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「
人
」
の
始
期
に
つ
い
て

　
ー
「
独
立
生
存
可
能
性
説
」
再
論
1

伊

東

研

祐

四　一　　　　　一　
直　　　　　　　　　　　　　

一　＿　　　→

は
じ
め
に
1
問
題
の
所
在

独
立
生
存
可
能
性
説
に
対
す
る
近
時
の
批
判
と
同
説
の
意
義

胎
児
性
傷
害
に
関
す
る
判
例
理
論
と
そ
の
検
討

終
わ
り
に
ー
結
論
に
代
え
て

一
　
は
じ
め
に
ー
問
題
の
所
在

「人」の始期について

　
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
解
釈
論
の
一
般
的
な
捉
え
方
に
拠
れ
ば
、
刑
法
上
の
「
人
」
の
存
在
は
「
出
生
」
に
始
ま
り
、

「
死
亡
」
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
。
そ
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
如
何
な
る
状
態
の
発
生
を
も
っ
て
「
出
生
」
と
呼
び
、
如
何
な
る
状

態
の
発
生
を
も
っ
て
「
死
亡
」
と
呼
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
医
療
技
術
の
進
歩
と
共
に
明
確
化
を
要
求
す
る
現
場
で
の

関
係
者
の
声
に
対
応
す
べ
く
、
ま
た
、
科
学
技
術
の
予
期
せ
ぬ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
予
想
以
上
の
弊
害
に
苦
し
む
被
害
者
等
の
声
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に
対
応
す
べ
く
、
暫
く
前
ま
で
は
活
発
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、
積
極
的
な
も
の
に
せ
よ
、
前
提
自
体
を
疑
問

視
す
る
よ
う
な
消
極
的
な
も
の
に
せ
よ
、
理
論
学
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
（
そ
の
故
に
？
）

黙
示
的
に
止
ま
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
故
に
、
同
意
で
き
な
い
少
数
の
論
者
が
聲
高
に
反
駁
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
方
が

（
少
な
く
と
も
量
的
に
は
）
優
越
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な
有
耶
無
耶
な
印
象
を
一
般
に
対
し
て
与
え
、
そ
れ
が
政
策
の
形
成
及
び
執
行

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
活
発
な
議
論
に
よ
り
多
く
の
貴
重
な
知
見
は
蓄
積
さ
れ
た
が
、
そ
の
議
論

を
生
ん
だ
原
因
た
る
問
題
の
解
決
の
為
に
具
体
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
何
時
し
か
忘
れ
去
ら
れ
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
易
い

為
に
論
駁
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
情
緒
的
あ
る
い
は
感
覚
的
に
深
遠
と
映
る
主
張
だ
け
が
残
っ
て
奇
妙
に
目
立
つ
と
い
う
事
態
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
解
釈
論
に
せ
よ
、
立
法
論
を
含
む
政
策
論
に
せ
よ
、
具
体
的
な
社
会
状
況
中
に
お
け
る
実
現
可
能
性

な
い
し
実
践
的
効
果
を
考
慮
し
た
戦
略
を
採
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
本
来
的
な
間
題
解
決
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
修
辞
の
優
劣

を
競
っ
て
い
て
も
余
り
に
虚
し
い
。
刑
法
上
の
「
人
」
の
終
期
た
る
「
死
亡
」
時
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
時
の
手
に
解
決

を
委
ね
る
他
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
が
恐
ら
く
適
当
な
状
況
に
立
ち
至
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
人
」
の
始
期
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、

刑
事
司
法
に
お
け
る
「
適
正
な
報
い
（
冒
馨
号
。
・
Φ
邑
」
を
追
求
し
て
大
き
な
モ
メ
ン
タ
ム
を
得
た
近
時
の
被
害
者
運
動
と
い
う
脈
絡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
中
で
、
胎
児
性
傷
害
を
「
人
」
の
傷
害
結
果
の
惹
起
と
し
て
可
罰
と
し
た
熊
本
水
俣
病
刑
事
事
件
最
高
裁
決
定
の
論
理
に
従
う
司

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
実
務
の
展
開
の
報
道
も
あ
り
、
今
一
度
、
現
実
的
な
問
題
解
決
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
を
再
開
す
る
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
本
小
稿
は
、
従
前
か
ら
の
私
見
に
基
づ
く
展
開
の
試
み
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
医
事
刑
法
学
を
主
に
政
策
論
並
び
に
比
較
法

学
の
側
面
に
お
い
て
先
導
さ
れ
て
き
た
加
藤
久
雄
教
授
の
定
年
退
職
を
記
念
し
、
助
手
時
代
か
ら
四
半
世
紀
以
上
に
渡
り
親
し
く
お

付
き
合
い
戴
い
て
き
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
共
に
、
献
呈
さ
せ
て
戴
く
こ
と
と
し
た
い
。
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（
1
）
最
決
昭
和
六
三
年
二
月
二
九
日
刑
集
四
二
巻
二
号
三
一
四
頁
。



（
2
）
　
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
八
月
一
三
日
夕
刊
二
二
面
「
三
版
一

　
上
恵
一
朗
氏
の
顕
名
記
事
と
土
本
武
司
・
斉
藤
誠
二
両
教
授
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

参
照
。
「
「
胎
児
は
人
」
司
法
じ
わ
り
」
と
題
す
る
井

二
　
独
立
生
存
可
能
性
説
に
対
す
る
近
時
の
批
判
と
同
説
の
意
義

「人」の始期について

　
独
立
生
存
可
能
性
説
と
は
、
「
ヒ
ト
」
生
命
の
存
在
段
階
と
し
て
の
「
胎
児
」
と
「
人
」
と
の
刑
法
上
の
区
別
基
準
を
、
「
出
生
」

で
は
な
く
、
端
的
に
「
人
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
に
値
す
る
客
体
の
価
値
な
い
し
性
質
に
求
め
る
と
い
う
基
本
的
立
場
を
採
り
、
現

代
の
（
先
端
）
医
療
技
術
の
援
助
下
に
お
い
て
な
ら
ば
母
体
外
で
生
存
可
能
な
程
度
に
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
点
に
そ
れ
を
求
め
る

見
解
を
い
い
、
生
存
可
能
性
の
「
当
面
」
の
判
断
基
準
と
し
て
は
母
体
保
護
法
の
運
用
上
の
擬
律
（
妊
娠
満
二
二
週
以
降
）
を
採
る
、

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
諸
々
の
見
解
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
〕
方
の
端
に
あ
る
見
解
と
し
て
批
判
的
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

既
に
随
分
経
つ
の
で
、
同
説
の
主
張
内
容
と
従
前
の
批
判
並
び
に
反
論
は
既
に
詳
論
し
た
と
こ
ろ
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

よ
り
近
時
の
批
判
を
紹
介
し
、
上
述
し
た
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
そ
の
当
否
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
の
極
め
て
根
本
的
な
批
判
は
、
独
立
生
存
可
能
性
説
が
共
に
「
ヒ
ト
」
生
命
体
と
し
て
連
続
す
る
「
胎
児
」
と
「
人
」
と
を

生
存
可
能
性
と
い
う
生
物
学
的
・
医
学
的
性
質
に
よ
っ
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
同
じ
く
「
生
き
て
い
る
」
「
ヒ
ト
」
を
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
不
可
能
且
つ
不
当
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
確
か
に
、
既
に
「
独
立
」
生
存

可
能
性
説
と
い
う
命
名
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
基
準
は
、
現
在
に
お
け
る
医
療
技
術
の
支
援
を
受
け
れ
ば
「
母
体
へ
の
依
存
な
し

に
」
生
存
で
き
る
・
「
母
体
か
ら
離
さ
れ
て
も
」
生
存
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
基
準
は
む
し
ろ
独
立
性

に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
論
者
達
は
、
生
物
学
的
・
医
学
的
性
質
に
よ
る
区
別
は
不
可

能
・
不
当
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的
な
独
立
存
在
性
）
を
問
題
と
し
、
胎
児
と
人
と
は
「
端
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的
に
、
無
事
に
世
に
生
ま
れ
出
て
社
会
の
一
員
と
な
っ
た
か
、
な
っ
て
い
な
い
か
だ
け
に
よ
る
区
別
で
あ
る
」
と
し
、
胎
児
が
社
会

の
言
貝
と
な
る
の
は
「
子
供
が
生
ま
れ
て
く
る
動
作
を
始
め
た
と
き
、
す
な
わ
ち
出
産
の
開
始
に
求
め
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
し
て
、
分
娩
開
始
説
又
は
一
部
露
出
説
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
筆
者
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的

な
独
立
存
在
性
）
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
判
断
な
い
し
印
象
を
支
え
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
「
ヒ
ト
」
生
命
体
の
機

能
的
な
独
立
存
在
性
が
あ
り
、
謂
わ
ば
単
な
る
細
胞
の
集
合
体
を
超
え
た
独
立
の
存
在
と
し
て
捉
え
得
る
一
定
の
成
熟
度
（
生
存
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

能
性
）
を
備
え
た
段
階
以
降
は
「
人
」
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
私
見
に
拠
れ
ば
、
「
人
」
の
終
期
で
あ
る
脳
死
が
臓
器
死
且

つ
機
能
死
で
あ
り
、
機
能
の
不
可
逆
的
停
止
・
蘇
生
可
能
性
の
喪
失
と
捉
え
ら
れ
る
の
と
同
様
の
次
元
に
お
い
て
、
「
人
」
の
始
期

は
「
ヒ
ト
」
生
命
体
に
お
け
る
（
現
在
に
お
け
る
医
療
技
術
の
支
援
を
受
け
れ
ば
）
独
立
し
て
諸
々
の
臓
器
等
の
生
命
機
能
を
統
合
的

に
維
持
す
る
可
能
性
（
独
立
生
存
可
能
性
）
の
発
生
時
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
は
、
そ
の
よ
う

な
可
能
性
の
発
生
を
「
胎
児
」
と
「
人
」
と
の
区
別
基
準
と
す
る
こ
と
は
（
明
確
化
の
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
批
判
の
言
う
通
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
が
）
可
能
且
つ
正
統
的
で
あ
り
、
採
用
に
は
正
に
「
か
な
り
の
勇
気
を
必
要
と
す
る
」
が
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規

範
的
な
独
立
存
在
性
）
と
い
う
観
点
か
ら
導
か
れ
た
分
娩
開
始
説
や
一
部
露
出
説
よ
り
も
遙
か
に
合
理
的
な
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
自
ら
生
ま
れ
て
く
る
動
作
を
為
さ
な
い
で
、
あ
る
い
は
、
為
せ
な
い
で
帝
王
切
開
に
よ
っ
て
母
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

外
に
取
り
出
さ
れ
た
ヒ
ト
存
在
が
「
人
」
で
な
い
と
言
う
勇
気
は
未
だ
無
い
し
、
子
宮
内
に
在
っ
て
自
然
の
分
娩
期
の
数
カ
月
以
前

の
段
階
の
ヒ
ト
存
在
を
生
存
可
能
性
の
獲
得
・
維
持
・
改
善
の
為
に
直
接
的
な
外
科
手
術
等
の
対
象
と
し
て
き
た
現
代
社
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
は
、
そ
の
よ
う
な
ヒ
ト
存
在
を
「
社
会
の
言
貝
」
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
社
会

的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的
な
独
立
存
在
性
）
の
取
得
・
発
生
と
い
う
視
座
は
、
そ
れ
自
体
が
極
め
て
規
範
的
且
つ
主
観
的

な
も
の
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
解
釈
者
に
と
っ
て
は
都
合
が
良
い
が
、
具
体
的
判
断
基
準
の
安
定
性
を
保
障
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
批
判
は
、
独
立
生
存
可
能
性
説
に
お
け
る
「
胎
児
」
と
「
人
」
と
の
具
体
的
区
別
基
準
で
あ
る
妊
娠
満
二
二
週
が
成
育
可

240



「人」の始期について

能
限
界
で
あ
り
、
起
点
も
受
精
卵
の
着
床
時
期
（
「
胎
児
一
の
始
期
）
て
は
な
く
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
個
別
の
「
ヒ
ト
」
生
命
体
に

お
い
て
独
立
生
存
可
能
性
が
存
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
律
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
擬
制
で
あ
り
、
「
疑
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
反
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
、
生
存
可
能
性
の
「
当
面
」
の
判
断
基
準
と
し
て
は

母
体
保
護
法
の
運
用
上
の
擬
律
（
妊
娠
満
二
二
週
以
降
）
を
採
る
と
し
た
の
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
問
題
が
存
し
得
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
よ
り
妥
当
な
基
準
が
定
立
で
き
れ
ば
置
換
す
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
批

判
の
限
度
で
応
え
れ
ば
、
独
立
生
存
「
可
能
性
」
の
存
在
を
問
題
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
不
存
在
の
立
証
を
被
告
側
に
許

し
て
も
、
訴
追
側
に
通
常
の
立
証
を
要
求
し
て
も
、
実
質
的
に
影
響
は
出
な
い
／
変
わ
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
妊
娠
満
二
二

週
以
降
の
成
育
可
能
限
界
諸
事
例
の
医
学
的
詳
細
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
比
較
推
論
に
よ
る
可
能
性
の
存
在
・

不
存
在
判
断
を
行
え
ば
足
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
」
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
他

の
見
解
を
採
る
場
合
で
も
生
じ
る
間
題
で
あ
る
。

　
第
三
の
批
判
は
、
従
前
か
ら
の
罪
刑
法
定
主
義
違
反
の
批
判
と
関
連
し
て
、
「
同
じ
胎
内
に
い
な
が
ら
の
区
別
を
ど
の
よ
う
に
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

意
の
認
識
対
象
に
反
映
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
妊
娠
一
二
週
と
二

二
週
と
の
間
で
「
人
」
か
ら
「
胎
児
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
人
の
予
見
可
能
性
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
、
日
常
可
能
的
語
義

の
範
囲
を
超
え
る
と
い
う
馴
染
み
の
批
判
に
続
い
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
独
立
生
存
可
能
性
説
を
採
っ
た
場
合
の
「
人
」
や
「
胎

児
」
に
関
す
る
故
意
の
内
実
と
錯
誤
の
処
理
が
巧
く
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
と
し
て
応
え
て
お
き
た
い
。
独

立
生
存
可
能
性
説
に
お
い
て
も
、
「
人
」
や
「
胎
児
」
と
い
う
客
体
に
関
す
る
認
識
内
容
と
し
て
、
妊
娠
満
】
二
】
週
未
満
か
以
降
か

と
い
う
点
は
必
要
で
な
い
。
基
本
的
に
は
、
当
該
客
体
が
独
立
生
存
可
能
性
の
あ
る
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
れ
ば
「
人
」

の
認
識
と
し
て
足
り
る
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
な
い
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
れ
ば
「
胎
児
」
の
認
識
と
な
る
。
人
工

妊
娠
中
絶
の
許
さ
れ
る
期
限
内
の
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
認
識
と
対
応
す
る
と
も
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
錯
誤
も
、
特
段
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の
処
理
を
要
し
な
い
。
例
え
ば
、
若
干
乱
暴
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
独
立
生
存
可
能
性
が
あ
る
「
ヒ
ト
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
た
客

体
が
実
際
は
独
立
生
存
可
能
性
を
有
し
な
か
っ
た
、
妊
娠
満
二
二
週
未
満
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
錯
誤
の
場
合
、
故
意
は
阻
却
さ

れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
あ
る
が
、
妊
娠
満
二
二
週
未
満
で
あ
る
か
ら
「
人
」
に
該
ら
な
い
と
考
え
た
と
い
う
違
法
性
の
錯
誤

（
当
て
嵌
め
の
錯
誤
）
の
場
合
に
は
、
故
意
は
阻
却
さ
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
独
立
生
存
可
能
性
説
に
特
有
の
故
意
の
内
実
、
錯
誤
の

処
理
が
必
要
な
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
四
の
批
判
は
、
独
立
生
存
可
能
性
説
に
お
い
て
は
、
妊
娠
満
二
二
週
以
降
の
母
体
内
の
「
人
」
に
対
す
る
過
失
に
よ
る
侵
害
を

も
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
刑
事
政
策
的
妥
当
性
に
は
疑
問
が
あ
り
、
特
に
、
妊
婦
自
身
の
過
失
に
よ
る
流
産
の
防
止
に
お

い
て
刑
罰
に
よ
る
動
機
付
け
に
依
存
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
し
、
D
V
対
策
や
妊
婦
自
身
に
よ
る
薬
物
施
用
・
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
剰

摂
取
を
通
じ
た
子
の
障
害
惹
起
対
策
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
を
故
意
犯
と
考
え
得
る
限
度
で
、
胎
児
傷
害
そ
の
他
を
処
罰
す
る
立
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

行
う
の
が
本
来
の
解
決
策
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
母
体
内
の
「
人
」
に
対
す
る
過
失
に
よ
る
侵
害
の
処
罰
、
特
に
、
妊
婦

自
身
の
過
失
に
よ
る
侵
害
の
処
罰
の
刑
事
政
策
的
妥
当
性
は
、
論
者
も
い
う
よ
う
に
、
結
局
は
水
掛
け
論
と
な
る
虞
が
あ
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
見
解
を
読
む
際
に
留
意
し
て
欲
し
い
幾
つ
か
の
点
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。
先
ず
最
初
は
、
筆
者
の

い
う
「
過
失
」
の
意
味
で
あ
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
日
常
生
活
中
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な

状
況
に
お
か
れ
た
同
じ
よ
う
な
能
力
の
行
為
者
に
通
常
要
求
さ
れ
る
結
果
回
避
措
置
を
講
じ
た
行
動
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
て
、
一
般

的
に
行
わ
れ
る
謂
わ
ば
普
通
の
行
動
で
あ
れ
ば
、
結
果
を
生
じ
て
も
、
そ
れ
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
筆
者

が
刑
罰
の
機
能
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
応
報
や
威
嚇
予
防
（
消
極
的
一
般
予
防
）
に
よ
る
動
機
付
け
で
は
な
く
、
積
極
的
特
別

予
防
と
（
選
好
形
成
機
能
と
し
て
の
）
積
極
的
一
般
予
防
で
あ
り
、
上
述
の
意
味
で
の
過
失
犯
に
対
す
る
使
用
も
適
合
的
で
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
者
の
観
察
す
る
限
り
、
母
体
内
の
「
人
」
に
対
す
る
普
通
で
な
い
著
し
い
逸
脱
行
動
（
過
失
行
為
）
に
よ
る
侵
害
は
、

妊
婦
自
身
に
よ
る
場
合
を
含
め
、
間
違
い
な
く
存
在
し
、
量
的
に
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
D
V
対
策
や
妊
婦
自
身
に
よ
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る
薬
物
施
用
・
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
剰
摂
取
を
通
じ
た
子
の
障
害
惹
起
対
策
と
し
て
、
故
意
犯
と
考
え
得
る
限
度
で
の
刑
事
立
法
的
対

処
を
採
る
こ
と
が
本
来
的
で
あ
る
か
否
か
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
（
筆
者
は
、
本
来
的
に
は
、
福
祉
的
・
医
療
的
対
応
が
第
一
で
あ
る
と

考
え
る
が
）
、
そ
れ
ら
を
採
っ
た
上
で
も
、
過
失
処
罰
を
必
要
と
す
る
現
実
は
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か

は
定
か
で
な
い
が
、
妊
婦
に
対
す
る
交
通
事
故
で
緊
急
出
産
し
た
子
が
死
亡
し
た
事
例
に
お
け
る
司
法
の
近
時
の
対
応
は
検
討
に
値

す
る
で
あ
ろ
う
。

「人」の始期について

（
3
）
伊
東
研
祐
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
　
第
二
版
』
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
頁
以
下
及
び
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
独
立
生
存
可

能
性
説
と
命
名
し
て
主
張
し
た
の
は
、
同
書
初
版
第
一
分
冊
（
一
九
八
九
年
）
一
一
頁
が
最
初
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
法
学
セ
ミ
ナ
ー

　
三
五
四
号
（
一
九
八
四
年
）
一
二
九
頁
の
演
習
記
事
に
遡
る
。

（
4
）
　
辰
井
聡
子
「
生
命
の
保
護
」
法
学
教
室
二
八
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
批
判
を
同
旨
と
し
て
援
用
す

　
る
も
の
に
佐
伯
仁
志
「
生
命
の
保
護
」
山
口
厚
・
井
田
良
・
佐
伯
仁
志
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
H
』
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
頁
等
が
あ

　
る
。
な
お
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
で
あ
る
が
、
岡
上
雅
美
「
人
の
始
期
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
陣
痛
開
始
説
な
い
し
出
産
開
始
説
に
つ

　
い
て
」
筑
波
法
政
三
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
九
頁
も
、
客
体
の
価
値
・
性
質
に
よ
る
区
別
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
胎
児
」

　
や
「
人
」
は
規
範
的
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
。

（
5
）
　
引
用
は
辰
井
・
前
出
註
（
4
）
五
二
頁
に
拠
る
。
そ
こ
で
は
、
出
産
開
始
の
意
味
で
の
陣
痛
説
を
再
評
価
す
る
塩
見
淳
「
刑
法
に
よ
る

　
人
の
生
命
保
護
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
P
」
法
学
教
室
二
二
三
号
（
一
九
九
九
年
）
一
一
七
頁
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
佐
伯
・

前
出
註
（
4
と
八
頁
（
独
立
存
在
性
を
説
く
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』
（
一
九
九
五
年
）
三
七
頁
を
援
用
し
て
、
同
書
と
同
様
、
一
部
露

　
出
説
を
採
る
）
、
岡
上
・
前
出
註
（
4
）
七
九
頁
（
同
じ
く
、
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』
（
一
九
九
五
年
）
三
七
頁
を
援
用
し
つ
つ
、
母
体
と

　
の
一
体
性
の
終
了
時
点
の
構
成
と
し
て
分
娩
開
始
時
を
採
る
）
、
井
田
「
人
の
出
生
時
期
を
め
ぐ
る
諸
間
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ニ
号

　
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
三
頁
（
結
論
的
に
、
前
掲
・
岡
上
論
文
並
び
に
塩
見
論
文
を
援
用
す
る
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
な
お
、
岡
上
・
前
出
註
（
4
）
論
文
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
発
想
を
理
解
し
た
上
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
医
学
的

　
な
論
証
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
註
（
4
）
に
お
い
て
も
、
同
論
文
は
他
の
論
者
と
「
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
っ
て
い
る
旨
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を
述
べ
た
が
、
念
の
為
、
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
7
）
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
平
野
龍
一
博
士
が
か
つ
て
分
娩
開
始
説
を
採
用
せ
ず
に
全
部
露
出
説
を
選
ば
れ
た
際
に
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ

　
る
（
平
野
龍
一
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
』
（
一
九
八
一
年
）
二
六
一
頁
参
照
）
。
辰
井
・
前
出
註
（
4
）
五
二
頁
は
、
分
娩
開
始
説
を
採

　
用
す
る
に
際
し
て
、
現
在
の
未
熟
児
医
療
技
術
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
か
な
り
の
勇
気
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
と
し

　
て
い
る
。

（
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
上
・
前
出
註
（
4
）
七
九
頁
が
、
批
判
を
予
想
し
て
、
ド
イ
ツ
で
の
学
説
に
依
拠
し
た
「
規
範
的
」
説
明
を

　
行
っ
て
い
る
。
井
田
・
前
出
註
（
5
）
一
二
三
頁
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
的
な
独
立
存
在
性
の
基
礎
付
け
と
一
致
す
る
も
の
で
あ

　
る
か
と
い
う
点
は
疑
問
で
あ
る
。

（
9
）
　
胎
児
外
科
に
つ
い
て
は
、
千
葉
敏
雄
『
胎
児
外
科
』
（
二
〇
〇
七
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
医
学
的
な
見
地
と
私
見
と
が
必
ず
し

　
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
1
0
）
　
岡
上
・
前
出
註
（
4
）
七
七
頁
等
参
照
。

（
n
）
　
岡
上
・
前
出
註
（
4
）
七
八
頁
。
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三
　
胎
児
性
傷
害
に
関
す
る
判
例
理
論
と
そ
の
検
討

　
妊
娠
中
の
女
性
が
交
通
事
故
に
遭
っ
て
緊
急
手
術
で
出
産
し
た
子
が
当
該
事
故
時
の
侵
害
な
い
し
作
用
の
影
響
が
原
因
で
死
亡
し

た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
従
前
の
取
扱
い
を
変
更
し
て
、
子
に
対
す
る
（
当
時
の
）
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
訴
追
が
為
さ
れ
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
認
め
る
下
級
審
判
決
が
相
次
い
で
登
場
し
て
き
た
、
と
い
う
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
近
時
の
新
聞
報
道
は
、
「
「
胎
児
は
人
」
司
法
じ

わ
り
」
と
い
う
見
出
し
も
あ
っ
て
、
筆
者
に
と
っ
て
は
大
い
に
興
味
を
惹
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
時
の
我
が
国
の
社

会
に
お
い
て
は
、
胎
内
か
ら
出
よ
う
と
動
き
出
し
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
と
し
た
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的

な
独
立
存
在
性
）
に
拠
っ
て
「
人
」
性
が
判
断
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
該
の
存
在
を
取
り
巻
く
「
人
」
達
と
の



「人」の始期について

諸
々
の
関
係
性
に
お
い
て
正
に
規
範
的
・
主
観
的
に
決
ま
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
報
道

さ
れ
た
事
案
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
妊
婦
は
出
産
予
定
日
の
数
日
前
も
し
く
は
出
産
間
近
で
あ
り
、
胎
内
の
存
在
は
家
族
を
中
心

と
す
る
幾
つ
も
の
小
社
会
に
既
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を

反
映
す
る
こ
と
・
肯
定
す
る
こ
と
が
裁
判
所
に
は
要
求
さ
れ
、
拒
否
で
き
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ブ
て
の
限
度
を
画
さ
な

く
と
も
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的
な
独
立
存
在
性
）
だ
け
て
「
人
」
性
を
判
断
す
る
立
場
は
、

既
述
の
通
り
、
（
正
当
化
に
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
が
）
緊
急
出
産
な
い
し
緊
急
手
術
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
足
り
る
と
す

る
こ
と
も
あ
り
、
既
に
現
在
の
司
法
の
動
き
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
契
機
を
内
在
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
近
時
の
下
級
審

の
従
っ
た
熊
本
水
俣
病
刑
事
事
件
最
高
裁
決
定
の
論
理
は
、
一
方
で
、
生
き
て
胎
外
に
出
れ
ば
、
理
論
的
に
は
受
精
卵
の
着
床
に
よ

る
「
胎
児
」
の
始
期
ま
で
実
質
的
に
「
人
」
性
を
認
め
得
る
反
面
、
他
方
で
、
胎
内
で
死
亡
す
れ
ば
、
お
よ
そ
「
人
」
性
を
認
め
得

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
実
質
的
に
「
人
」
性
を
認
め
る
為
の
理
論
構
成
が
大
い
に
疑
問
で
あ
る
の
は
、
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

や
は
り
、
「
ヒ
ト
」
生
命
体
の
機
能
的
な
独
立
存
在
性
の
よ
う
な
謂
わ
ば
次
元
を
異
に
す
る
観
点
を
持
ち
込
ま
な
い
限
り
は
、
限
定

は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
熊
本
水
俣
病
刑
事
事
件
最
高
裁
決
定
の
論
理
の
問
題
性
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
な
点
は
こ
れ
ま
で
の
機
会
に
詳
論
し
て
き
た
と
こ

　
　
（
14）

ろ
に
委
ね
、
こ
こ
で
は
同
論
理
の
基
幹
を
為
す
抽
象
的
法
定
符
合
説
（
構
成
要
件
的
符
合
説
）
的
思
考
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
点

の
み
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
即
ち
、
同
論
理
は
、
「
人
」
た
る
母
体
へ
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
る
侵
害
の
作
用
な
い
し
影

響
が
、
「
人
」
た
る
母
体
の
一
部
で
あ
っ
た
胎
児
が
出
生
し
た
「
人
」
に
死
傷
の
結
果
を
生
じ
た
場
合
、
両
者
と
も
「
人
」
で
あ
っ

て
、
錯
誤
の
場
合
と
同
様
、
構
成
要
件
的
に
一
致
す
る
限
度
で
（
そ
れ
ぞ
れ
に
）
犯
罪
の
成
立
を
認
め
て
良
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

が
、
抽
象
的
法
定
符
合
説
の
立
場
か
ら
し
た
と
き
に
胎
児
性
傷
害
を
打
撃
の
錯
誤
の
場
合
と
同
じ
く
処
理
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と

の
論
証
は
為
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
打
撃
の
錯
誤
の
場
合
は
、
行
為
の
作
用
時
に
主
観
的
に
侵
害
を
意
図
し
た
客
体
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と
客
観
的
に
結
果
の
生
じ
た
客
体
と
が
共
に
存
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
両
客
体
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
関

係
を
何
処
ま
で
法
的
に
関
連
付
け
て
評
価
し
得
る
か
を
間
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
胎
児
性
傷
害
の
場
合
と
は
本
質
的
に
異
な
る

も
の
と
解
す
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
両
場
合
が
同
じ
処
理
を
許
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
構
成
要
件
的
な

重
な
り
合
い
に
よ
る
犯
罪
の
肯
定
は
、
結
果
無
価
値
の
符
合
だ
け
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
行
為
無
価
値
の
符
合
も
要
求
さ
れ
る
は
ず
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
が
、
そ
れ
が
充
足
さ
れ
得
る
の
は
例
外
的
な
場
合
の
み
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
平
成
一
八
年
六
月
八
日
判
決
と
長
崎
地
裁
平
成
一
九
年
二
月
七
日
判
決
と
が
、
そ
れ
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
公

　
刊
物
に
は
未
登
載
の
よ
う
で
あ
り
、
本
稿
で
は
新
聞
報
道
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
通
信
社
の
情
報
等
を
利
用
し
た
。

　
　
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
の
事
案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
平
成
一
八
年
三
月
七
日
午
前
↓
○
時
半
頃
、
袋
井
市
川

　
井
の
県
道
で
乗
用
車
を
運
転
中
、
居
眠
り
を
し
て
対
向
車
線
に
は
み
出
し
、
同
県
磐
田
市
福
田
の
主
婦
S
さ
ん
（
二
九
歳
）
運
転
の
軽
乗

　
用
車
と
正
面
衝
突
し
、
S
さ
ん
は
胸
や
腹
を
打
っ
て
二
週
間
の
怪
我
を
し
た
。
S
さ
ん
は
出
産
予
定
日
が
三
月
一
〇
日
で
、
胎
児
の
心
拍

　
が
弱
か
っ
た
為
、
搬
送
先
の
病
院
で
約
三
時
間
後
に
緊
急
出
産
し
た
が
、
生
ま
れ
た
男
児
は
胎
盤
早
期
は
く
離
の
影
響
等
で
翌
三
月
八
日

　
に
死
亡
し
た
。
検
察
官
は
、
熊
本
水
俣
病
刑
事
事
件
最
高
裁
決
定
を
援
用
し
て
、
子
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
も
主
張
し

　
た
。
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
は
「
被
害
者
に
胎
盤
早
期
は
く
離
な
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
そ
の
後
に
出
生
し
た
新
生
児
は
、
母
体
が
受
け
た

傷
害
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
」
と
認
定
し
、
子
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
て
、
禁
鋼
一
年
八
月
（
求
刑
禁
鋼
三
年
）

　
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

　
　
長
崎
地
裁
の
事
案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
の
運
転
中
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
交
通
事
故
に
お
い
て
、
出
産
間
近
の

妊
婦
ら
四
人
が
負
傷
し
、
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
新
生
児
が
死
亡
し
た
。
長
崎
地
裁
は
「
死
者
は
事
故
当
時
は
胎
児
で
、
母
親
の
胎
内
に
い

　
る
時
点
で
負
傷
し
、
出
生
後
に
死
亡
し
た
」
と
認
定
し
た
上
で
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
、
禁
鋼
二
年
執
行
猶
予
三
年
（
求
刑

懲
役
二
年
）
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

（
1
3
）
　
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
八
月
コ
ニ
日
夕
刊
二
二
面
［
三
版
］
。

（
1
4
）
例
え
ば
、
伊
東
研
祐
「
胎
児
性
傷
害
か
ら
の
刑
法
的
保
護
」
同
他
編
著
『
は
じ
め
て
の
刑
法
』
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
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さ
れ
た
い
。

（
1
5
）
伊
東
研
祐

頁
参
照
。

「
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
故
意
i
そ
の
3
“
錯
誤
と
故
意
2
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
四

四
　
終
わ
り
に
1
結
論
に
代
え
て

「人」の始期について

　
妊
娠
中
の
女
性
が
交
通
事
故
に
よ
っ
て
侵
害
を
受
け
、
緊
急
出
産
な
い
し
緊
急
手
術
に
よ
り
母
体
外
に
出
た
子
が
母
体
へ
の
侵
害

又
は
そ
の
影
響
に
因
り
死
傷
し
た
場
合
を
、
被
害
者
・
遺
族
等
の
関
係
者
は
、
単
に
「
人
」
と
成
っ
た
子
に
死
傷
結
果
が
生
じ
た
か

ら
で
は
な
く
、
既
に
胎
内
に
あ
っ
た
時
点
か
ら
「
人
」
で
あ
っ
た
も
の
・
「
人
」
と
関
係
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
害
さ
れ
失

わ
れ
た
が
故
に
「
人
」
の
身
体
・
生
命
に
対
す
る
罪
が
犯
さ
れ
た
と
認
め
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
近
時
の

新
聞
報
道
等
を
見
た
と
き
に
感
じ
た
印
象
で
あ
っ
た
。
従
前
は
、
余
り
に
著
名
な
熊
本
水
俣
病
刑
事
事
件
に
お
い
て
二
〇
年
近
く
前

に
最
高
裁
判
所
が
示
し
た
法
律
判
断
が
存
在
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
刑
事
司
法
実
務
が
、
敢

え
て
対
応
し
始
め
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
要
求
の
正
統
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
側
面
が
存
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

胎
児
性
傷
害
の
問
題
が
一
般
的
な
現
行
刑
法
解
釈
論
の
枠
内
に
お
い
て
提
供
す
る
理
論
的
困
難
性
は
、
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な

い
。
最
高
裁
判
所
の
提
示
し
た
理
論
構
成
は
勿
論
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
独
立
性
（
規
範
的
な
独
立
存
在
性
）
と
い
う
観
点
か
ら

改
め
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
分
娩
開
始
説
（
そ
し
て
、
一
部
露
出
説
）
も
、
そ
の
よ
う
な
要
求
に
適
切
に
応
え
得
る
も

の
で
は
な
い
。
特
に
過
失
に
よ
り
胎
内
で
「
ヒ
ト
」
が
死
亡
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
を
も
将
来
的
に
予
測
す
る
と
、
既
に
立
法
的

な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
「
人
」
と
「
胎
児
」
の
一
般
的
な
再
定
義
を
通
じ
て

行
う
の
か
、
こ
れ
を
行
わ
ず
に
一
定
範
囲
で
の
「
胎
児
」
の
特
別
な
法
的
取
扱
い
の
定
立
で
行
う
の
か
、
い
ず
れ
の
方
法
も
あ
り
得
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る
で
あ
ろ
う
。
独
立
生
存
可
能
性
説
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
そ
の
際
の
議
論
に
活
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
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