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こ
の
言
葉
は
成
体
の
細
胞
核
移
植
に
よ
り
ド
リ
ー
を
作
り
出
し
た
ウ
ィ
ル
マ
ッ

ト
博
士
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
を
は
じ
め
科
学
技
術
は
、

人
間
生
活
に
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間
の
本
質
に
さ
え
影
響
を
与
え
る
。
現
代
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー―

―

動
物
や
人
間
の
組
織
や
細
胞
の
遺
伝
的
変
換
す
る
遺
伝

子
工
学
、
生
物
の
遺
伝
子
地
図
を
作
り
、
遺
伝
子
の
構
造
や
機
能
を
明
ら
か
に
す

る
ゲ
ノ
ム
科
学
、
分
化
し
た
細
胞
の
再
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
ク
ロ
ー

ニ
ン
グ
技
術―

―

は
人
間
の
生
活
、
行
動
、
生
き
方
を
大
き
く
変
え
、
さ
ら
に
人

間
の
本
質
に
す
ら
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
影
響
は
先
人
が
開
発
し
た
蒸

気
機
関
、
通
信
技
術
、
原
子
力
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
人
間
の
生
命
に
か
か
わ
り
、
人
間
の
生
命
を
操
作
す
る
こ
と
さ
え
可
能
に
す

る
。
従
来
、
科
学
や
技
術
は
人
間
に
恩
恵
を
、
す
な
わ
ち
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と

が
重
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
や
、
そ
れ
は
他
の
生
物
に
恩
恵
を
も
た
ら

す
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
科
学
や
技
術
は
今
や
人
間
や
他
の
生

︵
２
︶

物
の
生
命
そ
の
も
の
に
関
わ
り
、
生
物
の
生
命
や
そ
の
生
命
体
の
シ
ス
テ
ム
や
全

生
物
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ン
技
術

の
人
間
へ
の
応
用
︵
人
間
の
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
︶
、
つ
ま
り
﹁
ク
ロ
ー
ン
人
間
﹂
の

誕
生
の
可
能
性
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
科
学
と
技
術
は
手
を
携
え
な
が
ら
、

世
界―

人
間
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
、
世
界
や
人
間
の
生
活
や
人
間
そ
の
も
の

を
変
え
て
い
く
。
ド
リ
ー
の
産
み
の
親
と
も
言
う
べ
き
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
ら
の
言
葉

を
中
心
に
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
に
関
わ
る
倫
理
的
問
題
を
考
え
て
み
る
。

 
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
ら
は
言
う
、﹁
科
学
や
技
術
は
他
の
ど
ん
な
社
会
的
な
力
と
く

ら
べ
て
も
、
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り
直
接
的
に
、
そ
し
て
最
後
に
は
よ
り
根
本
的

に
変
え
て
し
ま
う
。
⋮
⋮
新
た
な
技
術
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
、
私
た
ち
の
生

活
に
悪
影
響
を
与
え
る―

―

た
と
え
ば
実
際
テ
レ
ビ
は
多
く
の
地
方
的
な
風
習
を
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は
じ
め
に

 
何
十
年
、
何
百
年
と
時
が
た
つ
に
つ
れ
、
ド
リ
ー
が
も
た
ら
し
た
ク
ロ
ー
ニ
ン

グ
の
技
術
は
人
間
生
活
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
面
に
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
人
間

と
し
て
な
し
う
る
こ
と
に
、
生
き
方
に
、
そ
し
て
も
し
望
む
な
ら
ど
ん
な
種
類
の

人
間
に
な
る
か
に
さ
え
。
後
世
の
人
間
は
そ
う
し
た
未
来
技
術
を
使
っ
て
生
命
過

程
を
あ
る
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
力
を
手
に
入
れ
る
は
ず
だ
。
⋮
⋮
二
一
世

紀
以
降
、
私
た
ち
の
子
孫
の
野
望
は
た
だ
物
理
法
則
と
倫
理
、
そ
し
て
彼
ら
自
身

の
善
悪
観
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
人
間
は
ド
リ
ー
に
よ
っ
て
ま
さ
に
生
命
操
作
の

時
代
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。

︵
１
︶
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踏
み
に
じ
る―

―

が
、
よ
り
大
き
な
意
味
で
可
能
性
を
広
げ
、
い
ま
ま
で
想
像
す

ら
し
な
か
っ
た
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
こ
う
し
た
技
術
を
ど
う
や
っ
た
ら
管
理
し
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
﹂
例
え
ば
、
一
般
の
生
活
に
お
け
る
情
報
伝
達
手
段
は
、
こ
の
一
世
紀
に
手

︵
３
︶

紙
か
ら
卓
上
電
話
へ
、
そ
し
て
携
帯
電
話
へ
と
、
変
っ
た
。
手
紙
に
お
い
て
は
、

単
な
る
事
実
の
伝
達
と
、
そ
の
心
情
の
吐
露
が
文
字
、
文
章
を
介
し
て
表
現
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
行
間
に
お
け
る
思
い
を
伝
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
電
話
に
変
る

こ
と
に
よ
り
、
文
を
綴
る
と
い
う
行
為
は
消
え
、
ケ
ー
ブ
ル
を
通
し
た
電
化
さ
れ

た
音
声
︵
話
し
言
葉
︶
に
よ
る
情
報
・
意
思
・
思
い
の
伝
達
と
な
っ
た
。
さ
ら
に

携
帯
電
話
に
よ
る
会
話
は
、
時
と
所
を
厭
わ
ず
交
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
Ｅ
メ
ー
ル

は
手
紙
と
電
話
を
一
つ
に
し
た
よ
う
な
伝
達
手
段
で
あ
る
が
、親
指
で
打
つ
文
字
・

文
章
は
機
械
的
、
か
つ
電
子
的
で
あ
り
、
心
の
長
け
を
伝
え
る
に
は
心
も
と
な
い
。

こ
の
よ
う
に
事
実
・
意
思
・
思
い
を
伝
え
る
こ
と
が
、
直
接
性
か
ら
間
接
性
へ
と

変
化
し
、
ま
た
そ
れ
は
時
間
空
間
を
超
え
て
可
能
と
な
っ
た
。
情
報
を
簡
単
に
交

換
で
き
る
が
、
そ
の
交
換
の
中
に
存
す
る
人
と
人
と
の
接
触
は
希
薄
と
な
り
、
人

の
心
の
機
微
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
技
術
は
人

間
の
日
常
生
活
を
変
え
、
人
間
の
心
の
あ
り
様
も
変
え
る
。
つ
ま
り
日
常
生
活
が

便
利
に
な
っ
た
の
に
比
例
し
、心
の
潤
い
を
奪
い
、或
る
種
の
渇
き
を
覚
え
さ
せ
る
。

 
企
業
は
自
由
な
営
利
活
動
に
よ
り
利
便
性
を
求
め
、
技
術
の
開
発
を
追
及
す
る
。

し
か
し
社
会
︵
政
府
︶
は
そ
こ
に
有
害
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
規
制
す
る
。

た
と
え
ば
、
最
近
︵
04
年
11
月
︶
自
動
車
の
走
行
中
の
携
帯
電
話
の
使
用
が
禁
止

さ
れ
た
。
そ
れ
は
危
険
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
使
用
は
個
人
の
意
思

に
、
個
人
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
。
危
険
、
違
反
を
覚
悟
し
て
使
用
す
る
人
も

い
れ
ば
、
使
用
し
な
い
人
も
い
る
。
つ
ま
り
技
術
の
利
用
の
根
底
に
は
、
人
間
性

が
存
す
る
。
技
術
を
管
理
す
る
の
は
、
人
間
性
で
あ
り
、
倫
理
性
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
企
業
は
そ
の
経
済
性
と
倫
理
性
に
基
づ
き
自
ら
を
管
理
し
、
ま
た
政
府
は

法
的
に
社
会
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
最
終
的
に
は
個
々
の
人
間

の
倫
理
性
が
技
術
そ
の
も
の
を
善
き
も
の
に
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。
社
会

に
お
け
る
善
悪
は
相
対
的
で
あ
り
、
そ
の
基
準
に
絶
対
性
は
な
い
。
し
か
し
人
は

み
な
善
を
志
向
す
る
こ
と
が
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
技
術
そ

の
も
の
に
善
悪
が
あ
る
の
で
は
く
、
各
自
の
倫
理
性
が
、
そ
し
て
人
間
の
人
間
と

し
て
の
良
識
︵
理
性
︶
が
そ
れ
を
決
め
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
を
も
っ
て
私
た
ち

は
技
術
の
利
便
性
の
恩
恵
に
与
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

科
学
や
技
術
の
歩
み
を
規
制
し
、
制
約
す
る
も
の
は
自
然
法
則
と
道
徳
法
則
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
法
則
の
対
話
に
よ
り
、
そ
の
二
つ
の
世
界
が
調
和
す
る
こ
と
に

よ
り
人
間
は
正
し
い
歩
み
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
と
遺
伝
的
独
自
性

 
人
間
は
十
八
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
自
然
の
営
み
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
間

の
誕
生
に
対
し
、
人
間
の
手
を
貸
す
生
殖
技
術
︵
妊
娠
補
助
技
術
︶
の
開
発
が
着

手
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
の
半
ば
、
人
間
の
精
子
の
凍
結
保
存
法
が
開
発
さ
れ
る
と
、

人
工
授
精
が
本
格
的
に
始
ま
り
、
一
九
七
八
年
に
体
外
受
精
に
よ
る
子
ど
も
、
謂

わ
ゆ
る
﹁
試
験
管
ベ
ビ
ー
﹂
が
誕
生
し
、
い
ま
も
な
お
生
殖
技
術
の
研
究
は
進
め

続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
た
な
技
術
が
開
発
さ
れ
る
度
に
、
大
論
争
が
交
わ

さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
技
術
と
人
間
と
の
関
わ
り
が
、
生
命
に
か
か
わ
る
倫
理
上
の

問
題
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
人
間
の
複
製
、
コ
ピ
ー
人

間
の
誕
生
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
技
術
が
開
発
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

 
し
か
し
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
ら
は
言
う
、﹁
こ
の
技
術
は
ヒ
ト
の
コ
ピ
ー
づ
く
り
に

も
つ
か
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
の
魅
力
も



-�3�-

鈴木 元久3

な
い
可
能
性
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
現
時
点
で
は
中
絶
の
可
能
性
と
、
生
ま
れ
て
す

ぐ
死
亡
す
る
危
険
度
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
ヒ
ト
へ
の
応
用
は
、
い
か
な
る
理

由
が
あ
ろ
う
と
も
、
考
え
る
こ
と
す
ら
け
が
ら
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
﹂
彼
ら
は
細

︵
４
︶

胞
核
移
植
技
術
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ル
マ
ッ

ト
ら
は
、
今
後
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
応
用
に
つ
い
て
、
次
ぎ
の
五
つ
を
挙
げ
て
い

る
。
︵
１
︶
実
験
面
で
﹁
よ
り
純
粋
な
実
験
動
物
系
統
の
創
出
﹂
、
︵
２
︶
農
業
や

そ
の
他
家
畜
の
繁
殖
に
か
か
わ
る
分
野
で
、﹁
精
鋭
家
畜
の
複
製
﹂
、
︵
３
︶﹁
動
物

保
全
﹂
、︵
４
︶
人
間
医
学
の
分
野
で
、﹁
組
織
の
複
製
﹂
、︵
５
︶﹁
人
間
の
不
妊
治
療
﹂

で
あ
る
。
第
一
に
、
動
物
実
験
を
す
る
際
に
、
近
親
交
配
す
る
こ
と
な
く
、
ク
ロ
ー

︵
５
︶

ニ
ン
グ
技
術
を
使
っ
て
、
遺
伝
的
同
一
の
実
験
動
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
有
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
験
結
果
に
違
い
が
出
た
と
き
、
そ
の
原
因
が
実

験
動
物
の
遺
伝
的
差
異
で
は
な
く
、
実
験
処
理
が
原
因
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
農
業
用
家
畜
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
、
長
時
間

を
要
す
る
品
種
改
良
で
は
な
く
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
用
い
る
。
第
三
に
、
絶
滅
の

危
機
に
瀕
し
て
い
る
種
の
保
存
に
と
っ
て
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
は
重
要
な
も
の
で

あ
る
。
第
四
に
、
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
を
用
い
て
、
人
間
の
組
織
の
修
復
に
利
用

す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
個
人
の
細
胞
を
使
っ
て
、
そ
の
ド
ナ
ー
と
遺
伝
的
に

同
一
の
組
織
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
で
は
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
不
妊
治
療
に
利
用
す
る
こ
と
に
は
ど
ん
な
問
題
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
生
殖
技
術
と
ク
ロ
ー
ニ
ン

グ
を
不
妊
治
療
に
応
用
し
た
場
合
と
の
違
い
を
聞
い
て
み
よ
う
。
少
し
長
く
な
る

が
、
彼
ら
の
言
を
引
用
す
る
。

 
現
在
の
生
殖
技
術
は
い
ず
れ
も
有
性
生
殖
を
助
け
る
目
的
、
つ
ま
り
卵
子

と
精
子
の
融
合
に
よ
る
新
た
な
胚
の
形
成
を
う
な
が
す
目
的
で
作
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
人
間
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
哺
乳
類
で
正
常
な
繁
殖
方
法
で
あ
る
。

有
性
生
殖
に
よ
る
卵
子
と
精
子
の
融
合
に
よ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
た
個
体
は
、

遺
伝
的
に
独
自
な
存
在
と
な
る
。
生
物
学
的
に
は
、
受
精
に
お
け
る
こ
の
融

合
こ
そ
遺
伝
的
組
換
え
の
最
初
に
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
行
為
だ
。
性
が
あ

る
お
か
げ
で
、
ど
ん
な
二
人
の
人
間
も―

―

そ
れ
ど
こ
ろ
か
ど
ん
な
種
類
の

二
個
体
の
生
物
も―

―

ま
っ
た
く
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
。
⋮
⋮
だ
か
ら
人

間
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
哺
乳
類
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
脊
椎
動
物
同
様
、
遺
伝

的
な
独
自
性
が
原
則
な
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
場
合
、
通
常
の
有
性
生
殖
を
助
け
る
目
的
は

な
い
。
そ
れ
は
徹
頭
徹
尾
、
複
製
を
旨
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
⋮
⋮
し
か
し

新
た
な
生
命
を
創
る
本
質
的
な
過
程―

―

卵
子
と
精
子
の
融
合―

―

は
欠
け

て
い
る
。
受
精
は
他
の
過
程
、
す
な
わ
ち
核
移
植
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
が
提
供
す
る
の
は
通
常
の
有
性
生
殖
の

代
用
で
あ
る
。
哺
乳
類
の
標
準
的
な
能
力
に
た
い
し
て
、
質
的
に
異
な
る
新

た
な
能
力
を
付
け
加
え
る
こ
と
な
の
だ
。
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
ク
ロ
ー

ニ
ン
グ
で
は
遺
伝
的
に
独
自
の
個
体
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作

り
出
さ
れ
る
の
は
す
で
に
存
在
す
る
個
体
と
遺
伝
的
に
同
一
の
個
体
で
あ
る
。

 
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
は
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
生
殖
技
術
と
は
概
念
的
に
異
な

る
。
⋮
⋮
ほ
ん
と
う
に
大
事
な
の
は
、
通
常
の
有
性
生
殖
を
回
避
す
る
と
い

う
目
的
と
、
遺
伝
的
に
独
自
で
は
な
い
新
た
な
個
体
が
で
き
あ
が
る
と
い
う

結
果
で
あ
る
。

︵
６
︶

 
こ
の
二
つ
の
技
術
の
違
い
は
、
そ
れ
ら
が
有
性
生
殖
を
介
助
す
る
技
術
か
ど
う

か
、
す
な
わ
ち
卵
子
と
精
子
の
融
合
の
有
無
で
あ
る
。
人
工
授
精
に
せ
よ
体
外
受

精
に
せ
よ
、
配
偶
子
の
融
合
が
う
ま
く
行
か
な
い
場
合
に
、
そ
の
融
合
を
助
け
る
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技
術
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
性
が
介
在
す
る
。
男
女
の
性
の
自
然
な
営
み
が
生
殖
に

結
び
つ
か
な
い
と
き
に
、
人
為
的
に
そ
れ
を
促
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
融

合―
―

生
物
学
的
遺
伝
子
組
換
え
こ
そ
、
生
物
学
的
に
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
の

で
あ
る
。
性
の
存
在
が
同
じ
人
間
を
作
り
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
遺
伝
子

が
交
じ
り
合
い
、
組
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
ひ
と
り
が
異
な
っ
た
遺
伝

子
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
組
換
え
が
遺
伝
的
独
自
性
に
か
か
わ
っ

て
く
る
。

 
で
は
こ
の
遺
伝
的
独
自
性
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ

技
術
に
求
め
る
遺
伝
的
同
一
性
、
さ
ら
に
人
間
的
同
一
性
は
、
遺
伝
的
に
独
自
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
遺
伝
的
独
自
性
の
喪
失
、
つ
ま
り
遺
伝
的
同
一
性
と
い
う
こ
と
は
い
か
な

る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
博
士
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
遺

伝
子
の
突
然
変
異
と
遺
伝
子
の
発
現
変
化
に
よ
り
一
卵
性
双
生
児
で
さ
え
も
、
物

理
的
・
機
能
的
意
味
で
も
遺
伝
的
な
差
異
が
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
遺
伝
子
は
そ

︵
７
︶

の
突
然
変
異
に
よ
り
人
が
思
う
ほ
ど
完
璧
に
複
製
さ
れ
な
い
、
ま
た
遺
伝
子
の
環

境
に
よ
っ
て
そ
の
発
現
は
影
響
を
受
け
る
。
さ
ら
に
遺
伝
子
の
環
境
の
一
つ
で
あ

る
細
胞
質
は
遺
伝
子
の
発
現
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
独
自
の
遺
伝
子
を
も

つ
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
存
在
も
遺
伝
的
同
一
性
と
か
か
わ
り
を
も
つ
。
つ
ま
り
同

じ
遺
伝
子
を
も
つ
一
卵
性
双
生
児
で
す
ら
、
そ
の
人
間
性
や
生
き
方
は
異
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
同
士
の
遺
伝
的
同
一
性
は
兄
弟
以
上

で
は
あ
る
が
、
一
卵
性
双
生
児
以
下
の
同
一
性
し
か
も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
伝
的
同
一
性
が
人
間
形
成
や
個
性
の
形
成
に
必

ず
し
も
直
結
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
遺
伝
子
は
生
命
の
基
本
的
な

も
の
、
す
な
わ
ち
細
胞
の
設
計
図
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
人
の
人
間
性
を
形
成
し
、

そ
の
人
の
生
き
方
を
決
定
す
る
の
は
、
遺
伝
子
だ
け
で
は
な
い
、
そ
の
人
の
環
境

（
受
精
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
環
境
）・
教
育
や
経
験
が
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
身
体
的
能
力
と
精
神
的
能
力
と
の
か
か
わ
り
は
、
現
在
で

す
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。
分
子
レ
ベ
ル
・
細
胞
レ
ベ
ル
だ
け
で
そ
れ
は
説
明
さ
れ

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
脳
の
能
力
を
含
め
人
間
の
諸
能
力
を
決
め
る
の
は
、
つ
ま
り

人
間
を
形
成
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
遺
伝
子
だ
け
で
は
な
く
、
環
境
や
経
験
に

対
応
す
る
能
力
で
あ
る
精
神
的
能
力
、
つ
ま
り
理
性
に
よ
る
と
こ
ろ
も
合
わ
せ
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
遺
伝
的
同
一
性
は
人
間
的
同
一
性
に
結
び
つ

く
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
遺
伝
的
同
一
性
が

人
間
的
同
一
性
と
か
か
わ
り
が
な
い
か
ら
、
遺
伝
的
同
一
性
を
無
視
し
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
博
士
ら
が
言
う
よ
う
に
生

物
学
的
に
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
哺
乳
類
の
遺
伝
的
独
自
性
の
保
持
は
そ
の
原
則
で

あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
を
不
妊
治
療
に
利
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
り
、

ク
ロ
ー
ン
人
間
を
作
り
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
倫
理
的
根
拠
は
い
ま
の
と
こ
ろ
明

ら
か
で
は
な
い
。
遺
伝
的
独
自
性
と
い
う
生
物
学
的
原
則
、
そ
し
て
両
性
の
存
在

︵
男
女
の
協
力
・
融
合
︶
と
い
う
社
会
的
原
則
か
ら
し
て
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利

用
し
て
子
ど
も
作
る
正
当
な
必
要
性
は
今
の
と
こ
ろ
ど
こ
に
も
な
い
。
ク
ロ
ー
ン

人
間
︵
同
じ
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
も
つ
人
間
︶
を
作
る
こ
と
自
体
は
倫
理
に
反
す
る
と
は
言

い
き
れ
な
い
に
し
ろ
、
作
る
こ
と
の
目
的
や
意
図
は
明
ら
か
で
は
な
い
。﹁
何
故

に
同
じ
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
も
つ
人
間
が
必
要
な
の
か
？
 
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
必
要
性
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
？
﹂
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
で
は
ク
ロ
ー
ン
人
間
を
望
む
理
由
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

１
、
自
分
の
遺
伝
子
を
複
製
し
、
自
分
自
身
の
不
死
性
を
願
う
。
２
、
亡
く
な
っ

た
最
愛
の
人
︵
配
偶
者
や
子
ど
も
な
ど
家
族
︶
の
再
来
を
望
む
。
３
、
天
才
的
能

力
を
も
っ
た
子
ど
も
が
欲
し
い
。
４
、
不
妊
治
療
と
し
て
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利
用

し
た
い
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。

︵
８
︶
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自
分
自
身
や
亡
く
な
っ
た
愛
す
る
人
や
天
才
の
複
製
人
間
を
作
る
と
い
う
こ
と

は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
対
す
る
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利
用
し
て
も
、
完
全
な
コ
ピ
ー
人
間
は
生
ま
れ
な
い
と
言
え
る
。

姿
形
や
性
格
な
ど
は
か
な
り
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
︵
勿
論
、
現
在
ク
ロ
ー
ン
人

間
は
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︶
。
彼
ら
は
あ
く

ま
で
遺
伝
的
に
は
同
一
性
（
完
全
に
同
一
で
は
な
い
が
）
を
も
つ
が
、個
性
を
も
っ

た
唯
一
の
人
間
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
四
番
目
の
不
妊
治
療
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
を

利
用
す
る
場
合
は
、
人
間
を
複
製
す
る
と
い
う
意
図
は
な
い
。

 
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
ス
が
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
が
利
用
さ
れ
る
八
つ
の
ケ
ー
ス
を
挙

げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
不
妊
治
療
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。

︵
９
︶

一
つ
は
男
性
に
生
殖
能
力
が
な
い
カ
ッ
プ
ル
の
場
合
で
、
男
性
を
ク
ロ
ー
ン
す
る

ケ
ー
ス
、
二
つ
目
に
男
女
と
も
利
用
で
き
る
生
殖
細
胞
を
持
た
な
い
カ
ッ
プ
ル
で
、

女
性
に
は
妊
娠
能
力
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
三
番
目
の
ケ
ー
ス
は
、
シ
ン
グ
ル

の
女
性
が
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
使
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
で
は
次
ぎ
に
生
殖
を
め
ぐ
る

日
常
的
倫
理
的
判
断
に
つ
い
て
考
え
み
た
い
。

日
常
的
倫
理
的
判
断
と
倫
理

 
日
常
的
倫
理
的
判
断
は
、
達
成
し
た
い
目
標
・
希
望
が
あ
り
、
そ
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
そ
の
倫
理
的
根
拠
と
し
て
倫
理
的
原
理
を
用
い
る
。
そ
こ
で
生
殖

を
め
ぐ
る
日
常
的
倫
理
判
断
と
そ
の
原
理
に
つ
い
て
考
え
み
る
。
例
を
挙
げ
て
考

え
見
よ
う
。

 ﹁
子
ど
も
が
欲
し
い
﹂
一
組
の
夫
婦
が
い
る
。
自
然
的
な
夫
婦
生
活
︵
性
生
活
︶

で
は
妊
娠
で
き
な
い
。
そ
こ
で
子
ど
も
を
得
る
た
め
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
受
け

よ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
目
標
達
成
の
た
め
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
倫

理
的
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
﹁
自
由
﹂
、
そ
れ
に
基
づ
く
﹁
自
己
決
定
権
﹂・

﹁
他
者
危
害
の
原
則
﹂
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
自
由
で
あ
り
、
い
か
な
る
行
為
を

し
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
の
行
為
が
他
者
の
自
由
と
衝
突
す
る
と
、
人
間
の
集
団

生
活―

社
会
が
成
り
立
た
な
い
の
で
、
自
由
の
一
部
を
社
会
に
、
国
家
に
委
託
す

る
。
そ
こ
に
社
会
・
国
家
か
ら
の
制
約
・
拘
束
が
生
じ
る
。
し
か
し
他
者
に
危
害
・

不
利
益
を
与
え
な
い
か
ぎ
り
、
社
会
・
国
家
は
個
人
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
︵
他
者
危
害
の
原
則
︶
。
自
ら
自
己
の
行
為
を
選
び
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

︵
自
己
決
定
権
︶
。
そ
こ
で
生
殖
補
助
医
療
を
受
け
る
こ
と
は
、
倫
理
的
に
反
し
な

い
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
こ
の
医
療
を
施
す
医
師
の
倫
理
的
原
理
と
し
て
は
、﹁
他

者
の
救
済
﹂
す
な
わ
ち
﹁
利
他
主
義
﹂
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
は
患
者
の
利

益
・
幸
福
を
促
す
こ
と
が
そ
の
使
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
﹁
他
者
危
害
の
原
則
﹂
に

抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
医
療
行
為
を
正
当
な
も
の
と
判
断
す
る
。

 
他
方
、﹁
子
ど
も
が
欲
し
い
﹂
が
、
子
ど
も
が
で
き
な
い
も
う
一
組
の
夫
婦
が

い
る
。
彼
ら
は
人
工
的
手
段
︵
人
工
授
精
や
体
外
受
精
な
ど
︶
に
よ
ら
な
い
自
然

の
生
殖
、
つ
ま
り
従
来
是
認
さ
れ
て
い
た
﹁
夫
婦
愛
﹂
に
基
づ
く
自
然
な
生
殖
を

望
む
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
子
ど
も
が
で
き
な
く
て
も
、
生
殖
補
助
医
療
を
受
け

な
い
と
い
う
行
為
の
選
択
の
根
拠
に
、﹁
自
然
﹂
、｢

愛｣

と
い
う
原
理
に
基
づ
く
こ

と
を
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
判
断
も
、
自
己
決
定
権
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
、
或
る
時
代
や
社
会
に
お
い

て
、
否
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
も
、﹁
子
ど
も
の
い
な
い
夫
婦
﹂
に
社
会
的
圧

力
を
か
け
る
こ
と
な
く
は
な
い
。
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
当

た
り
前
︵
義
務
︶
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
一
人
前
に
な
る
に
は
子
ど
も
を
産
み
育

て
る
こ
と
が
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
。

 
で
は
、
カ
ン
ト
の
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則―

―

﹁
君
の
意
志
の
格
律
が
、

い
つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ

(H
andle so,

 daß  die M
axim
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に
即
し
て
、
生
殖
を

め
ぐ
る
倫
理
的
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
の
二
組
の
夫
婦
の
倫
理
的
判

断
の
根
底
に
は
次
ぎ
の
よ
う
な
原
理
・
原
則
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は﹁
人

は
自
分
の
子
ど
も
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原

則
は
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、主
観
的
原
則
︵
格

律
︶
に
は
な
り
え
て
も
、
客
観
的
原
則
︵
道
徳
的
法
則
︶
に
は
な
り
え
な
い
。
何

故
な
ら
、
す
べ
て
の
人
が
子
ど
も
を
欲
し
い
と
思
わ
な
い
か
ら
。
子
ど
も
が
欲
し

く
て
も
で
き
な
い
夫
婦
も
あ
れ
ば
、
子
ど
も
を
欲
し
い
と
も
思
わ
な
い
夫
婦
も
い

る
。
次
ぎ
に
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利
用
す
る
以
外
子
ど
も
が
も
て
な
い
カ
ッ
プ
ル

の
場
合
に
、﹁
人
は
自
分
と
配
偶
者
と
同
じ
遺
伝
子
を
持
っ
た
子
ど
も
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
則
も
道
徳
的
法
則

と
は
な
り
え
な
い
、
何
故
な
ら
、
す
べ
て
の
人
が
そ
う
自
ら
に
命
じ
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
養
子
で
も
わ
が
子
と
思
え
る
人
も
、
子
ど
も
を
欲
し
い
と
思
わ
な
い
人

も
い
る
か
ら
。
第
三
に
白
血
病
に
病
む
子
ど
も
を
も
つ
夫
婦
が
そ
の
子
を
救
う
た

め
に
、
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
を
使
っ
て
も
う
一
人
の
子
ど
も
を
作
る
ケ
ー
ス
が
考

え
ら
れ
る
。﹁
子
ど
も
を
救
う
た
め
に
は
、
そ
の
子
と
同
じ
遺
伝
子
を
も
っ
た
子

ど
も
を
つ
く
り
、
そ
の
子
を
救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
倫
理
的
原
則
は
客
観

的
原
則
︵
道
徳
的
法
則
︶
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
？
 
人
間
は
親
な
ら
誰
し
も
わ

が
子
の
生
命
を
守
り
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
一
子
を
救
う
た
め
に
第

二
子
を
生
む
こ
と
を
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
が
選
択
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
カ
ン

ト
に
従
え
ば
、
同
時
に
義
務
で
あ
る
目
的
と
は
自
己
の
完
全
性(E

igene 

V
ollkom

m
nenheit) ―

―
 

他
人
の
幸
福(Frem

de G
lü ckseligkeit)

で
あ
る
。
ウ
ィ

ル
マ
ッ
ト
ら
も
言
う
、﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
優
先
し
て―

―

親
の
利
益
を
さ
し
お

い
て
も―

―

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
の
幸
福
、
心
理

的
な
意
味
も
含
め
た
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
﹂
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
を
産
み

育
て
る
親
の
道
徳
性
を
基
盤
と
し
て
、
兄
姉
を
救
う
た
め
に
生
ま
れ
て
く
る
子
ど

も
の
幸
せ
を
願
う
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
そ
し
て
両
親
と
二
人
の
子
ど
も
が
自
分

を
愛
す
る
よ
う
に
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
を
愛
す
る
こ
と
が
そ
の
基
盤
に
あ
れ
ば
、
そ

の
行
為
は
決
し
て
倫
理
に
反
す
る
も
の
と
非
難
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
、
倫
理
的
決
断
を
迫
ら
れ

る
と
き
、自
ら
の
行
為
の
選
択
を
決
定
す
る
た
め
に
、倫
理
的
根
拠
︵
原
理
・
原
則
︶

に
基
づ
く
判
断
を
し
、
自
ら
の
行
為
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
新
し
い
医
療
技
術

を
用
い
た
子
ど
も
の
誕
生
を
巡
る
個
々
の
倫
理
的
判
断
の
倫
理
的
正
当
性
・
妥
当

性
は
、
今
日
に
お
い
て
は
決
定
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倫
理
的
判
断

は
、
そ
の
時
代
、
そ
の
社
会
、
個
人
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
性
を
、
軋
轢
を
生

じ
る
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
普
遍
的
な
原
理
・

原
則
に
基
づ
く
倫
理
︵
生
命
倫
理
︶
の
成
立
が
求
め
ら
れ
る
。
日
常
的
倫
理
を
基

礎
付
け
る
倫
理
の
構
築
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
日
常
的
倫
理
的
判
断

を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
来
、
倫
理
的
判
断
は
、
原

理
・
原
則
に
基
づ
い
て
目
的
を
目
指
す
行
為
の
正
当
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
の
目
的
の
正
当
性
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
否
、

目
的
そ
の
も
の
も
当
然
行
為
決
定
の
基
準
・
根
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
の

倫
理
思
想
史
の
中
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
カ
ン
ト

ら
が
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
普
遍
的
倫
理
的
原
理
︵
普
遍
的
原
理
に
基
づ
く
倫
理

学
︶
の
探
求
は
、
今
後
も
な
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
幸
福
を

も
た
ら
す
べ
き
科
学
技
術
・
医
療
技
術
の
進
歩
が
、
人
間
の
存
在
を
危
う
く
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
と
人
格
の
尊
厳

 
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
倫
理
的
争
点
一
つ
と
し
て
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
が
指
摘

︵
11
︶

︵
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さ
れ
て
い
る
。
反
対
す
る
人
た
ち
の
論
拠
は
、
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
技
術
が
人
格
の
尊

厳
を
侵
害
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
で
は
、
人
間
の
尊
厳
と
は
い
か
な
る
意
味
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
固
有
の
機
能
は
魂(psyche    

）
の
﹁
こ
と

わ
り
を
有
す
る
部
分(to logon echon)

﹂
の
は
た
ら
き(praktike    )

、
今
の
言
葉

で
言
え
ば
、
優
れ
た
人
間
の
機
能
は
理
性
的
活
動
で
あ
り
、
そ
の
働
き
を
麗
し
く

行
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、﹁
魂
の
﹁
こ

と
わ
り
﹂
を
具
え
た
活
動(psyche   �  energeia kata logon)

﹂
で
あ
り
、
精
神
が
理

性
に
従
い
活
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
と
は
、
理
性
が

正
し
働
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
理
性
が
人
間
の
徳
性
に
基
づ
き
は
た
ら
く

と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
言
え
る
。

 
次
に
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
格
と
は
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
︵
法
則
︶
に
従
わ
ず
、

理
性
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
道
徳
法
則
に
従
え
得
る
能
力
、
す
な
わ
ち
自
然

か
ら
の
自
由
・
独
立
を
言
う
、
し
た
が
っ
て
身
体
は
自
然
の
機
構
に
従
い
つ
つ
も
、

精
神―

理
性
は
自
然
か
ら
独
立
し
、自
ら
を
律
し
得
る
の
で
あ
る
。
人
格
と
は﹁
個

人
の
中
に
あ
る
理
性
に
従
う
可
能
性
で
あ
っ
て
、
個
体
の
唯
一
性
、
外
見
の
差
異

性
は
、
人
格
の
本
来
の
意
味
に
は
含
ま
れ
な
い
﹂
と
加
藤
氏
は
言
っ
て
い
る
。
す

る
と
人
格
と
は
、﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
あ
る
理
性
的
能
力
で
あ
り
、
そ
の
理
性

に
従
い
思
惟
し
、行
為
し
う
る
人
間
固
有
の
能
力
で
あ
る
﹂と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
人
格
は
人
間
の
理
性―

自
律―

自
由
に
存
し
、
そ
の

侵
害
は
人
間
の
自
由
が
拘
束
さ
れ
、
理
性
能
力
が
行
使
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
つ
ま
り
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
と
は
、
人
間
の
理
性
が
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

す
な
わ
ち
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
よ
っ
て
規
制
・
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
人
間
の
精
神
が
遺
伝
子
の
同
一
性
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
と
解
釈
し

う
る
。
す
る
と
、
人
格
の
尊
厳
の
侵
害
と
は
、﹁
人
間
固
有
の
能
力
で
あ
る
理
性

に
従
い
、
自
ら
の
行
為
を
律
し
得
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
が
本
来
的
に
も
つ

自
由
を
強
制
的
に
︵
自
ら
の
意
志
で
は
な
く
︶
制
限
さ
れ
る
こ
と
﹂
と
、
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
加
藤
氏
は
人
格
の
尊
厳
の
侵
害
受
け
る
行
為
を
、
広
義
に
は
、

殺
人
・
傷
害
、
狭
義
に
は
、
人
格
の
も
つ
価
値
を
否
定
す
る
行
為
で
あ
り
、
奴
隷

化
・
拷
問
・
レ
イ
プ
・
脅
迫
等
を
代
表
的
な
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
自
由
︵
労

働
・
告
白
・
性
行
為
・
承
諾
︶
を
暴
力
で
支
配
す
る
か
ら
と
す
る
。
個
人
の
良
心

へ
の
侵
害
と
し
て
、
個
人
の
良
心
の
支
配
、
偽
り
の
証
言
の
強
要
、
人
質
を
と
っ

て
の
誘
拐
、
信
仰
を
理
由
と
す
る
迫
害
を
、
最
も
悪
質
な
人
格
の
尊
厳
を
侵
害
す

る
行
為
と
す
る
と
、
述
べ
て
い
る
。
ま
た
肖
像
の
破
壊
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
捏
造

は
、
名
誉
を
傷
つ
け
る
意
味
で
、
人
格
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
行
為
と
し
て
い
る
。

 
で
は
ク
ロ
ー
ン
人
間
を
つ
く
る
こ
と
は
、
人
格
の
尊
厳
の
侵
害
に
あ
た
る
で
あ

ろ
う
か
？
 
た
と
え
ば
、
Ａ
氏
の
ク
ロ
ー
ン
人
間
で
あ
る
 Ａ′
氏
は
生
物
学
的
に
は
、

ま
た
遺
伝
学
的
に
は
Ａ
氏
と
の
同
一
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
同
一
の
人
間
で
は

な
い
。
そ
れ
は
一
卵
性
双
生
児
を
考
え
て
み
れ
ば
、
明
白
で
あ
る
。
一
卵
性
双
生

児
は
確
か
に
遺
伝
的
同
一
性
を
持
つ
が
、
そ
の
固
有
性
・
独
自
性
が
失
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
。つ
ま
り
人
間
の
固
有
性
は
、遺
伝
子
の
み
で
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

教
育
や
環
境
に
よ
り
、
つ
ま
り
そ
の
人
の
人
生
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
・
体

験
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

 Ａ′
氏
は
Ａ
氏
の
完
全
な
複
製
人
間

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 Ａ′
氏
が
、
Ａ
氏
の
コ
ピ
ー
人
間
で
あ
る
こ
と

を
も
っ
て
し
て
、
彼
の
理
性
的
活
動
を
制
約
さ
れ
、
そ
の
自
由
な
働
き
が
制
限
さ

れ
る
な
ら
、

 Ａ′
氏
の
も
つ
人
格
の
尊
厳
が
侵
さ
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
。
か

く
し
て
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
を
禁
止
す
る
根
拠
と
し
て
、
人
格
の
尊
厳
を
根
拠
と
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
利
用
し
て
も
よ
い
と
言
う

倫
理
的
妥
当
性
も
な
い
。

︵
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ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
と
遺
伝
子
工
学

 
人
間
の
存
在
は
苦
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
は
生
き
る
上
で
の
苦
、
す

な
わ
ち
よ
り
快
適
に
よ
り
便
利
に
よ
り
豊
か
に
生
き
得
な
い
苦
、
病
の
苦
し
み
、

老
い
の
苦
し
み
、
そ
し
て
最
後
に
死
の
苦
し
み
・
恐
怖
に
怯
え
て
き
た
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
苦
に
対
し
、
苦
を
肯
定
し
、
苦
を
受
け
入
れ
超
え
る
こ
と
を
求
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
の
解
放
を
得
る
方
向
と
、
苦
を
取
り
除
き
、
快
適
さ
・
便
利

さ
・
豊
か
さ
を
増
す
方
向
性
を
も
つ
も
の
と
の
二
つ
の
道
が
あ
っ
た
。
現
代
の
私

た
ち
は
後
者
の
道
を
歩
み
、
よ
り
快
適
に
よ
り
便
利
に
よ
り
豊
か
に
生
き
つ
つ
あ

る
。
そ
の
道
は
ま
す
ま
す
広
が
り
遠
く
へ
と
続
く
。
身
体
的
・
知
的
能
力
や
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
学
的―

人
間
的
能
力
を
高
め
、
病
を
治
し
、
長
寿
を
実
現
し
、

死
を
永
遠
の
彼
方
に
ま
で
追
い
遣
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
子
孫
た
ち
に
は
更

な
る
能
力
増
進
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ッ
ト
ら
は
言
う
、

 
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
場
合
、
す
で
に
存
在
す
る
生
物
を
複
製
す
る―

―

程
度
に

限
界
は
あ
る
が―

―

だ
け
な
の
に
た
い
し
、
遺
伝
子
工
学
を
使
え
ば
原
理
的
に

生
き
物
の
性
質
を
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
人
間
の
本
性
、
す
な
わ
ち
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
意
味
を
変
え
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

 
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
の
技
術
に
遺
伝
子
工
学
が
利
用
さ
れ
る
と
き
、
新
た
な
人
類
、

人
間
と
は
種
的
に
異
な
る
生
命
体
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
、

指
摘
す
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
新
ら
た
な
生
命
体
が
こ
の
世
に
お
い
て
善
な

の
か
悪
な
の
か
、
人
類
よ
り
よ
り
良
い
意
味
・
価
値
を
も
つ
の
か
、
誰
も
知
ら
な

い
。
彼
ら
と
人
間
は
ど
う
の
よ
う
に
接
し
て
行
く
の
か
誰
も
知
ら
な
い
。
確
か
に

人
間
は
植
物
、
動
物
に
お
い
て
新
し
い
種
を
作
っ
て
き
た
。
遺
伝
子
操
作
︵
遺
伝

し
組
換
え
︶
に
よ
り
除
草
剤
耐
性
や
害
虫
抵
抗
性
を
も
つ
植
物
を
作
り
、
ま
た
エ

リ
ー
ト
家
畜
︵
優
良
牛
︶
を
産
み
出
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
生
活
に
と
り
必
要
な

価
値
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
お
い
て
は
、
動

植
物
を
産
み
増
や
し
、
優
良
な
動
植
物
を
造
り
、
彼
ら
を
管
理
・
支
配
・
統
治
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
神
が
わ
が
身
に
似
せ
て
創
っ
た
人

間
と
は
異
な
る
、
も
し
か
し
た
ら
人
間
以
上
の
種
、
生
命
体
を
創
造
す
る
こ
と
は

人
間
に
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
た
ち
は
そ
れ
を
﹃
第

二
の
創
造
﹄
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
非
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
い
き
る
私

た
ち
に
お
い
て
も
、﹁
超
人
間(Superm

an)

﹂
を
創
り
出
す
こ
と
は
積
極
的
に
は

肯
定
で
き
ま
い
。
こ
の
地
球
上
で
人
間
と
超
人
間
と
の
共
生
は
可
能
な
の
か
。
も

し
か
し
た
ら
人
間
を
支
配
・
統
治
す
る
か
も
し
れ
な
い
超
人
間
を
創
り
出
す
こ
と

は
、
人
間
に
と
り
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
誰
し
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
で
も
想

像
は
つ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
二
一
世
紀
の
最
重
要
の
問
題
の
一
つ

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

 
こ
う
し
た
生
殖
技
術
の
少
な
く
と
も
一
部
は
許
容
で
き
る
も
の
と
し
て
認

め
る
︵
私
た
ち
二
人
も
そ
う
思
う
︶
な
ら
ば
最
初
の
う
ち
こ
そ
そ
れ
に
た
い

し
て
み
ん
な
嫌
悪
感
を
示
す
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
も
の
は
お
お
か
た
の
人
な

ら
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
一
時
の
状
態
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
当
初
は
疑
い
の
目
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ

れ
は
ま
っ
た
く
正
し
い
こ
と
な
の
だ
が
、
新
し
い
技
術
に
慣
れ
、
そ
の
恩
恵

が
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
う
し
た
疑
念
も
消
え
て
し
ま
う
。

 
だ
が
問
題
は
そ
れ
で
は
終
ら
な
い
。
あ
る
現
象
に
慣
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ

の
現
象
が
お
の
ず
と
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
よ
い
も

︵
18
︶
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の
ば
か
り
で
な
く
悪
い
も
の
に
も
慣
れ
て
し
ま
う
。

 
人
間
は
本
来
的
に
は
保
守
的
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
が
慣
れ
親

し
ん
だ
も
の
に
対
す
る
親
愛
感
は
な
か
な
か
消
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
や
社

会
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
の
に
、
自
己
の
世
界
だ
け
は
そ
の
変
化
を
好
ま
な
い
。

た
と
え
ば
異
文
化
の
受
容
は
い
ず
れ
の
文
化
に
あ
っ
て
も
困
難
を
極
め
る
。
特
に

異
な
る
宗
教
に
対
す
る
寛
容
性
は
極
め
て
少
な
い
。
つ
ま
り
人
間
は
自
己
と
自
己

を
取
巻
く
世
界
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
性
を
有
す
る
。
自
己
と
そ
の
世
界
こ

そ
善
で
あ
る
と
信
じ
る
。
他
者
や
他
の
世
界
を
容
易
に
善
と
は
認
め
な
い
。
し
か

し
そ
の
従
来
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
も
の
に
慣
れ
、
そ
れ
が
有
用
で
常
識
と
化
す

時
、
い
と
も
簡
単
に
許
容
す
る
こ
と
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
数
十
年
前
ま
で
は

日
本
人
は
着
物
を
着
、
下
駄
を
履
い
て
い
た
。
洋
装
に
対
し
て
は
強
い
反
発
の
念

を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
は
誰
し
も
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
洋
服
を
着
、
靴

を
履
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
は
こ
と
の
善
悪
を
問
う
前
に
慣
れ
に
よ
っ
て
、

そ
の
利
便
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
簡
単
に
受
け
入
れ
る
、
こ
と
の
善
悪
、
倫
理

性
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
し
か
し
人
は
そ
れ
を
忘
れ
、
そ

の
恩
恵
に
の
み
浴
す
る
。
そ
の
害
が
顕
著
に
生
ず
る
と
き
、
そ
の
新
し
い
も
の
に

対
し
て
初
め
て
そ
の
存
在
意
義
を
問
う
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
も
の
の
受
容
の
問

題
の
根
底
に
は
、
そ
の
倫
理
性
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
便
利
な
も
の
が
善
で
あ
り
、
不
便
な
も
の
は
悪
と
、
人
は
考
え
る
。
し
か
し
そ

う
で
あ
ろ
う
か
。
利
便
性
に
潜
む
不
便
さ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
携
帯
電
話
は
確
か

に
何
時
何
処
で
も
人
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
時
と
所
を
構
わ
ず
、

呼
び
出
し
音
が
鳴
り
、
受
話
器
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
便
利
さ
と
不
便
さ

は
表
裏
の
関
係
を
な
す
。
ま
た
極
端
な
例
を
見
れ
ば
、
生
が
善
い
こ
と
で
あ
り
、

幸
福
で
あ
る
と
見
な
し
、
死
は
不
幸
で
あ
り
、
悪
い
こ
と
と
私
た
ち
は
考
え
る
。

人
が
生
ま
れ
れ
ば
、
誕
生
祝
い
を
し
、
長
生
き
す
れ
ば
、
長
寿
を
祝
う
。
し
か
し

人
が
亡
く
な
れ
ば
、
人
は
悲
し
み
、
不
幸
の
涙
を
流
す
。
人
が
生
ま
れ
、
生
き
る

上
に
は
ど
ん
な
幸
福
が
待
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
ど
ん
な
不
幸
が
襲
っ
て
く
る

か
、
誰
も
知
ら
な
い
。
ま
た
現
代
で
も
自
ら
死
を
選
ぶ
人
も
少
な
く
な
い
。
生
よ

り
死
を
選
択
す
る
、
生
よ
り
死
を
善
、
幸
福
と
思
う
人
も
、
こ
の
日
本
で
す
ら
毎

年
数
万
人
を
数
え
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
世
で
の
幸―

不
幸
は
絶
対
・
永
遠
な
も

の
で
な
く
、
相
対
的
で
あ
り
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
事
象
も
一
面
よ
り

見
れ
ば
、
幸
福
で
あ
り
便
利
で
あ
り
、
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
不
幸
で
あ
り
、
不
便

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
世
で
の
幸
不
幸
の
総
量
は
同
量
で
あ
り
、
幸
福
な
分

だ
け
、
不
幸
が
あ
り
、
不
幸
な
分
だ
け
、
幸
福
が
あ
る
と
も
言
え
る
。﹁
最
大
幸
福
﹂

の
影
に
は
﹁
最
大
不
幸
﹂
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
幸
不
幸
は
一
つ

の
こ
と
の
裏
表
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
こ
と
が
絶
対
に
幸
で
あ
り
、
不
幸
と
い
う
こ

と
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

 
人
間
は
﹁
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
﹂―

﹁
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
﹂

で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
。
人
間
は
希
望
と
か
、
欲
求
と
よ
ば
れ
る
も
の
実
現

し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
個
人
や
国
家
・
民
族
・
集
団
の
利
益
、
そ
れ
に
基
づ
く
権

利
の
主
張
が
存
す
る
。
し
か
し
﹁
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
﹂
の
根
底
に
は
、﹁
こ
う

あ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
義
務
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
後
新
し
い
技
術
の
誕
生
は
止
ま
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
技
術
を
利
用

し
、
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
基
盤
に
は
人
間
の
目
的
、
理
念
が
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
間
と
し
て
の
義
務
が
横
た
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
自
己
の
完
成―

社
会
の
完
成
、
そ

し
て
他
人
の
幸
福―

社
会
の
幸
福
が
、
人
間
の
生
き
方
の
基
盤
に
、
人
間
の
目
的

で
あ
る
と
同
時
に
義
務
と
し
て
、
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
最
後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
の
冒
頭
の
言
葉
を
挙
げ

︵
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よ
う
。﹁
い
か
な
る
技
術
、
い
か
な
る
研
究
も
、
同
じ
く
ま
た
、
い
か
な
る
実
践

や
選
択
も
、
こ
と
ご
と
く
何
ら
か
の
善(agathon)

を
希
求
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。﹁
善
﹂
を
も
っ
て
﹁
万
物
の
希
求
す
る
と
こ
ろ
﹂
と
な
し
た
解
明
の
見
事

だ
と
い
え
る
所
以
で
あ
る
﹂

注
︵
１
︶
Ｉ
・
ウ
ィ
ル
マ
ッ
ト
、
Ｋ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
、
Ｃ
・
タ
ッ
ジ
﹃
第
二
の
創
造
﹄
牧
野
俊
一
訳
、

岩
波
書
店2002

年p21-2

︵
２
︶﹁
私
た
ち
が
開
発
し
た
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
法
か
ら
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ

た
遺
伝
子
操
作
か
ら
今
後
も
た
ら
さ
れ
る
科
学
や
技
術
は
人
類
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、

他
の
生
物
に
と
っ
て
も
恩
恵
を
も
た
ら
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
人
間
が
そ
う
い

う
生
物
に
た
い
し
て
非
常
に
責
任
を
負
う
立
場
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
羊
が
ク
ロ
ー

ニ
ン
グ
で
き
る
な
ら
原
理
的
に
は
人
間
に
だ
っ
て
で
き
る
こ
と
は
最
初
か
ら
誰
の
目
に
も
明

ら
か
だ
っ
た
。﹂﹃
第
二
の
創
造
﹄p354

︵
３
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p400

︲1

︵
４
︶
ジ
ャ
ス
テ
ン
・
バ
ー
リ
ー
編
﹃
遺
伝
子
革
命
と
人
権
﹄
石
井
陽
一
訳
 
第
二
章
イ
ア
ン
・

ウ
ィ
ル
ム
ッ
ト
﹁
ド
リ
ー
：
生
物
学
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
時
代
﹂p55

︵
５
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p 327

 

︵
６
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p363-4

 

︵
７
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p364-70

 

︵
８
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p 371

︵
９
︶
﹃
遺
伝
子
革
命
と
人
権
﹄
第
四
章
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
ス
﹁
ク
ロ
ー
ン
、
遺
伝
子
、
人
権
﹂

p140-2

︵
10
︶
Ｉ
・
カ
ン
ト
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
 1979

年p72

︵
11
︶
Ｉ
・
カ
ン
ト
﹃
人
倫
の
形
而
上
学
﹄
吉
澤
傳
三
郎
・
尾
田
幸
雄
訳
、
理
想
社(

カ
ン
ト
全

集
第
十
一
巻)1975

年p280

 

︵
12
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p374

︵
13
︶﹁
生
き
て
い
る(ze    n)

と
い
う
こ
と
は
植
物
に
共
通
な
機
能
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
し
か
る
に
、
人
間
に
特
有
の
機
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
食
養
摂

取
と
か
成
育
と
か
の
意
味
に
お
け
る
生
は
除
外
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
次
に
は
感
覚
的
な

或
る
生
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
馬
や
牛
や
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
共
通
の

機
能
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
か
く
し
て
残
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
魂(psyche    

︶
の
﹁
こ
と
わ

り
を
有
す
る
部
分(to logon echon)

﹂
の
は
た
ら
き(praktike    

︶
と
い
っ
た
、
そ
う
し
た
生
の

ほ
か
に
は
な
い
。﹂
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄(

上)

出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、

1984

年p32-3

 

︵
14
︶﹁
︹
人
間
の
機
能
は
或
る
性
質
の
生
、
す
な
わ
ち
、
魂
の
﹁
こ
と
わ
り
﹂
を
具
え
た
活
動

(psyche     energeia kata logon)

と
か
働
き
と
か
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
人
間
の
機
能
は
、

か
か
る
活
動
と
か
働
き
と
か
を
う
る
わ
し
く
行
う
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
い
か
な
る
こ
と
が
ら
も
か
か
る
固
有
の
卓
越
性
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
と
き
に
よ
く

達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
︺﹁
人
間
と
い
う
も

の
の
善
﹂
と
は
、
人
間
の
卓
越
性
に
即
し
て
の
、
ま
た
も
し
そ
の
卓
越
性
が
幾
つ
か
あ
る
と

き
は
最
も
善
き
最
も
究
極
的
な
卓
越
性
に
即
し
て
の
魂
の
活
動
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
﹂ 
 

同
上
 p33

︵
15
︶﹁
人
格
性
、
す
な
わ
ち
全
自
然
の
︹
自
然
必
然
的
︺
機
制
に
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
の
な
い

自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。︵die Persö nlichkeit, d.i. die Freiheit und U

nabhä ngigkeit von dem
 

M
echanism

 der ganzen N
atur

﹂
し
か
し
こ
の
自
由
は
、
そ
れ
と
同
時
に
或
る
存
在
者
、
す

な
わ
ち
彼
自
身
の
理
性
に
よ
っ
て
彼
に
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
独
自
の
純
粋
な
実
践
的
法

則
に
服
従
す
る
よ
う
な
存
在
者
の
能
力
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
感
性
界
に

属
す
る
も
の
と
し
て
の
人
格
も
、
同
時
に
可
想
界
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
人

格
性
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。︵die Person also,als zur Sinnnew

elt gehö rig, ihrer eigenen 

︵
20
︶
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Persö nlichkeit unterw

orfen ist, so fern sie zugleich zur intelligibelen W
elt gehö rt

︶
﹂

　
Ｉ
・
カ
ン
ト
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
 1979

年p180 
︵
16
︶
加
藤
尚
武
﹃
脳
死
・
ク
ロ
ー
ン
・
遺
伝
子
治
療
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、p113  

︵
17
︶
﹃
脳
死
・
ク
ロ
ー
ン
・
遺
伝
子
治
療
﹄p113-4

︵
18
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p381

 

︵
19
︶
﹃
第
二
の
創
造
﹄p362

︵
20
︶
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄（
上
）
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、1984

年p15

短
期
大
学
生
活
科
学
科


