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状況としての先端医療　磯

Ⅰ

　

今
日
、「
先
端
医
療
」
と
い
え
ば
「
遺
伝
子
治
療
（
遺
伝
子
操
作

と
遺
伝
子
診
断
）
」「
生
殖
補
助
技
術
」「
臓
器
移
植
」
と
い
っ
た
高

度
な
医
療
技
術
が
容
易
に
思
い
浮
ぶ
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
医
療
技

術
は
、
医
療
関
係
者
の
間
で
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
詳
細
な
内
容
は

と
も
か
く
、
一
般
的
に
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
技
術
自
体
の
研

究
や
発
展
に
関
し
て
は
概
ね
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く

な
い
。
大
衆
向
け
の
雑
誌
な
ど
で
は
、
こ
う
し
た
先
進
の
医
療
技

術
が
あ
た
か
も
難
病
の
治
癒
を
可
能
に
す
る
福
音
で
あ
る
か
の
よ

う
に
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
先
端
医
療
と
さ
れ
る
医
療
技
術
が
非
常
に
困
難

で
複
合
的
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

議
論
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
医
療
技
術
自
体
に
つ
い
て
の
問

題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
登
場
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
事
態

が
医
学
・
医
療
の
範
疇
を
超
え
て
、
哲
学
・
倫
理
学
、
社
会
学
、

法
学
な
ど
の
様
々
な
領
域
を
巻
き
込
み
つ
つ
、
い
わ
ば
人
間
の
経

験
世
界
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
観
念
を
主
題
化
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
臓
器
移
植
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
関
連
法

案
の
改
正
が
死
生
観
の
変
更
を
伴
っ
た
た
め
、
極
め
て
難
し
い
判

断
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
新
し
い
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
先
端
医
療
」
と
は
「
現
在
」
に
お
い
て
「
先
進
的

な
」
医
療
技
術
を
指
し
示
す
用
語
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
特
定
の
医
療
技
術
を
個
別
化
す
る
概
念
で
は
な
い
（
１
）

。「
遺

伝
子
治
療
」
で
あ
れ
、「
生
殖
補
助
技
術
」
で
あ
れ
、「
臓
器
移

植
」
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
高
度
な
医
療
技
術
で
あ
っ
て

も
、
恒
久
的
に
「
先
端
医
療
」
で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
広
範
な
普
及
を
経
て
、
日
常
的
な
医
療
行
為
に
取
り

込
ま
れ
て
定
着
す
る
か
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
「
さ
ら
な
る
先

端
医
療
」
の
登
場
に
よ
っ
て
衰
退
し
て
し
ま
う
か
す
る
こ
と
で
、

状
況
と
し
て
の
先
端
医
療

磯
　

忠

幸
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ど
の
よ
う
な
「
先
端
医
療
」
で
あ
れ
、
い
ず
れ
は
「
先
端
医
療
」

と
は
称
さ
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
現
在
で
は
通
常
の
医

療
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る
医
療
技
術
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
注

射
」
や
「
虫
垂
切
除
術
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
画

期
的
で
刷
新
的
な
「
先
端
医
療
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
こ
と

が
意
識
す
ら
さ
れ
な
い
で
常
態
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
医
療
技
術

も
少
な
く
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、「
先
端
医
療
」
と
い
う
の
は
、
個
別
的
に
特
定
さ

れ
る
医
療
技
術
・
分
野
を
指
し
示
す
名
称
で
も
概
念
で
も
な
く
、

特
定
の
医
療
技
術
が
「
そ
れ
が
特
定
の
時
点
に
お
い
て
先
進
的
で

あ
る
」
と
い
う
場
合
に
帯
び
る
「
状
況
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
だ
と
す
れ
ば
、｢

先
端
医
療｣

に
つ
い
て
議
論
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
そ
の
医
療
技
術
が
個
別
に
抱
え
る
医
学
・
医
療
的
な
（
あ

る
い
は
技
術
的
な
）
先
進
性
に
つ
い
て
の
問
題
と
、
そ
れ
が
「
先

端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況
」
に
よ
っ
て
主
題
化
さ
せ
る
問
題
と

を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
今
日
の
「
先
端
医

療
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
錯
綜
し

て
い
る
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
そ
の
議
論
が
複
合
的
に
困
難
な
事

態
を
迎
え
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
あ
え

て
形
式
的
に
言
え
ば
、「
先
端
医
療
性
」
と
で
も
言
う
べ
き
こ
の

「
状
況
」
が
従
来
の

0

0

0

そ
れ
と
は
質
的
に
異
な
る
事
態
を
開
い
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
今
日
の｢

先
端
医
療｣

と
し
て
「
遺
伝
子
治

療
」「
生
殖
補
助
技
術
」「
臓
器
移
植
」
と
並
べ
る
と
、
そ
れ
ら
が

「
生
命
倫
理(

学
）
」
（
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
）
の
言
及
す
る
主
要
な
課

題
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
今
日
の
先
端
医
療
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が｢

生
命
倫
理
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も

そ
も｢

生
命
倫
理｣

は
、
そ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
生
成
さ

れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
確
立
さ
れ
る
過
程
で
、
今
日
の
「
先
端
医

療
」
が
可
能
に
し
た
事
態
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、｢

生
命
倫
理｣

は
今
日
の
「
先
端
医
療
」
の
状
況
性

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
今
日
の｢

先
端
医
療｣

は

そ
の
状
況
が
可
能
に
し
た
事
態
を
論
じ
る
「
場
」
と
し
て｢

生
命

倫
理｣

を
生
成
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば｢

生
命
倫
理｣

と｢

先
端
医

療｣

は
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
に
お

い
て
、
今
日
の｢

先
端
医
療｣

は
非
常
に
困
難
で
複
合
的
な
議
論
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
個
々
の
先
端
的
な
医
療
技
術
が
個
別
に
抱
え
る
問

題
を
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、「
生
命
倫
理
（
学
）
」
の
思
想
史

を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
医
療
技
術

が
「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
」
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
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か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
生
じ
る
の
か
を
、「
生
命
倫
理
」

と
い
う
「
場
」
の
生
成
や
構
造
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と

で
、
今
日
の
「
先
端
医
療
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

Ⅱ

　

近
代
医
学
が
そ
の
時
々
の
「
先
端
医
療
」
に
よ
っ
て
大
き
な
成

果
を
得
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
あ
る
意
味
で
、
個
々
の
「
先
端
医
療
の
登
場
」
は
、
近
代
医

学
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
「
出
来
事
」
を
構
成
し
て
き
た
と
さ

え
言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
特
定
の
「
先
端
医
療
」
は
、
一
夜
城
の
如
く
突
然

に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
方
向
性
が
革
新
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
実
用
的
な
レ
ベ
ル
で
の
使
用
に
至
る
ま
で
に
は
、
医

学
的
研
究
の
範
疇
に
お
け
る
経
験
的
（
実
証
的
）
な
デ
ー
タ
の
積

み
上
げ
や
新
し
い
医
療
技
術
を
使
用
す
る
対
象
の
概
念
化
が
必
要

で
あ
る
し
、
そ
れ
が
医
学
的
範
疇
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
分
野
で

あ
れ
、
隣
接
す
る
技
術
の
進
展
も
必
要
と
さ
れ
る
（
む
し
ろ
逆
に
、

医
学
的
研
究
以
外
の
分
野
で
の
新
し
い
発
見
・
発
明
や
画
期
的
な
進
歩
が

「
先
端
医
療
」
を
生
み
出
す
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
）
。「
虫
垂
切
除
術
」
は

そ
う
し
た
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

　

「
虫
垂
切
除
術
」
は
、
一
九
世
の
終
わ
り
頃
に
米
国
で
登
場
し

た
「
先
端
医
療
」
で
あ
る
。
病
理
解
剖
学
者
Ｒ
・
フ
ィ
ッ
ツ
は
、

盲
腸
の
周
囲
の
炎
症
（
盲
腸
周
囲
炎
）
で
死
亡
し
た
五
〇
〇
例
以

上
の
解
剖
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
そ
の
炎
症
が
ほ
ぼ
「
虫
垂
」
に
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、「
虫
垂
炎
」
と
い
う
病
名
を
設
定
し
た
。

フ
ィ
ッ
ツ
は
、
そ
の
的
確
な
治
療
法
と
し
て
「
虫
垂
の
切
除
」
を

ア
メ
リ
カ
医
学
協
会
（
一
八
八
六
年
）
で
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
で
は
、「
盲
腸
周
囲
炎
」
に
対
し
て
内
科
的
な
治
療
が
確
立

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
科
的
な
処
置
で
あ
る
「
虫
垂
切
除

術
」
は
、
発
表
当
初
に
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
治
療
効
果
（
と
り
わ
け
早
期
切
除
に
よ
る
）
を
示
す

術
例
が
蓄
積
さ
れ
、
麻
酔
法
や
消
毒
法
が
進
展
し
た
こ
と
で
、
従

来
の
内
科
的
療
法
か
ら
「
虫
垂
切
除
術
」
と
い
う
外
科
的
療
法
へ

と
い
う
治
療
法
の
根
本
的
な
変
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
う
し
て
「
虫
垂
切
除
術
」
は
、「
盲
腸
周
囲
炎
」
を
「
虫

垂
炎
」
と
い
う
死
亡
率
の
低
い
、
軽
度
の
疾
病
に
し
た
の
で
あ

る
（
２
）
。

　

近
代
医
学
が
、
救
命
（
延
命
）
・
治
療
効
果
の
向
上
や
死
亡
率

の
低
下
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
た
の

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
医
療
技

術
が
そ
こ
で
果
た
し
た
役
割
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
大
き
い
も
の
で
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あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
結
核
な
ど
の
感
染
症
の
克
服
に
お
け
る

「
抗
生
物
質
」、
腎
臓
の
疾
患
に
用
い
ら
れ
た
「
人
工
透
析
（
血
液

透
析
装
置
）
」、
癌
治
療
に
お
け
る
「
抗
が
ん
剤
」
と
い
っ
た
「
先

端
医
療
」
の
導
入
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
先
端
医
療
が
医
学
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、

こ
う
し
た
治
療
効
果
の
向
上
や
死
亡
率
の
低
下
と
い
っ
た
医
療
行

為
の
成
果
だ
け
で
は
な
い
。
先
端
医
療
の
登
場
（
導
入
）
は
、
近

代
医
学
の
様
式
に
構
造
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
あ
る
い

は
、
医
療
行
為
に
お
け
る
曖
昧
な
（
変
化
が
確
定
的
で
な
い
）
方
向

性
や
態
度
を
顕
在
化
さ
せ
た
り
、
固
定
化
さ
せ
た
り
す
る
役
割
も

担
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
態
も
、
先
端
医
療
が
近
代
医
学
と
い

う
シ
ス
テ
ム
全
体
に
及
ぼ
し
た
「
質
的
な
」
影
響
と
し
て
、
歴
史

的
な
「
出
来
事
」
に
含
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
現
在
に
お
い
て
「
医
師
の
表
象
」
と
も
い
う
べ
き

「
聴
診
器
」
に
し
て
も
、
そ
れ
が
一
九
世
の
初
頭
に
登
場
し
た
と

き
に
は
「
先
端
医
療
（
機
具
）
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
発
の
発
端

は
偶
然
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
が
、「
聴
診
器
」
は
近
代
医
学
に

お
い
て
潜
在
的
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
様
式
の
変
化
を
顕
在
化
さ

せ
、
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
、
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
。
ニ
ー
ル
・

ポ
ス
ト
マ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
３
）
、「
聴
診
器
」
は
、
医

師
と
患
者
と
の
間
に
介
在
す
る
こ
と
で
、
医
療
の
対
象
が
「
人

間
」
で
は
な
く
「
病
」
で
あ
る
こ
と
を
様
式
化
す
る
要
因
の
一
つ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
師
が
診
る
べ
き
は
、「
病
を

患
っ
て
い
る
患
者
」
で
は
な
く
て
、「
患
者
が
患
っ
て
い
る
病
」

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
在
で
も
よ
く
聞

か
れ
る
「
病
を
診
て
人
を
診
ず
」
と
い
う
医
療
批
判
の
遠
因
は
、

聴
診
器
の
登
場
に
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
少
し

詳
細
に
追
っ
て
み
よ
う
。

　

聴
診
器
以
前
の
診
察
は
、
打
診
や
触
診
、
あ
る
い
は
問
診
に

よ
っ
て
、
患
者
自
体
と
の
い
わ
ば
「
対
話
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
て

い
た
。
医
師
の
前
に
は
、
彼
が
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
患
者
の
身

体
全
体
の
表
層
が
あ
り
、
彼
が
聞
く
こ
と
の
で
き
る
患
者
の
語
り

（
自
覚
症
状
と
し
て
の
主
観
的
経
験
と
苦
痛
や
苦
悩
と
い
う
感
情
的
表
出
）

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
聴
診
器
は
、
患
者
の
「
内
部
」
で
生
じ
て

い
る
状
況
の
性
質
に
つ
い
て
、
も
っ
と
正
確
な
情
報
を
医
師
に
与

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聴
診
器
の

開
発
者
の
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
ラ
エ
ネ
ク
が
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
初

め
て
臨
床
で
応
用
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
こ
と
を
如
実

に
物
語
っ
て
い
る
。

　

ラ
エ
ネ
ク
は
心
臓
疾
患
の
疑
わ
れ
る
若
い
女
性
患
者
を
診
察
し

て
い
た
。
し
か
し
、
患
者
が
肥
満
体
型
で
あ
っ
た
た
め
、
打
診
や
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触
診
で
は
診
察
効
果
が
見
込
め
ず
、
か
と
い
っ
て
若
い
女
性
で
あ

る
た
め
、
胸
部
へ
の
直
接
的
な
聴
診
も
は
ば
か
ら
れ
た
。
そ
こ
で

彼
は
、
子
供
が
木
の
棒
を
耳
に
あ
て
て
遊
ん
で
い
る
こ
と
を
思
い

起
こ
し
た
。
紙
を
丸
め
て
筒
状
に
し
て
、
そ
の
一
方
を
患
者
の
胸

部
に
、
他
方
を
自
分
の
耳
に
当
て
て
、「
増
幅
さ
れ
た
」
心
音
を

聞
い
た
の
で
あ
る
。
ラ
エ
ネ
ク
は
、「
内
臓
で
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る

音
の
性
質
を
確
か
め
る
手
段
を
得
た
」
と
、
こ
の
瞬
間
の
こ
と
を

感
動
的
に
回
想
し
て
い
る
（
４
）
。

　

聴
診
器
が
登
場
し
て
以
降
、
医
師
は
、
患
者
の
語
り
や
主
観
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
聴
診
器
を
介
し
て
患
者
の
身
体
器
官

と
客
観
的
に

0

0

0

0

向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
聴
診
器

に
よ
る
診
察
は
当
初
「
間
接
聴
診
法
」
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
ま

さ
し
く
患
者
と
医
師
と
の
関
係
は
「
直
接
性
（
患
者
と
直
接
的
に
関

わ
る
こ
と
）
」
か
ら
「
間
接
性
（「
聴
診
器
」
が
も
た
ら
す
情
報
を
介
し

て
間
接
的
に
関
わ
る
こ
と
）
」
へ
と
変
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
変
容
は
、
二
つ
の
重
要
な
意
味
で
、
近
代
医
学
の
モ
デ
ル

を
顕
在
化
さ
せ
た
。
ま
ず
、
医
師
が
信
頼
す
べ
き
は
聴
診
器
か
ら

得
ら
れ
た
「
客
観
的
な
情
報
」
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
患
者
の

主
観
性
は
む
し
ろ
診
察
の
「
障
害
」
に
さ
え
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
医
師
の
診
断
は
、
聴
診
器
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
増
幅
さ

れ
た
音
」
に
よ
っ
て
の
み
、
診
断
の
対
象
を
概
念
化
し
、
そ
の
状

況
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
病
を
身
体
全
体
と
の
関
係
性
か
ら
と
ら
え
る
の

で
は
な
く
、
個
別
的
な
身
体
器
官
の
不
具
合
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
「
医
師
の
患
者
へ
の
問
い
か
け
が

『
ど
う
し
た
の
で
す
か
？
』
か
ら
『
ど
こ
が
具
合
が
悪
い
の
で
す

か
？
』
へ
変
化
し
た
」
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ

る
（
５
）
。
つ
ま
り
、
人
間
の
身
体
は
機
械
の
よ
う
に
様
々
な
「
部

品
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
病
は
そ
の
部
品(

身
体
器
官)

の
故

障
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
へ
の
移
行
で
あ
る
。
聴
診
器
は
、
患
者

全
体
を
診
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
器
官
へ
の
個
別
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
開
い
た
こ
と
で
、
こ
の
移
行
を
促
進
し
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

端
的
に
述
べ
れ
ば
、
聴
診
器
は
医
師
が
対
象
と
す
べ
き
も
の
は

何
か
を
規
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
分
節
す
る
の
に
必
要
な
情

報
の
性
格
を
規
定
し
た
。
聴
診
器
の
登
場
に
よ
っ
て
、
医
師
の
患

者
を
診
る
眼
差
し
や
ス
タ
イ
ル(

「
臨
床
の
医
療
様
式
」)

が
変
わ
り
、

そ
れ
が
依
拠
す
る
「
医
学
モ
デ
ル
」
も
影
響
を
被
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
逆
で
は
決
し
て
な
い
（
こ
の
点
こ
そ
が
、
先
端
医
療
が

「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
」
に
あ
る
こ
と
の
要
点
で
あ
ろ
う)

。「
聴
診
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器
」
は
、
む
ろ
ん
そ
れ
が
単
独
で
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
が
、
一
つ
の
「
先
端
医
療
」
が
そ
れ
の
属
す
る
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

を
も
変
質
さ
せ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
の
一
例
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

聴
診
器
以
降
、
患
者
の
不
可
視
の
内
部
を
診
る
「
技
術
」
や

「
器
具
」
は
医
師
と
「
人
間
と
し
て
の
患
者
」
と
の
間
に
介
在
し

続
け
、
技
術
的
に
も
精
度
的
に
も
格
段
に
進
歩
し
、
向
上
し
て
き

た
。
実
の
と
こ
ろ
、
今
日
で
は
常
態
的
に
用
い
ら
れ
る
検
査
器

具
・
診
断
技
術
、
た
と
え
ば
検
視
鏡
・
喉
頭
鏡
と
い
っ
た
診
察
器

具
に
し
ろ
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
と
い
っ
た

画
像
診
断
シ
ス
テ
ム
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
組
織
検
査
に
し
ろ
、
聴

診
器
が
顕
在
化
さ
せ
た
診
断
の
形
式
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
聴
診
器
の
場
合
は
「
増
幅
さ
れ
た
音
」
で
あ
っ
た

が
、
ど
の
よ
う
な
器
具
で
あ
れ
、
技
術
で
あ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
患
者
の
身
体
器
官
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
情
報

は
、
分
類
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
る
と
、
い
わ
ば
範
例
を
構
築
す
る
こ

と
に
な
る
。
患
者
の
病
は
、
そ
の
範
例
に
照
ら
し
て
、
身
体
器
官

の
不
具
合
（
過
剰
、
逸
脱
、
欠
損
、
不
足
）
と
し
て
、
（
も
は
や
医
師

の
主
観
的
な
判
断
を
も
排
除
し
て
）
規
範
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
今
日
の
医
者
で
あ
れ
ば
、
診
察
イ
ス
に
座
っ
て
い
る
患
者
の

語
り
0

0

な
ど
う
わ
の
空
で
聞
い
て
い
て
も
、
ラ
イ
ト
ボ
ッ
ク
ス
に
貼

り
付
け
ら
れ
た
フ
ィ
ル
ム
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に

表
示
さ
れ
た
検
査
デ
ー
タ
か
ら
、
患
者
の
身
体
器
官
の
状
況
を
的

確
に
分
類
し
、
明
確
に
説
明
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
時
々
の
先
端
医
療
の
多
く
は
、
従
来
の
医
療
の
治
療
効
果

を
劇
的
に
向
上
さ
せ
て
き
た
。
同
時
に
、「
聴
診
器
」
の
場
合
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
臨
床
の
医
療
様
式
や
「
医
学

モ
デ
ル
」
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
、
前
者
と
後
者
の
関
係
は
密
接
で
、
そ
の
実
践
的
な
効
果

(

臨
床
的
な
治
療
効
果)

が
な
け
れ
ば
、
先
端
医
療
が
医
療
様
式
に
影

響
を
与
え
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か
に

劇
的
な
向
上
で
あ
ろ
う
と
も
、
治
療
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
、
そ
こ
に
生
じ
る
事
態
は
単
に
治
療
技
術
が
進
展
し
た
と

い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

　

従
っ
て
、
先
端
医
療
が｢

先
端
医
療
で
あ
る
こ
と｣

に
よ
っ
て
主

題
化
す
る
の
は
後
者
、
す
な
わ
ち
従
来
の
医
療
様
式
や
「
医
学
モ

デ
ル
」
と
の
関
係
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
先
端
医
療

と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
関
係
性
が
主
題

化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
行
す
る
医
療
様
式
を

顕
在
化
さ
せ
る
と
同
時
に
そ
れ
に
挑
戦
す
る
様
式
を
顕
在
化
さ

せ
、
医
療
の
在
り
方
に
根
本
的
な
変
質
を
も
た
ら
す
こ
と
こ
そ
、

「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
逆
に
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言
え
ば
、
先
端
医
療
が
「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
」

を
止
め
れ
ば
、
つ
ま
り
通
常
の
医
療
行
為
と
し
て
定
着
し
て
し
ま

え
ば
、
そ
の
先
端
医
療
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
開
い
た
可
能
な
状

況
に
し
て
も
、
何
か
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
。む
し
ろ
、

主
題
化
さ
れ
て
き
た
事
柄
は
自
明
視
さ
れ
、
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、｢

先
端
医
療
で
あ
る
と
い

う
状
況
」
が
そ
れ
が
関
わ
る
何
ら
か
の
規
範
や
様
式
を
流
動
態
化

さ
せ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
先
端
医
療
が
常
態
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
は

そ
れ
ら
が
凝
集
態
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
常
態
化
し
て
し
ま
う
と
、｢

先
端
医
療
で

あ
る
と
い
う
状
況｣

が
主
題
化
し
た
も
の
は
沈
殿
し
、
あ
た
か
も

最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
の
よ
う
に
自
明
視
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。Ⅲ

　

前
世
紀
後
半
か
ら
今
日
に
お
い
て
、
先
端
医
療
の
代
表
的
な
も

の
と
い
え
ば
、
冒
頭
に
お
い
て
も
触
れ
た
「
遺
伝
子
治
療
」「
生

殖
補
助
技
術
」「
臓
器
移
植
」
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
技
術

的
に
可
能
に
す
る
現
実
の｢

新
規
性
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
が

「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
に
あ
る
」
こ
と
で
生
じ
て
い
る
事
態
の

｢

広
範
性
」
や
「
深
度｣

に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
前
の

0

0

0

0

0

先
端
医
療
、

た
と
え
ば
「
虫
垂
切
除
術
」
や
「
聴
診
器
」
と
は
、
か
な
り
異
質

な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
今
日
の
先
端
医
療
は
医
学

の
領
域
の
成
果
だ
け
で
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
命
科
学
と

い
う
領
野
と
密
接
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
端

医
療
に
関
す
る
議
論
が
、
単
に
医
学
・
医
療
の
範
疇
に
と
ど
ま
ら

ず
、
社
会
的
影
響
に
対
す
る
倫
理
的
な
検
討
を
含
ん
で
い
る
の

は
、
生
命
科
学
に
そ
う
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当

然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
先
端
医
療
は
、
そ

の
技
術
的
な｢

先
進
性｣

及
び
そ
れ
が
生
み
出
す
結
果
の｢

新
規
性｣

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
事
態
に
つ
い
て
交
わ
さ

れ
る
議
論
の
「
広
範
さ
」
や
「
深
度
」
か
ら
し
て
も
、
医
学
・
医

療
は
お
ろ
か
、
生
命
科
学
の
枠
組
み
さ
え
も
超
え
出
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
先
端
医
療
は
、
そ
れ
を
論
じ
る
範
疇
が

医
学
・
医
療
の
外
部
へ
と
及
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
論
じ
る

｢

場｣

の
「
布
置｣

に
つ
い
て
さ
え
再
検
討
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
端
医
療
の
技
術
的
な
先
進
性
や
そ
れ
が
可

能
に
す
る
現
象
の
新
規
性
と
、｢

先
端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況

（
先
端
性
か
ら
生
じ
る
状
況
）
」
と
い
う
事
態
の｢

広
範
性
」
や｢

深

度｣
と
を
ま
す
ま
す
交
錯
さ
せ
て
し
ま
い
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
今
日
の
先
端
医
療
に
つ
い
て
の
議
論
を
複
合
的
で
困
難
な
も
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の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
生
殖
補
助
技
術
」
と
「
家
族
」
概
念
と
の
関
係

は
、
技
術
的
な
先
進
性
が
も
た
ら
す
現
実
と｢

先
端
医
療
で
あ
る

と
い
う
状
況
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
事
態
と
の
複
合
的
な
交

錯
を
示
す
典
型
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

　

近
代
的
な
家
族
概
念
は
、
女
性
や
子
供
の
人
権
の
拡
張
に
伴
っ

て
そ
の
力
学
的
な
構
造
は
変
質
し
て
き
た
し
、
人
類
学
・
民
族
誌

学
的
な
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
そ
の
形
態
の
相
対
化
も
促
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
西
洋
社
会
で
は
家
族
概
念
が
そ
の
基
本
的
な
構

成
要
素
と
し
て
親
‐
子
関
係
を
遺
伝
的
学
的
な
「
血
筋
」
に
よ
っ

て
規
定
す
る
こ
と
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
生
殖
補
助

技
術
は
こ
の
本
質
的
と
さ
れ
て
き
た
親
‐
子
関
係
の
「
繋
が
り
」

を
根
源
的
に
揺
さ
ぶ
る
家
族
関
係
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

実
用
化
段
階
に
達
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
生
殖
補
助
技
術
」
に

は
、
人
工
授
精
（
妻
の
体
内
で
人
工
的
に
精
子
を
子
宮
に
受
精
さ
せ

る
）
、
体
外
受
精
（
体
外
で
精
子
と
卵
子
を
受
精
さ
せ
、
そ
れ
を
妻
の
子

宮
に
戻
す
技
術
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
子
供
が
い
わ
ゆ
る
「
試
験

管
ベ
ビ
ー
」
と
称
さ
れ
て
い
る
）
、
代
理
出
産
（
配
偶
者
以
外
の
第
三
者

に
よ
る
出
産
）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
技
術
を
用
い
て
も
、
遺
伝

的
な
繋
が
り
が
な
い
親
‐
子
関
係
を
生
じ
る
組
み
合
わ
せ
が
成
立

す
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
（
６
）
。

　

人
工
授
精
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
夫
以
外
の
精
子
を
用
い
る
と
、

遺
伝
的
な
繋
が
り
の
な
い
父
‐
子
関
係
が
生
じ
る
し
、
体
外
受
精

の
場
合
に
は
、
妻
以
外
の
卵
子
を
用
い
れ
ば
、
遺
伝
的
な
繋
が
り

の
な
い
母
‐
子
関
係
、
さ
ら
に
夫
以
外
の
精
子
と
妻
以
外
の
卵
子

を
受
精
さ
せ
て
妻
の
子
宮
に
戻
す
と
、
遺
伝
的
な
繋
が
り
の
な
い

父
‐
母
‐
子
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
工
授
精
と
体
外

受
精
の
場
合
に
は
出
産
す
る
の
は
妻
で
あ
る
（
子
供
か
ら
す
れ
ば
産

み
の
母
親
と
養
育
す
る
母
親
が
一
致
し
て
い
る
）
が
、
代
理
出
産
の
場

合
で
は
、
両
親
の
精
子
・
卵
子
を
用
い
れ
ば
、
両
親
と
子
供
と
の

間
に
遺
伝
的
関
係
は
あ
る
も
の
の
、
産
み
の
母
親
と
養
育
す
る
母

親
が
一
致
し
な
い
関
係
が
生
じ
る
し
、
精
子
も
卵
子
も
第
三
者
の

も
の
を
用
い
て
、
し
か
も
代
理
母
以
外
の
卵
子
で
体
外
受
精
を
す

れ
ば
、
両
親
は
お
ろ
か
、
産
み
の
母
親
と
さ
え
遺
伝
関
係
の
な
い

子
供
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
生
殖
補
助
技
術
を
応
用
す
れ
ば
、
従
来
と
は
異
な
る
家

族
形
態
が
可
能
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
配
偶
者
が
同
性
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
遺
伝
的
な
繋
が
り
」
の
あ
る
子
供
を
も
う
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
の
場
合
な
ら
、
第
三

者
の
精
子
と
片
方
の
女
性
の
卵
子
を
用
い
て
体
外
受
精
し
、
そ
れ

を
も
う
片
方
の
女
性
の
子
宮
に
戻
せ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
遺
伝
的
な

繋
が
り
の
あ
る
母
親
と
産
み
の
母
親
と
な
る
家
族
が
成
立
す
る
。
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男
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
で
も
、「
生
み
の
親
」
に
は
な
れ
な
い
と

し
て
も
、
代
理
母
に
よ
っ
て
遺
伝
的
な
関
係
に
あ
る
親
‐
子
関
係

を
含
む
家
族
を
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
だ
し
、
男
性
同
士
の
カ
ッ

プ
ル
と
女
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
の
間
で
卵
子
や
精
子
を
提
供
し
あ

え
ば
、
子
供
が
遺
伝
的
な
親
を
ま
っ
た
く
見
知
ら
な
い
と
い
う
状

態
を
回
避
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
生
殖
補
助
技
術
に
よ
る
交
配
は
、
煩
わ
し
い
男
女
関

係
を
介
さ
な
く
て
も
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
に
な
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
し
（
精
子
提
供
者
の
選
択
に
よ
り
、
子
供
の
遺
伝
的
な
選
択
も
可

能
に
な
る
）
、
そ
の
果
て
に
は
生
殖
行
為
と
エ
ロ
ス
（
性
愛
）
と
の

分
離
と
い
う
現
象
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い

さ
さ
か
現
実
離
れ
し
て
い
る
が
、
冷
凍
保
存
さ
れ
た
精
子
や
卵
子

を
用
い
れ
ば
死
後
生
殖
す
ら
も
可
能
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
殖
補
助
技
術
と
い
う
先
進
的
な
医
療
技

0

0

0

0

0

0

0

術0

は
、
家
族
の
関
係
性
で
あ
れ
、
家
族
の
形
態
で
あ
れ
、
新
し
い

現
実
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
が
既
存
の
家
族
概
念

や
そ
れ
に
基
づ
い
た
家
族
制
度
が
想
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
た

め
に
、
実
際
的
な
問
題
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

論
じ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
（
生
殖
補
助
技
術
の
新
規
性
と
い
う
問
題
）
。

　

た
と
え
ば
、
体
外
受
精
や
人
工
授
精
を
用
い
て
遺
伝
的
な
繋
が

り
を
持
た
な
い
子
供
を
も
う
け
る
と
、
子
供
の
成
長
に
つ
れ
て
父

親
あ
る
い
は
母
親
と
似
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
、
子
供
が
「
家
族
」
の
ど
こ
か

0

0

0

外
部
に
遺
伝
的
な
「
親
」
が
存

在
す
る
こ
と
を
知
る
（
出
自
を
知
る
）
な
ど
と
と
い
っ
た
問
題
が

生
じ
て
く
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
家
族
や
子
供
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
形
成
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

分
野
で
あ
れ
、
文
化
や
社
会
が
積
み
上
げ
て
き
た
従
来
の
経
験
知

は
有
効
性
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
代
理
母
の
場
合
な
ら
、
実

際
に
出
産
し
た
女
性
と
生
ま
れ
た
子
供
と
の
関
係
性
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
ベ
ビ
ー
Ｍ
事
件
」（
７
）

と
い
っ
た
判
例

の
よ
う
に
、
代
理
母
が
依
頼
者
の
夫
婦
に
子
供
を
渡
さ
な
い
と

い
っ
た
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
伝
統
的
な
家
族
観
に
基
づ
い
た
社

会
的
な
諸
制
度
は
対
処
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
生
殖

補
助
技
術
を
ど
こ
ま
で
許
容
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問

題
に
い
た
っ
て
は
、
従
来
の
価
値
観
や
知
の
体
系
（
医
学
・
医
療

の
範
疇
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
え
ば
倫
理
学
、
社
会
学
、
法
学
な
ど

に
し
て
も
）
は
有
効
な
判
断
の
根
拠
を
提
示
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
家
族
構
成
の
形
態
が
多
様
化
す
る
可
能
性
、
家
族
概
念

自
体
が
拡
散
す
る
可
能
性
を
前
に
し
て
、
従
来
の
家
族
概
念
や
そ

れ
に
依
拠
す
る
諸
制
度
自
体
が
揺
ら
ぎ
、
そ
の
根
本
的
な
再
検
討

を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
新
し
い

0

0

0

「
家
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族
の
関
係
性
や
形
態
」
を
可
能
に
す
る
の
は
生
殖
補
助
技
術
と
い

う
医
療
技
術
で
あ
る
が
、｢

家
族｣

の
在
り
方
を
論
じ
る
こ
と
は
す

で
に
医
学
・
医
療
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
し
、｢

家
族｣

を
扱
う
従

来
の
知
の
枠
組
み
や
諸
制
度
に
し
て
も
、
そ
の
想
定
を
超
え
る
も

の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
論
じ
る
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
生
殖
補
助
技
術
は
新
し
い

0

0

0

現
実
を
可
能
に
す
る

が
（
生
殖
補
助
技
術
の
新
規
性
）
、
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
（
生
殖
補
助
技
術
が｢

先
端
医
療
で
あ
る

と
い
う
状
況｣

に
よ
っ
て
開
く
事
態
）
も
開
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
事
態
を
論
じ
る
に
は
、
現
れ
た
現
実
は
医
学
・

医
療
の
範
疇
を
超
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
生
殖
補
助
技
術
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
、
逆
に
医
学
・
医
療

の
範
疇
を
抜
き
に
議
論
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
新
し
い

0

0

0

「
家

族
の
関
係
性
や
形
態
」
は
、
生
殖
補
助
技
術
と
い
う
医
療
0

0

技
術
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
し
、
生
殖
補
助
技
術
が
行
使
さ
れ

る
の
は
（
実
験
室
で
あ
れ
、
臨
床
で
あ
れ
）
医
学
・
医
療
と
い
う
空

間
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
生
殖
補
助
技
術
が
可
能
に
す
る
新
し
い

0

0

0

「
家
族

の
関
係
性
や
形
態
」
を
論
じ
る
に
せ
よ
、
生
殖
補
助
技
術
が｢

先

端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況｣

に
よ
っ
て
開
く
事
態
を
論
じ
る
に

せ
よ
、「
医
学
・
医
療
と
い
う
範
疇
」
と
「
家
族
を
論
じ
る
従
来

の
枠
組
み
」
と
を
同
時
に
新
し
く
配
置
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
生
殖
補
助
技
術
が｢

先

端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況｣

に
よ
っ
て
開
く
事
態
に
お
い
て
重

要
な
の
は
、
論
じ
ら
れ
る
事
象
が
医
学
・
医
療
の
範
疇
を
超
え
て

い
る
と
か
、
従
来
の
枠
組
み
や
制
度
が
有
効
性
を
失
う
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
こ
の
事
態
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
新
し
い
知
の

「
布
置｣

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
今
日
の
先
端
医
療
に
つ
い
て

の
議
論
の
中
心
が｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

に
置
か
れ
、
ま
た
今
日
の

先
端
医
療
が｢

生
命
倫
理
（
学
）
」
の
主
要
な
課
題
と
重
な
り
合
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
と
、｢

生
命
倫
理
（
学
）
」
が
今
日
の
先
端
医

療
の
発
展
と
ほ
ぼ
同
時
に
生
成
さ
れ
た｢

新
し
い｣

領
野
で
あ
り
、

学
際
的
で
メ
タ
倫
理
学
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
重
要
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

Ⅳ

　

も
ち
ろ
ん
、｢

生
命
倫
理
（
学
）
」
の
思
想
史
を
遡
れ
ば
、
そ
の

生
成
の
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
四
七
年
の｢

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
裁
判
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
）｣

と
い
う
歴
史
的
な
出
来
事
に

た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
裁
判
の
目
的
は
ナ
チ
ス
の
非
人
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道
的
な
人
体
実
験
を
裁
く
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
医
学
の
発
展
に

と
っ
て
必
須
で
あ
る
と
し
て
、
人
体
実
験
を
倫
理
的
な
規
則
に

よ
っ
て
防
御
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
。「
綱
領
」
の
第
一
項
「
被

験
者
の
自
発
的
同
意
は
絶
対
的
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

文
言
は
、
そ
の
絶
対
的
な
防
御
壁
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヒ
ポ
ク
ラ

テ
ス
的
伝
統
（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
に
基
づ
い
た
「
医
療
倫
理
」
か

ら
の
断
絶
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
綱
領
」
は
「
自
己
決
定
権
」
と
そ
れ
を
原
理
と
し
た
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
最
初
に
明
記
さ
れ
た
出
来
事
で
あ

り
、
「
生
命
倫
理
」
の
起
点
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「
人
体
実
験
」
を
対
象
と
し
た
倫
理
的
原
則
で
あ
り
、「
医
療
倫

理
」
か
ら
「
生
命
倫
理
」
へ
の
移
行
が
医
学
・
医
療
全
般
、
と
り

わ
け
臨
床
に
ま
で
浸
透
す
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折
や
批

判
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
日
の

0

0

0

「
先
端
医
療
」
は
、

そ
の
「
状
況
性
（「
先
端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況
」
が
開
く
事
態
）
」

に
よ
っ
て
、
こ
の
経
緯
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

「
聴
診
器
」
に
し
ろ
、「
虫
垂
切
除
術
」
に
し
ろ
、
そ
う
し
た
過0

去
の
0

0

先
端
医
療
は
、
そ
れ
が｢

先
端
医
療
で
あ
る
状
況｣

に
お
い
て

さ
え
、
従
来
の

0

0

0

「
医
療
倫
理
」
に
何
か
根
本
的
な
変
化
を
迫
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
聴
診
器
」
が
様
式
化
し
た
の
は
「
診
る

も
の
と
し
て
の
医
師
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
患
者
（
の
身
体
）
」
と

い
う
関
係
性
で
あ
り
、
従
来
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
医
師
‐
患

者
関
係
を
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
関
係
性
に
お

い
て
医
師
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
こ
と
の
倫
理
的
な
問
題
を

主
題
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
虫
垂
切
除
術
」
の
登
場
に

し
て
も
、
特
定
の
疾
患
の
治
療
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
変
更
を

も
た
ら
し
た
に
過
ぎ
ず
、
何
か
重
大
な
倫
理
的
な
様
相
が
主
題
化

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
き
な
治
療
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
さ

れ
る
「
抗
生
物
質
」
や
「
人
工
透
析
」
に
し
て
も
同
様
で
あ
ろ

う
。
従
来
の
先
端
医
療
は
「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
」
に
よ
っ
て

「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
」
に
詠
わ
れ
る
「
医
療
倫
理
」
を
揺
さ

ぶ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
日
の
先
端
医
療
の
場
合
、｢

聴
診
器｣

や｢

虫
垂
切
除
術｣

の
場

合
と
は
異
な
り
、
そ
れ
が｢

先
端
医
療
で
あ
る
状
況｣

に
お
い
て
、

従
来
の
「
医
療
倫
理
」
自
体
を
主
題
化
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
今
日

の
先
端
医
療
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
の
倫
理
規
定
そ

の
も
の
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
、
従
来
の
「
医
療

倫
理
」
が
そ
の
限
界
に
直
面
す
る
事
態
を
顕
わ
に
し
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
は
、
自
明
視
さ
れ
て
い
た
生
命
や
健
康
に
つ
い
て
の
価
値

が
相
対
化
・
多
様
化
さ
れ
、
医
療
行
為
者
（
と
り
わ
け
医
師
）
の

権
威
が
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
、
医
療
行
為
者
側
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
的
な
従
来
の
「
医
療
倫
理
」
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
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な
い
よ
う
な
倫
理
的
選
択
を
迫
る
局
面
が
開
か
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
医
療

行
為
の
方
向
性
を
め
ぐ
っ
て
、
生
命
の
尊
厳
（
Ｓ
Ｏ
Ｌ
）
か
生
活

の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
場
合
、
医
療
行
為
者
側

か
ら
の
視
点
し
か
持
た
な
い
（
患
者
か
ら
の
視
点
が
欠
如
し
た
）
医

療
倫
理
に
基
づ
く
だ
け
で
は
、
そ
の
限
界
が
露
呈
し
て
し
ま
い
、

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
医
師
の
判
断
は
患
者
の
判
断
に
対
し
て
機

能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
今
日
の
先
端
医
療
で
は
、
そ
の
様
相

が
よ
り
一
層
に
先
鋭
化
さ
れ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
界
を

乗
り
越
え
る
べ
く
生
成
さ
れ
た
の
が
「
生
命
倫
理
（
学
）
」
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
、
従
来
の
「
医
療
倫
理
」
の
臨
界
点
を
超
え
る
倫

理
的
な
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
に
は
、
医
療
者
行
為
者
側
の
判
断
よ
り

も
、
む
し
ろ
患
者
側
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ

ゆ
る
「
患
者
の
自
己
決
定
権
（
患
者
の
自
律
性
）
の
尊
重
」
で
あ

る
。

　

「
生
命
倫
理
」
に
従
え
ば
、
四
つ
の
主
要
な
「
原
則
」
が
あ
り
、

そ
の
一
つ
が
「
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
（
自
律
尊
重
）
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。
他
の
三
つ
の
「
原
則
」
が
「
善
行
原

理
」
、「
無
危
害
原
理
」、「
公
正
原
理
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
従

来
の｢

医
療
倫
理｣

の
主
要
な
原
則
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、「
生
命
倫
理
」
の
生
成
と
は
、
そ
こ
へ
新
た
に
「
自
己
決

定
権
」
を
編
入
し
た
だ
け
で
、「
医
療
倫
理
」
の
拡
張
的
な
再
編

成
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。｢

自
己
決
定
権｣

は
従

来
の｢

医
療
倫
理｣

の
限
界
（
そ
れ
は
先
端
医
療
が
そ
の
「
状
況
性
」

に
よ
っ
て
開
い
た
事
態
で
も
あ
る
）
を
乗
り
越
え
る
原
理
と
し
て
そ

こ
へ
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、｢

自
己
決
定
権｣

が
主
要
な

「
原
則
」
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
四
つ
の
原
則
は｢

医
療
倫
理｣

と
は
別
様
の

0

0

0

「
布
置
」
と
し
て

｢

生
命
倫
理｣

を
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

生
命

倫
理｣

は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
医
療
行
為
者
中
心

（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
か
ら
患
者
中
心
へ
と
、
医
療
の
在
り
方
の
再

検
討
を
促
し
て
は
い
る
が
、｢

生
命
倫
理｣

に｢

自
己
決
定
権｣

が
導

入
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、

「
生
命
倫
理
」
が
従
来
の
「
医
療
倫
理
」
の
す
べ
て
（
原
則
も
含
め

て
）
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
と
い
う
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

生
命
倫
理｣

に
お
け
る｢

自
己
決
定
権
」
の

位
置
づ
け
は
、
そ
の
地
位
も
重
要
度
も
、
他
の
三
原
則
と
は
自
ず

と
異
な
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（｢

生
命
倫
理｣

が
生
成
さ
れ
た
経
緯
、

つ
ま
り
「
医
療
倫
理｣

の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
原
理
と
し
て｢

自
己

決
定
権｣

が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
を
含
め
て
現
前
化
さ
れ
る｢

布
置｣

が｢

生
命

倫
理｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、｢

生
命
倫
理｣

に
お
け
る｢

自
己

決
定
権｣
の
特
権
性
は
、
歴
史
的

0

0

0

な
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
然
そ
う
い
う
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こ
と
に
な
ろ
う
）
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
遺
伝
子
治
療
」
で
あ
れ
、「
生
殖
補
助
技
術
」
で

あ
れ
、「
臓
器
移
植
」
で
あ
れ
、
今
日
の
先
端
医
療
の
医
療
技
術

自
体
が
直
接
的
に
「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
概
念
を
新
た
に
引
き

入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
自
己
決
定
」
と
い
う
概
念
に

し
て
も
、
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
カ
ン
ト
、

ロ
ッ
ク
、
さ
ら
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き

る
、
思
想
史
に
お
い
て
は
か
な
り
古
い
歴
史
を
も
っ
た
概
念
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
生
命
倫
理
」
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
を
占
め
て

い
る
の
に
は
、
二
〇
世
紀
の
社
会
倫
理
の
中
で
、
と
り
わ
け
ア
メ

リ
カ
の
思
想
に
お
い
て
、
再
評
価
（
再
発
見
）
さ
れ
、
新
た
な
位

置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
と
も
密
接
な
関
連
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
厳
密
に
述
べ
れ
ば
、
先
端
医
療
の
技
術
的
な
革
新
性

や
先
進
性
が
「
生
命
倫
理
」
を
直
接
的
に
生
み
出
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
と
は
い
え
、「
生
命
倫
理
」
が
生
成
さ
れ
た
の
は
、
先
端

医
療
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
事
態
が
従
来
の｢

医
療
倫
理｣

の
限
界
を

露
呈
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
倫
理
的
な
原
則
の
再
検
討
を
行
う
過
程

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
先
端
医
療
が
開
く
事
態
と

は
、
「
生
命
倫
理
」
が｢

自
己
決
定
権｣

と
い
う
原
理
を
導
入
し
て

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
「
医
療
倫
理
」
の
限
界
状
況
で
も
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
事
実
、｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

の
概
説
書
の
多
く
に

お
い
て
、
今
日
の
先
端
医
療
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
態
が

「
生
命
倫
理
」
の
生
成
の
発
端
の
一
つ
で
あ
っ
た
と(

９)

、
そ
の
生

成
の
経
緯
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
順
序
と
し
て

は
、
今
日
の
先
端
医
療
が
「
生
命
倫
理
」
を
生
み
出
し
た
の
だ
と

捉
え
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
そ
の
逆
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
生

命
倫
理
（
学
）
」
が
、
あ
る
い
は
「
自
己
決
定
権
」
が
、
先
端
医

療
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
医
療
に
関
す
る
倫
理

的
な
原
則
が
変
わ
る
こ
と
で
先
端
医
療
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
先
端
医
療
が
登
場
し
た
こ
と
で
（
正
確
に
は
先
端
医
療
が
可

能
に
し
た
事
態
を
論
じ
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
が
）
医
療
に
関
す
る

倫
理
的
な
原
則
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
し
ま

え
ば
、
倫
理
が
先
端
医
療
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
結
果
と
し

0

0

0

0

て
は
0

0

先
端
医
療
が
倫
理
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日

の
先
端
医
療
の
場
合
な
ら
、
そ
れ
が
単
な
る
医
療
に
関
す
る
倫
理

で
は
な
く
て｢

生
命
倫
理｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

過
去
の
先
端
医
療
が
医
学
モ
デ
ル
や
医
療
様
式
に
変
容
を
も
た
ら

し
た
事
態
と
は
、
か
な
り
異
質
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
今
日
の
先
端
医
療
は
、
そ
の
「
状
況
性
」
に
よ
っ

て
、
医
療
に
お
け
る
倫
理
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
倫
理
と
い
う
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「
場
」
の
「
布
置
」
に
決
定
的
な

0

0

0

0

変
更
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
先
端
医
療
が
開
く
事
態
と
従
来
の

0

0

0

先
端
医
療
が
開
い
た
事

態
と
の
決
定
的
な
非
連
続
性
は
、
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
て
い
る

｢

場
」
が
何
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
論
じ
る

「
場
」
の
生
成
と
の
関
係
性
に
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
新
た
に
登
場
し
た
特
定
の
医
療
技
術
（
そ

の
医
療
技
術
が
可
能
に
し
た
事
態
）
が
、
そ
れ
が
行
使
さ
れ
る
医
療

様
式
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
、
そ
し
て
そ
の
様
式
に
影
響
を
及
ぼ

す
と
い
う
場
合
、
そ
の
医
療
技
術
は
「
先
端
医
療
で
あ
る
と
い
う

状
況
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
今
日
の
先
端
医

療
が
開
い
た
事
態
は
、
医
学
・
医
療
の
領
域
を
超
え
て
（
あ
る
い

は
医
学
・
医
療
の｢

手
前｣

で
）
、
こ
れ
ま
で
当
然
と
し
て
自
明
視
さ

れ
て
き
た
概
念
や
制
度
が
主
題
化
さ
れ
、
社
会
‐
文
化
的
な
価
値

観
（
あ
る
い
は
倫
理
観
）
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
事
象
を
検
討
す
る
議
論
の
中
心
が｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
「
生
命
倫
理
」
と
い
う
「
布
置
」

と
今
日
の
先
端
医
療
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
今
日
の
先
端
医
療

が
開
い
た
事
態
と
過
去
の
そ
れ
と
が
非
連
続
で
あ
る
こ
と
を
顕
著

に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　

Ⅴ

　

「
遺
伝
子
治
療
」「
生
殖
補
助
技
術
」「
臓
器
移
植
」
と
い
っ
た

今
日
の
先
端
医
療
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
が

展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
研
究
レ
ベ
ル
に
し
ろ
、
臨
床
レ
ベ
ル
に
し

ろ
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
づ
い
て
お
り
、
共
通
点
を
見
出
す
こ

と
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
今
日
の
先
端
医
療

は
人
間
の
誕
生
や
死
に
対
し
て
人
為
的
に
介
入
す
る
こ
と
を
特
徴

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
登
場
の
背
景
に
は
疾
病
構
造
が
感
染
症
か

ら
生
活
習
慣
病
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
医
学
的
事
実
が
あ
り
、
技

術
的
な
背
景
と
し
て
は
生
命
工
学
や
生
命
科
学
と
の
密
接
な
連
携

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
医
学
・
医
療
の
範
疇
で
主
題
化
可
能
な
共

通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、｢

生
命
倫
理｣

に
お
い
て
今
日
の
先
端

医
療
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
場
合
に
は
、
さ
し
て
重

要
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
人
間
の
「
生
」
と｢

死
」
へ
技
術

的
に
介
入
す
る
こ
と
で
通
底
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し

ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
態
で
通
底
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
先
端
医
療
が｢

生｣

と｢

死｣

に
介
入
す
る
こ

と
で
、「
こ
れ
ま
で
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し
い
倫
理
的

問
題
に
直
面
す
る
こ
と
」(

10)

に
な
る
と
同
時
に
、｢

生｣

と｢

死｣

と
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い
う
概
念
そ
の
も
の
ま
で
を
主
題
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
で

あ
る
。

｢

生
命
倫
理｣

に
お
い
て｢

生｣

と｢

死｣

が
主
題
化
さ
れ
る
こ
と

は
、｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

が｢

生
命
に
関
す
る
人
間
の
行
為
を
倫

理
的
に
検
討
す
る｣

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
課
題
が
「
生
命
科
学
・

医
学
が
扱
う
細
胞
・
組
織
・
臓
器
の
利
用
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
確

立
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば(

11)

、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、｢

生
命
倫
理｣

の
生
成

と
今
日
の
先
端
医
療
と
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
日
の
先
端
医

療
が
「
生
命
倫
理
」
に
お
い
て
「
生｣
と｢

死｣

を
主
題
化
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
（
先
端
医
療
と
「
生
命
倫
理
（
学
）」
の
課
題
が
「
性
」
と

「
死
」
に
お
い
て
重
な
り
合
う
こ
と
）
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
重
な
り
の
経
緯
0

0

と
関
係
0

0

こ
そ
が
今
日
の
先
端

医
療
が
「
先
端
医
療
で
あ
る
状
況
」
と
い
う
状
況
性
で
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

「
臓
器
移
植
」
の
場
合
な
ら
、
そ
れ
が｢

脳
死
」
を
人
の
死
と
す

る
こ
と
で
可
能
と
な
る
医
療
技
術
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
と
り

わ
け｢

死｣

の
概
念
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。｢

臓
器
移
植｣

に

お
け
る｢

脳
死
」
と
は
、
一
方
で
は
「
人
の
死
と
し
て
の
脳
の
死
」

が
「
脳
の
ど
の
部
位
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
な
の
か
」、

「
そ
れ
を
判
定
す
る
こ
と
は
可
能
か
」
と
い
う
医
学
・
医
療
の
範

疇
内
の
問
題
と
し
て
、
も
う
一
方
で
は
「
脳
の
死
」
を
人
の
死
と

す
る
こ
と
に
伴
う｢

死
の
定
義
」
の
変
更
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、

い
わ
ば
二
層
化
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
両
者
が

錯
綜
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
、｢

脳

死｣

を
め
ぐ
っ
て
医
学
的
な
議
論
が
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ

て
き
た
こ
と
も
、｢

脳
死｣

が
い
わ
ゆ
る
「
脳
死
問
題
」
と
し
て
複

合
的
に
困
難
で
膠
着
し
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
も
は
や

誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、｢

先
端
医
療
」

の
状
況
性
と
の
関
連
で
言
え
ば
、｢

脳
死｣

そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
議

論
の
内
容
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
。
こ
こ
で
論
じ
ら

れ
る
べ
き
な
の
は
、｢

臓
器
移
植｣

が｢

脳
死｣

概
念
と
結
び
つ
く
こ

と
で｢

死｣

の
概
念
が｢

生
命
倫
理｣

の｢

深
み｣

で
裁
ち
直
さ
れ
る
と

い
う
、｢

臓
器
移
植
」
の
帯
び
る
「
先
端
医
療
と
い
う
状
況
性
」

が
も
た
ら
す
問
題
で
あ
る
。

｢

脳
死
問
題｣

を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た

こ
と
だ
が
、｢

脳
の
死｣

に
よ
っ
て
人
の
死
を
定
義
す
る
こ
と

（｢

脳
死｣

概
念
）
は｢

臓
器
移
植｣

に
よ
っ
て
新
た
に
開
か
れ
た
概
念

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
生
理
学
者
ビ
シ
ャ
は

一
八
〇
〇
年
に
発
表
し
た
著
作
（
『
生
と
死
に
関
す
る
生
理
学
的
な
研

究
』）
に
お
い
て(

12)

、｢

生
命｣

を｢

有
機
的
生
命｣

と｢

動
物
的
生

命｣

に
二
分
し
、
後
者
の
中
心
と
な
る
器
官
を｢

脳｣

と
し
た
う
え
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で
、｢

脳
の
死｣

を
人
の
死
の
過
程
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
（
こ

の｢
脳
の
死｣

は
現
在
の｢

脳
死｣

概
念
と
は
異
な
る
し
、
ビ
シ
ャ
自
身
は｢

脳
の
死｣
を
も
っ
て
人
の
死
を
断
定
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
）
。

ま
た
、
現
在
の
「
脳
死
問
題
」
に
お
け
る
「
脳
死
」
に
し
て
も
、

多
少
と
も
厳
密
に
言
え
ば
、
蘇
生
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
と
り

わ
け
「
人
工
呼
吸
器
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
た
と
え
脳
が
重
大
な

損
傷
を
被
っ
て
機
能
を
停
止
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
時
間
バ
イ
タ

ル
・
サ
イ
ン
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
状
態
0

0

の
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
「
脳
死
」
は
臓
器
移
植
と
は
別
様
の
出
自

を
持
っ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

現
在
の｢

脳
死
」
概
念
が
依
拠
す
る
医
学
的
な
知
見
に
お
い
て

も
そ
う
だ
が
、｢

人
の
死｣

は
瞬
間
的
な
出
来
事
で
は
な
く
一
連
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、｢

脳
の
死｣

も
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
の
段
階
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
ビ
シ
ャ
の
時
代
以

前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
医
学
的
な
見
地
で
「
人
の
死
」

を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
（
臨
床
死
）
は
、
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス

の
ど
こ
か
に｢

不
可
逆
的
な
死
の
地
点｣

を
決
定
す
る
こ
と
で
あ

り
、
多
く
の
場
合
「
心
臓
死
」
が
そ
の
地
点
と
さ
れ
て
き
た
。
簡

単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
今
日
の
「
脳
死
問
題
」
は
、｢

不
可
逆

的
な
死
の
地
点｣

が
従
来
の｢

心
臓
死
」
の
段
階
か
ら｢

脳
の
死｣

の

段
階
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
、「
死
の
定

義
」
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、｢

脳
死
」
概
念
が｢

臓
器
移
植｣

と
連
接
す
る
と
、｢

脳

の
死｣

を｢

不
可
逆
的
な
死
の
地
点｣

と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
極

め
て
特
異
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

臓
器
移
植
と
い
う
医
療
技
術
は
「
脳
死
が
人
の
死
で
あ
る
」
と
い

う
前
提
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
医
療
行
為
者

が
殺
人
罪
な
ど
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く｢

脳
の
死｣

段
階
で｢

臓
器

摘
出｣

（
生
命
を
維
持
す
る
の
に
必
須
の
臓
器
を
移
植
の
た
め
に
ド
ナ
ー

か
ら
摘
出
す
る
こ
と
）
を
可
能
に
す
る
に
は
、｢

脳
死
（｢

脳
の
死｣

の

段
階
）｣

が
人
の
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

13)

。
そ
れ
ゆ
え
、
現

在
の
「
脳
死
問
題
」
に
お
い
て
、｢

脳
死｣

を
人
の
死
と
し
て
定
義

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
臓
器
移
植
（
臓
器
摘
出
）
の
正
当
性
の
根

拠
の
確
立
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

｢

脳
死｣

が
人
の
死
で
あ
る
と
い
う
定
義
づ
け
が
そ
の
ま
ま
臓
器

移
植
を
行
使
す
る
根
拠
と
な
る
と
、｢

脳
死
問
題｣

に
お
い
て
「
脳

死
」
概
念
が
臓
器
移
植
と
常
に
一
体
化
さ
れ
て
主
題
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
臓
器
移
植
は｢

脳
死
（
脳
の
死
）｣

に

あ
る
段
階
が
「
不
可
逆
の
死
の
地
点
（
人
の
死
）
」
と
し
て
確
定
さ

れ
て
か
ら
始
ま
る｢

医
療
行
為｣

で
あ
る
が
、
同
時
に
「
脳
死
は
人

の
死
か
」
と
い
う
問
題
は
臓
器
移
植
（
臓
器
の
摘
出
）
の
根
拠
を

問
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
主
題
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
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ま
り
、
ま
っ
た
く
出
自
の
異
な
る
「
脳
死
」
概
念
と
臓
器
移
植

は
、
一
方
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
片
方
が
必
要
条
件
と
な
る
よ
う

な
、
相
互
補
完
的
な
関
係
性
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
臓
器
移
植
が
許
容
さ
れ
る
に
は
「
脳
死
」
が
人
の
死
で
あ
る

と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
る
が
、「
脳
死
は
人
の
死
か
」
を
問
う

に
は
「
臓
器
移
植
が
許
容
さ
れ
る
前
提
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が

先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

形
式
的
に
順
序
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も
は
人
工
呼
吸
器

の
登
場
に
よ
り
、「
脳
死
」
と
い
う
段
階
が
あ
る
程
度
時
間
維
持

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
臓
器
移
植
と
い
う
先
端
医
療
が
技
術
的

に
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
脳
死
」
概
念
が
臓
器
移
植
と
一

体
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
順
序
が
転
倒
し
て
し
ま
い
、「
脳

死
」
か
ら
臓
器
移
植
を
問
う
こ
と
よ
り
も
、
臓
器
移
植
か
ら
「
脳

死
」
を
問
う
こ
と
の
方
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
な
る
と
、「
脳
死
」
の
内
容
は
、
単
に
「
不
可
逆
的
な

死
の
地
点
」
を
確
定
す
る
こ
と
（
医
学
的
に
「
脳
が
ど
の
よ
う
な
状

態
に
な
る
と
人
の
死
と
し
て
確
定
で
き
る
の
か
」）
だ
け
で
は
な
く
て
、

ド
ナ
ー
の
身
体
（
臓
器
）
が
臓
器
移
植
に
適
切
な
状
態
で
あ
る
こ

と
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(

14)

。
つ
ま
り
、「
脳
死
」
概
念

と
臓
器
移
植
の
一
体
化
に
よ
っ
て
、「
脳
死
」
を
人
の
死
と
す
る

こ
と
は
、
形
式
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
脳
が
不
可
逆
的
な
状

態
」
に
あ
り
、
か
つ
「
臓
器
が
移
植
に
適
し
た
状
態
を
維
持
し
て

い
る
地
点
」
を
特
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
地
点
な
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
る
に
せ
よ
、「
人
の
死
」
が
「
プ
ロ
セ
ス
」
か
ら
「
瞬
間
的
な

出
来
事
」
へ
と
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
そ
の

こ
と
で
医
学
「
以
前
の
（
手
前
の
）
」、
い
わ
ば
文
化
的
‐
社
会
的

な
、
も
し
く
は
伝
統
的
な
「
死
」
の
見
解
と
の
差
異
を
先
鋭
化
し

て
し
ま
う
。
た
と
え
ば｢

人
の
死
生
観
に
重
大
な
変
更
を
も
た
ら

す｣

、「（
日
本
で
は
）
文
化
的
、
伝
統
的
に
馴
染
ま
な
い
」
と

い
っ
た
よ
う
な
、
伝
統
的
な
「
死
」
の
概
念
に
基
づ
い
た
、
あ
る

種
の｢

臓
器
移
植
・
脳
死｣

反
対
論
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、

そ
の
こ
と
が
顕
著
に
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、「
脳

死
」
が
臓
器
移
植
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
帯
び
る
そ
の
定
義
づ
け

の
特
異
性
は
、
そ
れ
と
伝
統
的
な
「
死
」
の
概
念
と
の
差
異
に
つ

い
て
の
語
り
口
に
お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。

　

伝
統
的
な
「
死
」
の
概
念
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
心
臓
死
」

と
そ
れ
ほ
ど
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
重
な
り
合
っ
て

い
る
と
さ
え
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
「
か
た

ち
」
や
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
医
学
的
に
「
不
可
逆
的

な
死
の
地
点
」
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
社
会
的
‐
文
化
的
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
死
の
定
義
」
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の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ま
り
「
不
可
逆
的
な
死
の
地
点
」
を
ど

こ
に
位
置
づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
、｢

心
臓
死
（
三
徴
候
死
）｣

／

｢

脳
死｣
と
い
う
定
義
上
の
対
立
構
造
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。「
死
」
が
「
瞬
間
的
な
出
来
事
」
と
し
て
決
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
「
脳
死
」
概
念
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
し
、「
心
臓
死
」
に
し
て
も
、
臨
床
の
場
に
お
い
て
は
、

「
死
の
特
定
点
」
で
あ
る
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
る
。「
脳
死
」
と
の

対
比
で
語
ら
れ
る
場
合
、「
心
臓
死
」
は
二
重
の
意
味
で
曖
昧
な

「
伝
統
的
な
死
の
概
念
」
の
表
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
で
も
、「
脳
死
問
題
」
の
論
争
に
お
い
て｢

脳
死｣

概
念
と

｢

心
臓
死｣

が
あ
た
か
も
対
立
し
あ
っ
た
定
義
の
よ
う
に
語
ら
れ
る

の
は
、
医
療
関
係
者
以
外
か
ら
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、「
脳
死
」
が
不
可
視
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
脳
死
と
判
定

さ
れ
て
も
、「
脳
の
死
」
は
表
面
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
命
維
持

装
置
に
繋
が
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
呼
吸
や
脈
拍
、
体
温
な
ど
バ
イ
タ
イ

ル
・
サ
イ
ン
は
確
認
で
き
る
）
、「
心
臓
死
」
は
可
視
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
大
き
な
要
因
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
あ
る

種
の｢

臓
器
移
植
・
脳
死｣

反
対
論
の
語
り
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「
脳
死
」
が
「
心
臓
死
」
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
そ
う

し
た
徴
候
的
な
表
層
で
も
な
け
れ
ば
、
医
学
的
な
事
実
で
も
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
心
臓
死
」
の
判
定
が
お
お
む
ね
文
化

‐
社
会
的
な
「
死
の
プ
ロ
セ
ス
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、「
脳
死
」
の
場
合
は
、
医
療
的
に
定
義
さ
れ
た｢

死｣

が
社

会
‐
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た
伝
統
的
な｢

死
の
プ
ロ
セ
ス｣

を
切
断

し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
脳
死
」
は
、
そ
の
判
定

を
も
っ
て
す
ぐ
さ
ま
臓
器
移
植
（
臓
器
提
出
）
が
可
能
に
な
る
と

い
う
「
根
拠
性
」
か
ら
、
そ
の
対
象
が
社
会
‐
文
化
的
な
「
死
の

プ
ロ
セ
ス
」
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
、
一
時
的
に
で
あ
る
に
せ

よ
、
妨
げ
て
し
ま
い
、
そ
の
切
断
面
を
「
不
可
逆
的
な
死
の
地

点
」
と
し
て
露
わ
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、「
脳
死
問
題
」
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る

「
心
臓
死
（
伝
統
的
な
「
死
」
の
概
念
）
」
／
「
脳
死
」
の
対
立
、
あ

る
い
は｢

不
可
逆
的
な
死
の
地
点｣

が
「
心
臓
死
」
か
ら
「
脳
死
」

へ
と
移
行
す
る
こ
と
の
問
題
と
は
、｢

死｣

の
定
義
を
め
ぐ
る｢

配

置｣

の
仕
方
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
医
学
・
医
療
の
範
疇
の｢

手
前

に
あ
る
」
論
争
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

脳
の
死｣

が
人
の
死
で
あ

る
か
ど
う
か
に
関
す
る
医
学
的
な
議
論
で
あ
る
よ
り
も
、「
死
の

定
義
」
を
枠
づ
け
る
配
置
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。｢

脳
死｣

概
念
は
、
従
来
の
「
死
の
定
義｣

を
決

定
す
る
配
置
（
あ
る
い
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
）
と
断
絶
し
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

死｣

の
概
念
自
体
を
揺
さ

ぶ
り
、
そ
れ
を
裁
ち
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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断
絶
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、｢

臓
器
移
植
」
と｢

脳
死｣

と
の
連
接
な
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、「
脳
死
と
は
何
か
」
を
問
う
仕
方
に
お
い
て

で
あ
れ
、「
脳
死
」
と
「
心
臓
死
（
伝
統
的
な
「
死
」
の
概
念
）
」
と

の
差
異
に
つ
い
て
の
語
り
口
に
お
い
て
で
あ
れ
、「
脳
死
」
が
臓

器
移
植
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
で
、「
人
の
死
」
は
臓
器
移
植

に
よ
っ
て
「
脳
死
」
と
し
て
構
成
し
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
い
さ
さ
か
短
絡
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
形
式
的
に
言
っ
て
し

ま
え
ば
、「
人
の
死
」
は
、
臓
器
移
植
が
「
脳
死
」
と
し
て
主
題

化
し
、
臓
器
移
植
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
地
勢
図
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
臓
器
移
植
と
の
関
連
で
「
死
」
の
概
念
を
取
り
上
げ

た
が
、「
生
」
の
概
念
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
ベ
ク
ト
ル
が
逆
に
な

る
だ
け
で
、「
生
」
の
定
義
は
遺
伝
子
治
療
や
生
殖
補
助
技
術

（
あ
る
い
は
人
工
中
絶
）
と
同
様
の
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
。
つ

ま
り
、
遺
伝
子
治
療
や
生
殖
補
助
技
術
が
「
生
」
を
主
題
化
し
、

人
間
の
生
命
が
始
ま
る
地
点
を
特
定
し
、「
人
間
の
尊
厳
を
侵
さ

な
い
よ
う
に
」(

15)

、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
い
ま
だ
「
生
」
た
り

得
な
い
胚
や
幹
性
細
胞
の
医
学
的
な
利
用
を
可
能
に
す
る
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、
脳
死
問
題
に
お
け
る
「
死
」
で
あ
れ
、
胚
利
用
の
倫

理
的
問
題
に
お
け
る
「
生
」
で
あ
れ
、「
生
命
倫
理
（
学
）
」
で

「
死
」
や
「
生
」
が
主
題
化
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
を
問
う
仕
方

が
先
端
医
療
と
一
体
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
人
為
的
に
生
命
へ
介
入
す
る
と
い
う
先
端
医
療
の
技
術
的
な

新
規
性
は
、
そ
の
新
規
性
ゆ
え
に
「
生
」
と
「
死
」
を
先
端
医
療

の
技
術
を
行
使
す
る
の
に
適
切
な
状
態
で
明
確
に

0

0

0

定
義
す
る
必
要

が
生
じ
る
。
そ
の
定
義
の
適
切
さ
が
先
端
医
療
の
可
能
性
を
開
く

の
で
あ
り
、
定
義
の
明
確
さ
こ
そ
が
先
端
医
療
を
行
使
す
る
倫
理

的
な
根
拠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
問
う
仕
方
が

先
端
医
療
と
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
問
う
場
と

し
て
の
「
生
命
倫
理
」
と
い
う
「
布
置
」
は
常
に
先
端
医
療
と
い

う
格
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
今
日

の
先
端
医
療
が
帯
び
る
「
先
端
医
療
で
あ
る
と
い
う
状
況
」
に

よ
っ
て
生
じ
る
事
態
と
は
、
そ
れ
を
主
題
化
す
る
こ
と
自
体
が
先

端
医
療
と
い
う
縫
い
目
に
よ
っ
て
人
間
の
経
験
的
事
象
を
裁
ち
直

す
「
布
置
」
と
し
て
の
「
生
命
倫
理
」
を
生
成
す
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　

「
生
命
倫
理
」
が
一
貫
し
た
体
系
で
あ
る
の
な
ら
、「
死
」
と

「
生
」
の
定
義
は
論
理
的
に
コ
イ
ン
の
裏
表
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
遺
伝
子
治
療
や
生
殖
補
助
技
術
が
そ
の
行
使

を
許
さ
れ
な
く
な
る
地
点
か
ら｢

生｣

が
始
ま
り
、
臓
器
移
植
が
行
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使
を
許
さ
れ
る
地
点
で｢

死｣

を
迎
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

｢
生｣
と｢

死｣

の
定
義
が
議
論
さ
れ
る
場
が｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

で

あ
る
の
な
ら
、
人
間
の
存
在
様
態
は
今
日
の
先
端
医
療
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

Ⅵ

　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
っ
て
人
間
の
経
験
世
界
や
知
覚
様

式
、
あ
る
い
は
人
間
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
変
容
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
何
も
医
学
・
生
命
科
学
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
特
殊
な
こ
と
で
も
な
い
。
ど
の
よ
う
な
新
し
い
技
術
で

あ
れ
、
そ
れ
が
対
象
と
し
、
あ
る
い
は
介
入
す
る
人
間
的
事
象
は

主
題
化
さ
れ
、
そ
れ
を
論
じ
る
場
の｢

布
置｣

が
再
検
討
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
映
像
技
術
の
発
展
、
た
と
え
ば
写
真
や
映
画
の
発
明

が
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
経
験
や
現
実
感
覚
に
与
え
た
影
響
の
大
き

さ
、
近
年
な
ら
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
革
新
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行

為
を
そ
の
概
念
構
成
か
ら
再
考
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て

も
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
医
療
技
術
、
と
り
わ
け
今

日
の
先
端
医
療
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
徴
が
生
命
へ
の
人
為
的
な
介

入
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
死
生
観
が
多
大
な
影
響
を

被
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
今
日
の
先
端
医
療
と
そ
れ
が
開
い
た｢

生
命
倫
理｣

と

い
う
場
の
「
布
置
」
と
の
関
係
性
は
、
そ
の
生
成
の
歴
史
性
や
問

い
の
仕
方
0

0

の
構
造
的
な
特
異
性
に
よ
っ
て
、｢

生
命
倫
理｣

の
課
題

に
つ
い
て
の
議
論
を
あ
ら
か
じ
め
枠
づ
け
て
い
る
。
エ
マ
ニ
エ

ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
い
回
し
を
い
さ
さ
か
借
用
す
れ
ば(

16)

、

あ
る
意
味
で
は
、｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

は
先
端
医
療
を
起
点
と
し

て
多
様
な
人
間
的
事
象
や
人
間
的
経
験
を
規
定
す
る
。｢

生｣

で
あ

れ
、｢

死｣

で
あ
れ
、
あ
る
い
は｢

家
族｣

で
あ
れ
、｢

生
命
倫
理

（
学
）｣

に
お
い
て
人
間
的
概
念
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
と
は
、

こ
の
規
定
が
な
さ
れ
る
そ
の
仕
方
0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
先
端
医
療
に

あ
わ
せ
て｢

生｣

や｢

死｣

を
裁
ち
直
す
こ
と
で
あ
り
、
人
間
的
事
象

を
先
端
医
療
と
い
う
尺
度
で
測
り
直
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
人
間
的
事
象
は
先
端
医
療
の
縫
い
目
や
目
盛
り
の
う
ち
に
統

合
さ
れ
、
そ
の
多
様
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、｢

生

命
倫
理｣

そ
れ
自
体
が
、
あ
る
い
は
結
果
的
に
先
端
医
療
が
、
人

間
的
事
象
や
人
間
的
経
験
の
う
ち
に
そ
の
特
権
的
な
位
置
取
り
を

占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
位
置
取
り
に
は
、
先
端
医
療
が
生

み
出
さ
れ
る
背
景
的
な
医
療
的
善
意
と
で
も
い
う
べ
き
希
求
的
心

情
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
心
情
は
先
端
医
療
を
行
使
す
る
こ
と
の
正
当
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性
に
少
な
か
ら
ず
根
拠
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
は
、
ど
の
よ
う
な
医
学
研
究
者
で
あ
れ
、
医
療
行
為

者
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
患
者
と
そ
の
家
族
で
あ
れ
、
人
間
の
死
生

観
に
変
更
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
、
先
端
医
療
を
開
発
し
よ
う
と

し
た
わ
け
で
も
、
行
使
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ

の
臨
床
的
実
用
を
期
待
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
難
病

を
克
服
し
た
り
、
不
妊
症
な
ど
何
ら
か
の
身
体
的
要
因
で
子
供
を

持
て
な
い
カ
ッ
プ
ル
の
願
い
を
叶
え
た
り
、
先
端
医
療
が
も
た
ら

す
恩
恵
へ
の
希
求
は
、
医
療
行
為
者
側
に
も
、
患
者
の
側
に
も
、

あ
る
い
は
一
般
的
な
心
情
と
し
て
も
偏
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
先

端
医
療
の
推
進
力
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
先
端
医
療
が
人
為
的
に
生
命
へ
介
入

す
る
こ
と
自
体
を
問
う
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
に
な
っ
て
し
ま

う
。

　

た
と
え
ば
臓
器
移
植
で
し
か
助
か
ら
な
い
患
者
に
対
し
て
、
あ

る
い
は
体
外
受
精
で
し
か
妊
娠
で
き
な
い
患
者
に
対
し
て
、｢
医

療
技
術
が
生
命
に
介
入
す
る
こ
と｣

の
是
非
を
問
い
か
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
、
す
で
に
実
用
可
能
な
医
療
技
術
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
行
使
を
宙
吊
り
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
先
端
医
療
が

そ
れ
が
も
た
ら
す
恩
恵
へ
の
希
求
と
あ
ら
か
じ
め
一
体
化
し
て
し

ま
う
と
、
先
端
医
療
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
が
差
し
控
え
ら
れ
て

し
ま
い
、
先
端
医
療
の
課
題
と
は
先
端
医
療
の
行
使
を
可
能
に
す

る
条
件
や
根
拠
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
先
端
医
療

の
課
題
が
「
生
命
倫
理
」
の
主
た
る
課
題
と
重
な
っ
て
い
る
の
な

ら
、
こ
の
こ
と
が
持
つ
意
味
は
軽
く
は
な
い
は
ず
だ
。

　

今
日
の
先
端
医
療
の
場
合
な
ら
、
先
端
医
療
を
問
う
こ
と
と

は
、｢

人
為
的
に
生
命
に
介
入
す
る
こ
と
」
と
い
う
新
規
性
の
是

非
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
臓
器
移
植
と
脳
死
の
一
体
化
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
端
医
療
と
先
端
医
療
の
根
拠
と
が
連
接
す

る
こ
と
で
、
先
端
医
療
が
可
能
に
な
る
条
件
の
規
定
を
問
う
場
が

「
布
置
」
（「
生
命
倫
理
」）
が
先
端
医
療
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
て

生
成
さ
れ
、
そ
こ
で
の
規
定
の
探
求
が
そ
の
ま
ま
人
間
的
事
象
に

つ
い
て
の
明
確
な

0

0

0

規
定
の
仕
方
0

0

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、｢

生
命
倫
理｣

が
「
技
術
革
新
に
対
応
す
る
倫

理
の
部
分
的
改
修
と
い
う
よ
う
な
小
手
先
の
変
化｣

(

17)

で
も
な
け

れ
ば
、
人
間
的
事
象
の
医
療
化
（
生
と｢

死｣

の
医
療
化
）
に
つ
い
て

の
表
象
的
事
象
で
も
な
い
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
先
端
医
療
が
開
く
状
況
性
に
は
、
心

情
的
に
も
（
無
自
覚
な
医
療
的
善
意
や
希
求
）
、
そ
れ
を
問
う
仕
方
0

0

に

も
、
す
で
に
一
つ
の
方
向
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
が

開
い
た｢
生
命
倫
理
（
学
）｣

と
い
う
「
布
置
」
に
お
い
て
も
、
そ

の
規
定
に
お
い
て
も
、
先
端
医
療
の
状
況
性
が
あ
ら
か
じ
め
孕
ん



－44－

文学・芸術・文化　  21巻 2 号　 2010．3

で
い
る
方
向
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
が
先
端

医
療
に
よ
る

｢

生｣

と

｢

死｣

（
人
間
的
事
象
や
人
間
的
経
験
）
の

明
確
化
や
一
元
的
な
規
範
化
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
論
じ
る

「
布
置
」
は

｢
倫
理｣

と
い
う
よ
り
は
、
一
つ
の

｢

政
治｣

で
あ

り
、
権
力
で
あ
る
。｢

生
命
倫
理
（
学
）｣

が
こ
の
事
態
を
主
題
化

し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
生
命
倫
理
（
学
）
」
は
単
な
る
先
端
医
療

の
可
能
性
を
根
拠
づ
け
る
ル
ー
ル
か
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
し
か
な
い

ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
も
そ
も
が
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
は
ず
の
、

｢

生｣

と

｢

死｣

を
規
定
す
る
権
力
装
置
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
な
れ
ば
、
や
が
て
今
日
の
先
端
医
療
が
そ
の

｢

先
端
医
療
で
あ

る
状
況｣

を
失
い
、
通
常
医
療
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
わ
れ
わ
れ

の

｢

生｣

や

｢

死｣

は
、
そ
の
規
定
が
問
わ
れ
た
仕
方
0

0

が
隠
蔽
さ

れ
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
明
視
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

註

（
１
） 　

本
稿
で
は｢

先
端
医
療｣

と
い
う
用
語
は
臨
床
的
に
実
用
段
階
に

入
っ
た
先
進
医
療
（
先
進
的
医
療
技
術
）
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、

具
体
的
に
は
、
本
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、｢

遺
伝
子
治
療｣

｢

生
殖

補
助
技
術｣

｢

臓
器
移
植｣

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
橳
島
に
よ
れ

ば
、
日
本
に
お
い
て
は
、
通
常
医
療
と
実
験
段
階
の
医
療
と
を
厳
密

に
区
別
す
る
考
え
方
や
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
来
な
ら
、

通
常
医
療
の
対
語
は
実
験
的
医
療
と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、｢

先
端

医
療｣

と
い
う
表
現
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
橳
島
次
郎
『
先

端
医
療
の
ル
ー
ル―

人
体
利
用
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の

か―

』
講
談
社
新
書
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
頁
）。

（
２
） 　

日
本
で
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、
東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院

外
科
病
棟
は
半
ば
虫
垂
炎
の
患
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で

は
、
大
学
病
院
に
虫
垂
炎
単
独
で
入
院
し
て
い
る
患
者
は
皆
無
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
外
科
医
の｢

メ
ス
お
ろ
し
」
と
し
て
虫
垂
切
除
術

を
選
択
す
る
場
合
が
多
い
と
い
っ
た
こ
と
も
、｢

虫
垂
炎｣

が
軽
度
の

疾
病
に
な
っ
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、｢

虫

垂
炎
」
の
診
断
が
実
の
と
こ
ろ
極
め
て
難
し
い
と
い
う
指
摘
も
あ
れ

ば
、
現
在
で
は
外
科
的
処
置
に
傾
倒
し
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
批
判
も
あ

る
。
大
鐘
稔
彦
『
外
科
医
と｢

盲
腸｣

』
岩
波
新
書
、
一
九
九
二
年
。

（
３
） 　

P
o

stm
an

, N
iel, T

ech
n

opoly: T
h

e S
u

rren
d

er of C
u

ltu
re 

to T
ech

n
opoly, A

lfled
 A

. K
n

op
f, 1992. 

Ｇ
Ｓ
研
究
会
訳
『
技
術

Ｖ
Ｓ
人
間

―

ハ
イ
テ
ク
社
会
の
危
険

―

』
新
樹
社
、

一
九
九
四
年
、
一
三
〇-

一
三
四
頁
。

（
４
）　ibid

. 

訳
書
、
一
三
〇
頁
。

（
５
） 　

F
o

u
cau

lt, M
ich

el., N
aissan

ce d
e la clin

iqu
e: U

n
e 

arch éologie d
u

 regard
 m
éd

ical , P
.U

.F
., 1963. 

神
谷
美
恵
子
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訳
『
臨
床
医
学
の
誕
生―

医
学
的
ま
な
ざ
し
の
考
古
学―

』

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
五
頁
。

（
６
） 　

生
殖
補
助
技
術
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照

し
た
。
品
川
哲
彦
「
新
し
い
生
殖
技
術
と
社
会
」
塚
崎
智
・
加
茂
直

樹
編
『
生
命
倫
理
の
現
在
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
。
村
上
善

良
『
基
礎
か
ら
学
ぶ
生
命
倫
理
学
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

（
７
） 　

ア
メ
リ
カ
で
、
契
約
し
た
夫
婦
と
代
理
母
の
間
で
生
ま
れ
た
子
供

を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
事
件
。
代
理
母
は
一
九
八
六
年
に
子
供
を
出
産

し
、
一
旦
は
契
約
し
た
夫
婦
に
引
き
渡
し
た
が
、
数
日
後
契
約
し
た

夫
婦
の
家
を
訪
れ
、
一
週
間
だ
け
子
供
を
連
れ
出
し
た
い
と
求
め

た
。
契
約
者
夫
婦
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、
代
理
母
は
一
週
間
経
過
し

て
も
子
供
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
契
約
者
夫
婦
は
保
護
養
育

に
関
す
る
請
願
を
家
庭
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
家
庭
裁
判
所
は
代
理

母
契
約
の
有
効
性
を
認
め
、
代
理
母
の
親
権
を
停
止
し
、
子
供
の
保

護
養
育
権
を
契
約
者
夫
婦
に
与
え
た
。
同
時
に
子
供
と
契
約
者
夫
人

と
の
養
子
縁
組
を
許
可
し
、
代
理
母
が
契
約
者
夫
婦
に
子
供
を
引
き

渡
す
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
、
州
最
高
裁
判
所
は
、
金
銭
が
介
在
す

る
代
理
母
契
約
を
無
効
と
し
、
養
子
縁
組
も
成
分
法
や
公
共
行
政
に

違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
契
約
者
夫
婦
の
夫
に
つ
い
て
の
自
然
的
父

の
保
護
養
育
権
は
認
め
た
も
の
の
、
代
理
母
の
自
然
的
母
の
親
権
停

止
は
差
し
戻
し
、
子
供
を
訪
問
す
る
期
間
を
決
定
す
る
よ
う
、
下
級

審
に
求
め
た
（
『
資
料
集 

生
命
倫
理
と
法
』
太
陽
出
版
、
二
〇
〇
四

年
、
二
九
二-

二
九
三
頁
）。

（
８
） 　

村
上
善
良
『
基
礎
か
ら
学
ぶ
生
命
倫
理
学
』、
一
九-

二
六
頁
。

（
９
） 　

た
と
え
ば
、
塚
崎
智
・
加
茂
直
樹
編
『
生
命
倫
理
の
現
在
』（
世

界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
）
や
Ｈ
・
Ｔ
・
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
、
Ｈ
・

ヨ
ナ
ス
ほ
か
／
加
藤
尚
武
・
飯
田
亘
之
編
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の

基
礎―

欧
米
の
「
生
命
倫
理
」
論
』
（
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
）
の
「
序
論
」
や
「
は
し
が
き
」、
あ
る
い
は
加
藤
尚

武
『
脳
死
・
ク
ロ
ー
ン
・
遺
伝
子
治
療―

バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス

の
練
習
問
題―

』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
を
参
照

の
こ
と
。

（
10
） 　

塚
崎
智
「
先
端
医
療
技
術
が
も
た
ら
し
た
倫
理
的
課
題
」
塚
崎

智
・
加
茂
直
樹
編
『
生
命
倫
理
の
現
在
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九

年
、
三
頁
。

（
11
） 　

橳
島
次
郎
『
先
端
医
療
の
ル
ー
ル
』、
一
七
頁
、
二
八
頁
。

（
12
） 

B
ich

at (X
.), R

ech
erch

es ph
ysiologiqu

es su
r la vie et la 

m
ort, P

aris, 1800. 

た
だ
し
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
臨
床
医
学

の
誕
生
』
お
よ
び
市
川
容
孝
『
身
体
／
生
命
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
13
） 　

小
松
美
彦
『
脳
死
・
臓
器
移
植
の
本
当
の
話
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、

二
〇
〇
四
年
、
五
〇
頁
。
ま
た
、
本
田
裕
志
「
臓
器
移
植
法
を
め
ぐ
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る
諸
問
題
」（
加
藤
尚
武
・
加
茂
直
樹
編
『
生
命
倫
理
学
を
学
ぶ
人

の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
）
も
参
照
。

（
14
） 　

｢
脳
の
死｣

の
ど
の
段
階
を

｢

人
の
死｣

と
す
る
か
に
つ
い
て
は

様
々
な
考
え
方
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
全
脳
死
説
、
脳
幹
死
説
、
大

脳
死
説
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
学
的
な
内
容
は
こ
こ
で
は
立

ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、「
ド
ナ
ー
の
身
体
が
臓
器
移
植
に
適
切
な
状
態

で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、｢

脳
死｣

の
内
容
に
お
い
て
よ
り
も
、
臓

器
摘
出
の
手
続
き
や
脳
死
判
定
の
基
準
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
村
上
善
良
『
基
礎
か
ら
学
ぶ
生
命
倫
理
学
』
一
〇
一-

一
〇
九
頁
、
小
松
美
彦
『
脳
死
・
臓
器
移
植
の
本
当
の
話
』
五
一-

五
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
15
） 　
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成

一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
、
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済

産
業
省
）、
お
よ
び
「
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
及
び
使
用
に
関
す
る

指
針｣

（
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
文
部
科
学
省
告
示
第
一
五
五
号
）。

ま
た
、
橳
島
次
郎
『
先
端
医
療
の
ル
ー
ル
』（
八
二
頁
）
を
参
照
の

こ
と
。

（
16
） 　

Lév
in

as, E
m

m
an

u
el., "R

ésu
m
é d

e T
otalit é et in

fin
i", 

d
a

n
s  A

n
n

a
les d

e l'U
n

iversit é d
e P

a
ris, 32, ju

illet-

sep
tem

b
re, 1961. 

合
田
正
人
訳
「
『
全
体
性
と
無
限
』
要
約｣

『
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
四
四
六

頁
。

（
17
） 　

谷
田
信
一
「
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
枠
組
み
と
方
法―

そ
の

歩
み
と
今
後
の
課
題―

」
今
井
道
夫
・
香
川
知
晶
編
『
バ
イ
オ
エ

シ
ッ
ク
ス
入
門
』
東
信
堂
、
二
五
六
頁
。

　

参
考
文
献

B
erg

er, P
. L

. an
d

 L
u

ck
m

an
n

, T
h

., T
h

e S
ocial C

on
stru

ction
 of 

R
eality, N

ew
 Y

ork
, 1966. 

山
口
節
郎
訳
『
日
常
世
界
の
構
成
』
新

曜
社
、
一
九
七
七
年
。

F
ou

cau
lt, M

ich
el., L

'H
istoire d

e la sexu
alit é, I, L

a volon
t é d

e 

savoir, É
d

ition
s G

allim
ard

, 1976. 

渡
辺
守
章
訳
『
性
の
歴
史
Ⅰ 

知
へ
の
意
志
』
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
。

G
lissa

n
t, É

d
o

u
a

rd
., P

o é
tiq

u
e d

e la
 R

ela
tio

n
, É

d
itio

n
s 

G
allim

ard
, 1990. 

管
啓
次
郎
訳
『〈
関
係
〉
の
詩
学
』
イ
ン
ス
ク
リ

プ
ト
、
二
〇
〇
〇
年
。

V
eatch

, R
o

b
ert M

., T
h

e B
asics of B

ioeth
ics, 2n

d
., P

ren
tice 

H
all, 2003. 

品
川
哲
彦
監
訳
『
生
命
倫
理
学
の
基
礎
』
Ｍ
Ｃ
メ
デ
ィ
カ

出
版
、
二
〇
〇
四
年
。

安
藤
泰
至

｢

死
生
学
と
生
命
倫
理―

｢

よ
い
死｣

を
め
ぐ
る
言
説
を
中

心
に―

」
島
薗
進
・
竹
内
整
一
編
『
死
生
学
』
１
、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
八
年
。
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雨
宮
浩

｢

臓
器
移
植｣

二
瓶
健
次
編
『
医
療
は
ど
こ
ま
で
で
き
る
か

―

先
端
医
療
技
術
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ―

』
ア
グ
ネ
承
風
社
、
二
〇
〇
〇

年
。

香
川
知
晶
『
生
命
倫
理
の
成
立―

人
体
実
験
・
臓
器
移
植
・
治
療
停

止―

』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

加
藤
秀
一
『〈
個
〉
か
ら
は
じ
め
る
生
命
論
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
七
年
。

澤
井
敦
『
死
と
死
別
の
社
会
学―

社
会
理
論
か
ら
の
接
近―

』
青

弓
社
、
二
〇
〇
五
年
。

村
岡
潔
「
先
端
医
療
」
黒
田
浩
一
郎
編
『
現
代
医
療
の
社
会
学―

日

本
の
現
状
と
課
題―

』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
。

田
村
誠
「
医
療
技
術
と
人
間
社
会
」
山
崎
喜
比
古
編
『
健
康
と
医
療
の
社

会
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

前
田
義
郎
「
医
療
技
術
と
生
命
倫
理
」
加
藤
尚
武
・
加
茂
直
樹
編
『
生
命

倫
理
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
。

美
馬
達
哉
「
『
脳
死
』
と
臓
器
移
植
」
佐
藤
純
一
・
黒
田
浩
一
郎
編
『
医

療
神
話
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
。

鷲
田
清
一
『
教
養
と
し
て
の｢

死｣

を
考
え
る
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
。




