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侵
襲
性
概
念
の
脳
神
経
倫
理
学
的
検
討

小
口
峰
樹

０
　
は
じ
め
に

　
脳
神
経
科
学
の
急
速
な
発
展
は
、
知
覚
や
運
動
制
御
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
情
動
や
記
憶
、
学
習
、
思
考
と
い
っ
た
よ

り
高
次
の
脳
機
能
に
関
し
て
も
、
そ
の
理
解
に
劇
的
な
進
展
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
。
他
方
、
そ
う
し
た
理
論
的
成
果
と
並
行

し
て
、
脳
を
観
察
あ
る
い
は
操
作
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
も
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
は
、
た
ん
に
脳
診

断
や
脳
治
療
と
い
っ
た
医
療
行
為
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
行
為
を
越
え
た
適
用
領
域
に
お
い
て
、
脳
機

能
を
強
化
あ
る
い
は
拡
張
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
実
に
、
精
神
薬
理
学
を
は
じ
め
と
す

る
い
く
つ
か
の
応
用
領
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
認
知
的
機
能
の
技
術
的
増
強
（
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
）
が
行
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
倫
理
学
者
の
間
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
一
般
的
な
議
論
が
生
じ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
、
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
是
非
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
「
線
引
き
問
題
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
場
合
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
問
題
と
は
、
生
じ
う
る
技
術
的
介
入
の

事
例
に
即
し
て
、
倫
理
的
な
評
価
に
関
わ
る
も
ろ
も
ろ
の
対
立
概
念
の
外
延
を
定
め
る
こ
と
に
存
す
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

治
療
と
増
強
の
境
界
、
あ
る
い
は
正
常
な
機
能
と
逸
脱
し
た
機
能
の
境
界
を
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
あ
る
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技
術
的
介
入
（
あ
る
い
は
そ
の
結
果
）
が
こ
れ
ら
の
境
界
線
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
介
入
の
倫

理
的
評
価
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
倫
理
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
境
界

を
截
然
と
設
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
対
立
を
な
す
二
つ
の
項
の
間
に
は
た
い
て
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
横
た
わ
っ
て
い
る

）
1
（

。

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
存
在
は
必
ず
し
も
二
つ
の
項
が
区
別
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
分
類
の
困
難
な
事
例
に
対
す

る
評
価
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
に
関
し
て
再
考
を
迫
ら
ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。 

　
本
論
に
お
い
て
、
私
は
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
明
示
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
の
少
な

か
っ
た
別
の
二
分
法
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
れ
は
「
侵
襲
的
／
非
侵
襲
的
」
と
い
う
二
分
法
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
は
、
上
述

の
も
ろ
も
ろ
の
二
分
法
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
是
非
に
対
す
る
評
価
を
下
す
際
に
、
専
門
家
・
非
専

門
家
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
々
が
暗
黙
裡
に
依
拠
す
る
基
準
の
ひ
と
つ
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に

し
た
が
っ
て
、
こ
の
基
準
を
「
侵
襲
性
基
準
」
と
名
づ
け
よ
う
（Anderson 2008: 259

）
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
あ
る
種
の
技
術
的

介
入
は
、
そ
れ
が
侵
襲
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
倫
理
的
な
考
慮
の
対
象
と
な
り
、
逆
に
、
そ
れ
が
非
侵
襲
的
な
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
倫
理
的
な
考
慮
の
埒
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
準
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ

れ
は
身
体
の
内
部
へ
の
人
為
的
な
介
入
に
対
し
て
は
倫
理
的
な
警
戒
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
直
観
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
直
観
に
よ
れ
ば
、
あ
る
介
入
が
身
体
の
境
界
を
侵
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
、
そ
の
介
入
が
倫
理
的
な
懸
念
の
対
象
と
な

る
か
否
か
に
と
っ
て
重
要
な
区
別
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
直
観
の
内
実
を
詳
ら
か
に
し
、
そ
の
倫
理
的
妥
当
性
を
検
討
す

る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
侵
襲
性
基
準
を
支
え
る
直
観
の
内
実
が
以
下
の
三
つ
の
問
題
に
分
析
で
き
る
と

い
う
仮
定
を
置
き
た
い

）
2
（

。
す
な
わ
ち
、
侵
襲
性
概
念
に
含
ま
れ
る
倫
理
的
懸
念
の
源
泉
に
あ
る
の
は
、「
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
」、

「
自
然
性
侵
害
の
問
題
」、「
人
格
侵
害
の
問
題
」
の
三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
は
侵
襲
的
技
術
一
般

に
、
自
然
性
侵
害
の
問
題
は
侵
襲
的
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
、
そ
し
て
、
人
格
侵
害
の
問
題
は
侵
襲
的
な
認
知
エ
ン
ハ
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ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
関
連
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
各
節
ご
と
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
ひ
と
つ
ず
つ
論
じ
る
。
第
一
節
で
は
、
健

康
リ
ス
ク
の
問
題
に
対
し
て
具
体
的
な
脳
科
学
技
術
、
と
り
わ
け
Ｔ
Ｍ
Ｓ
（
経
頭
蓋
磁
気
刺
激
）
に
即
し
つ
つ
分
析
を
行
う
。
第

二
節
で
は
、
自
然
性
侵
害
の
問
題
に
対
し
て
批
判
的
な
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
、
心
の
哲
学
に
お
け
る
ク
ラ
ー

ク
ら
の
「
拡
張
さ
れ
た
心
（the extended m

ind

）
」
仮
説
を
通
じ
て
人
格
侵
害
の
問
題
に
対
す
る
考
察
を
行
う
。 

１
　
健
康
リ
ス
ク
の
問
題

　
ま
ず
は
侵
襲
性
概
念
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
侵
襲
的
な
方
法
と
は
、
診
断
ま
た
は
治
療
の
た
め
に
、
皮
膚
ま
た
は
身
体
開
口

部
を
通
じ
て
、
薬
剤
や
器
具
、
あ
る
い
は
機
器
を
挿
入
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
方
法
を
指
す

）
3
（

。
侵
襲
的
な
方
法
は
身

体
内
に
何
ら
か
の
仕
方
で
「
異
物
」
を
介
入
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
内
の
生
理
学
的
平
衡
を
乱
す
こ
と
で
健
康
に
対
し
て

多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
侵
襲
性
概
念
は
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
で
は
逆
に
、
非
侵
襲
的
な
方
法
で
あ
れ
ば
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
は
発
生
せ
ず
安
全
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
具
体
例
に
即
し
つ
つ
こ
の
問
い
を
検
討
し
よ
う
。

（
1
）
た
と
え
ば
、D

eG
razia 2005:  C

hap. 6

お
よ
びLevy 2007:  C

hap. 3

を
参
照
。

（
2
）
こ
う
し
た
仮
定
は
本
来
、
人
々
の
も
つ
概
念
に
対
す
る
調
査
分
析
に
基
づ
い
て
経
験
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
哲
学
的
な
概
念

分
析
に
お
け
る
調
査
研
究
の
必
要
性
に
関
し
て
はK

nobe &
 N

ichols (eds.) 2008

を
参
照
。

（
3
）
橳
島
は
、
医
学
辞
典
を
参
照
し
つ
つ
、
侵
襲
性
概
念
に
は
狭
義
と
広
義
の
二
つ
の
定
義
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る(

橳
島 2008:157)

。
狭
義
の
定
義

は
本
論
で
採
用
し
て
い
る
定
義
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
広
義
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
侵
襲
的
な
方
法
と
は
、
生
体
内
の
生
理
的
平
衡
を
乱
そ
う
と
す

る
力
を
と
も
な
う
方
法
一
般
を
指
す
。
前
者
は“invasive”

の
訳
語
と
し
て
の
「
侵
襲
」、
後
者
は“stress”

の
訳
語
と
し
て
の
「
侵
襲
」
で
あ
る
が
、
橳
島

は
後
者
の
方
が
「
侵
襲
」
と
い
う
言
葉
で
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
に
近
い
と
述
べ
る
。
狭
義
の
定
義
は
技
術
的
介
入
の
物
理
的
条
件
に
着
目
し

た
も
の
で
あ
り
、
広
義
の
定
義
は
健
康
上
の
リ
ス
ク
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
を
、
侵
襲
性
概
念
そ
の
も
の
の
定
義

的
特
徴
と
し
て
で
は
な
く
、
侵
襲
性
概
念
に
含
ま
れ
る
倫
理
的
懸
念
の
一
部
と
し
て
扱
う
。
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外
科
的
な
介
入
は
一
般
に
侵
襲
的
な
介
入
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
視
鏡
手
術
や
血
管
内
手
術
に
対
し
て
は
「
低
侵
襲
」
と
い

う
言
葉
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
侵
襲
性
を
「
あ
る
／
な
し
」
で
は
な
く
「
高
／
低
」
に
よ
っ
て
段
階
的
に
評
価
す
る

べ
き
と
い
う
見
方
が
広
ま
っ
て
い
る
。
癌
は
従
来
、
外
科
的
・
薬
理
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
治
療
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、

皮
膚
の
切
開
を
伴
わ
ず
に
放
射
線
の
照
射
の
み
で
治
療
を
行
う
放
射
線
療
法
も
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
定
義
的
に
は
、
放
射
線
療

法
は
非
侵
襲
的
な
介
入
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
、
照
射
さ
れ
た
部
位
に
お
い
て
組
織
の
持
続
的
な
機
能
制
御
を
引
き
起
こ
す

た
め
、
外
科
的
な
手
術
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
も
皆
無
で
は
な
い
。
ま
た
、
脳
画
像
技
術
を
例
に
と
る

と
、
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
（
機
能
的
核
磁
気
共
鳴
画
像
）
は
非
侵
襲
的
で
あ
る
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
（
陽
電
子
断
層
撮
影
法
）
は
放
射
性
同
位
元
素
の
体

内
へ
の
注
入
を
伴
う
た
め
侵
襲
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
も
使
用
さ
れ
る
電
磁
場
の
強
度
に
よ
っ
て
は
脳
へ
の
影
響
を

与
え
う
る
た
め
、
健
康
リ
ス
ク
が
伴
う
場
合
も
あ
り
う
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
技
術
が
非
侵
襲
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
が
発
生
し
な
い
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、

た
と
え
同
じ
技
術
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
使
用
状
況
に
よ
っ
て
、
侵
襲
性
が
あ
る
か
否
か
、
あ
る
と
し
て
そ
の
度
合
い
は
ど
の
程

度
か
は
異
な
り
う
る
。
健
康
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
侵
襲
的
／
非
侵
襲
的
と
い
う
二
分
法
に
基
づ
い
た
分
類
で
は
な
く
、
個
々

の
技
術
の
使
用
状
況
に
即
し
た
き
め
細
か
い
評
価
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
、
脳
機
能
を
変
化
あ
る
い
は
拡
張
さ
せ
る
技
術
へ
と
眼
を
転
じ
よ
う
。
侵
襲
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
頭
皮
か
ら
脳
波
を

読
み
取
る
非
侵
襲
的
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
ブ
レ
イ
ン
・
マ
シ
ー
ン
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）
か
ら
、
脳
内
へ
の
電
極
の
埋
め
込
み
を
と
も
な
う
侵

襲
的
な
Ｄ
Ｂ
Ｓ
（
脳
深
部
電
気
刺
激
法
）
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
技
術
が
存
在
し
て
い
る

）
4
（

。
私
は
そ
の
な
か
で
も
特
に
Ｔ

Ｍ
Ｓ
（
経
頭
蓋
磁
気
刺
激
）
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
そ
の
脳
へ
の
影
響
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
い
ま
だ
解
明
の
途
上
に

あ
り
、
健
康
リ
ス
ク
の
評
価
に
関
し
て
は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
医
療

現
場
に
お
い
て
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
治
療
場
面
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
へ
の
技
術
的
応
用
を

唱
え
る
研
究
者
も
存
在
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
使
用
の
倫
理
的
妥
当
性
に
関
し
て
早
急
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

）
5
（

。
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Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
本
体
と
連
結
し
た
小
型
の
刺
激
コ
イ
ル
に
よ
っ
て
局
所
的
な
磁
気
パ
ル
ス
を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
脳
内
に

渦
電
流
を
誘
導
す
る
技
術
で
あ
る
。
一
過
的
あ
る
い
は
持
続
的
に
パ
ル
ス
を
受
け
た
局
所
の
神
経
活
動
は
刺
激
条
件
に
応
じ
て

促
進
ま
た
は
抑
制
さ
れ
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
脳
の
神
経
構
造
間
の
経
路
や
局
所
的
神
経
活
動
の
機
能
を
調
べ
る
脳
科
学
研
究
の
補
助

技
術
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
も
ろ
も
ろ
の
神
経
疾
患
や
精
神
疾
患
を
治
療
す
る
た
め
の
機
器
と
し
て
臨
床
に
お
い
て
も
利

用
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。
特
に
う
つ
病
や
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
症
候
群
、
頭
痛
、
書
痙
、
慢
性
疼
痛
な
ど
に
関
し
て
治
療
効
果
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
健
常
者
集
団
に
対
す
る
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
へ
の
適
用
も
探
究
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
皮
質
運
動

野
の
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
で
同
側
に
お
い
て
認
知
課
題
に
対
す
る
反
応
時
間
の
短
縮
が
生
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（K
obayashi et al . 2004

）
。
同
様
に
、
頭
頂
葉
皮
質
の
活
動
制
御
に
よ
っ
て
環
境
内
の
同
側
領
域
に
対
す
る
注
意
の
増
進
が
見
ら

れ
る
と
い
う
結
果
も
報
告
さ
れ
て
い
る
（H
ilgetag et al.  2001

）
。
そ
の
他
、
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
作
業
記
憶
や
抽
象
的
思
考
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
認
知
能
力
に
対
し
て
促
進
的
な
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
ら
は
Ｔ
Ｍ
Ｓ
に
よ
る
持

続
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
一
部
の
被
験
者
に
サ
ヴ
ァ
ン
症
候
群
的
な
能
力
（
芸
術
的
能
力
や
言
語
的
能
力
、
注
意
力
な
ど
に
関
す
る
飛
躍

的
増
進
）
が
現
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
（Snyder et al.  2003

）
、
将
来
的
に
は
携
行
可
能
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
道
具
（「
シ

ン
キ
ン
グ
キ
ャ
ッ
プ
（thinking cap

）」）
と
し
て
Ｔ
Ｍ
Ｓ
を
活
用
し
た
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
語
っ
て
い
る

）
7
（

。

　
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
外
部
か
ら
の
磁
気
刺
激
に
よ
る
介
入
で
あ
る
た
め
、
定
義
上
は
非
侵
襲
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
、

（
4
）
こ
れ
ら
の
技
術
の
概
観
と
そ
の
倫
理
的
含
意
に
関
し
て
はFoster 2006
を
参
照
。

（
5
）
Ｔ
Ｍ
Ｓ
に
関
す
る
以
下
の
記
述
は
お
お
む
ねSteven &

 Pascual-Leone 2006

に
依
拠
し
て
い
る
。
本
論
で
は
簡
単
な
分
析
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

た
め
、
よ
り
詳
細
な
分
析
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ら
の
当
該
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
脳
科
学
研
究
に
お
い
て
Ｔ
Ｍ
Ｓ
が
有
用
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
脳
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
特
定
部
位
の
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
該
部
位
に
一
時
的
な
「
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
状
態
を
作
り
出
し
。
行
動
と
の
（
単
な
る
相
関
関
係
を
越
え
た
）

因
果
関
係
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
7
）
日
本
語
で
は
「
ワ
イ
ア
ー
ド
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
紹
介
記
事
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
サ
イ
ト
（
二
〇
〇
九
年
一
月
三
〇
日
ア
ク
セ
ス
確
認
）
を

参
照
。「
ヘ
ッ
ド
ギ
ア
で
『
レ
イ
ン
マ
ン
』
の
天
才
に
？
」（http://w

iredvision.jp/archives/200204/2002042301.htm
l

）
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従
来
の
頭
皮
に
対
す
る
直
接
電
気
刺
激
と
は
異
な
り
、
痛
み
を
と
も
な
う
不
快
な
刺
激
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
も
っ
て

お
り
、
医
療
や
研
究
の
現
場
で
は
比
較
的
安
全
な
介
入
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｓ
に
よ
る
主
要
な
リ
ス
ク
は
け

い
れ
ん
発
作
で
あ
る
が
、
安
全
指
針
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
の
使
用
に
お
い
て
発
作
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
は
き
わ
め
て
低

い
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
歴
を
も
っ
た
患
者
や
小
児
へ
の
使
用
に
関
す
る
安
全
性
は
い
ま
だ
未
解
明
で
あ
る
。

　
単
発
あ
る
い
は
双
発
の
パ
ル
ス
に
よ
る
効
果
は
持
続
性
が
な
く
、
脳
の
生
理
学
的
平
衡
に
対
す
る
影
響
も
き
わ
め
て
わ
ず
か

で
あ
る
。
他
方
、
反
復
的
な
パ
ル
ス
に
よ
る
効
果
に
は
一
定
の
持
続
性
が
あ
り
、
特
に
継
続
的
な
使
用
と
な
る
と
そ
の
脳
へ
の

影
響
は
い
ま
だ
未
知
で
あ
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｓ
は
そ
の
開
発
か
ら
ま
だ
二
十
数
年
し
か
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
長
期
的
影
響
に
関
す
る

デ
ー
タ
は
不
十
分
で
あ
る
。
特
に
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
へ
の
利
用
に
お
い
て
は
習
慣
的
な
携
行
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る

た
め
、
そ
う
し
た
長
期
的
影
響
に
と
も
な
う
未
知
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
お
い
て
も
健
康
リ
ス
ク
の
評
価
に
は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
判
断
に
は
一
定
の
不
確
実
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
新
し
い
脳
科
学
技
術
の
適
用
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
不
確
実
性
を
含

み
つ
つ
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
適
用
限
度
や
適
用
範
囲
に
関
す
る
判
断
を
下
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う

）
8
（

。

　
あ
る
技
術
に
関
し
て
、
そ
れ
が
侵
襲
的
で
あ
れ
ば
健
康
に
対
す
る
危
険
性
が
高
く
、
非
侵
襲
的
で
あ
れ
ば
低
い
と
い
う
傾
向

は
、
現
在
の
技
術
的
状
況
の
下
で
は
一
般
的
に
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
不
確
実
性
下
に
お
け
る
判
断
に
お
い
て
は
、
当
該

の
技
術
が
侵
襲
的
で
あ
る
か
非
侵
襲
的
で
あ
る
か
は
し
ば
し
ば
重
要
な
関
連
性
を
も
た
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
の

技
術
が
二
分
法
の
ど
ち
ら
に
区
分
す
る
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
技
術
が
も
つ
健
康
リ
ス
ク
を
個
別
に
精
査
す
べ
き
で
あ

る
。
と
り
わ
け
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
当
該
の
技
術
が
非
侵
襲
的
で
あ
る
こ
と
が
人
々
の
眼
を
健
康
リ
ス
ク

の
問
題
か
ら
逸
ら
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
よ
り
一
層
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。

　
侵
襲
性
概
念
に
関
す
る
以
上
の
分
析
は
健
康
リ
ス
ク
の
評
価
に
関
す
る
側
面
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
々
が
侵
襲

的
な
技
術
に
対
し
て
倫
理
的
な
懸
念
を
抱
く
の
は
、
た
ん
に
そ
れ
が
健
康
上
の
リ
ス
ク
を
与
え
る
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
の
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で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
続
く
二
つ
の
節
で
は
、
侵
襲
性
基
準
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
他
の
理
由
を
検
討
す
る
。 

２
　
自
然
性
侵
害
の
問
題

　
侵
襲
的
な
技
術
が
倫
理
的
な
懸
念
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
そ
れ
が
健
康
リ
ス
ク
に
関
す
る
問
題
を
惹
起
す
る
と
い
う
理
由
に

よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
健
康
上
の
リ
ス
ク
の
問
題
が
ク
リ
ア
さ
れ
た
と
し
て
も
、
人
々
が
侵
襲
的
な
技
術
に
対
し
て
抱

く
倫
理
的
懸
念
は
な
お
残
存
し
続
け
る
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
襲
性
基
準
に
は
さ
ら
に
「
自
然
性
侵
害
の
問
題
」
お

よ
び
「
人
格
侵
害
の
問
題
」
と
い
う
二
つ
の
倫
理
的
懸
念
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
の
自
然
性
侵
害
の
問
題
は
、
し
ば
し
ば
身
体
に
対
す
る
技
術
的
介
入
へ
の
「
恐
怖
」
や
「
嫌
悪
」
と
い
っ
た
感
情
と
結

び
つ
け
て
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
表
明
す
る
人
々
は
、
人
間
の
身
体
は
天
与
の
も
の
で
あ
り
、
治
療
的
な
目
的
を
越

え
て
身
体
に
介
入
す
る
こ
と
は
「
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
言
え
ば
、

こ
の
問
題
は
、
身
体
に
対
す
る
機
器
の
接
続
あ
る
い
は
残
置
を
と
も
な
う
神
経
補
綴
の
場
合
に
お
い
て
と
り
わ
け
顕
著
に
表
明

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　
第
二
の
人
格
侵
害
の
問
題
は
、
侵
襲
的
な
技
術
一
般
に
対
し
て
で
は
な
く
、
特
に
脳
に
対
す
る
侵
襲
的
介
入
に
対
し
て
表
明

さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
脳
は
わ
れ
わ
れ
の
心
な
い
し
は
人
格
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
器
官
で
あ
る
た
め
、
脳

内
へ
の
介
入
は
身
体
の
他
の
部
位
に
対
す
る
介
入
に
比
べ
特
別
な
倫
理
的
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

侵
襲
的
な
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
た
と
え
ば
運
動
能
力
の
ド
ー
ピ
ン
グ
に
比
べ
、
よ
り
深
刻
な
倫
理
的
問
題
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。 

（
8
）
こ
う
し
た
「
不
確
実
性
下
に
お
い
て
判
断
を
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
状
況
は
典
型
的
な
ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
小

林 2007

）。
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以
下
、
本
節
で
第
一
の
自
然
性
侵
害
の
問
題
を
、
次
節
で
第
二
の
人
格
侵
害
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

　
自
然
性
侵
害
の
問
題
を
懸
念
す
る
人
々
は
、
し
ば
し
ば
、
自
ら
が
感
じ
て
い
る
恐
怖
感
や
嫌
悪
感
が
「
人
間
性
」
と
い
う
考

慮
す
べ
き
道
徳
的
価
値
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
感
情
が
告
げ
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
真
剣
に

受
け
と
め
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
（K

ass 1997

）
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
身
体
に
対
す
る
人
為
的
な
介
入
に
嫌
悪
や
恐
怖
を
感
じ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
感
情
に
従
っ

た
倫
理
的
判
断
が
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う
し
た
感
情
は
道
徳
的
に
問
題
の
あ
る
偏
見
に
基
づ
い
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、

そ
の
声
に
従
う
こ
と
は
結
果
と
し
て
大
き
な
倫
理
的
害
悪
を
帰
結
す
る
可
能
性
が
あ
る
（Anderson 2008: 262

）
。
人
種
差
別
の
問

題
な
ど
、
歴
史
上
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
事
例
を
数
多
く
目
撃
し
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
自
然
性
侵
害
に
関
す
る
上
記
の
議
論
も
、
そ
れ
を
支
え
る
他
の
根
拠
な
し
に
安
直
に
信
頼
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

）
9
（

。

　
こ
う
し
た
反
論
に
対
し
、
自
然
性
侵
害
を
懸
念
す
る
人
々
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
恐
怖
感
や
嫌
悪
感
と
い
っ
た
心
理
学
的
な
動

機
付
け
と
は
独
立
に
身
体
に
対
す
る
増
強
的
介
入
に
異
議
を
唱
え
る
理
由
が
あ
る
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
は
、
身

体
の
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
身
体
の
完
全
性
や
正
常
性
と
い
う
規
範
を
強
制
的
な
も
の
と
す
る
傾
向
を

助
長
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
自
由
に
自
ら
の
生
の
在
り
方
を
追
求
す
る
範
囲
を
狭
め
る
危
険
性
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
身
体
へ
の
増
強
的
介
入
が
問
題
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
多
様
な
価
値
を
追
求
す
る
わ
れ
わ

れ
の
自
由
を
阻
害
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
増
強
的
介
入
を
行
う
傾
向
が
蔓
延
す
れ
ば
、
そ
れ
は
介
入
に
対
す
る
一
種
の
強
制
力
を
生
み
出
し
、
介
入
を
拒
む

人
々
に
対
し
て
抑
圧
的
に
働
く
よ
う
な
社
会
を
醸
成
す
る
結
果
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
反
対
の
立
場
に

立
つ
人
々
は
、
増
強
的
介
入
を
許
容
す
る
こ
と
が
、
逆
に
、
人
々
が
自
ら
の
生
き
方
を
追
求
す
る
際
の
選
択
肢
を
よ
り
豊
か
な

も
の
に
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
パ
レ
ン
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
両
陣
営
が
対
立
し
て
い
る
の
は
、

増
強
的
介
入
の
許
容
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
く
か
に
対
す
る
予
想
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
様
な
生
き
方
の
尊
重
と
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い
っ
た
基
本
的
な
価
値
観
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る (Parens 2006: 82)

。
そ
れ
ゆ
え
、
多

様
性
の
阻
害
と
い
う
動
機
に
基
づ
い
て
増
強
的
介
入
に
反
対
す
る
人
々
は
、
身
体
の
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
そ
の
も
の
に
反
対

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
道
徳
的
害
悪
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
だ
け
だ
と
解
釈
で
き

る
。
こ
う
し
た
動
機
か
ら
増
強
に
反
対
す
る
人
々
は
、
多
様
性
と
い
う
価
値
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
限
り
、
も
し
増
強

的
介
入
が
多
様
性
を
促
進
す
る
帰
結
を
招
く
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
介
入
に
反
対
す
る
当
初
の
理
由
を
失
う
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
自
然
性
侵
害
そ
の
も
の
を
反
対
す
る
独
立
の
理
由
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

　
増
強
的
介
入
の
許
容
が
多
様
性
の
阻
害
を
招
く
か
促
進
を
招
く
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
状
況
に
依
存
し
た
複
雑
な
要
因
が

絡
ん
で
い
る
た
め
、
予
想
を
立
て
る
こ
と
す
ら
容
易
で
は
な
い
。
先
に
、
自
然
性
侵
害
を
懸
念
す
る
人
々
は
そ
う
し
た
介
入
が

多
様
性
の
阻
害
を
招
く
と
い
う
予
想
を
行
う
傾
向
に
あ
る
と
述
べ
た
。
も
し
そ
う
し
た
人
々
の
立
て
る
予
想
が
増
強
的
介
入
に

対
す
る
恐
怖
感
や
嫌
悪
感
に
よ
っ
て
バ
イ
ア
ス
を
か
け
ら
れ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
の
影
響

を
排
除
し
た
上
で
再
度
予
想
を
立
て
直
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
の
立
場
を
予
想
結
果
に
反
映
さ
せ
た
上
で
、
そ
う

し
た
予
想
結
果
に
よ
っ
て
自
ら
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
循
環
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る

）
10
（

。

（
9
）
た
だ
し
、
そ
う
し
た
反
論
の
有
効
性
は
感
情
と
道
徳
的
判
断
の
関
係
性
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
理
論
を
立
て
る
か
に
依
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
プ
リ

ン
ツ
の
構
成
的
情
緒
主
義(constructive sentim

entalism
)

に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
事
実
は
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
情
緒
（
感
情
に
関
す
る
傾
向
性
）

に
構
成
的
に
依
存
す
る(Prinz 2008)

。
こ
う
し
た
理
論
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
判
断
の
真
理
性
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
有
し
て
い
る
情
緒
か
ら
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
構
成
的
情
緒
主
義
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
感
情
と
道
徳
的
判
断
の
分
離
可
能
性
に
依
存
し
た
上
記
の
反
論
は
有
効
性

を
失
う
。
た
だ
し
、
プ
リ
ン
ツ
も
道
具
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
道
徳
体
系
の
進
歩
は
認
め
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
改
め
て
同
様
の
批
判
を
展
開
す
る

こ
と
は
で
き
よ
う
。

（
10
）
加
え
て
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
自
然
さ
／
不
自
然
さ
」
と
い
う
二
分
法
を
人
々
の
直
観
的
な
判
断
を
越
え
て
（
特
に
こ
こ
で
は
認
知
機
能
に
即
し
て
）

ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
あ
る
機
能
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
を
評
価
で
き
る
よ
う
な
生
得
的
な
基
盤
を
確
定
す
る
の
は
、

た
と
え
脳
で
は
な
く
遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
当
て
た
と
し
て
も
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る(Levy 2007: 97-8)

。
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以
上
の
論
述
よ
り
、
た
と
え
侵
襲
的
な
介
入
が
身
体
の
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
と
み
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
し

た
介
入
に
対
し
て
反
対
す
る
独
立
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
で
き
る
。
自
然
性
侵
害
の
問
題
に
対
す
る
よ
り
包

括
的
な
論
証
は
他
論
に
譲
る
と
し
て
、
次
に
侵
襲
性
基
準
が
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
「
人
格

侵
害
の
問
題
」
へ
と
移
行
し
よ
う
。

３
　
人
格
侵
害
の
問
題

　
侵
襲
性
基
準
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
最
後
の
懸
念
は
、
心
あ
る
い
は
人
格
の
侵
害
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
常

的
に
は
、
私
と
私
以
外
の
も
の
と
を
分
か
つ
の
は
「
皮
膚
」
と
い
う
境
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
の
パ
ソ
コ
ン
が
何

者
か
に
よ
っ
て
意
図
的
に
壊
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
の
所
有
物
に
対
す
る
損
壊
行
為
で
あ
っ
て
、
私
自
身
に
対
す
る
傷

害
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
あ
る
医
療
的
な
い
し
は
増
強
的
行
為
が
侵
襲
的
で
あ
る
か
否
か
が
考
慮
す
べ
き
事
項
で
あ
る
の
は
、

も
し
侵
襲
的
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
私
自
身
の
境
界
を
侵
す
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
私
の
心
あ
る
い
は
人
格
に
関

し
て
は
、
と
り
わ
け
「
頭
蓋
骨
」
と
い
う
境
界
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
収
め
ら
れ
た
脳
と
い
う
器
官
）
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
私
の
片
脚
が
欠
損
し
た
と
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
私
の
人
格
が
損
な
わ
れ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
が
、

私
の
脳
が
損
傷
を
被
っ
た
と
き
に
は
し
ば
し
ば
重
大
な
人
格
障
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
介
入
が
頭
蓋
骨
の

内
部
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
外
部
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
倫
理
的
に
考
慮
す
べ
き
重
要
項
目
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

認
知
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
特
別
な
倫
理
的
問
題
を
含
む
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
も
、
そ
れ
が
脳
に
対
す

る
直
接
的
な
介
入
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
心
あ
る
い
は
人
格
の
境
界
設
定
に
お
い
て
脳
の
物
理
的
境
界
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
想
定
に

対
し
て
は
、
心
の
哲
学
に
お
け
る
ク
ラ
ー
ク
ら
の
「
拡
張
さ
れ
た
心
」
仮
説
に
も
と
づ
い
て
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
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（C
lark &

 C
halm

ers 1998, Levy 2007: C
hap. 1, Anderson 2008

）
。
こ
の
仮
説
に
よ
れ
ば
、
何
が
行
為
者
の
認
知
過
程
の
構
成
要
素
と

み
な
さ
れ
る
か
は
、
行
為
者
の
身
体
が
も
つ
物
理
的
境
界
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
従
事
し
て
い
る
社

会
的
実
践
に
対
す
る
関
与
の
仕
方
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
脳
の
外
部
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
要
素
が
、
行
為
者
が
現
在
従
事

し
て
い
る
認
知
過
程
の
な
か
で
あ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
も
し
同
じ
機
能
が
脳
の
内
部
で
実
現
さ
れ
た
場
合
に

問
題
な
く
認
知
過
程
の
構
成
要
素
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
脳
の
外
部
に
存
在
す
る
当
該
の
要
素
を
認
知

過
程
の
構
成
要
素
と
し
て
（
そ
れ
ゆ
え
心
の
構
成
要
素
と
し
て
）
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
心
は
頭
蓋
骨
の
内
部
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
身
体
の
境
界
さ
え
も
越
え
て
環
境
の
な
か
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
拡
張
さ
れ
た
心
」
と
い
う
概
念
を
理
解
す
る
糸
口
と
し
て
、
ま
ず
は
計
算
と
い
う
認
知
タ
ス
ク
を
例
に
と
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
私
が
「
４
８
９
５
５
２
÷
５
６
」
と
い
う
計
算
問
題
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
と
す
る
。
私
は
こ
の
問
題
を
暗
算
で
解
く

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
ろ
ば
ん
（
あ
る
い
は
計
算
機
や
鉛
筆
と
紙
で
も
よ
い
）
を
使
用
し
て
そ
の
解
答
を
得
よ
う
と
す
る
。
こ

の
場
合
、
そ
ろ
ば
ん
は
私
の
計
算
過
程
に
対
し
て
不
可
欠
な
一
部
と
し
て
関
与
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
そ
れ
な
し
に
こ

の
認
知
タ
ス
ク
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
う
し
た
計
算
が
暗
算
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ

た
な
ら
ば
、
そ
ろ
ば
ん
が
果
た
し
て
い
た
機
能
は
「
頭
の
な
か
」
だ
け
で
実
現
可
能
な
機
能
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
者
の
機
能
は
疑
問
の
余
地
な
く
認
知
過
程
の
構
成
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
拡
張
さ
れ
た
心
仮

説
に
よ
れ
ば
、
脳
の
外
部
に
存
在
す
る
そ
ろ
ば
ん
は
、
そ
れ
で
も
な
お
私
の
心
の
構
成
要
素
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ー
ク
ら
は
、
計
算
の
よ
う
な
認
知
タ
ス
ク
だ
け
で
は
な
く
記
憶
や
信
念
に
関
し
て
も
拡
張
さ
れ
た
心
仮
説
は
適
用
可
能

で
あ
る
と
主
張
す
る

）
11
（

。
人
格
侵
害
の
問
題
に
対
し
て
は
、
こ
ち
ら
の
「
拡
張
さ
れ
た
記
憶
」
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る

）
12
（

。
た
と

（
11
）
た
だ
し
、
ク
ラ
ー
ク
ら
は
経
験
の
よ
う
な
心
的
状
態
に
対
し
て
は
拡
張
さ
れ
た
心
仮
説
の
適
用
を
差
し
控
え
て
い
る(C

lark &
 C

halm
ers 1998: 12)

。

（
12
）
も
ち
ろ
ん
、
人
格
侵
害
の
問
題
に
関
し
て
記
憶
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
人
格
の
同
一
性
に
関
し
て
心
理
説
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
ド
ゥ
グ
ラ
ツ
ィ
ア

の
よ
う
に
数
的
同
一
性
と
は
異
な
る
物
語
的
同
一
性
を
念
頭
に
置
く
場
合
に
限
ら
れ
る(D

eG
razia 2005)

。
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え
ば
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
患
者
が
自
ら
の
記
憶
障
害
を
補
う
た
め
に
手
帳
を
た
え
ず
携
行
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
う
し
た

場
合
、
記
憶
の
な
か
を
探
索
し
て
予
定
を
想
起
す
る
こ
と
と
手
帳
を
開
い
て
予
定
を
確
認
す
る
こ
と
と
は
認
知
的
機
能
と
し
て

重
要
な
点
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
帳
は
当
該
の
患
者
の
記
憶
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
構
成
的
に
担
っ
て
お
り
、

拡
張
さ
れ
た
心
の
一
部
に
含
ま
れ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
外
部
環
境
に
属
す
る
あ
る
要
素
が
認
知
や
記
憶
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
要
素
を
拡

張
さ
れ
た
心
の
一
部
と
認
め
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
が
心
的
な
も
の
の
一
部
を
構
成
す
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

私
が
そ
の
要
素
を
認
知
や
記
憶
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
と
い
う
条
件
に
加
え
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（C

lark &
 C

halm
ers 1998: 17

）
。
た
と
え
ば
、
記
憶
の
代
替
物
の
場
合
、
当
該
の
要
素
は
行
為
者
に
と
っ
て
必

要
な
と
き
に
す
ぐ
に
利
用
可
能
な
状
態
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
直
接
的
か
つ
容
易
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
は
、
呼
び
出
さ
れ
る
情
報
は
自
動
的
に
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
過
去
に
少
な
く
と
も
一
度
は
意

識
的
に
是
認
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
た
な
ら
ば
心
的
な
も
の
の
一
部
で
あ
る
と
問
題
な
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
少
な

く
と
も
十
分
条
件
で
は
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
心
的
な
も
の
と
認
め
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
短
期
記
憶
は
持
続
期
間
が
短
い
た
め
利
用
可
能
性
の

条
件
を
欠
い
て
お
り
、
同
様
に
、
長
期
記
憶
も
（
認
知
症
の
場
合
に
顕
著
な
よ
う
に
）
し
ば
し
ば
ア
ク
セ
ス
可
能
性
の
条
件
を
欠
く

が
、
そ
れ
で
も
な
お
両
者
が
心
的
な
も
の
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
諸
条
件
は
心
的
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
は
あ
っ
て
も
必
要
条
件
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（Levy 2007: 37–8

）
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
眼
目
は
、
あ
る
要
素
が
認
知
や
記
憶
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
通
常
心
的
な
も
の
と
認
め
て
い
る
要
素
と
類

似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
脳
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
心
的
な
も
の
の
範
囲
か
ら

除
外
す
る
こ
と
は
、
頭
蓋
骨
の
内
部
／
外
部
と
い
う
基
準
を
特
権
視
す
る
何
ら
か
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
正
当
化
さ
れ
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な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
拡
張
さ
れ
た
心
仮
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
心
あ
る
い
は
人
格
の
境
界
に
対
し
て
脳
の
物
理
的
境
界
は
決
定
的
な
重
要
性
を

も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
心
や
人
格
の
境
界
は
、
認
知
や
記
憶
と
い
っ
た
心
的
機
能
を
支
え
る
基
盤
の
在
り
方
に

応
じ
て
、
脳
や
身
体
の
境
界
を
跨
ぎ
越
え
つ
つ
流
動
的
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
非
侵
襲
的
な
介
入
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
認
知
機
能
に
対
し
て
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
侵
襲
的
な
介
入
と
同
様
の
倫
理
的
な
扱
い
を
受

け
る
べ
き
で
あ
る
。 

　
た
と
え
ば
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
患
者
が
自
ら
の
記
憶
障
害
を
補
う
た
め
に
Ｐ
Ｄ
Ａ
（
携
帯
情
報
端
末
）
に
頼
る
場
合
と
イ
ン

プ
ラ
ン
ト
式
の
Ｂ
Ｍ
Ｉ
に
頼
る
場
合
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
Ｐ
Ｄ
Ａ
は
非
侵
襲
式
の
技
術
で
あ
り
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
は
侵
襲
式
の
技
術

で
あ
る
。
拡
張
さ
れ
た
心
仮
説
に
従
う
な
ら
ば
、
両
者
が
当
該
患
者
の
記
憶
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
同
等
の
機
能
を
果
た
し
て

い
る
限
り
、
ど
ち
ら
も
同
等
の
仕
方
で
患
者
の
人
格
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
患
者
の

Ｐ
Ｄ
Ａ
を
意
図
的
に
損
壊
す
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
の
機
能
を
患
者
の
同
意
を
得
ず
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
と
、
人
格
侵
害
と
い
う

側
面
に
お
い
て
同
じ
倫
理
的
重
み
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

　
以
上
の
議
論
よ
り
、
侵
襲
性
基
準
の
背
後
に
あ
る
想
定
と
は
異
な
り
、
侵
襲
性
概
念
は
人
格
侵
害
と
い
う
問
題
に
対
し
て
特

別
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
な
い
と
結
論
で
き
る
。
人
格
侵
害
の
問
題
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
あ
る
技
術
的
介
入
が
行
為
者

の
認
知
機
能
や
記
憶
機
能
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
与
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
介
入
が
侵
襲
的
か
非
侵
襲
的
か
と
い

う
点
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

４
　
お
わ
り
に

　
本
論
で
は
、
侵
襲
的
技
術
に
対
す
る
倫
理
的
懸
念
の
内
実
を
次
の
三
つ
の
問
題
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
議
論
を
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展
開
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
、
自
然
性
侵
害
の
問
題
、
人
格
侵
害
の
問
題
で
あ
る
。

　
あ
る
技
術
的
介
入
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
侵
襲
的
だ
か
ら
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
が
生
じ
る
と
も
、
非
侵
襲
的
だ
か
ら
健
康
リ

ス
ク
の
問
題
が
度
外
視
で
き
る
と
も
言
え
な
い
。
健
康
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
侵
襲
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
個
々
の
技

術
に
即
し
て
慎
重
に
科
学
的
評
価
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
非
侵
襲
的
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
対
し
て

は
、
そ
れ
が
非
侵
襲
的
だ
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
健
康
リ
ス
ク
の
問
題
を
軽
視
す
る
こ
と
に
は
警
戒
が
必
要
で
あ
る
。

　
自
然
性
侵
害
の
問
題
に
関
し
て
は
、
た
と
え
あ
る
技
術
が
身
体
の
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
そ
う
し
た
技
術
に
対
す
る
規
制
を
促
す
独
立
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
侵
襲

的
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
そ
れ
が
自
然
性
に
対
す
る
侵
害
を
及
ぼ
す
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
最
後
に
、
人
格
侵
害
の
問
題
に
関
し
て
は
、
も
し
拡
張
さ
れ
た
心
仮
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
あ
る
介
入
に
よ
っ
て
人
格
が

侵
害
さ
れ
た
か
否
か
の
判
断
に
と
っ
て
は
、
当
該
の
介
入
が
侵
襲
的
か
否
か
の
判
断
は
理
論
上
さ
し
た
る
関
連
性
を
持
た
な
い
。

人
格
は
身
体
の
境
界
を
越
え
て
環
境
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
格
の
侵
害
に
お
い
て
は
環
境
へ
と
拡
張
さ
れ
た
も

の
を
含
ん
だ
心
的
基
盤
の
総
体
を
こ
そ
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
侵
襲
性
基
準
に
含
ま
れ
る
倫
理
的
懸
念
は
、
侵
襲
性
基
準
を
支
え
る
も
の
と
し
て
有
効
性
を
欠
い
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
侵
襲
性
と
理
論
的
に
特
別
な
関
連
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
結
論
で
き
る
。
侵
襲
性
概
念
は
エ
ン
ハ

ン
ス
メ
ン
ト
の
倫
理
的
是
非
を
論
じ
る
際
に
依
拠
す
べ
き
基
準
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
適
切
な
資
格
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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