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[人間の尊厳jと身体・生命の倫理的、i去的位置づけ (2・完)

幅
四
川
凹国

際
人
権
法
学
の
視
点
か
ら

生
命
科
学
の
発
展
と
人
間
の
尊
厳
お
よ
び
人
権

位

目

次

は
じ
め
に
生
命
科
学
の
発
展
と
生
命
倫
理

第
一
節
社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理

-
生
命
倫
理
の
性
質

2

社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理
の
形
態

3

生
命
倫
理
の
一
形
態
と
し
て
の
法

4

生
命
科
学
の
影
響
と
社
会
に
お
け
る
基
本
的
価
値
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
法
・
生
命
倫
理

第
二
節
生
命
科
学
と
人
聞
の
尊
厳

1

「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
国
際
的
登
場

生
命
科
学
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
人
権
の
関
係

入
閣
の
尊
厳
の
法
的
意
味

2 3 

田

R久
宝色

北法55(2・159)593



シンポジウム

A

ユ
ネ
ス
コ
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
」
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳

B

わ
が
国
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
|
|
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
禁
止
の
理
由

第
三
節
ゲ
ノ
ム
科
学
と
人
権
保
護
の
要
請
一
-
|
|
個
人
遺
伝
情
報
に
関
連
し
て

-
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
に
関
わ
る
人
権

2

対
峠
す
る
人
権
|
|
研
究
の
自
由
と
試
料
提
供
者
の
人
権

A

研
究
の
自
由
と
そ
の
制
限

B

試
料
提
供
者
の
人
権
保
護

1
i
同
意
と
遺
伝
情
報
の
保
護

C

遺
伝
的
特
徴
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止

3

ポ
ス
ト
・
ヒ
卜
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
時
代
の
個
人
遺
伝
情
報
と
人
権
保
護

A

個
人
遺
伝
情
報
の
重
要
性

B

個
人
遺
伝
情
報
に
関
す
る
基
本
原
則

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

生
命
科
学
の
発
展
と
生
命
倫
理

戦
後
の
半
世
紀
の
生
命
科
学
・
医
学
(
以
下
で
は
と
く
に
断
ら
な
い
場
合
は
、
「
生
命
科
学
」
を
そ
の
成
果
の
延
長
と
し
て
の
医
学
・
医

療
も
含
む
も
の
と
し
て
示
す
。
)
の
発
展
は
、
人
類
の
知
の
営
み
の
成
果
と
し
て
人
類
の
進
歩
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に

そ
れ
は
、
人
類
に
大
き
な
損
害
を
与
え
る
危
険
性
も
内
包
す
る
。
生
命
科
学
は
、
特
に
ゲ
ノ
ム
科
学
を
中
心
と
し
て
、
人
間
の
生
命
作
用
を

探
求
し
、
人
間
の
基
本
的
な
身
体
的
精
神
的
特
徴
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
健
康
の
保
持
や
疾
病
の
予
防
・
診
断
・

治
療
を
前
進
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
生
命
や
存
在
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
り
、
研
究
の
目
的
、
対
象
、
手
段
、
方
法
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「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

等
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
法
的
社
会
的
問
題
(
関
門
F
R
E
-
-
z
m包
宮
内
H
8
2白
ご
回
目
吉
田
一
回
k

切
回
)
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
く

に
生
殖
補
助
医
療
、
臓
器
移
植
、
遺
伝
子
診
断
や
治
療
、
ヒ
ト
匹
性
幹
細
胞
(
思
細
胞
)
研
究
な
ど
の
先
端
生
命
科
学
技
術
は
、
こ
れ
ま

で
の
「
生
と
死
」
、
「
異
常
と
正
常
」
、
「
正
と
不
正
」
と
い
っ
た
区
別
を
あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
つ
つ
あ
る
。
生
命
操
作
、
人
体
の
商
品
化
、

人
間
の
道
具
化
等
の
表
現
は
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。

従
来
の
生
命
科
学
技
術
と
比
較
し
て
顕
著
な
相
違
が
現
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
従
来
で
あ
れ
ば
不
妊
と
診
断
さ
れ
て
い

た
夫
婦
が
、
今
日
で
は
人
工
授
精
や
体
外
受
精
、
ま
た
顕
微
授
精
と
い
っ
た
生
殖
補
助
医
療
技
術
に
よ
っ
て
妊
娠
・
出
産
の
可
能
性
を
得
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
卵
と
精
子
の
結
合
と
い
う
生
殖
作
用
を
人
工
的
に
行
な
う
方
法
で
あ
り
、
そ
う
し
た
行
為
が
容
認
さ
れ
る
か
、
と

い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
子
の
出
生
ま
で
は
異
常
が
判
断
で
き
な
か
っ
た
が
、
受
精
卵
(
脹
)
を
用
い
て
出
生
前
に
遺
伝

子
や
染
色
体
の
異
常
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
は
出
生
後
の
重
篤
な
異
常
や
疾
病
を
避
け
る
た
め

で
あ
り
、
そ
の
結
果
異
常
を
示
す
受
精
卵
を
除
去
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
受
精
卵
を
選
別
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
虞
が
あ
り
、
胎
児
の

中
絶
と
結
果
的
に
同
じ
状
態
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
外
見
上
健
康
な
青
年
が
遺
伝
学
的
検
査
に
よ
っ
て
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
で
あ
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
病
気
に
対
す
る
有
効
な
治
療
法
は
な
く
、
そ
う
し
た
場
合
の
遺
伝
学
的
検
査
の
実
施
の
有
用
性

に
疑
問
が
あ
る
。
生
命
の
維
持
に
不
可
欠
な

A
D
A
(
ア
デ
ノ
シ
ン
・
デ
ア
ミ
ラ
l
ゼ
)
欠
損
症
の
子
供
が
遺
伝
子
治
療
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
方
法
は
い
ま
だ
確
実
で
は
な
く
、
実
験
的
治
療
の
限
界
が
問
題
と
な
り
う
る
。
人
の
受
精
匹
か
ら
幹
細
胞
を
取
り
出
し
て
、

難
病
を
治
療
す
る
た
め
の
再
生
医
療
に
用
い
る
こ
と
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
の
臨
は
子
宮
に
着
床
し
て
成
長
す
れ
ば
人
間
と

し
て
誕
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
妊
の
段
階
で
滅
失
す
る
こ
と
は
、
人
と
な
る
べ
き
生
命
体
か
ら
そ
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
生
命
科
学
技
術
や
そ
れ
に
続
く
医
療
の
進
歩
が
な
げ
か
け
る
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
基
本
的
な
価
値
、
と
り
わ
け
人
間

や
そ
の
生
命
自
身
の
価
値
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
生
命
科
学
が
社
会
の
中
の
知
的
活
動
と
し
て
社
会
全
般
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
適
切
に

~!:ì去55(2 ・ 16 1)595 



シンポジウム

進
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
の
そ
う
し
た
基
本
的
価
値
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
杜

会
規
範
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
生
命
倫
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理
の
特
質
を
、
法
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
解
釈
学
的
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
規
範
形
成
の
問
題
を
中
心
に
据
え
た
い
。
社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理
は
現
在
形

成
途
上
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
現
代
の
問
題
と
し
て
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
法
を
価
値
最
高
の
も
の
と

見
る
の
で
な
く
、
法
も
倫
理
も
同
じ
社
会
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
、
生
命
倫
理
の
分
野
に
お
い
て
、
拘
束
力
あ
る
規
範
形
態
た
る
法
と
、
拘

束
力
の
な
い
、
法
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
形
態
と
を
同
列
的
に
扱
い
つ
つ
検
討
す
る
。

第
一
節

社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理

l 

生
命
倫
理
の
性
質

「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
た
よ
う
に
「
生
命
倫
理
」
は
、
生
命
科
学
に
関
す
る
社
会
の
行
動
規
範
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
人
の
倫
理
観
で
は

な
い
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
は
生
命
に
関
す
る
倫
理
観
を
も
っ
て
い
よ
う
。
そ
れ
を
も
っ
て
「
生
命
倫
理
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
。
「
生
命
科
学
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
者
は
自
分
の
倫
理
観
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
研
究
を
行
っ
て
お
り
、

人
間
や
生
命
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
人
文
学
の
一
分
野
と
し
て

の
倫
理
学
の
中
に
応
用
倫
理
学
が
あ
り
、
そ
の
中
に
生
命
に
関
す
る
応
用
倫
理
学
と
し
て
「
生
命
倫
理
学
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
医
療
や

(
1
)
 

生
命
科
学
に
関
す
る
倫
理
的
法
的
社
会
的
問
題
や
そ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
め
ぐ
り
研
究
す
る
学
問
」
と
定
義
さ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
の
学
問
と
し
て
の
生
命
倫
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
践
性
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
あ
る
。
他
方
で
「
生
命
倫

北法55(2・162)596



理
(
玄

S
E
g
)
」
と
い
う
言
葉
は
一
九
六
0
年
代
半
ば
に
米
国
で
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
理
論
的
研
究
で
あ
る
と
共
に
、
き
わ
め
て

実
践
的
な
意
味
を
持
っ
た
運
動
で
も
あ
り
、
医
師
と
患
者
の
関
係
か
ら
弱
者
の
人
権
保
護
運
動
ま
で
広
が
り
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に

対
し
て
は
、
生
命
倫
理
学
は
あ
く
ま
で
倫
理
に
関
す
る
省
察
と
批
判
を
中
心
と
す
る
倫
理
学
の
一
部
円
で
あ
る
と
の
主
張
も
強
い
。

確
か
に
、
個
人
の
倫
理
観
と
い
う
に
せ
よ
、
生
命
倫
理
学
と
い
う
に
せ
よ
、
生
命
倫
理
が
わ
れ
わ
れ
の
今
直
面
し
て
い
る
問
題
を
扱
っ
て

い
る
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
し
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
生
命
倫
理
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
価
値
観
や
秩
序
が
生
命
科
学
の
進

「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

展
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
い
な
い
よ
う
な
急
速
で
根
底
的
な
揺
ら
ぎ
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の
社
会
的
な
対
応
で
あ
っ
て
、
生
命
科

学
が
行
お
う
と
し
て
い
る
「
前
進
」
が
、
所
与
の
社
会
の
中
で
許
さ
れ
る
か
否
か
、
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
か
、
ま
た
許
さ
れ
る
と
す

れ
ば
な
ぜ
か
、
許
さ
れ
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
条
件
や
方
法
の
下
で
そ
う
で
あ
る
の
か
、
そ
の
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
は
何
か
、
な
ど
を

示
す
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
当
該
社
会
の
中
の
基
準
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
構
成
員
の
一
般
意
思
を
一
不
す
も
の
で
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
が
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
べ
き
規
範
で
あ
る
。

い
っ
た
い
に
社
会
規
範
は
対
象
と
な
る
活
動
を
制
限
す
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
可
・
不
可
、
当
否
を
峻
別
し
て
、
可

と
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
お
け
る
人
間
活
動
の
進
展
を
図
り
、
他
方
で
否
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
を
制
限
又
は
是

正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
価
値
の
尊
重
と
保
護
を
貫
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
規
範
は
人
間
の
行
動
を
「
規
律
」

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
制
限
も
し
く
は
禁
止
す
る
こ
と
の
み
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
生
命
倫
理
と
生
命
科
学

の
関
係
に
当
て
は
め
れ
ば
、
生
命
倫
理
は
、
生
命
科
学
の
進
歩
を
阻
止
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
生
命
科
学
が
社
会
の
中
で
十
分
な
理
解

を
得
て
適
切
に
進
歩
す
る
た
め
の
枠
組
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
命
倫
理
は
、

他
方
で
生
命
科
学
が
社
会
の
合
意
な
く
基
本
的
価
値
を
崩
す
場
合
に
は
、
こ
れ
を
制
御
す
る
役
割
を
呆
た
す
の
で
あ
る
。

一
方
で
生
命
科
学
の
更
な
る
発
展
を
支
え
る
根
拠
と
な
り
、

北法55(2・163)597
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社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理
の
形
態

北法55(2・164)598

2 

上
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
生
命
倫
理
は
、
様
々
な
規
範
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
規
範
は
、
そ
の
規
律
効
果
を
厳
格
に
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
規
範
に
拘
束
力
を
与
え
、
違
反
に
対
し
て
は
制
裁
(
∞
B
2
5ロ
)
を
課
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
生
命
倫

理
に
お
い
て
も
規
範
体
系
の
最
上
位
に
は
法
が
あ
る
。
生
命
倫
理
が
そ
の
社
会
の
基
本
的
価
値
の
保
護
と
確
保
を
目
的
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

国
家
の
中
に
は
生
命
倫
理
規
範
を
国
内
法
の
形
で
定
め
る
国
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
九
四
年

に
生
命
倫
理
に
関
連
す
る
規
範
を
三
つ
の
法
律
と
し
て
立
法
化
し
た
。
保
健
分
野
に
お
け
る
研
究
目
的
で
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す

る
法
律
、
人
体
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
、
そ
し
て
人
体
の
一
部
及
び
産
物
の
提
供
と
利
用
、
生
殖
補
助
医
療
及
び
出
生
前
診
断
に
関
す
る
法

(
2
)
 

律
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
そ
れ
ぞ
れ
情
報
法
、
民
法
及
び
刑
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
一
般
法
で
は
な
い

(

3

)

(

4

)

 

が
、
英
国
は
一
九
九
O
年
に
人
の
生
殖
及
び
脹
研
究
に
関
す
る
法
律
を
、
ド
イ
ツ
も
同
じ
く
一
九
九
O
年
に
脹
の
保
護
に
関
す
る
法
律
を
定

め
て
い
る
。
ま
た
、
法
律
に
基
づ
い
て
指
針
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
根
拠
を
法
律
に
お
い
て
い
る
た
め
、
「
指
針
」
と
い

う
名
称
を
持
つ
と
は
い
え
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
。
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
(
「
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の

適
用
の
規
制
に
関
す
る
事
」
)
の
下
で
の
「
君
臨
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
詐
」
(
特
定
指
針
)
が
そ
の
例
で
あ
る
。

法
律
に
よ
る
規
律
の
対
極
に
は
、
現
場
で
生
命
科
学
・
医
学
を
進
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
者
・
医
師
の
自
己
抑
制
が
あ
る
。
こ
れ
が
先
に

述
、
べ
た
個
人
の
倫
理
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
と
個
人
の
自
己
抑
制
の
中
聞
に
、
ま
ず
固
に
よ
る
規
範
と
し
て
、
た
と
え
ば

国
の
指
針
が
あ
り
行
政
指
導
の
類
が
あ
る
。
国
の
研
究
費
の
配
分
の
停
止
も
そ
の
判
断
基
準
は
国
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
に
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
は
法
的
拘
束
力
が
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
国
の
指
針
や
そ
れ
に
よ
る
行
政
指
導

ほ
一
般
に
よ
く
遵
守
さ
れ
て
き
て
お
り
、
科
学
者
の
側
が
法
律
に
よ
る
科
学
研
究
の
自
由
の
制
約
を
望
ま
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
形
態

が
し
ば
し
ば
採
ら
れ
て
き
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
形
態
は
、
ク
ロ
ー
ン
個
体
規
制
の
方
法
に
関
す
る
生
命
倫
理
委
員
会
ク
ロ
ー
ン
小
委



(7) 

員
会
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
外
国
人
が
わ
が
国
で
法
律
的
規
制
の
な
い
活
動
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
し
も
そ
の

規
制
効
果
が
期
待
通
り
生
じ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
国
の
研
究
費
配
分
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
資
金
に
よ
る
研
究
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
あ
る
程
度
の
効
果
は
持
ち
う
る
と
し
て
も
、
十
全
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に
医
薬
品
企
業
等
が
投
下
す
る
研
究
開
発
費
の
重
要
性

か
ら
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
国
の
研
究
費
が
不
可
欠
と
い
う
状
況
に
は
必
ず
し
も
な
い
。

「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ (2・完)

さ
ら
に
ま
た
学
協
会
レ
ベ
ル
の
専
門
家
集
団
に
よ
る
自
主
規
制
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
「
会

(8) 

告
」
は
、
同
学
会
の
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
会
員
に
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
会
告
に
は
そ
れ
に
違
反
し
た
と
き
の
実
効
的
な

制
裁
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
除
名
処
分
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
除
名
に
な
っ
て
も
、
当
該
会
員
に
は
同
学
会
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
が
伝
達
さ
れ
な
く
な
る
の
み
で
あ
っ
て
、
医
師
も
し
く
は
研
究
者
と
し
て
の
資
格
ま
で
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
違
反
が
明
ら
か
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
学
会
活
動
に
つ
い
て
は
不
利
な
扱
い
が
あ
り
う
る
が
、
学
会
員
と
し
て
の
資
格
は
医
師
資
格
と
は
関
係
が
な
い
し
、
ま
し
て

研
究
者
で
あ
る
こ
と
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
違
反
が
あ
っ
て
も
再
発
を
防
止
す
る
手
立
て
が
な
い
。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ

の
様
に
医
師
会
規
則
に
対
す
る
違
反
が
医
師
資
格
を
停
止
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
と
較
べ
れ
ば
、
差
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
が

国
に
お
け
る
学
会
等
の
自
主
的
規
制
は
、
そ
の
関
係
団
体
の
会
員
で
な
け
れ
ば
適
用
対
象
と
な
ら
ず
、
ま
た
仮
に
会
員
に
よ
る
違
反
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
有
効
な
制
裁
手
段
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
違
反
を
承
知
で
故
意
に
そ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
の
行
為
を
行

お
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
規
制
の
効
果
が
な
い
。

3 

生
命
倫
理
の
一
形
態
と
し
て
の
法

い
ず
れ
の
規
範
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
重
要
な
の
は
基
本
的
価
値
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
規
範
形
態
が
必

要
で
あ
り
適
切
で
あ
る
か
は
、
そ
の
対
象
に
よ
り
、
ま
た
価
値
に
対
す
る
侵
害
の
可
能
性
と
そ
の
侵
害
内
容
の
程
度
に
よ
っ
て
、
決
ま
る
こ

北法55(2・165)599
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と
に
な
る
。

北法55(2・166)600

例
え
ば
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
(
い
わ
ゆ
る
「
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
)
の
作
成
を
法
律
、
つ
ま
り
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
で
禁
止
し
た
の
は
、

そ
の
規
制
す
る
べ
き
理
由
の
重
大
性
の
ゆ
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
が
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
国

が
判
断
し
た
以
上
、
そ
の
規
制
が
日
本
全
国
で
、
外
国
人
も
含
め
て
、
実
効
的
に
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
効
果
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の

ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
で
は
そ
の
報
告
書
で
法
律
に
よ
る
規
制
を
求
め
、
所
管
庁
で
あ
っ
た
科
学
技
術
庁
が
こ
れ
を
受
け
て
国
会
に
法
律
案
を

(
9
)
 

提
出
し
て
、
そ
れ
が
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
生
命
科
学
の
進
展
の
ス
ピ
ー
ド
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
に
立
法
過
程
は
一
定
の
時
間
を
要
す
る
。
た
と
え
ば

ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
は
そ
の
対
象
つ
ま
り
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
実
現
可
能
性
が
早
い
こ
と
か
ら
か
な
り
の
短
時
日
で
成
立
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
ク
ロ
ー
ン
羊
の
ド
リ

l
が
誕
生
し
て
か
ら
約
三
年
の
年
月
を
要
し
た
。
最
初
に
国
会
に
上
程
さ
れ
て
か
ら
で
も
、
首
相

の
急
死
と
い
う
事
態
が
手
伝
っ
た
に
せ
よ
、
一
度
継
続
審
議
と
な
り
、
次
に
聞
か
れ
た
会
期
で
採
択
を
見
た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
に

関
す
る
前
出
の
ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
で
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
に
、
ヒ
ト
の
匹
性
幹
細
胞
の
樹
立
に
成
功
し
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛

び
込
ん
で
き
た
。
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
法
律
に
よ
る
規
律
と
い
う
方
向
が
お
お
む
ね
定
ま
る
か
否
か
の
時
点
で
す
で
に
次
の
生
命
科
学
の
進
歩

が
刻
ま
れ
た
。
確
か
に
そ
れ
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ン
技
術
そ
の
も
の
が
価
値
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
物
学
上
の
研
究
成
果
を
除

け
ば
、
ク
ロ
ー
ン
個
体
を
作
成
す
る
こ
と
の
主
た
る
実
施
上
の
目
的
の
一
つ
が
臓
器
移
植
用
の
臓
器
を
取
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
る
な
ら
、
そ
れ
が
ヒ
ト
匹
性
幹
細
胞
の
樹
立
に
よ
っ
て
そ
の
必
要
性
を
著
し
く
減
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
命

科
学
の
進
歩
の
速
度
は
き
わ
め
て
速
く
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
規
律
す
る
に
は
、
立
法
の
よ
う
な
時
間
の
か
か
る
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
ず
、

国
の
行
政
庁
の
策
定
す
る
指
針
に
よ
る
方
が
迅
速
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。
指
針
は
ま
た
そ
の
変

更
に
も
柔
軟
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
元
来
わ
が
国
で
は
、
法
令
の
策
定
や
適
用
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
が
一
般
的
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
活



「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

動
に
法
律
に
よ
る
介
入
を
好
ま
な
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
国
の
指
針
や
行
政
指
導
が
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ド
リ

l
誕
生
後
の
生
命
倫
理
規
範
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
は
国
会
の
立
法
で
あ
り
、
ま
た

特
定
住
指
針
は
法
律
に
根
拠
を
置
く
指
針
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
生
命
科
学
分
野
の
規
範
は
す
べ
て
法
律
に
基
づ
か
な
い
指
針
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
生
命
倫
理
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
科
学
研
究
の
自
由
を
制
限
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
す
で
に
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
生
命
倫
理
は
生
命
科
学
が
社
会
の
中
で
十
分
に
理
解
さ
れ
、
社
会
の
基
本
的
価
値
を
損
な
う
こ

と
な
く
適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
の
規
範
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
の
自
由
と
い
え
ど
も
、
そ
の
杜
会
の
基
本
的
価
値
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
命
倫
理
は
一
方
で
社
会
の
価
値
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
と
く
に
人
聞
の
存
在
や
生

命
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
人
間
の
尊
厳
や
人
権
と
い
っ
た
価
値
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
研
究
の
自

自
も
思
想
の
自
由
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
人
権
の
一
部
を
構
成
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
生
命
倫
理
が
研
究
の
自
由
を
過
度
に
制
限
す
る
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
研
究
者
が
余
り
に
厳
格
な
生
命
倫
理
規
範
に
よ
り
萎
縮
す
る
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
生

命
倫
理
規
範
の
形
成
の
困
難
さ
の
一
端
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
倫
理
規
範
は
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
他
方
で
適
切
な
厳
格
さ
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
指
針
の
好
ま
れ
る
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
生
命
倫
理
は
、
法
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
法
以
外
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
社
会
の
中
で
尊
重
さ
れ
道
守
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
生
命
倫
理
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
社
会
の
規
範
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
の
構
成
員
全
体
、
す
な
わ
ち
科
学
者
・
医
師
の
み

な
ら
ず
、
患
者
も
含
め
て
一
般
の
人
々
の
省
察
と
合
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
社
会
の
中
で
醸
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
中
で
聞
か
れ
た
議
論
を
通
じ
た
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
あ
る
。

4 

生
命
科
学
の
影
響
と
社
会
に
お
け
る
基
本
的
価
値
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
法
・
生
命
倫
理

北法55(2・167)601
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
す
る
生
命
科
学
は
、
ヒ
ト
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
生
命
科
学
の
発
展
は
、
他
の
科
学
技
術
の
よ
う
に
人
間

つん
A
H
u
 

p
h
U
 

の
活
動
を
こ
れ
ま
で
人
間
の
手
が
及
ば
な
か
っ
た
外
側
の
世
界
・
部
分
、
た
と
え
ば
宇
宙
や
深
海
底
な
ど
に
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
問

む
し
ろ
人
聞
の
活
動
を
自
ら
の
存
在
の
内
側
に
広
げ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
の
よ
う
山p

、υ

に
人
聞
を
法
の
主
体
と
し
、
拡
大
す
る
活
動
の
対
象
を
法
の
客
体
と
す
る
体
系
で
は
も
は
や
対
応
し
切
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
山

生
命
科
学
に
お
い
て
は
、
人
聞
は
主
体
で
あ
り
同
時
に
客
体
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
研
究
と
そ
の
応
用
に
つ
い
て
は
、
人
が
生

物
体
と
し
て
は
「
ヒ
ト
」
と
し
て
細
胞
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た

D
N
A
と
そ
こ
に
含
ま
れ
た
遺
伝
子
が
ヒ
ト
と
い
う
種

を
構
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
を
そ
の
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
主
体
と
し
て
の
人
は
、
客
体
と
し

て
の
ヒ
ト
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
主
体
と
し
て
の
自
己
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
客
体
と
し
て
の
他
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、

客
体
と
し
て
の
自
己
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
人
と
物
、
自
己
と
他
人
の
区
別
の
上
に
立
っ
て
い
た
法
律
学
の
概

(
叩
)

念
を
根
本
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
生
命
科
学
は
、
わ
れ
わ
れ
に
人
聞
の
存
在
そ
し
て
人
間
の
生
命
を
聞
い
直
さ
せ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
以
前
は
不
妊
と
診
断

さ
れ
た
カ
ッ
プ
ル
が
今
日
で
は
生
殖
補
助
医
療
に
よ
っ
て
妊
娠
出
産
の
可
能
性
を
得
て
い
る
。
受
精
卵
(
匹
)
や
胎
児
の
状
態
で
着
床
前
や

出
生
前
に
遺
伝
子
や
染
色
体
の
異
常
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
受
精
卵
の
除
去
や
中
絶
を
選
択
す
る
こ
と
が
あ
る
。
遺
伝
子
検

査
に
よ
っ
て
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
遺
伝
子
治
療
に
よ
っ
て
難
病
が
治
癒
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
ご
く
わ
ず
か
の
例
を
引
く
だ
け
で
も
、
生
命
科
学
と
り
わ
け
ゲ
ノ
ム
科
学
が
今
日
で
は
、
生
と
死
、
正
常
と
異
常
、
公
正
と
不
公
正
等

の
区
別
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
人
間
の
存
在
や
生
命
の
意
味
の
問
い
直
し
は
、
哲
学
的
な
問
い
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
こ
の
分
野
の
科
学
研
究
と
そ
の
成
果
の
応
用
は
、
人
間
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
倫
理
的
、
法
的
、
社
会
的

問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。



法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
人
聞
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
正
当
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

人
間
と
し
て
法
上
完
全
な
主
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
人
権
の
分
野
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
の
問
題
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
聞
の
生
命
そ
の
も
の
、
ひ
い
て
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
を
も
問
題
に
し
て
い
る
以
上
、

従
来
の
人
権
の
枠
組
み
で
は
捉
え
に
く
い
側
面
も
存
在
す
る
。
こ
の
部
分
は
ま
さ
し
く
人
の
生
命
を
尊
重
す
る
と
い
う
生
命
倫
理
の
考
え
方

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
、
「
人
聞
の
尊
厳
」
の
尊
重
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
他
方
で
人
権
の
枠
組
と
し
て
は
、

従
来
の
人
権
の
考
え
方
を
生
命
科
学
の
研
究
と
応
用
の
分
野
に
適
用
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
次
に
は
生
命
科
学
の
展
開
の
中
で
姐
上
に
の
ぼ
せ
ら
れ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
生
命
科
学
、
特
に
ゲ

ノ
ム
科
学
に
お
け
る
人
権
保
護
の
要
請
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

生
命
科
学
と
人
間
の
尊
厳

「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
国
際
的
登
場

「
人
間
の
尊
厳
」
自
体
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
言
葉
で
は
な
い
。
古
く
か
ら
宗
教
上
や
哲
学
上
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ

1 

で
は
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
「
人
」
と
他
の
動
物
や
「
自
己
」
ま
た
は
「
自
己
の
属
す
る
集
団
」
と
「
他
者
」
ま
た
は
「
他
者
集
団
」
と
の

聞
の
区
別
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
国
際
法
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ

る
。
そ
れ
は
と
く
に
大
戦
中
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
そ
う
し
た
非
人
間
的
な
取
り
扱
い
を
「
犯
罪
」
と

(
日
)

し
、
「
人
道
に
対
す
る
罪
(
内
ユ
ヨ
仲
田

m
g
E
Z
g
g石
)
」
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
種
、
国
籍
、
宗
教
、
信
条
等

に
よ
り
個
人
ま
た
は
集
団
を
殺
害
し
、
暴
行
し
ま
た
品
位
を
傷
つ
け
る
行
為
は
、
人
間
と
そ
の
多
様
性
に
対
す
る
挑
戦
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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シンポジウム

そ
の
た
め
、
終
戦
時
に
そ
れ
を
国
内
法
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
人
類
全
体
が
遵
守
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
国
際
社
会
の
監
視
に
委

ね
、
「
人
聞
の
尊
厳
」
の
保
護
を
掲
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
「
人
間
た
る
こ
と
を
否
定
し
若
し
く
は
排
除
し
又
は
人

間
を
庇
め
る
い
か
な
る
行
為
を
も
否
定
す
る
こ
と
」
を
内
容
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

国
連
憲
章
が
そ
の
前
文
第
二
段
落
で
「
基
本
的
人
権
と
人
間
の
尊
厳
及
び
価
値
」
に
関
す
る
信
念
を
再
確
認
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た

背
景
に
基
づ
く
。
こ
う
し
て
戦
後
は
「
人
間
の
尊
厳
」
が
人
類
社
会
の
基
本
的
価
値
と
し
て
示
さ
れ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
的
概
念
と
し

て
用
い
ら
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
「
尊
厳
」
は
人
権
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
お
り
、
人
間
の
尊
厳
が
「
人
間
と
は
何
か
」

を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
権
の
基
礎
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
間
い
は
法
的
と
い
う
よ

り
も
倫
理
的
な
聞
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
概
念
は
こ
こ
に
至
っ
て
法
と
倫
理
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

生
命
科
学
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
人
権
の
関
係

生
命
科
学
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
や
生
命
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

生
命
科
学
の
研
究
と
応
用
の
限
界
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
人
聞
の
尊
厳
」
概
念
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
重
要
な
国
際
文
書
を

(ロ)

挙
げ
て
み
よ
う
。
「
生
物
及
、
び
医
学
の
応
用
に
対
す
る
人
権
及
、
ぴ
人
間
の
尊
厳
の
保
護
の
た
め
の
欧
州
条
約
(
欧
州
生
物
医
学
条
約
ご
と
、

(
日
)

ユ
ネ
ス
コ
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
で
あ
る
。

2 

欧
州
生
物
医
学
条
約
は
こ
の
分
野
で
法
的
拘
束
力
あ
る
唯
一
の
同
際
文
書
で
、
欧
州
評
議
会

(
2
5
n己
主

E
S官
)
の
採
択
し
た
人
権

関
連
条
約
の
一
つ
で
あ
る
。
題
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
条
約
は
人
権
と
並
ん
で
人
間
の
尊
厳
の
保
護
を
掲
げ
て
い
る
。
欧
州
に
お

い
て
は
、
人
聞
の
尊
厳
は
、
こ
れ
ま
で
に
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
連
で
、
す
で
に
欧
州
人
権
裁
判
所
で
人
間
の
尊
厳
概
念
に
関
連
し
て
い
く

つ
も
の
判
決
が
あ
り
、
特
に
九
0
年
代
以
降
に
「
尊
厳
」
を
人
権
保
護
の
不
可
欠
の
規
範
概
念
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、

北法55(2・170)604



こ
の
条
約
の
下
で
は
ま
だ
生
命
科
学
に
関
連
し
た
先
例
や
判
例
が
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
的
に
は
、
欧
州
で
は
人
間
の
尊
厳
が
法

(M) 

的
価
値
を
も
っ
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
判
決
は
、
人
間
の
尊
厳
の
保
障

は
憲
法
的
価
値
を
も
っ
原
則
と
で
あ
る
、
と
認
め
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
厳
密
な
法
的
性
格
を
持
つ
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人

権
保
護
の
発
展
の
中
で
、
人
権
保
護
に
い
わ
ば
哲
学
的
倫
理
的
基
礎
を
与
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
で
は
世
界
的
に
見
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ュ
、
ネ
ス
コ

「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
は
そ
れ
自
体
が
生
命
科
学
の

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

最
先
端
で
あ
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
の
急
速
な
進
展
に
対
し
て
、
そ
の
倫
理
的
、
法
的
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
懸
念
し
て
作
成
さ
れ
た
倫
理

的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
次
項
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
人
間
の
尊
厳
が
基
礎
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ユ
ネ
ス
コ

の
宣
言
で
あ
っ
て
条
約
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
法
的
拘
束
力
は
な
い
。
ユ
ネ
ス
コ
で
は
特
に
「
条
約
」
や
「
勧
告
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
文

(
日
)

書
に
つ
い
て
は
加
盟
各
国
の
国
内
で
の
批
准
や
実
施
状
況
の
報
告
義
務
が
発
生
す
る
が
、
こ
の
宣
言
は
そ
れ
ら
の
部
類
に
も
入
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
宣
言
が
一
九
九
七
年
に
採
択
さ
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
国
際
的
場
や
多
く
の
加
盟
国
の
国
内
で
幾
度
と
な
く
国
際
的
倫
理
原
則

と
し
て
援
用
さ
れ
、
宣
言
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
部
分
的
で
は
あ
る
が
囲
内
法
や
国
内
の
倫
理
規
範
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
宣
言
が
、
形
式
的
な
法
的
拘
束
力
の
有
無
の
評
価
を
超
え
て
、
実
質
的
に
何
ら
か
の
法
的
意
味
合
い
を
持

(
日
)

い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
ロ
!
現
象
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
文
書

つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

の
法
的
性
格
を
検
討
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
こ
の
宣
言
が
題
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
世
界
人
権
宣
言
を
源
と
す
る
一
連
の
「
国
際
人
権

文
書
」
の
」
つ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
単
な
る
「
法
的
拘
束
力
の
な
い
宣
言
」
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促

す
に
と
ど
め
、
以
下
で
は
こ
の
宣
言
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

3 

人
間
の
尊
厳
の
法
的
意
味
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シンポジウム

ユ
ネ
ス
コ
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
」
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」

A 
宣
言
前
文
は
、
冒
頭
で
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
前
文
を
引
用
し
て
、
人
間
の
尊
厳
が
平
等
及
び
相
互
尊
重
と
並
ぶ
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
と
と
も
に
、
教
育
が
人
間
の
尊
厳
に
不
可
欠
な
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
世
界
人
権
宣
言
前
文
を
引
用
し
て
、
人
類
の
生
物
学
的

多
様
性
の
認
識
に
関
連
し
て
「
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
固
有
の
尊
厳
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
文
の
最
後
で
、

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
に
関
す
る
研
究
及
、
び
そ
の
結
果
の
応
用
が
人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う

に
前
文
は
、
基
本
的
価
値
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
を
宣
明
し
て
い
る
。

本
宣
言
の
起
草
過
程
で
は
、

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
が
人
間
の
生
命
作
用
の
基
本
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
お
よ
び
そ
の
生
命
の
存

在
価
値
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
は
当
初
か
ら
基
本
原
則
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
概
念
を
こ
の

(
口
)

宣
言
の
中
で
用
い
る
こ
と
の
適
切
性
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
問
は
呈
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
宣
言
は
、
尊
厳
の
基
本
的
重
要
性

を
述
べ
て
は
い
る
が
、
人
権
と
の
関
係
や
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
文
に
目
を
や
れ
ば
、
「
人
間
の
尊
厳
と
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
」
と
題
す
る

A
節
が
、
特
に
こ
の
概
念
と
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
と
そ
の
成
果
と
の
関

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
が
人
間
の
尊
厳
の
認
識
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
と
同
時
に
、
「
象
徴
的
意

わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
条
は
、

味
で
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
は
人
類
の
遺
産
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
個
々
人
の
ゲ
ノ
ム
の
総
体
と
し
て
の
人
類
の
ゲ
ノ
ム
と
い
う
認

識
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
ヒ
ト
の
ゲ
ノ
ム
の
構
造
と
機
能
は
全
人
類
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
と
成
果
の
応
用
は
人
間
の
尊

厳
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
現
在
と
将
来
の
世
代
の
人
類
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
間
の
尊
厳
の
位
置
付
け
を
一
不
す
も
の
で
あ
っ
て
、
人
権
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
第
二
条
は
、
第
一
項
で
個
人
の
尊
厳
と
人
権
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
、
第
二
項
で
人
間
の
尊
厳
が
個
人
の
独
自
性
と
多
様
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性
を
尊
重
す
る
基
盤
と
な
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
前
者
は
人
間
の
尊
厳
を
人
権
と
並
列
で
規
定
し
て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
後
者
は
、
人
間
の
尊
厳
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
と
し
て
の
存
在
の
礎
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
権
の
基
本
が

個
人
の
尊
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
尊
厳
が
人
権
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、

A
節
は
尊
厳
の
内
容
ま
で
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
内
容
を

B
節
以
下
で
見
て
み
れ
ば
、
尊
厳
に

触
れ
て
い
る
の
は
、
第
六
条
(
遺
伝
的
特
徴
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止
)
、
第
一

O
条
(
人
権
と
尊
厳
の
優
越
)
、
第
一
一
条
(
人
間
の
尊
厳
に

反
す
る
行
為
の
禁
止
)
、
第
一
一
一
条
(
人
権
と
尊
厳
を
考
慮
し
た
成
果
応
用
)
、
第
一
一
一
条
(
尊
厳
侵
害
の
問
題
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
)
お

よ
び
第
二
四
条
(
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
行
為
の
同
定
)
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
六
条
、
第
一

O
条
及
び
第
一
二
条
は
そ
れ
ぞ
れ
人
権
と

尊
厳
を
並
列
し
て
取
り
扱
い
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
一
一
条
も
尊
厳
の
尊
重
の
た
め
の
手
立
て
の

問
題
で
あ
る
。
一
方
、
第
一
一
条
と
第
二
四
条
は
何
が
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
研
究
行
為
か
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、
尊
厳
の
「
内
容
」
に
触

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
や
生
殖
細
胞
系
列
の
操
作
を
尊
厳
に
反
す
る
行
為
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
人
間
に
応
用
し
て
生
殖
作
用
を
経
ず
に
人
聞
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
行

為
で
あ
る
が
、
先
祖
か
ら
子
孫
に
ま
で
影
響
を
与
え
う
る
生
殖
細
胞
系
列
に
対
し
て
操
作
を
加
え
る
行
為
は
、
研
究
や
治
療
の
た
め
で
あ
れ

ば
許
さ
れ
る
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
尊
厳
に
反
す
る
「
可
能
性
」
が
あ
る
、
と
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
行
為
の
間

に
は
相
違
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
具
体
例
は
尊
厳
に
反
す
る
行
為
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
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一
九
九
三
年
か
ら
五
年
間
に
わ
た
っ
て
宣
言
起
草
を

行
っ
て
き
た
国
際
生
命
倫
理
委
員
会

(
I
B
C
)
の
作
業
過
程
の
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

I
B
C草
案
を

審
議
し
た
政
府
専
門
家
委
長
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
府
専
門
家
委
員
会
で
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
と

生
殖
細
胞
系
列
の
操
作
が
人
の
尊
厳
に
反
す
る
旨
を
明
記
す
る
よ
う
に
、
と
の
強
硬
な
意
見
が
出
さ
れ
、
同
委
員
会
で
は
長
い
議
論
の
末
に



シンポジウム

こ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
同
行
為
が
ひ
と
の
尊
厳
に
反
す
る
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
行
為
と
し
て
例
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

で
は
、
こ
の

政
府
専
門
家
委
員
会
で
の
審
議
の
経
過
か
ら
人
間
の
尊
厳
の
意
味
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

人
の
尊
厳
に
対
し
て
各
国
が
強
い
懸
念
を
感
じ
た
の
は
、

一
九
九
六
年
二
一
の

I
B
C草
案
提
出
の
数
箇
月
後
に
発
表
さ
れ
た
、
英
国
で

羊
の
体
細
胞
核
を
用
い
て
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
っ
て
産
生
し
た
個
体
「
ド
リ

l
」
の
誕
生
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
そ
れ
が

必
ず
し
も
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
ま
た
は
遺
伝
子
そ
の
も
の
の
研
究
で
は
な
い
が
、
同
一
の
遺
伝
子
セ
ッ
ト
を
持
つ
生
命
体
と
い
う
意
味
で
、
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
の
起
草
及
び
採
択
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
第
一
一
条
「
人
の
尊
厳
に
反
す
る

(
叩
)

行
為
の
禁
止
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
他
所
で
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
尊
厳
と
人
権
の
関
係
に
絞
っ
て
述
べ
よ
う
。
こ

の
条
文
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
佐
保
護
法
を
擁
す
る
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
、
極
め
て
強
い
主
張
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
が
政
府
専
門
家
委
員

会
会
合
に
先
立
っ
て
提
出
し
た
修
正
案
は
、
「
人
の
尊
厳
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
強
調
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
は
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
や
遺
伝
子

解
析
そ
の
も
の
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
修
正
案
は
、
こ
の
宣
言
が
世
界
人
権
宣
言
に
始
ま
る
一
連
の

人
権
文
書
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
第
A
節
の
タ
イ
ト
ル
を
「
人
の
尊
厳
と
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
」
に
変
更
し
、
第
一
条
b
項
の
冒
頭

に
「
人
の
尊
厳
の
ゆ
え
に
」
と
の
基
礎
を
明
示
し
、
ま
た
第
二
条
に
「
人
の
固
有
の
尊
厳
の
保
護
に
は
各
個
人
の
ゲ
ノ
ム
を
含
む
よ
と
の

追
加
を
求
め
た
。
そ
し
て
そ
の
修
正
案
は
、
と
り
わ
け
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
ヒ
ト
へ
の
応
用
の
禁
止
を
、
明
示
的
に
条
文
化
す
る
こ
と
を
提
案

し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
立
場
は
、
人
間
の
生
命
を
研
究
と
い
う
目
的
の
た
め
に
手
段
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
人
の
尊
厳
に
反
す

る
、
と
い
う
点
に
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
を
明
文
で
禁
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

政
府
専
門
家
委
員
会
に
お
け
る
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
禁
止
の
問
題
は
ま
ず
、
人
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
あ
ら
ゆ
る
応
用
が
禁
止
さ
れ
る

(
初
)

か
否
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
人
の
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
(
円

8
5
E
2
5
E
B
g
n
-
2
5開
)
と
医
療
と
し
て
の
ク
ロ
ー
ン

技
術
の
利
用
(
吾

R
8
2
5
n
-
s
g明
)
を
区
別
し
て
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
は
人
の
体
細
胞
か
ら
の
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
で
あ
る
こ
と
に
、
大
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き
な
異
論
は
な
か
っ
た
。
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
が
人
の
尊
厳
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も

な
る
。人

ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
が
尊
厳
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
尊
厳
概
念
に
立
ち
返
っ
て
言
え
ば
、
第
二
四
条
に

示
す
よ
う
に
、
生
殖
細
胞
系
列
の
操
作
も
人
の
尊
厳
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
つ
以
外
に
も
人
の
尊
厳
に
反
す
る
行

為
(
唱
司
目
2
2
)
が
あ
り
う
る
か
ら
、
そ
れ
を
特
定
す
る
任
務
が
ユ
ネ
ス
コ
国
際
生
命
倫
理
委
員
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
人

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

の
尊
厳
」
が
研
究
手
法
の
許
容
性
の
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
宣
言
は
法
的
文
書
で
は
な
い
も
の
の
、

こ
の
よ
う
に
「
人
の
尊
厳
」
が
こ
の
国
際
人
権
文
書
で
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
規
範
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
は
単
な
る
倫
理
的

又
は
理
念
的
観
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
「
人
の
尊
厳
」
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
現
実
に
法
的
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
も
政
府
専
門
家
委
員
会
も
、
以
上
述
べ
た
以
外
に
「
人
間
の
尊
厳
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
議
論
し
て
は
い
な
い
。

ま
り
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
改
め
て
そ
の
内
容
を
議
論
す
る
必
要
の
な
い
既
定
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り

わ
け
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
が
な
ぜ
尊
厳
に
反
す
る
の
か
、
は
客
観
的
に
明
ら
か
仁
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
、
第
二
四
条

に
掲
げ
ら
れ
た
尊
厳
に
反
す
る
行
為
の
認
定
は

I
B
C
に
委
ね
ら
れ
た
が
、

い
か
な
る
種
類
の
行
為
が
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
か
は
こ
れ
ま

で
正
面
か
ら
審
議
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
以
上
の
尊
厳
の
内
容
又
は
基
準
は
明
ら
か
で
は
な

し3

0 

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
こ
の
宣
言
の
い
わ
ば
囲
内
実
施
の
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
が
国
の
「
人
に
対
す
る
ク
ロ

l

ン
技
術
等
の
適
用
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
(
い
わ
ゆ
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
)

で
は
ど
の
よ
う
に
尊
厳
を
扱
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
成
立
過
程
で
の
議
論
で
「
人
間
の
尊
厳
」

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

つ

北法55(2・175)609
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わ
が
国
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」

1
i
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
禁
止
の
理
由

北法55(2・176)610

B 
わ
が
国
の
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
に
対
す
る
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
の
は
、
(
旧
)
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
ク
ロ
ー
ン
小

(
幻
)

委
員
会
に
よ
る
平
成
一
一
年
一
一
月
の
報
告
書
「
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る
人
個
体
の
産
生
等
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」
で
あ
る
。
生
命
倫

理
委
員
会
は
、
こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
同
年
一
一
一
月
一
一
一
日
に
「
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る
人
個
体
の
産
生
等
に
つ
い
て
」
を
決
定
し
、
人
ク

ロ
ー
ン
個
体
の
作
成
を
「
法
律
に
よ
り
罰
則
を
伴
う
禁
止
」
の
対
象
と
す
る
べ
き
旨
、
う
た
っ
た
。
政
府
は
こ
れ
を
受
け
て
、
「
人
へ
の
ク

ロ
ー
ン
技
術
等
の
応
用
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
案
)
」
を
国
会
に
提
出
し
、
同
法
が
平
成
ご
一
年
一
二
月
に
成
立
し
た
。

ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
に
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
の
産
生
は
、
①
無
性
生
殖
、
②
体
細
胞
提
供
者
と
同
一
遺
伝

子
セ
ッ
ト
、
③
生
ま
れ
て
く
る
人
の
表
現
形
質
の
予
見
可
能
性
、
④
特
定
の
表
現
形
質
の
複
数
産
生
、
と
い
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
男
女
聞
の
有
性
生
殖
を
経
ず
に
「
意
図
的
に
遺
伝
的
に
同
じ
個
体
を
産
み
出
せ
る
も
の
」
と
い
う
点
で
、
「
こ
れ
ま
で
と
ま
っ
た
く

異
な
る
人
の
命
の
誕
生
の
在
り
方
を
開
く
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
現
段
階
で
は
こ
の
技
術
を
応
用
し
て
人
個
体
を
産
生
す
る
過

程
に
お
い
て
正
常
に
発
生
・
成
長
す
る
か
は
確
実
で
は
な
い
。

報
告
書
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
が
、
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
し
、
加
え
て
安
全
性
が
確
保
さ
れ
な
い
、
と
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、

禁
止
す
る
べ
き
行
為
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
生
命
科
学
が
進
展
し
て
い
け
ば
回
避
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、

当
面
の
禁
止
理
由
で
は
あ
っ
て
も
、
絶
対
的
な
理
由
と
は
で
き
な
い
。
よ
り
基
本
的
な
理
由
は
、
も
う
一
つ
の
「
人
の
尊
厳
」
に
求
め
ら
れ

る
報
告
書
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
が
な
ぜ
「
人
の
尊
厳
」
に
反
す
る
か
に
つ
い
て
、
コ
一
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
「
特

定
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、
特
定
の
性
質
を
持
っ
た
人
を
意
図
的
に
作
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
人
間
の
育
種
に
繋
が
る
。
さ

ら
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
聞
を
特
定
の
目
的
の
達
成
の
た
め
の
手
段
、
道
具
と
み
な
す
」
、
人
間
の
手
段
化
、
道
具
化
に
道
を
聞
く
可



「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

能
性
が
あ
る
。
第
二
に
、
「
す
で
に
存
在
す
る
特
定
の
個
人
の
遺
伝
子
が
複
製
さ
れ
た
人
を
産
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
体
細
胞
の
提
供
者
と

は
別
人
格
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
常
に
そ
の
人
と
の
関
係
が
意
識
さ
れ
、
実
際
に
生
ま
れ
て
き
た
子
供
や
体
細
胞
の
提
供
者
に
対
す
る

人
権
の
侵
害
が
現
実
化
・
明
白
化
す
る
。
」
こ
う
し
た
こ
と
を
容
認
す
る
と
「
人
間
の
個
人
と
し
て
の
自
由
な
意
思
や
生
存
が
尊
重
さ
れ
て

い
る
状
態
と
は
言
え
ず
、
す
べ
て
の
国
民
は
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
憲
法
上
の
理
念
に
著
し
く
反
す
る
状
態
と
な
る
」
。
こ
こ
で

は
尊
厳
が
憲
法
理
念
と
し
て
の
「
人
権
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
「
遺
伝
子
が
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
無
性
生
殖
で
あ
り
、

受
精
と
い
う
男
女
両
性
の
関
わ
り
合
い
の
中
、
子
供
の
遺
伝
子
が
偶
然
に
定
め
ら
れ
る
と
い
う
、
人
間
の
命
の
創
造
に
関
す
る
基
本
的
認
識

か
ら
著
し
く
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
親
子
関
係
等
の
家
族
秩
序
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

無
性
生
殖
に
よ
る
人
間
の
誕
生
が
人
間
の
生
殖
に
関
す
る
基
本
認
識
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
て
、
人
間
と
人
間
以

外
の
も
の
と
を
区
別
し
、
人
間
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
を
示
し
て
、
人
間
の
尊
厳
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
ク
ロ
ー
ン
個

体
作
成
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
の
基
準
要
素
は
、
人
間
の
育
種
、
人
間
の
手
段
化
・
道
具
化
、
個
人
の
尊
重
、
そ
し
て
人
の
生
殖
に
対
す
る

基
本
認
識
で
あ
る
有
性
生
殖
を
併
せ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
要
素
に
重
層
的
に
合
致
す
る
結
果
、

人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
は
人
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
、
と
判
断
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
む
な
ら
、
不
妊
治
療
の
一
種
と
し
て
体
細
胞
か
ら
の
人
ク
ロ
ー
ン
個
体
作
成
の
許
容
性
を
例
外
的
に
認

め
る
べ
き
、
と
の
少
数
意
見
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
の
う
ち
で
は
、
特
に

3
つ
目
の
無
性
生
殖
に
よ
る
人
間
の
誕
生

の
反
社
会
性
が
決
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
節

ゲ
ノ
ム
科
学
と
人
権
保
護
の
要
請
1

1
個
人
遺
伝
情
報
に
関
連
し
て

北法55(2・177)611 
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ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
に
関
わ
る
人
権

1 

科
学
研
究
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
は
、
そ
れ
自
体
が
人
間
の
生
命
に
科
学
的
に
迫
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
進
展
は
「
人
間
の
尊
厳
」
な
ど
の
人
聞
や
生
命
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
変
容
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
様
々
な
倫

理
的
、
法
的
、
社
会
的
な
問
題
を
惹
き
起
こ
す
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
研
究
は
、
「
自
由
」
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
も
、
研
究
の
方
法
や
対
象
、

材
料
、
ひ
い
て
は
そ
の
成
果
の
応
用
の
観
点
か
ら
、
倫
理
的
に
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
科
学
者
は
こ
の
点
を
常
に
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
。

生
命
科
学
の
特
徴
は
、
そ
の
研
究
が
個
人
の
提
供
す
る
研
究
試
料
を
用
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
に
示
唆
し
た
よ

う
に
、
科
学
者
に
は
「
研
究
の
自
由
」
が
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
研
究
は
試
料
の
提
供
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
試
料
提
供
者
の
側
か

ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
組
織
や
細
胞
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
身
体
と
生
命
に
関
す
る
権
利
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
提
供
す
る
試

料
は
自
分
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
提
供
す
る
か
し
な
い
か
は
そ
の
個
人
の
自
由
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
試
料
が
含
む
生
物
情
報
、
遺
伝
情

報
や
医
療
情
報
に
つ
い
て
も
自
分
の
情
報
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
研
究
の
自
由
の
保
障
と
被
検
者
の
人
権
保
護
と
い
う
こ
つ
の

人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
科
学
者
に
研
究
の
自
由
を
保
障
す
る
と
同
時
に
、
研
究
に
際
し
て
の
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
遺
伝
情
報
の
機
密
保
持
な
ど
、
被
検
者
の
人
権
を
も
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
塩
基
配
列
)
解
析
が
完
了
し
た
現
在
、
個
人
の
遺
伝
情
報
が
生
命
科
学
お
よ
び
医
学
の
中

こ
こ
で
は
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス

で
占
め
る
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
に
鑑
み
て
、
ポ
ス
ト
・
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
時
代
に
お
け
る
人
権
保
護
の
基
本
的
考
え
方
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
以
下
で
は
ま
ず
遺
伝
情
報
に
関
す
る
一
般
的
な
原
則
を
述
べ
、

つ
い
で
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
解
読
完
了
後
の
新

し
い
個
人
遺
伝
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

北法55(2・178)612



2 

対
峠
す
る
人
権
|
|
研
究
の
自
由
と
試
料
提
供
者
の
人
権

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

研
究
の
自
由
と
そ
の
制
限

科
学
研
究
の
自
由
は
人
権
の
核
と
も
な
る
思
想
の
自
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
者
に
対
し
て
は
研
究
の
自
由
と
い
う
人
権

が
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
科
学
研
究
は
原
則
と
し
て
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
科
学

研
究
も
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
者
は
、
と
く
に
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
の
遂
行
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ヒ
ト
の
試
料
を
用

い
て
研
究
す
る
と
い
う
意
味
で
、
特
別
の
注
意
と
責
任
を
有
す
る
。
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
研
究
と
応
用
の
方
法
や
対
象
に
つ
い
て
、
研
究
の
試
料

A を
提
供
す
る
被
験
者
の
人
権
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ュ
、
ネ
ス
コ

「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
」
の
規
定
を
借
り
れ
ば
、
リ
ス
ク
・
ア
セ

(
第
五
条
)
が
、
そ
の
際
「
事
前
の
、
自
由
意
思
に
よ
る
、
十
分
な
説
明
を
受
け

ス
メ
ン
ト
を
行
い
法
定
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
上
で
の
同
意
」
、
つ
ま
り
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
不
可
欠
で
あ
る
。

B 

試
料
提
供
者
の
人
権
保
護

l
l
同
意
と
遺
伝
情
報
の
保
護

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
は
、
研
究
者
が
患
者
等
の
提
供
者
か
ら
そ
の
研
究
試
料
の
提
供
を
受
け
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
研
究
の
成
果

は
試
料
提
供
者
個
人
の
遺
伝
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
血
液
や
細
胞
、
組
織
等
の
人
の
体
の
一
部
を
用
い
て
研
究
し
、

し
か
も
提
供
者
個
人
の
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
解
釈
で
き
る
か
ら
、
当
該
試
料
提
供
者
の
同
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
で
あ
る
。
提
供
者
は
、
自
ら
が
試
料
を
提
供
す
る
研
究
が
い
か
な
る
目
的
で
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の

試
料
が
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る
結
果
が
導
か
れ
、
ま
た
そ
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
利
用
・
応
用
さ

れ
う
る
か
に
つ
い
て
、
知
る
権
利
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
前
に
、
そ
の
研
究
に
つ
い
て
自
ら
が
理
解
で
き
る
程
度
に
十
分
に
説
明
を
受

け
、
そ
れ
に
対
し
て
自
由
意
思
で
提
供
の
可
否
を
決
定
す
る
権
利
が
あ
る
。
こ
れ
が
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
中
身
で
あ
り
、
人

北法55(2・179)613
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権
と
し
て
の
自
己
決
定
権
の
一
部
で
あ
る
。
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
研
究
・
応
用
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
形
で
こ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン

ト
が
要
求
さ
れ
る
。
研
究
計
画
書
に
は
事
前
の
十
分
な
説
明
に
よ
る
自
由
意
思
に
基
づ
く
同
意
の
手
続
き
が
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
弱
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
同
意
能
力
を
持
た
な
い
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
手
法
が
定

め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
般
的
に
は
未
成
年
者
や
高
齢
痴
呆
者
等
が
充
当
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
、
少
数
者
、
遺
伝

性
疾
患
患
者
、
女
性
等
の
弱
者
保
護
の
た
め
に
特
別
の
措
置
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

北j去55(2・180)614

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
は
、
研
究
の
結
果
明
ら
か
に
な
る
提
供
者
個
人
の
遺
伝
情
報
の
保
護
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
と
人
権
保
護
の
か

か
わ
り
は
、
三
つ
の
点
が
上
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
自
分
の
遺
伝
情
報
に
つ
い
て
知
る
権
利
と
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
で
あ
る
。
提
供
者
に
と
っ

て
、
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
は
自
分
の
個
人
情
報
で
あ
り
、
一
言
で
言
え
ば
「
自
分
の
物
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
情
報
を
知
る
権
利
が

あ
り
、
ま
た
自
分
の
も
の
で
あ
っ
て
も
知
り
た
く
な
い
場
合
に
は
、
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
、
言
い
換
え
れ
ば
、
知
ら
さ
れ
な
い
で
い
る
権

利
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
計
画
に
は
、
解
析
の
結
果
得
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
提
供
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
で
き
な
い

場
合
に
は
そ
の
理
由
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
は
、
試
料
を
提
供
し
た
個
人

に
関
す
る
遺
伝
情
報
を
全
部
又
は
部
分
的
に
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
遺
伝
情
報
も
個
人
情
報
で
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
厳
格
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
供
者
個
人
と
試
料
そ
し
て
解
析
結
果
の
情
報
の
聞
の
結
び
つ
き

(
連
結
)
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
か
、
ま
た
コ
ー
ド
化
す
る
な
ど
の
匿
名
化
措
置
を
と
っ
て
単
純
な
連
結
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4rnr

“、

「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
(
三
省
共
通
倫
理
指
針
)
が
個
人
識
別
情
報
管
理
者
を
お
く
厳
格
な
保
護
体
制

を
要
求
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ゲ
ノ
ム
研
究
の
成
果
は
科
学
警
察
技
術
に
応
用
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

D
N
A鑑
定
と
し
て
、
刑
事
事
件
で
の
被
害
者
や
被
疑
者

の
特
定
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
疑
者
や
関
係
者
の
人
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
犯
罪
捜
査
ま
た
は
被
疑



者
逮
捕
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
と
認
め
て
、
法
の
定
め
に
基
づ
い
て
か
か
る
制
限
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
人
権
と
捜
査

の
必
要
性
と
の
衝
突
で
あ
り
、
国
家
の
恋
意
的
な
判
断
に
よ
る
人
権
侵
害
に
歯
止
め
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
囲
内
立
法
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
国
内
法
の
基
準
は
国
際
人
権
法
に
準
拠
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
似
の
問
題
は
民
事
上
の
親
子
鑑
定
に

D

N
A情
報
が
用
い
る
場
合
に
も
生
じ
る
。
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こ
れ
ら
第
一
と
第
二
の
要
素
は
と
き
に
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
遺
伝
情
報
は
第
一
義
的
に
は
当
該
個
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
遺

伝
情
報
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
の
ゆ
え
に
、
本
人
の
遺
伝
情
報
は
血
縁
者
に
と
っ
て
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
共
通
の
遺
伝
情
報
で
あ
り
、
本

人
の
み
の
遺
伝
情
報
で
な
い
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
遺
伝
性
疾
患
や
遺
伝
子
異
常
は
本
人
の
み
な
ら
ず
家
族
や
血
縁
者
に
及
ん
で
い
る
可
能

性
が
極
め
て
高
い
か
ら
、
本
人
以
外
に
遺
伝
情
報
を
伝
達
し
な
い
こ
と
が
そ
れ
ら
の
者
の
疾
患
を
発
見
し
治
療
す
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
こ

と
に
な
る
。
従
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
本
人
に
と
っ
て
は
遺
伝
子
検
査
の
結
果
を
知
ら
な
い
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
当
然
に
可
能
で
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
が
血
縁
者
た
ち
の
不
利
益
を
招
く
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
発
見
・
治
療
の
た
め
の
遺
伝
情
報
の
開
示
を
許

(
お
)

す
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
わ
が
国
の
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
に
関
す
る
基
本
原
則
」
と
倫
理
指
針
で
は
、
条
件
付
き
で
血

(M) 

縁
者
へ
の
開
示
を
認
め
て
い
る
。

さ
ら
に
従
来
の
人
権
侵
害
と
は
意
味
を
異
に
す
る
問
題
と
し
て
、
研
究
成
果
の
特
許
等
の
知
的
財
産
に
関
連
す
る
問
題
が
あ
る
。
先
に
述

べ
た
ご
と
く
、
研
究
試
料
は
提
供
者
の
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
用
い
て
研
究
し
た
研
究
者
に
と
っ
て
そ
の
成
果
に
つ
い
て
特
許
を
得
る
可
能

性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
一
般
に
は
試
料
提
供
者
は
特
許
に
よ
る
利
益
に
つ
い
て
は
権
利
が
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
の
よ

う
に
ゲ
ノ
ム
関
連
特
許
そ
の
も
の
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
、
単
に
金
銭
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
医
薬
品
や
治
療
方
法
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
難
病
に
苦
し
む
患
者
か
ら
試
料
の
提
供
を
受
け
て
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
特
許
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
、
特
許
料
が
高
額
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
用
い
た
治
療
方
法
や
医
薬
品
も
高
額
と
な
り
、
試
料
提
供
し
た
患
者
が
入
手
困
難
と
な
る
可
能
性

北法55(2・181)615 
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も
あ
る
。
こ
れ
は
、

ア
フ
リ
カ
の
患
者
か
ら
血
液
を
採
取
し
て
研
究
開
発
を
行
っ
た
製
薬
企
業
に
よ
る
高
額
な
呂
さ
〉
巴
∞
治
療
薬
で
す
で

北法55(2・182)616

に
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
試
料
提
供
と
い
う
形
で
の
研
究
へ
の
貢
献
を
無
視
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
違
法
に
採
取

さ
れ
た
試
料
(
十
分
な
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
得
な
い
で
採
取
さ
れ
た
試
料
)
を
用
い
て
行
わ
れ
た
研
究
成
果
に
特
許
が
認
め

ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
直
接
に
は
人
権
侵
害
に
は
あ
た
ら
な
く
と
も
、
人
道
上
の
問
題
や
人
権
侵

害
(
同
意
の
な
い
試
料
採
取
)
に
基
づ
く
行
為
の
効
果
の
有
効
性
の
問
題
で
あ
る
。

遺
伝
的
特
徴
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止

遺
伝
情
報
の
機
密
保
護
に
関
し
て
は
、
当
該
情
報
の
利
用
の
仕
方
と
も
関
連
す
る
。
特
に
人
権
に
関
わ
る
の
は
、
そ
の
遺
伝
情
報
が
示
す

提
供
者
本
人
又
は
遺
伝
情
報
共
有
集
団
の
遺
伝
的
特
徴
に
基
く
様
々
な
差
別
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
遺
伝
情
報
を
共
通
に
す
る
集
団
に
対
す
る
差
別
が
あ
る
。
遺
伝
的
特
徴
に
よ
り
、
た
と
え
ば
人
種
や
民
族
等
の
所
属
集
団

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
個
人
が
人
種
差
別
・
民
族
差
別
等
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
外
見
的
に
は
差
異
が
現
れ

て
い
な
く
と
も
、
遺
伝
子
検
査
等
に
よ
っ
て
特
定
集
団
へ
の
帰
属
関
係
が
明
ら
か
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
差
別
に
悪
用
す
る

場
合
が
あ
る
。
こ
の
集
団
は
人
種
や
民
族
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
特
定
の
遺
伝
的
特
徴
が
社
会
の
中
で
不
利
な
取
り
扱
い
を
受
け

る
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
遺
伝
的
特
徴
を
共
有
す
る
集
団
に
対
し
て
差
別
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
特

定
の
遺
伝
性
疾
患
の
因
子
を
持
つ
集
団
も
、
発
症
し
て
い
な
く
と
も
差
別
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
る
対
象
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
社
会
生
活
に
お
け
る
差
別
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
遺
伝
学
的
検
査
が
容
易
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
特
に
生
じ
う
る
問
題

で
あ
る
。
婚
姻
前
遺
伝
学
的
検
査
が
も
し
普
及
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
本
来
は
遺
伝
的
不
適
合
を
見
つ
け
出
し
、
婚
姻
後
の
夫
婦
聞
の
受
精

に
よ
り
そ
の
子
に
遺
伝
性
疾
患
が
発
症
す
る
可
能
性
を
当
該
夫
婦
に
告
知
し
て
、
子
を
持
っ
か
否
か
を
判
断
す
る
一
助
と
す
る
役
割
を
呆
た

C 
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す
も
の
を
、
そ
う
し
た
場
合
に
そ
の
因
子
を
持
つ
側
が
一
方
的
に
婚
約
を
破
棄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
そ
の
遺
伝
情
報
が
第
三
者
に

伝
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
な
待
遇
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
、
子
の
就
学
に
際
し
で
も
、
就
学
前
遺
伝
学
的
検
査
の
結
果
、
一

定
の
遺
伝
的
特
徴
や
遺
伝
性
疾
病
因
子
を
持
つ
児
童
・
生
徒
等
に
対
し
て
「
区
別
」
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
市
場
経
済
原
理
と
の
衝
突
に
よ
り
生
ず
る
差
別
が
あ
り
う
る
。
す
で
に
米
国
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
固
で
発
生
し
て
い
る

事
例
で
あ
る
が
、
一
雇
用
や
昇
進
に
際
し
て
、
一
一
雇
用
者
側
が
遺
伝
学
的
検
査
の
結
果
を
利
用
し
て
遺
伝
性
疾
患
の
決
定
因
子
や
危
険
因
子
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
雇
用
を
拒
否
し
た
り
昇
進
を
行
わ
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
差
別
に
あ
た
り
、
人
権
侵
害
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
保
険

加
入
に
際
し
て
、
保
険
会
社
が
ま
だ
発
症
し
て
い
な
い
遺
伝
性
疾
患
を
知
り
得
た
場
合
に
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
又
は
理
由
を
示
さ
ず
保
険

契
約
を
拒
否
し
た
と
き
に
は
、
差
別
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
遺
伝
学
検
査
が
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
条
件
に
も
反
す
る
。
も
っ
と
も
、
逆
に
本
人
が
遺
伝
性
疾
患
を
知
り
つ
つ
故
意
に
高

額
の
生
命
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
保
険
会
社
は
い
わ
ゆ
る
逆
選
択
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
遺
伝
的
特
慨
に
基
づ
く
差
別
禁
止
と
市
場
経
済
原
理
と
の
調
整
を
い
か
に
す
る
か
、
と
い
う
困
難
な
問
題
が

(
お
)

あ
る
。し

か
し
、
保
険
加
入
の
問
題
は
、
固
に
よ
っ
て
社
会
保
障
の
程
度
に
差
が
あ
り
、
健
康
保
険
の
場
合
と
生
命
保
険
の
場
合
で
は
考
慮
要
因

が
異
な
る
。
米
国
の
よ
う
に
公
的
社
会
保
障
制
度
が
不
十
分
で
私
的
健
康
保
険
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
き
は
、
こ
う
し
た
遺
伝
的
特
徴

に
よ
る
保
険
差
別
は
ま
さ
に
個
人
の
健
康
へ
の
権
利
を
奪
う
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
重
大
な
差
別
と
な
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
日
本
の
よ
う
に
公
的
社
会
保
障
制
度
が
整
っ
て
い
る
国
で
は
私
的
健
康
保
険
は
追
加
的
な
意
味
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
固

に
お
い
て
は
生
命
保
険
の
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
最
近
英
国
は
、
現
在
は
ま
だ
治
療
法
の
な
い
ハ
ン
チ
ン
ト
ン

舞
踏
病
に
つ
い
て
、
遺
伝
学
的
検
査
に
よ
っ
て
そ
の
遺
伝
因
子
を
持
つ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、

北法55(2・183)617

一
定
額
以
上
の
生
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険
へ
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の
加
入
に
際
し
、
保
険
会
社
が
そ
の
旨
の
告
知
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
保
険
業
界
が
保
険
契
約
に
際
し
て

北j去55(2・184)618

遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
道
を
聞
く
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
囲
内
の
批
判
も
強
く
、
こ
の
決
定
の
実
施
は
当
面
延
期
さ
れ
て
い
る
。

遺
伝
子
研
究
が
進
展
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
子
の
位
置
と
そ
の
機
能
の
解
明
が
進
ん
で
来
れ
ば
、
個
人
の
遺
伝
情
報
が
、
た
と
え
ば
い
ま

わ
が
国
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
テ
ー
ラ
ー
・
メ

l
ド
医
療
を
可
能
に
す
る
と
い
う
大
き
な
利
点
を
含
ん
で
い
る
と
同
時
に
、
上
に
述
べ
た
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
生
む
可
能
性
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
基
準
、
す
な
わ
ち
個
人
遺
伝
情
報
の
取
り
扱
い

に
関
す
る
生
命
倫
理
の
ル

l
ル
を
確
立
し
て
、
合
理
的
な
遺
伝
情
報
の
取
り
扱
い
を
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や

D
N
A

塩
基
配
列
の
解
明
か
ら
、
そ
の
中
の
遺
伝
子
と
そ
の
機
能
の
探
索
の
時
代
に
入
っ
て
お
り
、
個
人
の
遺
伝
情
報
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か

に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
倫
理
的
、
法
的
、
社
会
的
問
題
の
可
能
性
も
大
き
く
な
り
、
ま
た
そ
の
重
大
性

も
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

3 

ポ
ス
ト
・
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
時
代
の
個
人
遺
伝
情
報
と
人
権
保
護

A 

個
人
遺
伝
情
報
の
重
要
性

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
時
代
に
は
、
基
本
的
に

D
N
A
の
塩
基
配
列
を
解
読
す
る
研
究
が
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
臨
床
へ

の
応
用
は
最
終
的
な
目
標
で
は
あ
っ
て
も
、
直
接
に
目
的
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
に
は
、
塩
基
配
列
解
明
の
た
め
の
研

究
材
料
で
あ
る
ヒ
ト
試
料
を
採
集
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ト

D
N
A
の
塩
基
配
列
を
解
析
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
解

析
結
果
を
個
人
と
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
提
供
者
と
試
料
、
解
析
結
果
の
聞
の
連
結
は
原
則
と
し
て
不
要
で
あ
り
、
正
当
な
必
要

が
あ
る
場
合
の
み
、
連
結
可
能
匿
名
化
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
非
連
結
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
提
供
者
と
試
料
と
関
係
が
確
実
に
切
断
さ

れ
る
措
置
が
取
ら
れ
れ
ば
、
個
人
情
報
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
例
外
的
に
提
供
者
と
試
料
、
解
析
結
果
が
連
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
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デ
ラ
イ
パ
シ

l
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
個
人
遺
伝
情
報
の
機
密
性
が
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
連
結
を
必
要
と
す

る
正
当
な
理
由
と
、
試
料
を
匿
名
化
(
実
際
に
は
コ
ー
ド
化
)
し
、
氏
名
、
住
所
等
の
個
人
識
別
情
報
と
コ

i
ド
表
の
厳
格
な
管
理
が
求
め

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
提
供
者
は
、
血
液
、
組
織
な
ど
を
提
供
す
る
が
、
す
ぐ
に
臨
床
応
用
の
可
能
な
個
人
遺
伝
情
報
が
得
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
最
も
重
要
な
の
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
塩
基
配
列
の
解
析
が
完
了
し
た
後
に
進
め
ら
れ
る
の
は
、
遺
伝
子
の
探
索
と
そ
の
機
能
の
分
析
で
あ
り
、
基
礎
研
究
の

段
階
か
ら
臨
床
研
究
・
応
用
を
具
体
的
に
目
指
す
段
階
に
移
る
。
そ
こ
で
は
、
単
に
ヒ
ト
試
料
を
採
集
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一

定
の
目
標
を
設
定
し
て
特
定
の
特
徴
を
持
つ
(
持
つ
で
あ
ろ
う
)
試
料
を
採
集
し
、
こ
れ
を
解
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

マ
重
要
な
の
は
、
試
料
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
遺
伝
情
報
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
を
得
る
に
は
、
た
と
え
ば
特
定
の
疾
患
の
患
者
か
ら
の

試
料
と
比
較
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
健
常
者
の
試
料
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
患
者
の
年
齢
や
病
状
や
病
歴
な
ど
、
患
者
本
人
の
情

報
が
な
け
れ
ば
、
遺
伝
情
報
を
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
個
人
に
連
結
し
た
試
料
と
遺
伝
情
報
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
人
遺
伝
情
報
は
、
一
方
で
本
人
の
情
報
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
比
較
の
対
象
と
な
る
た
め
、
詳
細

会
遺
伝
情
報
と
そ
の
意
味
を
明
確
に
す
る
に
は
、
大
量
の
デ

l
タ
を
集
め
て
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
、
個
人
遺
伝
情
報
を
集
積
し
た
デ
ー
タ

バ
ン
ク
の
構
築
が
不
可
欠
に
な
る
。
し
か
も
本
人
の
病
状
や
病
歴
、
生
活
状
態
、
環
境
等
、
本
人
に
か
か
わ
る
デ

l
タ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ

ど
、
ま
た
そ
れ
が
長
期
間
に
わ
た
る
情
報
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
正
確
な
解
析
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
デ

l
タ
を
用
い
て
遺

伝
子
が
解
析
さ
れ
、
遺
伝
学
検
査
な
ど
に
よ
る
診
断
や
治
療
、
医
薬
品
の
製
造
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ポ
ス
ト
・
ゲ
ノ
ム
・

シ
ー
ク
ェ
ン
ス
時
代
に
な
る
と
、
原
則
と
し
て
個
人
と
遺
伝
情
報
が
連
結
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
科
学
的
医
学
的
意
味
に
乏
し
い
状
況
と
な
っ

(
お
)

て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
個
人
遺
伝
情
報
の
保
護
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
遺
伝
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す

(
幻
)

る
基
本
原
則
に
つ
い
て
、
二

O
O
三
年
秋
に
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
採
択
し
た
「
ヒ
ト
遺
伝
情
報
に
関
す
る
国
際
宣
言
」
を
素
材
に
検
討
す
る
。

北法55(2・185)619



シンポジウム

個
人
遺
伝
情
報
に
関
す
る
基
本
原
則

ま
ず
個
人
遺
伝
情
報
の
意
義
に
つ
い
て
、
宣
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
個
人
の
遺
伝
的
形
質
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
の
身
体
的
精
神

的
特
徴
を
予
測
し
う
る
も
の
で
も
あ
り
、
将
来
に
い
っ
そ
う
大
き
な
重
要
性
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
世
代
を
超
え
て
家
族
お
よ
び
血
縁

者
に
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
所
属
す
る
集
団
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
科
学
研
究
の
進
展
に

伴
っ
て
そ
の
情
報
に
新
し
い
意
義
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
文
化
的
意
味
合
い
を
持
つ
可
能
性
も
あ
る
(
同
宣
言
第
l
条)。

他
方
で
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
遺
伝
情
報
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
的
待
遇
や
不
合
理
な
処
遇
(
邑

m
g
a
z
g
gロ
)
の
原
因
と
し
て
用
い
ら
れ

る
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
個
人
遺
伝
情
報
の
保
護
の
た
め
の
具
体
的
な
基
準
が
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

宣
言
は
そ
れ
を
採
集
、
解
析
・
加
工
、
使
用
、
保
管
、
の
四
段
階
に
分
け
る
。

採
集
段
階
で
も
っ
と
も
重
要
な
原
則
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
で
も
ポ
ス
ト
・
シ

l
ク

北i去55(2・186)620

B エ
ン
ス
で
も
同
じ
で
あ
る
。
自
分
の
身
体
の
一
部
を
提
供
す
る
以
上
、
提
供
の
同
意
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

す
で
に
上
に
述
べ
た
。
同
意
能
力
を
欠
く
者
に
つ
い
て
の
代
諾
の
手
続
き
、
民
事
お
よ
び
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
個
人
遺
伝
情
報
の
利
用
、

知
る
権
利
と
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
等
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
析
・
加
工
段
階
で
は
、
遺
伝
情
報
の
機
密
性
の
保
持
が
重
要
で
あ
る
。
個
人
遺
伝
情
報
は
第
三
者
に
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
雇

用
者
、
保
険
会
社
、
企
業
お
よ
び
学
校
に
対
し
て
、
ま
た
家
族
に
対
し
て
も
、
本
人
の
自
由
意
思
に
よ
る
同
意
な
し
に
遺
伝
情
報
を
開
示
し

て
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
医
療
現
場
で
は
、
血
縁
者
へ
の
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
微
妙
な
判
断
を
要
す
る
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
例
外
的
に
重
篤
な
疾
病
で
治
療
可
能
性
が
あ
る
場
合
の
み
、
本
人
の
意
思
に
拘
ら
ず
倫
理
委
員
会
の
判
断
の
下
で
血
縁
者
に

開
示
す
る
こ
と
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
遺
伝
情
報
の
も
た
ら
す
倫
理
的
、
法
的
、
社
会
的
影
響
か
ら
考
え
て
、
得
ら
れ
た
遺
伝
情
報
の
正
確
性
、
信
頼
性
、
質
、
安
全
性
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の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
情
報
の
加
工
・
解
釈
は
厳
格
、
慎
重
、
誠
実
か
っ
完
全
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
段
階
で
の
問
題
は
試
料
の
二
次
使
用
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
お
よ
び
試
料
は
、
事
前
の
同
意
か
又
は
国
内
規
則
の
定
め
を
除
く
外
、
同

意
を
得
た
目
的
以
外
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
「
将
来
の
医
学
研
究
の
目
的
の
た
め
」
と
い
っ
た
範
囲
を
特
定
し
な
い
い
わ
ゆ

る
包
括
的
同
意
が
有
効
か
否
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

使
用
段
階
で
は
利
益
事
の
問
題
も
見
逃
せ
な
い
。
わ
が
国
の
現
在
の
方
式
で
は
、
ィ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
際
に
、
試
料
提

供
者
は
知
的
財
産
が
発
生
し
た
場
合
に
も
何
ら
権
利
を
有
し
な
い
旨
を
説
明
す
る
。
研
究
試
料
の
提
供
者
に
直
接
に
知
的
財
産
が
発
生
す
る

と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
最
近
の
バ
イ
オ
産
業
の
発
展
か
ら
考
え
て
、
利
益
配
分
は
む
し
ろ
提
供
者
を
含
む
集
団
や
社
会
へ
の
新
し
い
医
療

や
医
薬
品
の
提
供
の
形
を
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
特
に
途
上
国
で
行
わ
れ
た
試
料
採
取
に
よ
る
研
究
成
果
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い

て
は
、
そ
の
国
の
患
者
や
国
民
に
対
し
て
、
例
え
ば
安
価
な
薬
価
や
低
廉
な
特
許
使
用
料
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
許
可
等
の
方
法
や
、
当
該

途
上
国
の
科
学
研
究
能
力
の
向
上
支
援
な
ど
の
社
会
還
元
の
方
策
を
採
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
立
法
論
で
は
あ
っ
て
も
、
生
命
倫

理
の
基
本
原
則
と
さ
れ
る
正
義
や
連
帯
の
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
ロ

l
的
成
長
が
望
ま
れ
よ
う
。

保
管
段
階
で
は
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
等
の
形
で
保
管
さ
れ
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
提
供
者
個
人
と
連
結
さ
れ
た
形
で
の
保
管

に
つ
い
て
は
個
人
情
報
の
機
密
性
保
持
の
観
点
か
ら
、
厳
格
な
管
理
・
監
視
体
制
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
三
省
共
通
倫
理
指
針
は
、

こ
の
点
で
国
際
的
に
も
評
価
し
う
る
基
準
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
遺
伝
情
報
は
、
各
研
究
機
関
等
が
そ
れ
ぞ
れ
採
集
し
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
保
管
し
利
用
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
機
密
性
保
持
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
遺
伝
情
報
の
デ
ー
タ

バ
ン
ク
は
回
全
体
で
一
括
し
た
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て
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本
稿
で
は
、
生
命
科
学
の
発
展
、
と
り
わ
け
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
研
究
の
そ
れ
が
杜
会
に
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
正
と
負
の
影
響
に
注
目

し
て
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
を
み
せ
る
人
聞
社
会
の
基
本
的
価
値
の
確
保
の
た
め
に
、
法
も
含
め
て
社
会
規
範
と
し
て
の
生

命
倫
理
が
、
い
か
な
る
形
で
観
念
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
基
本
的
価
値
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
を
検
討
し
た
。
生
命

科
学
は
確
か
に
生
物
と
し
て
の
人
間
を
研
究
の
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
生
命
を
、
そ
し
て
人
間
の

存
在
そ
の
も
の
を
坦
上
に
上
げ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
尊
厳
や
人
権
が
中
心
的
価
値
と
し
て
再
確
認
さ
れ
、
ま
た
こ

の
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
新
た
な
具
体
的
な
内
容
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
縦
糸
で
あ
っ
た
。

本
稿
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
実
は
生
命
科
学
は
同
時
に
情
報
を
扱
う
学
問
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
情
報
は
日
々
新

し
く
な
り
、
ま
た
広
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
表
に
出
て
く
る
の
は
個
人
情
報
の
重
要
性
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
人
聞
が
情
報
の
形
で
一
不
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
わ
れ
わ
れ
が
解
読
し
よ
う
と
し
て
き
た
問
題
は
、
現
代
の
情
報
社
会
に
お
け
る
人
間
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
意
味
で
の
人
間
の
尊
厳
と
人
権
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
し
い
社
会
状
況
に
社
会
の
規
範
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
、
形
成
さ
れ
、

確
立
し
て
い
く
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
横
糸
で
あ
る
。

法
は
こ
の
縦
糸
と
横
糸
で
組
み
上
げ
ら
れ
る
規
範
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
唯
一
の
社
会
規
範
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
法
と
同
時
に
法

以
外
の
規
範
も
、
時
に
は
平
行
し
て
、
時
に
は
法
に
先
ん
じ
て
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ロ

l
現
象
を
含
み
つ
つ
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
に

よ
っ
て
実
効
性
と
強
制
性
が
確
保
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
新
し
い
社
会
規
範
の
形
成
と
存
在
状
況
に
わ
れ
わ
れ
は
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
実
は
こ
の
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
が
も
っ
て
い
た
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
「
人
」
と
「
物
」
、
「
法
」

主
「
非
法
」
の
峻
別
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
法
学
者
に
対
し
て
従
来
の
法
律
学
の
再
検
討
と
新



た
な
理
論
と
方
法
の
構
築
と
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
論
じ
た
「
社
会
規
範
と
し
て
の
生
命
倫
理
一
」
は
こ
う
し
た
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
に
迫
っ
て
い
る
。
法
律
学
に
お
け
る
一
種
の
応
用
問
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
は
、
生
命
科
学
と
人
間
の
尊
厳

お
よ
び
人
権
を
直
接
の
素
材
と
は
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会
の
発
展
と
変
容
に
対
し
て
社
会
規
範
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
を

見
通
そ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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で
の
定
義
。

(
2
)
F
g
=
。
・
ま
1

凶品
m
w
a

一
同
E
-
z
y
-
-
-
2
3
唱
品
B
E
E
4
8
2
q
a
B百四
E
a
g
b
c
ロ
=
叩
町
田
口
。
5
5
邑
〈
2
3
8
二
M
O
E
『
出
E
E
B
n
z
q
n
F
伺
色
町
呂
田
}
目
安
)
ヨ
包
口
町
母
-
B

窓
口
忠
良
g
o
e
E
2
Z
E
E
-
認
'
コ
E
3
S
2
2
3
a
E
邑
〈
白
血
コ
=
『
。
コ
S
E
E
n
-
臼

E
M
m
n
E
g
m
E
E
-
-
Z
2
f
z
-
ロ
0
・
E
'
S
凶
E
M
唱
」
E
2
2

3
唱
品
B
E
E
S
g
『
再
老
町
三
ι
E
n
o
『
宮
町
ロ
ヨ
巴
R
F
O
F
E
0
・
唱
A
f
a
u
品
仏
ロ
M
唱
吉
田
口
町
二
市
X
W
A
ご
町
一
白
吾
、
刊
白
巴
色
。
=
a
u
で
口
門
戸
F
朗
幹
巳
。
=
品
目
印
公
肌
ヨ
g
z
a
同
u
g
ι
E
F
Z
m凶

c

n
o
弓
田
町
E
S
E
p
t
〆
出
回
目
仲
間
g
ロ
S
E
E
-
g
}
自
由
}
白
唱
『
o
n
芯
邑
。
=
m
z
z
e
a
s注目
n
y
E
a
包
・

(
3
)
国
E
B
S
F
H
A
H
-
-
g
g
口
百
円
同
開
ヨ
σ
々
。
-
o
匂
〉
n
F
3
2
・

(
4
)
。
町
田
町
円
N
N
ロ
ヨ
∞
言
問
N
〈
。
=
開
B
σ
ミ
。
=
g
(
開
ヨ
σ
々
。
ロ
g
出
口
『
口
同
N
m
g
g
N
い
開
閉
n
F
。
y
図。切戸一也市山{)戸切
N
J可

AHa-

(5)
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
)
。

(
6
)
特
定
妊
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
(
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
七
号
)
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
。

(7)
ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
で
の
こ
の
議
論
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ユ
ネ
ス
コ
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
」
の
国
内
的
実
施
|
人
ク
ロ
ー
ン
個
体

の
産
生
禁
止
l
」
法
学
論
叢
一
四
六
巻
五
・
六
号
、
五
六
1

六
二
頁
参
照
。

(
8
)
こ
れ
ま
で
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
に
よ
り
出
さ
れ
た
会
告
は
、
冨
唱
え
言
雪
之
∞
O
加
。
『
』
甘
美
P
F
E
E
F
E
E
-
z
s
-
を
参
照
。
同
学
会
は
以
下
の
文
章

で
学
会
員
宛
に
会
告
を
遵
守
す
る
よ
う
通
知
を
出
し
て
い
る
。
「
最
近
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
、
学
会
に
お
け
る
臨
床
・
研
究
活
動
も
倫
理
的
観
点

か
ら
十
分
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
既
に
学
会
は
会
告
を
も
っ
て
臨
床
・
研
究
を
遂
行
す
る
際
に
、
倫
理
的

に
注
意
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
見
解
を
公
表
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
会
員
各
位
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
、
ま
た
便
宜
の
た
め
に
そ
れ
ら
見

解
を
改
め
て
一
括
掲
載
し
ま
す
。
学
会
は
、
会
員
が
日
常
診
療
を
行
う
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
会
告
を
厳
重
に
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
致
し
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シンポジウム

ま
す
。
会
告
を
遵
守
し
な
い
会
員
に
対
し
て
は
、
速
や
か
に
か
つ
慎
重
に
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
内
容
に
よ
り
定
款
に
従
っ
て
適
切
な
対
処
を

行
い
ま
す
。
」

(9)
こ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
、
前
掲
注

(
7
)
拙
稿
参
照
。

(
叩
)
近
年
、
北
川
教
授
が
こ
の
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
、
「
ミ
ク
ロ
生
物
体
」
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
北
川
善
太
郎
「
生
物
体
法
序
説
1
D
N
A
と

法
」
学
士
会
会
報
七
九
五
号
(
一
九
九
九
I
E
)
、
八
四
l
九
O
頁。

(
日
)
「
人
道
」
は

EFEESε
ョ
の
訳
語
で
あ
る
が
、

Z
B
S
H
Q
は
ま
た
「
人
類
」
や
「
人
間
」
と
も
訳
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
人
類
に
対
す
る
罪
」
又
は
「
人
間
に
対
す
る
罪
」
と
訳
さ
れ
た
と
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
。

(

ロ

)

【

UOロ〈
2
5口同。『岳町田
U58nc。ロ。同
F
E
S
B
ロ
m
Z
E
s
s
e
mロ
与
え
各
m
F
E
E
S
Z
F口
問
主
【
E
B
m
R
a
g
同町白血古田
vzn邑
。
ロ
ミ

σ5-o匂
白
E
s
a
w
g刊・

内

o=〈
g
t
o
E
C口
Z
E
S
S
E明
『
広
告
仏
国
5
5
E
Eロ
?
の
OZEn--0時間ロ円。宮
ehF¥品
¥
3ヨ・

(日

)
C
E
S
a包
Umn-曲
E
5ロ
Cロ同町四国
E
B言
。
2
0
5
m
g
s
E
E
B
g
E加
z
z
-
C
Z田山
no--
。2
・

(
U
)
U同
S
E
E
S
-
E
a
u
B
a
u主
告
白
』
巴
巴
町
二
泊
F
n
g
E』
n
C
E
M
E
-
-
E
n
-

(
日
)
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
第
四
条
4
お
よ
び

6
0

(
凶
)
拙
稿
「
ソ
フ
ト
ロ
!
と
は
何
か
(
二
、
(
二
)
・
完
」
法
学
論
叢
一
一
七
巻
五
号
及
び
六
号
参
照
。

(
げ
)
例
え
ば
、
回
S
F
え

5
0
5旨
伺
虫
色
。
四
n
E
S
S
E
岳町甲山口阿国
g
c
g
c
B白
血
ロ
色
町
ロ
s
g
Eち門出場
C
Z間的円以)岨
M
C
2
4
7
}
参
照
。

(
同
)
政
府
専
門
家
委
員
会
で
の
議
論
は
、
こ
れ
に
出
席
し
た
著
者
の
メ
モ
に
よ
る
。
総
会
に
提
案
さ
れ
た
宣
言
案

(
O
B
D
)

は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
国
際
生
命
倫
理
委
員
会
が
作
成
し
た
原
案

B
E
E
-
R
S
P恒
三
に
つ
い
て
政
府
専
門
家
委
員
会
が
検
討
し
た
結
果
作
成
さ
れ
た
(
修
正
さ

れ
た
)
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

(
凶
)
本
文
の
以
下
の
記
述
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
宣
言
の
国
内
的
実
施
」
前
掲
注

(
7
)
を
み
よ
。

(
却
)
こ
の
問
題
は
現
在
も
な
お
、
国
際
連
合
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
禁
止
条
約
作
成
の
議
論
で
鋭
い
対
立
が
あ
り
、
い
ま
だ
合
意
の
め
ど
が
立
っ
て

し
な
し
。

(
幻
)
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
ク
ロ
ー
ン
小
委
員
会
「
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る
入
個
体
の
産
生
等
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」
平
成
十
一

年
十
一
月
十
七
日
。

(
泣
)
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
告
示
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「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(2・完)

一口万。

(
お
)
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
委
員
会
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
研
究
に
関
す
る
基
本
原
則
」
平
成
十
二
年
六
月
十
四
日
。

(
泊
)
「
基
本
原
則
」
で
は
原
則
第
十
五
及
び
同
解
説
。
共
通
指
針
で
は
、

9
.
(
2
)
細
則
3
0

(
お
)
岡
田
豊
基
「
遺
伝
子
診
断
と
保
険
業
の
法
的
交
錯
」
「
日
本
保
険
学
会
平
成
一
二
年
度
日
本
保
険
学
会
大
会
報
告
要
旨
』
一
一
一
一
一
ー
l

二
八
頁
。

(
お
)
拙
稿
「
ポ
ス
ト
・
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
生
命
倫
理
l
個
人
遺
伝
情
報
と
人
権
保
護
」
冨
o
-
R
Z
E
玄
a
E
S
〈
O
F

全
臨
時
増
刊
号
二
O
O
四
年
六

月
三
一
七
O
l
三
七
六
頁
を
参
照
。

(
幻
)
同
ロ
芯
ヨ
巳
F
O
E
-
u
n
n
-
R色
。
ロ
。
ロ
国
E
S
S
C
2
2
R
U臼
F
C
Z

児山内。。
2
2白
-noロ
P
B
E
n
n
e
-
N
2
0
E
S
F
O
R
-
Mア
M
O
O凶

(
お
)
出

C

。。目
E
g
n
o
g昌
吉
m
p
m
m
唱。コ
C
ロ
回
目
口
町
岳
山
F
同同・

5m山

eMOO-

(
本
稿
は
、
二
O

O
一
二
年
六
月
七
日
に
聞
か
れ
た
人
倫
研
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
報
告
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
内
容

の
一
部
は
文
部
科
学
省
科
学
技
術
振
興
調
整
費
に
よ
る
研
究
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
対
話
と
普
及
」
(
平
成
一
一
一
一
|
一
五
年
度
)
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
)
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Development of Life Science and 

Respect for Human dignity and Human Rights 

Ryuichi IOA * 

The progres温oflife science and technology has been considerably contributed to the 

human progress after the Second World War. However， through such advancement， we 

face grave challenges on the conception of human life. We discuss here the impacts of 

life science on our human society from the viewpoint of the respect for human dignity 

and human rights， which is the fundamental issue of bioethics. 

The bioethics is a set of social codes of conduct in regard to life science. Various 

types of social norms of bioethics are possible， namely， laws， reg川lations，guidelines， 

good practices， professional selιregulations， etc... Among them， the law is the most 

efficient type of rules with its binding nature and sanctions in case of violation. 

However， law is not the only tool of bioethics， but others are a1so valuable according to 

the cont巴xtand the issue. (Section 1) 

The relation between the 1iた scienceand the respect for human dignity and human 

rights is considered in Sections 2 and 3 respectively. Althou唱hthe definition of human 

dignity is qui旬 controversial，this concept is generally used in this field， particularly in 

relation to human r官productivec¥oning， of which we analyze the reason of prohibition， 

taking， as example， Japanese law on human reproductive c¥oning and the Universal 

Oec¥aration on the Human Genome and Human Rights. 

The last section is devoted to the human rights prote氾tionin the field of genetic 

* Professor， Kyoto University Graduate School of Law 
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research. Dialectic of the freedom of research and the protection of participants， 

informed consent， and non-discrimination and non-stigmatisation are examined 

thoroughly. At the end the issue of human genetic data in the post-s叫uenceera is 

treated， referring to the Intemational DecIaration on Human Genetic Data of UNESCO 
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