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１
　
は
じ
め
に

京
都
大
学
の
山
中
伸
弥
教
授
に
よ
る
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
（induced

pluripotent
stem

cell

、
ヒ
ト
人
工
多
能
性
幹
細
胞
）
樹
立
の
ニ
ュ
ー

ス
は
世
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
（
１
）。
従
来
一
般
的
に
、
細
胞

は
当
初
は
ど
の
よ
う
な
組
織
に
も
な
る
万
能
性
を
備
え
て
い
る

が
、
組
織
と
し
て
分
化
し
た
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
万
能
性
は

失
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
従
来
の
知

見
を
事
実
に
よ
っ
て
覆
し
た
だ
け
で
も
重
要
な
発
見
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
増
し
て
大
き
な
注
目
を
集
め
る
の
は
、
医
療
上
の
応

用
領
域
が
極
め
て
広
い
と
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
理
論
上

は
、
樹
立
さ
れ
た
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
を
分
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
様
々

な
組
織
や
臓
器
を
作
り
出
せ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
他
人
か
ら

の
提
供
に
頼
っ
て
い
た
移
植
医
療
を
大
き
く
変
革
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
は
本
人
に
由

来
す
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
移
植
医
療
に
付
き
物
で
あ
っ
た
拒
絶

反
応
を
ク
リ
ア
で
き
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
技
術
が
実
現
す
れ

ば
医
療
全
般
に
き
わ
め
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の

と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
分
野
で
、
こ
れ
ま
で
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、

人
間
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と
人
体
改
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―
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胚
性
幹
細
胞
（em

bryonic
stem

cell

、
Ｅ
Ｓ
細
胞
）
で
あ
っ
た
。
Ｅ

Ｓ
細
胞
も
万
能
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
樹
立
に
あ
た
っ

て
は
胚
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
倫
理
的
な
懸
念
が
寄

せ
ら
れ
、
研
究
に
つ
い
て
も
か
な
り
強
い
制
限
が
加
え
ら
れ
て

い
た
。
ま
た
、
も
し
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
化
さ
せ
て
組
織
を
作
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
組
織
は
他
人
の
も
の
で
あ
り
、
移
植
し
た
と

し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
拒
絶
反
応
が
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、

Ｅ
Ｓ
細
胞
を
再
生
医
療
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
ク
ロ
ー
ン
技

術
に
よ
っ
て
、
組
織
を
必
要
と
す
る
人
の
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
り
、

そ
れ
を
破
壊
し
て
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
も
倫
理
的
に
問
題
の
多
い
分
野
で
あ
り
、

こ
の
点
で
も
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
（
さ
ら
に
は
応
用
）
に
は
大
き
な
制

限
が
あ
っ
た
。
体
細
胞
に
由
来
す
る
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
は
、
こ
う
し

た
倫
理
的
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
お
り
、
今
後
一
気
に
研
究
が
加

速
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
登
場
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
医
学
・
医

療
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
連
動
し

て
生
命
倫
理
分
野
へ
の
影
響
も
少
な
く
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ

れ
は
全
く
新
し
い
問
題
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
た
問
題
が
緊
急
性
を
増
し
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
再
生
医
療
の
応
用
と
し
て

の
人
体
改
造
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
疾
患
や
事
故
に
よ
っ
て
損

傷
し
た
機
能
を
補
う
と
い
う
通
常
の
医
療
行
為
を
超
え
て
、
通

常
以
上
の
能
力
を
付
与
す
る
よ
う
に
人
体
を
改
造
す
る
こ
と
は

倫
理
的
に
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
筋

力
の
衰
え
た
人
に
筋
肉
組
織
を
移
植
し
て
通
常
の
筋
力
を
回
復

さ
せ
る
の
と
、
通
常
の
筋
力
を
持
つ
人
に
同
じ
こ
と
を
し
て
筋

力
を
増
強
さ
せ
る
の
と
で
は
、
倫
理
的
に
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
が
、
ど
こ
か
し
ら
Ｓ
Ｆ
的
な
思
考
実
験
と
い
う
雰
囲
気
を
ぬ

ぐ
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
登
場
は
こ
の
問
題

を
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
に
近
づ
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

人
体
改
造
そ
の
も
の
は
、
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
刺
青

も
そ
う
だ
し
、
美
容
整
形
も
そ
う
で
あ
る
。
問
題
は
改
造
す
る

こ
と
自
体
で
は
な
い
（
審
美
的
に
は
問
題
か
も
知
れ
な
い
が
）。
何
を

改
造
す
る
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
を
「
人
間
性
」
に
と
っ

て
本
質
的
な
も
の
と
見
な
す
の
か
と
い
う
問
題
が
関
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
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知
能
・
感
情
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
ス
ポ
ー
ツ
と
の
関
連
で
、

運
動
能
力
や
体
格
と
い
っ
た
点
も
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
顔
の
美
醜
や
毛
髪
の
量
と
い
っ
た
も
の
は
、
論
ず

る
だ
け
の
価
値
の
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
は
、
端
的
に
現
代
社
会
の
人
間
観
を

映
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
人
体
改
造
の

問
題
を
論
じ
る
際
に
焦
点
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
わ

れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
単
に
ど
の
技
術
を
許
容
す
る
か
禁
止
す

る
か
と
い
っ
た
実
用
的
な
問
題
以
上
に
、
ど
の
よ
う
な
人
間
の

あ
り
方
を
理
想
と
す
る
の
か
、
人
間
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論

を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
探
っ
て
み
た
い
。

２
　
『
治
療
を
超
え
て
』
が
も
た
ら
し
た
も
の

能
力
増
強
を
含
む
人
体
改
造
の
方
法
と
し
て
は
、
美
容
整
形

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
恒
久
的
な
改
変
と
、
薬
剤
等
を
用
い
た
一

時
的
な
改
変
と
が
あ
る
。
恒
久
的
改
変
の
最
た
る
も
の
は
、
受

精
以
前
の
段
階
で
の
遺
伝
子
操
作
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
生
殖

技
術
全
般
の
問
題
と
も
か
ら
み
、
さ
ら
に
複
雑
な
問
題
群
を
形

成
す
る
。

実
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
薬
剤
に
よ
る
一
時
的
改

変
の
方
が
影
響
す
る
範
囲
は
大
き
い
。
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
ド
ー
ピ
ン
グ
」
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
し
、「
プ
ロ

ザ
ッ
ク
」
な
ど
脳
の
働
き
に
影
響
を
与
え
る
薬
剤
が
市
販
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
も
、

脳
研
究
の
急
速
な
進
展
か
ら
脳
の
機
能
に
影
響
す
る
薬
剤
の
開

発
も
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

本
来
精
神
科
的
な
治
療
に
用
い
ら
れ
る
薬
剤
が
「
ス
マ
ー
ト
・

ド
ラ
ッ
グ
（
頭
の
良
く
な
る
薬
）」
と
し
て
流
用
さ
れ
、
大
き
な
問

題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
近
年
大
き
な
波
紋
を
投

げ
か
け
た
の
が
、
二
○
○
三
年
に
発
行
さ
れ
た
『
治
療
を
超
え

て
』
と
題
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
。
本
報
告
書
は
ア
メ
リ
カ
の
大

統
領
生
命
倫
理
委
員
会
（the

President’s
C

ouncilon
B

ioethics

）
（
２
）に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
要
部
分
は
委
員
会
議
長
の
レ
オ
ン
・

カ
ス
が
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ス
は
生
物
学
・
医

学
を
修
め
た
後
、
生
命
倫
理
学
の
発
祥
地
の
一
つ
で
あ
る
ヘ
イ

ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
・
セ
ン
タ
ー
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
な
り
、



現
在
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
を
務
め
て
い
る
。

『
治
療
を
超
え
て
』
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
、
バ
イ
オ

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
批
判
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で

は
な
い
。
単
に
個
々
の
技
術
に
対
す
る
予
測
や
問
題
点
の
提
示

を
越
え
て
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
総
体
と
し
て
人
間
性
に

対
す
る
脅
威
と
と
ら
え
、
政
府
関
係
機
関
の
報
告
書
と
し
て
は

異
例
な
ほ
ど
哲
学
的
な
（
あ
る
い
は
宗
教
的
な
）
世
界
観
・
人
間
観

を
提
示
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
委
員
の
一
人
で
あ
る
フ
ク
ヤ

マ
は
本
報
告
書
に
先
立
ち
、O

ur
P

osthum
an

F
uture

（Fukuyam
a

[2002 ]

）を
発
表
し
て
い
る
が
、表
題
に
あ
る
�posthum

an

（
人
間

以
後
）
�
と
い
う
言
葉
は
、
本
報
告
書
に
結
実
す
る
危
機
感
の
あ

り
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
進
展
に
よ
る
人
間
性
の
改
変
、
現
在
共
有
さ
れ
て
い
る

人
間
性
を
喪
失
し
た
時
代
の
到
来
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て

い
る
（
３
）。Posthum

an

と
い
う
言
葉
が
、posthum

ous

（
死
後
の
）
を

連
想
さ
せ
る
点
も
、
危
機
感
を
煽
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以

下
、
具
体
的
に
『
治
療
を
超
え
て
』
の
主
張
を
見
て
い
き
た
い

（
以
下
、
単
に
「
邦
訳
」
と
あ
る
の
は
、
邦
訳
『
治
療
を
超
え
て
』
の
頁

数
）。

ま
ず
、
本
報
告
書
は
基
本
的
視
点
を
以
下
の
よ
う
に
設
定
す

る
。「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、（
ノ
ウ
ハ
ウ
や
生
産
物
で
あ
る

と：

引
用
者
注
）
同
時
に
ま
た
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
絶
え
ず
進
み

続
け
る
欲
望
か
ら
活
力
を
得
る
概
念
的
か
つ
倫
理
的
な
世
界
観

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

な
の
で
あ
る
」（
傍
点
は
原
著
）「
自
然
の
出
来
事
や
働
き
を
、
す

べ
て
は
人
間
の
福
祉
の
た
め
に
、
合
理
的
に
理
解
し
、
秩
序
づ

け
、
予
見
し
、
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
制
御
し
よ
う
と
い
う
欲

求
や
傾
向
な
の
で
あ
る
」（
邦
訳
一-

二
頁
）

（
４
）
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
、
検
討
対
象
を
さ
ら
に
以
下
の

よ
う
に
限
定
す
る
。「
自
由
で
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
人
た
ち
に

訴
え
、
い
か
な
る
強
制
も
必
要
と
せ
ず
、
最
も
決
定
的
な
こ
と

な
の
だ
が
、
人
間
の
欲
望
を
広
い
範
囲
で
満
た
す
よ
う
な
バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
「
治
療
を
超
え
た
」
使
用
、
こ
れ
こ
そ
が

倫
理
的
に
非
常
に
困
難
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
」「
報

告
書
で
の
議
論
は
、
使
用
者
が
自
分
自
身
の
何
ら
か
の
能
力
を

改
善
も
し
く
は
強
化
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
同
様
の
動
機
を

持
っ
て
自
分
の
子
ど
も
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
、
善
意
の
そ
し

て
ま
っ
た
く
自
発
的
な
生
物
医
学
技
術
の
使
用
に
限
定
さ
れ
て

い
る
」「
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、（
中
略
）
我
わ
れ
自
身
が
作
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る
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
我
わ
れ
自
身
を
作
り
変
え
る
た
め
の

魅
力
的
な
科
学
の
力
な
の
で
あ
る
」（
邦
訳
一
二-

一
三
頁
）。
こ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
典
型
的
な
旧
来
の
国
家

的
・
強
制
的
な
優
生
学
で
は
な
く
、
自
発
的
な
能
力
増
強
に
か

か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
旧
来
の
優
生
政
策
の
よ
う

な
人
権
侵
害
は
生
じ
な
い
。
自
律
を
中
心
概
念
と
す
る
主
流
派

の
生
命
倫
理
学
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
に
は
何
ら
問
題
が
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
考
え
る
べ
き
問
題
点
が

あ
る
、
と
い
う
の
が
本
報
告
書
の
立
場
で
あ
る
。

本
報
告
書
で
は
、
具
体
的
に
以
下
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
一
章
づ
つ
を
充
て
て
検
討
し
て
い
る
。

・
よ
り
望
ま
し
い
子
ど
も：

遺
伝
学
的
選
別
、
性
の
産
み
分
け
、

向
精
神
薬
に
よ
る
行
動
矯
正

・
す
ぐ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス：

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ

る
筋
肉
増
強

・
不
老
の
身
体：

老
人
の
能
力
増
強
、
老
化
遅
延

・
幸
せ
な
魂：

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
薬
物
に
よ
る
記
憶
・

気
分
の
転
換

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
踏
ま
え
、
本
報
告
書
で
は
、

こ
の
よ
う
な
能
力
増
強
の
技
術
に
か
か
わ
る
「
懸
念
の
本
質
的

根
源
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。

ま
ず
、
重
要
な
の
は
、
能
力
向
上
に
用
い
ら
れ
る
手
段
が
、

「
人
間
主
体
の
本
性
や
、
活
動
の
本
来
の
人
間
的
な
や
り
方
が
持

っ
て
い
る
尊
厳
を
侵
す
か
破
壊
す
る
危
険
性
が
あ
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
」（
邦
訳
三
五
三
頁
）。
言
い
換
え
る
と
、「
行
為

と
向
上
と
い
う
結
果
の
関
連
や
使
わ
れ
た
手
段
と
求
め
ら
れ
た

目
的
の
結
び
つ
き
」「
経
験
的
に
理
解
可
能
な
結
び
つ
き
」（
同

上
）
が
感
じ
ら
れ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
人

間
の
経
験
は
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
力
や
手
段
に
媒
介
さ
れ
る

よ
う
に
」（
邦
訳
三
五
四
頁
）
な
る
。「
自
分
の
行
為
を
自
分
の
意

志
、
知
、
自
分
と
い
う
魂
か
ら
自
覚
的
に
あ
ふ
れ
出
さ
せ
、
そ

し
て
自
分
が
そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い

る
、
鋭
敏
な
主
体
を
明
確
に
示
す
こ
と
の
方
が
大
切
な
の
で
あ

る
」（
同
上
）。

ま
た
、
現
実
的
な
経
験
を
と
も
な
わ
な
い
幸
福
感
は
本
当
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
な
い
。「
最
も
深
い
意
味
で
、
自

己
同
一
性
を
持
つ
こ
と
は
限
界
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

（
邦
訳
三
五
六
頁
）。「
人
の
記
憶
が
、
そ
れ
に
伴
う
本
物
の
感
情
を
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含
め
て
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
感
情
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
な

ら
、
そ
の
人
自
身
の
人
生
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
た
奪
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」（
邦
訳
三
六
一
頁
）。「
不
幸
を
深
く
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
と
真
の
幸
福
を
達
成
す
る
可
能
性
は

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
深
く
悲
し
む
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
、
本
当
に
愛
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
強
い
望
み
を
抱
く
に
は
、
欠
乏
を
知
り
、
感
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
邦
訳
三
六
二
頁
）。

一
方
、
人
間
の
幸
福
な
人
生
と
は
「
時
間
に
限
り
あ
る
こ
と

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
じ
っ
く
り
と
味
わ

い
、
何
よ
り
も
、
我
わ
れ
が
生
ま
れ
、
年
を
重
ね
、
世
代
を
交

代
し
、
衰
え
、
や
が
て
死
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
し
て
そ
れ
を
知
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
と
い
う
唯
一
無
二

の
理
由
に
よ
っ
て
我
わ
れ
自
身
の
も
﹇
の
﹈
と
な
る
、
あ
の
親

密
で
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
関
係
を
持
っ
て
、
メ
リ

ハ
リ
あ
る
時
間
を
す
ご
す
こ
と
な
の
で
あ
る
」（
邦
訳
三
六
二-

三

六
三
頁
）。「
有
限
性
の
認
識
か
ら
希
望
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
実
際

に
活
動
の
基
盤
と
な
る
立
派
な
希
望
が
そ
れ
自
体
幸
福
の
核
心

で
あ
る
な
ら
ば
、
何
の
悩
み
も
な
く
自
己
満
足
に
浸
り
き
っ
て

い
る
魂
を
追
い
求
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
最
悪
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
だ
ろ
う
」（
邦
訳
三
六
三
頁
）

要
約
す
る
な
ら
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
達
成
さ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
能
力
増
強
が
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

人
間
の
真
の
幸
福
に
資
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、「
治
療
を
超
え
て
」
と
い
う
言
葉
の
真

の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「
医
学
の
中
心
に
は
治
療
と
い
う
意
図
、
つ
ま
り
、
破
壊
さ

れ
障
害
を
受
け
た
も
の
の
全
体
性
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
意
図

が
あ
る
の
だ
が
、
医
療
化
の
拡
大
に
伴
い
、
人
間
の
全
て
の
状

態
が
、
次
第
に
こ
の
よ
う
な
意
図
を
秘
め
た
観
点
か
ら
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
与
え

る
手
段
を
人
生
の
運
命
を
改
善
す
る
た
め
の
王
道
だ
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」

（
邦
訳
三
七
一
頁
）

（
５
）
。「
治
療
を
超
え
る
」
と
は
、「
人
生
全
体
と
向

き
合
う
立
場
、
言
い
換
え
れ
ば
、
治
療
を
根
本
的
に
超
え
る

．
．
．

立

場
」
で
あ
り
、「
人
生
を
治
療
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
よ
う
な
見

方
を
一
切
超
え
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」（
邦
訳

三
七
二
頁
）。「
こ
う
し
た
意
味
で
「
治
療
を
超
え
て
」
い
く
こ
と



は
、
人
間
を
物
質
的
、
機
械
的
、
あ
る
い
は
医
学
的
な
文
脈
で

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
精
神
的
、
道
徳
的
、
あ
る
い
は
霊
的
な

文
脈
で
捉
え
返
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
を
、
神

で
も
な
く
獣
で
も
な
い
、
物
言
わ
ぬ
身
体
で
も
な
く
身
体
な
き

魂
で
も
な
い
、
絶
え
ず
向
上
を
志
し
て
い
る
魂
と
身
体
﹇
と
﹈

の
神
秘
的
合
一

　
（
６
）
と
し
て
の
「
中
・
間
」
被
造
物
と
見
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
」（
邦
訳
三
七
二-

三
七
三
頁
）

３
　
『
治
療
を
超
え
て
』
へ
の
反
応

前
章
で
の
要
約
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
報
告
書
の
結
論

は
き
わ
め
て
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ス
自
身
は
ユ
ダ
ヤ
教

徒
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人

間
観
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
　
森
岡
正
博
氏
は
こ
の
報
告
書
の

反
響
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、

米
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
に
よ
る
新
・
生
命
倫
理
宣
言

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
１
９
８
０
年
代
の
生
命
倫
理

学
を
作
り
上
げ
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
派
の
生
命
倫
理
学
者
た
ち
は
、

こ
れ
ら
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
に
よ
る
生
命
倫
理
に
対
し
て
、
強

い
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
。
英
語
圏
の
生
命
倫
理
は
、
い
ま
や
、

キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
・
対
・
リ
ベ
ラ
ル
派
の
代
理
戦
争
の
状
況

を
見
せ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（
森
岡
﹇2007

﹈
七
一-

七
二
頁
）。

こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
の
は
、
大
統
領
評
議
会
の
内
部
で
の

対
立
で
あ
る
。
内
部
に
意
見
の
不
一
致
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
報

告
書
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
委
員
で
あ
っ
た
ガ
ザ

ニ
ガ
と
サ
ン
デ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
書
物
を
著
し
て
、
本
報

告
書
と
は
微
妙
に
違
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。
特
に
ガ
ザ
ニ
ガ

は
、
本
報
告
書
の
市
販
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
ラ
ウ

リ
ー
と
の
連
名
で
「
生
命
倫
理
と
科
学
的
プ
ロ
セ
ス：

倫
理
と

科
学
が
絡
み
合
う
議
論
に
関
す
る
諸
注
意
」
と
題
す
る
序
文
を

寄
せ
、
本
報
告
書
を
「
批
判
的
に
読
む
」
よ
う
注
意
を
う
な
が

し
て
い
る
（
邦
訳
18
頁
）。

ガ
ザ
ニ
ガ
は
、
大
統
領
評
議
会
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
最
初
の
討
議
テ
ー
マ
は
胚
性
幹
細
胞
（
い
わ
ゆ
る
Ｅ
Ｓ

細
胞
）
の
研
究
だ
っ
た
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
絶
対
に
必
要
な
研

究
分
野
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
異
義
を
唱

え
た
。
そ
の
理
由
と
い
う
の
が
、
生
命
倫
理
は
お
ろ
か
科
学
と

も
ま
る
で
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
な
い
」（G

azzaniga
[2005 ]

邦
訳
一
四
頁
）

（
８
）
。
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そ
し
て
、
自
ら
が
独
立
の
書
物
を
著
し
た
理
由
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。「
私
が
と
く
に
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

は
、
脳
神
経
倫
理
の
議
論
か
ら
「
滑
り
坂
論
法
」

（
９
）
　
を
な
く
す
こ

と
だ
。
評
議
会
の
報
告
書
を
見
て
も
、
こ
の
論
法
に
基
づ
く
考

察
が
い
か
に
多
い
か
。（
中
略
）
倫
理
学
者
は
こ
ん
な
極
論
を
ふ

り
か
ざ
し
て
市
民
の
不
安
を
煽
り
、
少
し
で
も
科
学
者
の
わ
が

ま
ま
を
許
せ
ば
ど
こ
ま
で
も
つ
け
あ
が
る
と
匂
わ
せ
て
い
る
。

は
っ
き
り
言
っ
て
、
こ
う
し
た
論
法
は
ほ
と
ん
ど
が
飛
躍
の
し

す
ぎ
で
、
現
実
を
超
え
た
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
領

域
に
入
っ
て
い
る
」（G

azzaniga
[2005 ]

邦
訳
一
八
頁
（
10
）

）。

ガ
ザ
ニ
ガ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
以
下
の
言
葉
に
要
約
さ
れ

る
だ
ろ
う
。「
予
防
策
を
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
医
療
に
役
立
つ
新
発
見
を
実
用
化
す
る
前
に
、

悪
影
響
が
現
わ
れ
な
い
か
ど
う
か
検
討
す
る
必
要
は
も
ち
ろ
ん

あ
る
。
た
だ
、
よ
か
ら
ぬ
結
果
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
何
も
起
き

な
い
う
ち
か
ら
科
学
の
進
歩
を
阻
も
う
と
す
る
の
は
間
違
い
だ

と
言
い
た
い
の
だ
」（G

azzaniga
[2005 ]

邦
訳
七
一
頁
）「
た
ぶ
ん

私
た
ち
は
、
思
い
つ
い
た
ら
何
で
も
自
由
に
試
し
て
み
れ
ば
い

い
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
、
科
学
的
探
究
の
本
質
な
の
だ
か
ら
。

放
っ
て
お
い
て
も
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
道
徳
感
、

倫
理
感
が
お
の
ず
と
立
ち
上
が
り
、
私
た
ち
の
行
き
す
ぎ
を
止

め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
人
類
は
自
ら
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
は
な
い
。

そ
う
す
る
前
に
ち
ゃ
ん
と
思
い
と
ど
ま
っ
て
き
た
。
最
終
的
に

人
類
の
利
益
に
な
る
の
は
何
な
の
か
を
、
私
た
ち
が
見
誤
る
こ

と
は
け
っ
し
て
あ
る
ま
い
。
私
は
そ
う
確
信
し
て
い
る
」

（G
azzaniga

[2005 ]

邦
訳
八
八-

八
九
頁
）。

こ
の
言
葉
だ
け
を
見
る
と
、
ガ
ザ
ニ
ガ
は
あ
ま
り
に
楽
観
的

す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
ガ
ザ
ニ
ガ
な
り

の
人
間
理
解
が
あ
る
。
ガ
ザ
ニ
ガ
は
脳
神
経
科
学
の
専
門
家
と

し
て
、
人
間
に
は
脳
構
造
に
規
定
さ
れ
た
「
人
類
共
通
の
倫
理
」

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ガ
ザ
ニ
ガ
の
著
書
の
最
後
の
二
章
分

は
そ
の
素
描
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
カ
ス
と
ガ
ザ
ニ
ガ
と
の
対

立
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
影
響
に
慎
重
で
あ
る
か
楽
観

的
か
と
い
う
表
面
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
な
い
。
真
の
焦
点

は
、
人
間
性
や
そ
の
可
塑
性
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
点
で

あ
る
。

ガ
ザ
ニ
ガ
と
は
違
っ
て
、
サ
ン
デ
ル
の
場
合
、
総
論
で
は
報

告
書
と
同
意
見
で
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
能
力
増
強
の
た
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め
に
使
用
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
が

異
な
る
。

サ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
の
考
え
で
は
、
能
力
増

強
や
遺
伝
子
操
作
に
関
す
る
中
心
問
題
は
、
そ
れ
ら
が
努
力
を

貶
め
、
人
間
の
主
体
性
（hum

an
agency

）
を
腐
食
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
（
こ
の
箇
所
へ
の
原
注：

行
動
能
力
増
強
に
関
す
る

『
治
療
を
超
え
て
』
の
主
た
る
批
判
点
に
筆
者
は
同
意
し
な
い
が
、
そ
れ

は
以
上
の
理
由
に
よ
る
）。
よ
り
根
深
い
危
険
性
は
、
そ
れ
ら
が
表

現
し
て
い
る
の
が
或
る
種
の
過
度
の
主
体
性
（hyperagnecy

）
だ

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
性
（hum

an
nature

）
を

含
む
自
然
（nature

）
を
改
変
し
、
我
わ
れ
の
目
指
す
と
こ
ろ
に

仕
え
さ
せ
、
欲
望
を
満
た
そ
う
と
す
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
な
熱

望
で
あ
る
。
問
題
は
、
機
械
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
支
配
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

支
配
を
目
指
す
こ
と
で
失
わ
れ
、
な
い
し
は
破
壊
さ
れ
る
も
の

は
、
人
間
の
力
や
達
成
に
は
天
賦
の
も
の
が
関
与
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
（the

gifted
character

of
hum

an
pow

ers
and

achievem
ents

）

を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
」（Sandel[2007 ]pp.26 -27

）「
遺
伝
子
工

学
の
結
果
、
人
間
の
力
や
達
成
に
は
天
賦
の
も
の
が
関
与
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
評
価
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
と
、
私
た
ち

の
道
徳
の
全
体
像
を
構
成
す
る
三
つ
の
基
本
的
特
徴
が
失
わ
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
謙
遜
、
責
任
、
連
帯
で
あ
る
」（S

andel

[2007 ]p.86

）。

サ
ン
デ
ル
の
書
物
は
も
と
も
と
彼
が
大
統
領
評
議
会
に
提
出

し
た
ペ
ー
パ
ー
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、『
治
療
を
超
え
て
』

の
方
で
は
、
�giftedness

（
邦
訳
は
「
恵
み
」）
へ
の
注
目
は
正
当

で
は
あ
る
が
、「
恵
み
」
の
中
に
は
癌
や
病
気
な
ど
も
含
ま
れ
て

お
り
、giftedness

の
尊
重
だ
け
で
は
何
を
尊
重
す
べ
き
か
は
明

ら
か
に
な
ら
な
い
�
と
し
て
い
る
（
邦
訳
三
五
〇
頁
）。
サ
ン
デ
ル

も
、
病
気
な
ど
がgift

で
は
な
い
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
を
治

療
す
る
こ
と
は
「
世
界
が
完
全
無
欠
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

人
間
に
よ
る
介
入
と
補
修
を
絶
え
ず
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う

事
実
」
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（Sandel[2007 ]p.101

）。

カ
ス
の
懸
念
が
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
主
体
の
喪

失
に
あ
る
の
に
対
し
、
サ
ン
デ
ル
が
問
題
と
す
る
の
は
、
全
て

の
こ
と
が
支
配
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
責
任
が
過

剰
な
も
の
と
な
り
、
偶
然
性
（
平
た
く
言
え
ば
運
不
運
）
の
存
在
に

よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
社
会
的
連
帯
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
で
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あ
る
（
全
て
が
自
己
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
弱
者
に
対
す
る
同

情
や
連
帯
感
は
揺
ら
い
で
く
る
）。
カ
ス
が
個
人
と
し
て
の
人
間
を

中
心
に
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
サ
ン
デ
ル
は
社
会
的
存
在

と
し
て
の
人
間
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

４
　
論
点
の
整
理

以
上
、『
治
療
を
超
え
て
』
を
中
心
と
し
て
、
三
者
三
様
の
意

見
を
概
観
し
て
き
た
。

彼
ら
の
対
立
軸
を
な
し
て
い
る
問
題
の
一
つ
は
、
人
間
の

「
本
性
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
可
塑
性
を
ど
う
見

積
も
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ス
の
立
場
は
、
報
告
書
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
か
な
り
宗
教
的
で
あ
り
、
自
著
の

方
で
は
「
魂
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
い
る
（K

ass[2002 ]

邦
訳

四
〇
三
頁
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
還
元
主
義
的
な
生
物
学
で
は
決

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
ガ
ザ
ニ
ガ
は
、
生

物
学
的
な
基
盤
の
上
で
「
人
間
性
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
サ
ン

デ
ル
は
、
あ
え
て
分
類
す
れ
ば
、
社
会
生
活
の
中
で
「
人
間
性
」

を
と
ら
え
る
立
場
と
言
え
る
。
カ
ス
や
サ
ン
デ
ル
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
と
ら
え
た
「
人
間
性
」
が
か
な
り
の
程
度
可
塑

的
な
も
の
と
考
え
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
も
と
づ
く
改
変

に
反
対
す
る
。
一
方
、
ガ
ザ
ニ
ガ
は
、
生
物
学
的
基
盤
に
も
と

づ
く
「
人
間
性
」
は
、
多
少
の
生
物
学
的
改
変
で
揺
ら
ぐ
も
の

で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

フ
ク
ヤ
マ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
「
本
性
」
か

ら
何
ら
か
の
倫
理
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
近
代
の
主
流

派
の
倫
理
学
で
は
徹
底
的
に
忌
避
さ
れ
て
き
た
（F

u
k

u
y

am
a

﹇2002

﹈
邦
訳
一
二
九
頁
以
下
）。
英
語
圏
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
、
事

実
（「
で
あ
る
」）
か
ら
当
為
（「
す
べ
し
」）
を
導
き
出
す
こ
と
は
出

来
な
い
と
さ
れ
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
で
は
理
性
に
よ
る
自
己
立

法
（
自
律
）
に
倫
理
性
の
核
心
が
置
か
れ
た
。
そ
の
系
譜
を
引
き

継
ぐ
現
代
の
生
命
倫
理
学
で
も
、
倫
理
の
核
心
に
「
自
律
」「
自

己
決
定
」
を
置
い
て
き
た
。
理
性
的
な
人
間
が
自
ら
判
断
し
て

行
う
行
為
は
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
、
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
自
律
」
を
阻
害
す
べ
き
で
は
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。『
治
療
を
超
え
て
』
が
示
し
て
い
る
立

場
は
、
こ
う
し
た
生
命
倫
理
学
の
主
流
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
人
間
そ
の
も
の
の
改
変
が
視
野
に
入
っ
て
き
た
現

在
、
「
自
己
決
定
」
だ
け
で
は
有
効
な
視
点
は
提
示
で
き
ず
、
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「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
要
請

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
人
間
の
「
能
力
」
や
「
幸
福
」
と
い
う

も
の
が
、
き
わ
め
て
多
様
な
要
因
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
能
力
増
強
が
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
も
、
人
間
も
人
間
社
会
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
人
間
社
会
に
広
汎
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ

ど
に
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
ど
れ
ほ

ど
の
資
源
が
必
要
な
の
か
、
実
際
に
そ
れ
だ
け
の
資
源
を
振
り

向
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
の
特
質
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
カ
ス
も
サ

ン
デ
ル
も
利
己
的
で
競
争
志
向
的
な
能
力
増
強
し
か
考
え
て
い

な
い
。
し
か
し
、
長
期
的
に
見
て
社
会
で
成
功
し
よ
う
と
す
る

な
ら
、
気
配
り
や
共
感
力
、
利
他
心
や
忍
耐
力
と
い
っ
た
も
の

も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
や
性
向
が
、
も
し
何
ら
か

の
か
た
ち
で
増
強
可
能
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
な
場
合
、
能
力
増
強
に
よ
っ
て
「
人
間
性
」
が
向
上

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
否
定
さ
れ
る
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
？
（
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
成
功
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う

な
「
徳
」
を
高
め
よ
う
と
し
た
り
、
他
人
か
ら
好
感
を
得
よ
う
と
す
る

の
は
、
そ
れ
自
体
「
邪
悪
」
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
が
）。

公
平
に
見
て
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
そ
れ
に
も
と
づ
く

能
力
増
強
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
で
あ
る
と
か
、「
人
間
性
」

へ
の
脅
威
だ
と
い
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
技
術
が
社
会
を
不
健
全
な
方
向
に
導
く
よ
う
な
仕
方
で
し

か
用
い
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
、
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
問
題
で
あ
る
。『
治
療

を
超
え
て
』
が
本
来
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
こ
う
し
た
人
間

観
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
是

非
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
に
個
々
の
技
術
や
医

療
行
為
の
是
非
で
は
な
く
、
文
明
や
人
間
の
総
体
を
論
じ
る
新

た
な
枠
組
み
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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の
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l

）
を
参
照
。

（
２
）
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
問
題
を
機
と
し
て
二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
創
設
。

カ
ス
を
含
め
十
七
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
に
は
、
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ

や
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
よ
う
な
政
治
学
者
、
マ
イ
ケ
ル
・

ガ
ザ
ニ
ガ
（
脳
神
経
科
学
）、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー

ン
（
生
物
学
）、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ラ
ウ
リ
ー
（
遺
伝
学
）
の
よ

う
な
科
学
者
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
３
）
カ
ス
も
自
著
で
こ
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
（K

ass[2002 ]

邦

訳
六
頁
、
同
一
八
八
頁
な
ど
）。
カ
ス
と
フ
ク
ヤ
マ
は
相
互
に

参
照
し
合
っ
て
お
り
、
両
者
の
著
作
は
き
わ
め
て
緊
密
な
関
係

に
あ
る
。

（
４
）
カ
ス
の
著
作
を
参
照
す
る
と
（K

ass[2002 ]

邦
訳
三
八-

六
七
頁
）、

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
エ

リ
ュ
ー
ル
（
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
）、
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
（
特

にT
he

A
bolition

of
M

an

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
特
にD

ie
T

echnik

und
die

K
ehre

）
ら
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
な
お
、
カ
ス
は
自
身
の
著
作
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
結
局
、
科
学
の
進
歩
が
も
た
ら
す
危
険
の
な
か
で
も
っ

と
も
有
害
で
、
現
在
ま
た
は
将
来
行
わ
れ
る
実
際
の
操
作
や
技

術
な
ど
よ
り
も
非
人
間
化
を
進
め
る
の
は
、
人
間
と
は
高
貴
で
、

尊
厳
が
あ
り
、
貴
重
で
、
神
性
を
帯
び
た
も
の
だ
と
い
う
価
値

観
が
永
遠
に
失
わ
れ
て
、
人
間
も
ま
た
他
の
生
物
と
変
わ
ら
な

い
存
在
で
し
か
な
く
、
技
術
的
に
操
作
し
た
り
均
質
化
し
た
り

で
き
る
対
象
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
だ
ろ
う
」（K

ass[2002 ]

邦
訳
一
八
一-

一
八
二
）
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（
６
）
邦
訳
は
「
謎
の
統
一
体
」
で
あ
る
が
、
文
脈
に
適
合
す
る
よ
う

に
修
正
し
た
。

（
７
）
も
っ
と
も
、
カ
ス
に
よ
る
と
、
彼
の
主
張
は
ユ
ダ
ヤ
教
界
の
中

で
は
少
数
派
で
あ
り
、
大
勢
は
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
好
意

的
で
あ
る
ら
し
い
（K

ass

﹇2002

﹈
邦
訳
三
四
八-

三
五
一
頁
）。

（
８
）
ガ
ザ
ニ
ガ
は
、
報
告
書
の
一
節
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
、「
い

も
し
な
い
敵
を
想
定
し
て
戦
っ
て
い
る
」（G

azzaniga[2005 ]

邦

訳
四
七
頁
）
と
も
言
っ
て
い
る
。

（
９
）「
滑
り
坂
論
法
」
と
は
、
す
べ
り
や
す
い
坂
に
置
か
れ
た
物
が

ど
ん
ど
ん
坂
を
下
っ
て
い
く
よ
う
に
、
或
る
軽
微
な
こ
と
を
認

め
る
こ
と
が
予
想
外
の
極
端
な
帰
結
に
至
る
こ
と
を
主
張
し

て
、
最
初
の
軽
微
な
こ
と
に
反
対
す
る
よ
う
な
論
法
の
こ
と
。

「
う
そ
つ
き
は
泥
棒
の
始
ま
り
」
は
、
そ
の
一
例
。
ち
な
み
に
、

カ
ス
は
、「
く
さ
び
理
論
（
す
べ
り
坂
理
論
の
こ
と
）」
は
予
測

論
で
は
な
く
、
正
当
化
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、「
現
在
の

研
究
を
正
当
化
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
原
則
は
、
す
で
に
、

将
来
の
研
究
ま
で
も
前
も
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
申
し
出
て
は

い
ま
い
か
？
」（K

ass[2002 ]

邦
訳
一
三
八
頁
）
と
の
問
い
を
提

示
し
、「
く
さ
び
理
論
に
反
対
す
る
人
々
は
き
ち
ん
と
予
想
を

立
て
て
い
な
い
」（
同
一
三
九
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。

（
10
）
公
平
を
期
す
る
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、『
治
療
を
超
え
て
』

の
各
論
部
分
で
は
、
現
在
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
技
術
の

現
実
的
可
能
性
や
限
界
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

※
掲
載
に
あ
た
り
、
菅
野
博
史
先
生
の
ご
高
配
に
あ
ず
か
っ
た
。
ま

た
、
木
暮
信
一
先
生
か
ら
は
、
ご
多
忙
の
中
、
貴
重
な
ご
助
言
を
た

ま
わ
り
、
空
閑
厚
樹
氏
（
立
教
大
学
）
か
ら
は
い
つ
に
変
わ
ら
ぬ
お

心
遣
い
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
ま
え
が
わ
　
け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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