその変形物等)の法的処理の限界:以下ではもっぱらこ

の点を主たる検討対象として、ややくわしく考察する;

1-2:人身損害賠償法における損害論も、差額説的基本枠組み(財産損害十非財産損害)

で捉えられる結果、とくに(1)死亡損害における「消極的財産損害Jとしての逸失利益とその

相続構成のもつ問題性、 (2)同様の場合における「慰謝料の相続j構成とその問題性 の二点

でその限界を露呈せぎるをえない(この点もふくめ、損害論の基本的把握なり個別分野・論点

での、学説・'F1J例における、その「限界j克服のための種々の試みも、筆者のみるところなお

部分的一面的なものに止まっているように思われる)

1 -3 :身体のケアないしキュアーを直接対象とする契約:例、医療契約・介護契約等一一

基本的には、財産法的契約の範鴎で処理;その結果としての問題性は、とくに医師一患者関

係についての契約モデルにかわる種々の代替的理論モデルの提案が、裏から示唆しているよう

に思われる;

1-4:身体そのものがもっ「労働力商品」としての価値を媒体とする契約関係は、古典的

には主として雇用契約という法的構成をとらざるをえない結果、労働関係保護法とも材、すべき

一群の法体系領域が発生せまるを得なかった背景は、このような「価値論J的観点からも説明

しうるであろう;

2.市場的取引=有償契約中心の近代民事法、そのもとで無償的関係の法的規律は必ずしも

十分に事態適合的なものとはいえない:例、権利能力者間での無償的関係は「贈与JI使用貸
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{昔j等の契約で、または「寄付行為Jによる財団設立等の、必ずしも事態適合的とはいえない

法律構成で、しかも(有体物・無体物をふくめた)財産的価値物を中心的対象とし、従って、

[5)身体・組織等はいうまでもなく、サービスの無償提供(いわゆるボランテア)等は取り込みに

くい構造;そもそも身体・組織の利用 提供等をどのように民事法的に法的構成するかは、そ

れ自体まったく検討されていない論点であるのみならず、それを事態適合的に法律構成し処理

するための十分な道具だてを我々はもっていないというのが、現状であるといって差し支えな

い;この点はとくに、「身体利用等」の倫理的法的問題性を無償の法理(等)によってクリアー

せざるを得ない法文化にあっては、考慮、すべきバリアであるといってよい;

3.法的主体にかんする法制・法律構成、ないしその前提・基礎にある人間像の、形式合理

性抽象性が提起する問題性;とくに、

3-1 :財産取引関係モデルに主として定位した法主体論、意思主体の法律行為構成、行為

能力法制、そのもとでの自己決定・自己責任構成(または、「家父長jモテワレに定位した財産

所有・取引法制)等;そのもとでの幼少年児、老人、障害者・病者等(これらの者にこそ、身

体問題は集約的に現象するともいえる)の限定能力者の、財産管理・取引法領域への取り込み

における限界(その象徴的現れが「他者決定jとしての法定代理法制lのこれらのものの身体問

題への借用の限界・問題性(例、「代行判断問題jでの陸路))

3-2:具体的関係性(例、家族関係)を捨象したところに成り立つ原子的個人モデルに定

位した法主体 その思考枠組みのもとでは、(家族等との密接な関係性を法的にも取り込ま

ざるを得ない、とくに)生殖関連、死体、身体情報等の「身体利用等j問題は、適切に取り込

みにくし、;それは、よりマクロな観点からは、従来我が国で「財産法と家族法ないし身分法」

の名のもとで議論され、今日にいたるもなお論議の的でありつづけ、筆者もまた模索を続けて

いる基礎的問題群とも関連するところの問題でもある;

3-3:人間の身体的具体性(例、性)をも捨象したところに成り立つものとしての近代民

事財産法

4.以上を総括する意味で、とくに「身体利用等j問題との関連で注目したいと思われる点

は、 1-1以外では、財産法を中心とする近代民事法の体系・判断枠組みは、「人格法J的諸

問題や無償的関係や家族的関係等の法的把握・構成につき本質的限界を構造的に内在させてい

るという根本的限界であって.それは、これら後者の法領域がまさに我々が論じよう主する「身

体利用等」問題群と密接不可分に関連するだけに、十分に留意すべき点であると言わねばなら

ない。

1-2 :とくに、[ヒトーモノ一所有・支配(権J]という法的判断枠組みについて:

1 J r身体利用等」を正当化する(ありうべき)形式的根拠:

1 -1 )提供側の論理 r自分の身体は自分のもの、だからそれをどのように扱うかの自

自が自分にはある、またそれが何らかの経済的価値を産み出した場合は、それにた

いする何らかの権利を主張することができる(逆に放棄する自由もある)Jとの言

説について:それを法的言語にのせてパラフレーズするとすれば:

1-1-1)可能的パラフレーズ・その所有の論理・(1)r自己の身体は自己の所有
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物であるJ=自己身体所有権、 (2)r自分のものを処分する自由は所有権の本

質的要素であるJ、(3)同意なしに当該所有物を利用等することは所有権侵害権

となる(同意要件、 IC要件の、「所有の論理j的根拠づけ)

(6J 1 -1 -2)可能的パラフレーズ・その 2:人格の論理:(1) I自己の身体は自己の人格

の一部であるJ=身体的人格法・ (2)r自己身体のあり方について自由に自己

決定することは、人格の本質的要素であるJ=身体的自己決定権、 (3)r同意

なしに身体についてなんらかの侵襲等をくわえたり、それを利用等することは、

人格的要保護価値への侵害となるJ(同意要件、 IC要件の、人格法的根拠)、

(4)人格的なものが財産的価値を産み出すことがあることは他にも例があって、

その場合には、しかるべき要件のもとで一定の財産法的保護があたえられるこ

ととなる;

1 -2)被提供側ないし利用側の論理他人の身体の好意的提供によって自分の健康が

回復し、または潜在的患者の命が助かることは、ありがたいこととして自由に利用

することは、倫理的にも正当化しうるJとの言説の法的パラフレ~ズないし敷術

1-2-1)可能的パラフレーズ・その所有の論理:譲渡されたモノ=自己所有物と

して、被譲渡者の所有権の自由

1-2-2)可能的パラフレーズ・その 2 信託的贈与ないし公共的信託の論理:公共

的・信託的鱒与としての責任・義務を負ったモノとしての提供身体

1-2-3)可能的パラフレーズ・その 3:人格の論理:提供者の人格の延長としての提

供身体命のおくりものj、利用者がわの「人格法的責任原理」

一一上記の種種の法的構成のうち、既存の法的構成において最も一般的なそれが、「所有の論

理」であることは疑いがない(またはその枠組みのなかでの種種のバリエイション)。本項(1)

では主としてこの法的構成の背景・基本構造・問題点等を明らかにすることとする(それ以外

の可能的パラフレーズに関しては、可能なかぎり次項Hであっかうこととする)

2) [ヒトーモノ]のニ項対立的判断枠組み(ダイコトミー)について:

2 -0)峻別の輪理・一般と[人物所有権]構成の問題性:

2 -1) r人J(ないし物)概念じたいーーその(身体利用問題との関連での、その)問

題性、その「ゆらぎJ

1.問題性・ 1一一「人J(ないし「物J)概念じたいの法的操作性・擬市IJ性

2.問題性・ 2ーーとくに「人j概念の形式合理性、脱・実体化、脱・倫理化

2-2) [人対物]聞の区別ーーその問題性、その(一定の)rゆらぎJ(とくにペッ

ト動物等の法的位置づけ蛤)

2 -3) [人対非・人]簡の区別ーーその問題性、その「ゆらぎJ(ないし、「準・人」

的事例における線引き問題)

3) r所有(ないし支配)権j概念・構成と「身体利用等J問題群:

3-1 )所有権慨念・構成じたいの一般的問題性:

cf)支配権概念・構成じたいの一般的問題性:支配権一請求権一形成機 なる三元的権

利体系構成のもとでの、支配権としてのモノ所有権:

3-2)所有権概念・構成の、とくに「身体利用等」問題との関連での個別的問題点:

北法55(2・156)590



3 -3)その「ゆらぎJと法理齢的課題;とられるべき基本的方向性:

(7) n :上記諮問題を我々はどう考え、制御すべきか一一「身体的人格法」理齢体系構想

と「現代・身体問題」

n-o:再構築の基本方向

n-l : r民事法j全体系の理諭構想と「人格法」

1) r民事法j

1-0)理論体系構築における二つの軸:

価値の軸:財産法一人格法

関係の軸:一般ー特殊

1 -1 )基本的構造:

民事法A:財産法

A-l)一般財産法

A-2)特殊財産法:1JU、家族財産法

民事法B:人格i去

B-1)一般人格法

B-2)特殊人格法:例、家族人格法

2) r人格法j

cfl) r人格i去jというネイミングないし体系概念について:

cf2) r人格jというキイ・コンセプトについて一一「人格」概念ーーとくに、従来の人

絡権論等におけるそれとの違い:

1. r人格j概念自体の外延の拡大一一

1-1 法的主体の拡大ー←佐・胎児、死体

1 -2 :法的内容の拡大ーー

1 )内部的方向一一精神的社会的人格十「身体的人格J(=身体・生命じたい十身体

部分+身体情報)、

2 )外部的方向一一「環境的人格そこでの「環境」概念:例、①家族関係的環境

(とくに、近親遺族←死者，祖先祭柁)、②ベット等動物的環境、③自然・居住空

間的環境

cf) r動物の権利」論ないし「環境権j論の問題性とその克服

2.その内包における質的変容:とくに、カント的人格概念ないし近代法的人格概念か

らの脱却:

n-2: r身体的人格法J一般ーーその問題意議・全体的構想・基本的課題:

1 )実践的問題意識:

2 )法理論的問題意識:

3 )体系的全体像・課題:

1 :積極的実現での:成体=生体たる人間の
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1)生存的自立のための一一:要支援者にのための扶養・監議等

(8) 2)健康保持・身体の統合的機能維持のための一一:治療ないし介護

II:消極的実現の側面での:成体=生体たる人間の、侵害からの保護:生命侵害 z 身体傷

害における、事態適合的損害論、損害賠償・損失補償、法制論

II:他者により利用・操作される身体・組織(ないしその情報)をめぐる法的問題群:と

くに、

・成体=生体たる人間の・非治療的操作:

「準ヒト」的過程(例、授精卵・胎児、中絶胎児、無脳児等、重症新生児、秘物人間・

「脳死のひとJ、死体等)等、または人体部分(臓器一組織細胞~染色体 DNA) に

ついて、その情報的価値ー有体的価値双方においての、各種目的での利用・保管・提

供・操作;その結果としての財産的価値実現の場合の法的問題:

一一以上の各局面での、

1.権利主体ないし法的主体論:通常成体以外に、上記「準・人J的過程、とくに胎児・死体

の人格法的保護 (r出生前人格法Jr死後人格法J)、上記人体部分の人格法的位置づけ、そこで

の家族等の法的位置づけ

2 身体的自己決定権ないし身体的代行決定・支援法論:

3 身体的人格j去に内在する、またはそれを制約する責任法理

4 緊急事態と身体的人格法

n-3 :上記「身体利用等」問題群への具体的適用一一諸課題:

n-3ー総齢的諸課題:

Jf-3-2 :各齢的諸課題:

省略

省略
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