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本
論
で
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
問
題
を
解
決
す
る
前
提
と
し
て
、

に
よ
り
享
有
を
終
了
す
る
と
い
う
の
が
、
近
代
法
の
原
則
で
あ
る
と
の
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

あ
っ
て
、
自
然
科
学
的
な
原
理
と
し
て
法
学
に
導
入
す
る
よ
う
な
方
法
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
、
近
代
法
よ
り
も
人
の
出
生
の
問
題
が
、

あ
っ
て
は
、
当
該
遣
言
に
そ
の
胎
児
に
関
し
、
相
続
人
に
指
定
す
る
か
、
そ
の
相
続
を
廃
除
す
る
か
を
定
め
な
い
で
な
ん
ら
言
及
し
て
い

な
い
場
合
に
は
、
当
該
遺
言
は
全
部
破
壊
さ
れ
て
、
無
遺
言
相
続
（
広
義
の
法
定
相
続
。
）

ら
で
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
胎
児
の
法
的
地
位
を
極
端
に
強
化
す
る
こ
と
は
、
弊
害
を
伴
う
場
合
が
多
く
、

以
上
に
述
べ
た
方
針
の
も
と
で
は
、
受
遣
者
・
共
同
相
続
人
が
胎
児
の
母
に
多
少
の
財
物
を
贈
与
し
て
、
堕
胎
を
勧
め
る
悪
習
が
起
っ
た

な
ど
の
事
実
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ど
も
、
そ
れ
の
実
現
を
裏
付
け
る
規
定
や
解
釈
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
よ
り
は
、
数
段
す
ぐ
れ
て
い
る
。
民
法
以
外
に
お
い
て
は
、
特

種
の
法
を
除
け
ば
（
多
く
は
母
胎
保
護
を
目
的
と
す
る
行
政
法
。
）
、
法
規
定
の
中
に
胎
児
の
概
念
の
存
し
な
い
場
合
が
、

る
。
た
と
え
ば
、
法
律
と
し
て
の
皇
室
典
範
中
に
は
、
胎
児
な
る
概
念
・
文
言
は
な
い
。

継
承
と
の
関
係
は
、
解
釈
に
よ
る
か
、
政
治
的
に
解
決
す
る
か
の
ほ
か
な
い
こ
と
が
現
状
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

が
な
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

自
然
人
は
、
法
上
の
主
体
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、

ま

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
遺
言
作
成
後
に
相
統
が
開
始
し
、
胎
児
が
自
権
相
続
人
と
し
て
存
す
る
場
合
に

え

し
か
し
な
が
ら
、
現
代
日
本
法
の
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
場
合
に
は
、
胎
児
に
つ
き
言
及
す
る
け
れ

が

き

死
亡
（
失
踪
宣
告
そ
の
他
を
も
含
む
。
）

は
る
か
に
重
要
性
を
帯
び
て
い
た
た
め
、
実
に
綿
密
な
配
慮

ロ
ー
マ
法
の

ほ
と
ん
ど
で
あ

し
た
が
っ
て
、
胎
児
た
る
皇
子
・
皇
孫
と
皇
位

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生
の
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
に

――10七

が
開
始
す
る
に
至
る
と
い
う
―
つ
の
事
実
か

一
応
の
原
則
で

出
生
に
よ
り
権
利
能
力
を
享
有
し
、
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用
い
て
い
る
。

児
）
と
か
の
説
明
的
な
語
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
0

p
a
r
t
u
s
 
(
生
（
前
）
児
）
、

v
e
n
t
e
r
(
胎
内
児
）
、

fetus
(
元
来
は
、
動
物
の
胎
生
物
。

後
世
、

f
o
e
t
u
s
と
誤
っ
て
書
い
た
。
）
な
ど
も
用
い
て
い
る
。

e
m
b
r
y
o
(
元
来
は
、
胎
羊
）
は
法
文
で
は
見
な
い
が
、
医
学
的
に
は
胎
生

児
と
し
て
、
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
、

n
a
s
c
i
t
u
r
u
s
(
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
児
）
と
い
う
語
も
、

法
上
の
関
係
で
、
発
明
し
た
語
で
あ
る
。
最
近
の
法
学
者
は
、
胎
児
に
つ
い
て
、

n
a
s
c
i
t
u
r
u
s
を
用
い
る
こ
と
を
、
避
け
る
よ
う
に
勧
め

て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
英
法
で
も
、

in
v
e
n
t
r
e
 s
a
 m
e
r
e
 (
母
の
胎
内
に
あ
る
児
）
と
い
う
、
ラ
テ
ン
語
と
古
フ
ラ
ン
ス
語
と
を
混
ぜ
て

胎
児
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
胎
児
の
利
益
に
関
す
る
問
題
が
発
生
す
る
た
び
ご
と
に
、
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い

う
一
般
原
則
が
有
名
で
あ
る
。
反
面
、
胎
児
は
、
胎
児
た
る
地
位
に
お
い
て
、
他
人
特
に
親
に
利
益
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
反

対
の
原
則
も
生
ず
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
胎
児
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
父
が
胎
児
を
自
分
の
子
の
数
の
中
に
算
入
し

の
胎
内
に
あ
る
児
）
と
か
、

is, 
q
u
i
 in 
u
t
e
r
o
 
est 

（
胎
宮
に
あ
る
児
）

と
か
、

法
文
に
は
な
い
。
後
世
、
文

is, 
q
u
i
 
nasci 
s
p
e
r
a
t
u
r
 (
3
:
1
¾
.
\
1

の
郡
ヂ
待
さ
れ
る

c
o
n
c
e
p
t
u
s
 c
•胎
さ
れ
た
児
）
が
、

一
番
法
源
と
し
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
語
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、

は
古
代
法
的
な
明
確
さ
が
見
い
だ
せ
る
。

胎
児
は
、 ロ

ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

す
る
。
そ
し
て
、

日
本
民
法
や
皇
室
典
範
中
に
お
け
る
胎
児
の
問
題
は
、
将
来
新
た
に
立
法
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
現
行
の
解
釈
に

胎
児
と
そ
の
法
的
地
位

is, 
q
u
i
 in 
v
e
n
t
r
e
 est 
(母

ロ
ー
マ
法
に
あ
っ
て
は
、
特
別
の
法
術
語
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
な
り
に
、
色
々
と
表
現
し
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に

つ
い
て
一
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。

10八
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義
務
を
免
除
さ
れ
る
目
的
の
た
め
に
、
胎
児
を
子
の
中
に
算
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

奴
の
胎
児
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

保
護
を
与
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
人
た
る
母
の
胎
児
は
、
懐
胎
の
時
か
ら
、
そ
の
利
益
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
保
護
さ
れ

て
、
い
わ
ゆ
る
「
解
除
条
件
説
的
」
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
続
権
に
お
い
て
も
、
扶
養
請
求
権
で
も
、
胎
児
は
胎
中
に
あ
っ

て
、
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

て
、
女
奴
の
胎
児
は
、
初
め
は
一
切
法
的
な
保
護
を
与
え
な
い
の
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
法
的
に
は
出
生
以
後
に
は
、
あ
る
程
度
の
保
護

を
与
え
て
い
て
、

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
胎
児
が
、
将
来
生
児
と
し
て
生
れ
る
と
き
の
利
益
に
つ
い
て
問
題
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
既
に
現
存
し
て
い
る
者

と
し
て
保
護
を
受
け
る
と
い
う
一
般
原
則
は
、
合
法
婚
姻
か
ら
の
嫡
出
児
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
合
法
婚
姻
に
よ
る
胎
児
に
は
、

必
ず
し
も
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
準
正

(legitimatio)

正
に
よ
る
と
か
し
て
、
時
後
的
に
は
保
護
さ
れ
る
事
実
上
の
保
護
手
段
が
存
在
す
る
。

D. 1
,
 
5
,
 
7
 

胎
児
が
双
生
児
で
あ
ろ
う
と
、

「
有
子
の
父
」
と
し
て
、
官
職
へ
の
就
職
の
順
位
が
優
先
さ
れ
た
り
、
そ
の
他
後
見

ロ
ー
マ
法
で
は
自
由
人
の
子
と
し
て
出
生
す
べ
き
胎
児
を
問
題
に
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
女

―
―
一
生
児
で
あ
ろ
う
と
、

い
わ
ゆ
る
「
停
止
条
件
説
的
」
に
保
護
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

に
よ
る
と
か
、
女
奴
が
解
放
さ
れ
て
自
由
女
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
の
準

Q
u
i
 in 
u
t
e
r
o
 
est, 
p
e
r
i
n
d
e
 a
c
 si 
in 
r
e
b
u
s
 
h
u
m
a
n
i
s
 esset 
custoditur, 
quotiens 
d
e
 
c
o
m
m
o
d
i
s
 
ipsius 
partus 

q
u
a
e
r
i
t
u
r
"
q
u
a
m
q
u
a
m
 alii 
a
n
t
e
q
u
a
m
 n
a
s
c
a
t
u
r
 
n
e
q
u
a
q
u
a
m
 prosit. 

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

10九

多
生
児
で
あ
る
場
合
に
も
保
護
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

胎
児
と
い
う
場
合
、

て、

ロ
ー
マ
に
お
い
て
三
人
以
上
の
子
が
あ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
帝
政
中
に
、
女
奴
の
胎
児
も
出
生
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の

か
か
る
保
護
は
一
応
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
、

こ
れ
に
反
し
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続
人
が
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
遺
言
を
破
懐
す
る
も
の
と
す
る
。

る
べ
き
財
産
の
保
存
を
認
め
な
い
と
い
っ
た
趣
旨
で
も
な
い
。

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

と
い
う
擬
制
を

損
害
賠
償
請
求
権
（
土
↑
）
・
相
続
（
知
f
痴
）
・
受
遺
者
と
し

と
い
う
法
諺
は
、
直
接
ロ
ー
マ
法
源
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
い

三
一
〇

『
胎
児
は
、
そ
れ
が
生
児
と
し
て
生
ま
れ
る
と
き
の
利
益
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
現
存
す
る
者
と
み
な
さ
れ
て
保

護
を
受
け
る
。
た
だ
し
、
胎
児
は
、
そ
の
出
生
前
に
あ
っ
て
は
他
人
に
は
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
。
』

と
の
、
パ
ウ
ル
ス
の
単
巻
書
は
、
綿
密
に
事
実
を
表
示
す
る
。
胎
児
は
、
そ
の
父
ま
た
は
母
に
対
し
て
、
生
前
に
利
益
を
与
え
る
も
の
で

は
な
い
が
、
そ
の
利
益
に
な
る
べ
き
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
、
法
は
胎
児
保
佐
人

(
c
u
r
a
t
o
r
ventris)

の
附
与
を
通
例
認
め
て
い
る
。

こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
た
だ
胎
児
の
財
産
の
保
全
。
．
保
存
を
図
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
胎
児
の
胎
児
と
し
て
の
地
位
の
保
護
、
す
な

わ
ち
他
人
に
よ
る
母
の
堕
胎
へ
の
勧
告
の
禁
止
と
い
っ
た
面
を
も
包
括
す
る
。
ま
た
、
胎
児
保
佐
人
の
附
与
が
な
け
れ
ば
、
胎
児
の
受
け

中
世
に
、

nastiturus
p
r
o
 i

a
m
 
n
a
t
o
 h
a
b
e
t
u
r
,
 
q
u
o
t
i
e
n
s
 d
e
 c
o
m
m
o
d
i
s
 eius 
agitur. 

る
と
き
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
、
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
）

し
、
表
視
の
方
法
が
詩
文
的
で
あ
る
反
面
、
色
々
の
解
釈
を
許
す
あ
い
ま
い
な
表
現
で
あ
る
。

胎
児
の
出
生
に
つ
い
て
は
、

サ
ビ
ニ
ア
ー
ニ
学
派
は
、
発
声
が
な
く
て
も
、
生
ま
れ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。
帝
王
切
開
し
て
生
れ
て

も
よ
い
と
し
、
手
足
が
四
つ
そ
ろ
い
、
鬼
子
や
怪
物
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
出
生
後
す
ぐ
に
死
亡
し
て
も
な
お
、
自
権
相

す
な
わ
ち
、

（
胎
児
は
、

日
本
民
法
に
お
い
て
は
、
胎
児
は
特
定
の
個
別
的
な
場
合
、

て
（
立
転
）
・
認
知
さ
れ
る
場
合
（
年
畔
霜
江
哄
[HJg
憩
盗
鐸
記
正
＾
か
）
に
関
し
て
は
、
『
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
』

取
る
。
こ
の
胎
児
の
権
利
能
力
附
与
に
つ
い
て
、
生
き
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
す
る
か
、
死
ん
で
生
ま
れ
る
こ
と
を
解
除
条
件

と
す
る
か
と
い
う
点
で
見
解
が
分
か
れ
る
と
す
る
。
停
止
条
件
的
と
見
る
と
、
胎
児
に
は
胎
児
中
に
は
権
利
能
力
が
な
い
こ
と
に
な
り
、

そ
の
利
益
が
問
題
と
な
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生
き
て
生
ま
れ
た
時
に
、
遡
っ
て
権
利
能
力
を
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
解
除
条
件
的
と
見
る
と
、
胎
児
自
身
に
権
利

能
力
を
認
め
る
が
、
死
産
を
解
除
条
件
と
す
る
だ
け
で
、
当
該
問
題
の
時
期
に
、
母
を
法
定
代
理
人
ま
た
は
事
務
管
理
者
と
し
て
、
損
害

賠
償
請
求
な
り
遺
産
の
分
割
こ
百
理
を
な
さ
し
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
二
説
は
、
互
い
に
相
反
し
て
ニ

者
択
一
的
に
の
み
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
停
止
条
件
的
と
み
る
か
解
除
条
件
的
と
み
る
か
の
原
則
は
必
要
で
あ
ろ
う

が
、
母
の
懐
胎
を
知
ら
ず
に
、
他
の
共
同
相
続
人
な
り
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
相
続
人
（
直
系
尊
属
ま
た
は
夫
の
兄
弟
姉
妹
）
が
善
意
で
行

為
を
な
す
場
合
、
そ
の
他
隔
地
者
同
志
で
あ
っ
て
母
の
懐
胎
を
知
り
え
な
か
っ
た
場
合
は
、
停
止
条
件
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が

多
く
な
る
。
し
か
し
、
他
の
共
同
相
続
人
な
り
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
相
続
人
な
り
が
、
母
の
懐
胎
の
事
実
を
知
っ
て
お
り
な
が
ら
、
悪
意

で
、
胎
児
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
の
防
止
に
は
、
解
除
条
件
的
な
見
解
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

立
法
論
と
し
て
は
、
解
除
条
件
説
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
解
釈
論
と
し
て
は
、
実
際
は
非
嫡
出
子
た
る
べ
き

胎
児
へ
の
考
慮
か
ら
、
停
止
条
件
説
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
反
面
、
嫡
出
子
た
る
べ
き
胎
児
へ
の
保
護
に
欠
け
る
停
止
条

件
説
は
支
持
者
が
激
減
し
て
い
る
。
現
代
法
に
あ
っ
て
は
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
に
も
共
通
し
た
、
平
等
的
な
解
釈
が
前
提
と
さ
れ
る
か

ら
、
困
難
な
問
題
が
生
じ
、
実
に
明
確
さ
を
欠
く
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

胎

児

の

保

護

胎
児
は
合
法
婚
姻
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
非
常
な
保
護
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
ロ
ー
マ
法
の
立
場
は
、

missio
in possession, 

e
m
 ventris 
n
o
m
i
n
e
 (
胎
児
の
た
め
の
占
有
附
与
）
の
制
度
と
、
堕
胎
の
禁
止
の
両
面
か
ら
見
ら
れ
る
。

「
胎
児
の
た
め
の
占
有
附
与
」
と
は
、
法
務
官
が
、
胎
児
の
た
め
に
、
相
続
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
必
要
財
産
を
、
母
側
の
｀
申
請
に
よ

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

戸
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と
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

女
―
二
年
）
に
達
す
る
ま
で
は
延
期
さ
れ
て
、
そ
の
間
相
続
財
産
と
な
る
も
の
は
、

を
な
ず
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
，
こ
れ
、

カ
ル
ボ
ニ
ア
ヌ
ム
告
示

(
C
a
r
b
o
n
i
a
n
u
m
e
d
i
c
t
u
m
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
的
な
感
覺
か
ら

は
、
妥
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
期
間
中
に
、
そ
の
子
が
、
正
当
な
子
で
あ
る
か
否
か
を
観
察
す
る
目
的
と
幼
児
保
護
の
思
想

胎
児
が
出
生
し
て
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
争
訟
が
あ
る
場
合
に
は
、

一
応
そ
の
子
の
た
め
に
附
与
さ
れ
て
後
見
人
が
管
理

ロ
ー
マ
法
で
は
争
訟
の
決
定
は
そ
の
子
が
成
熟
期
（
男
一
四
年
、

さ
>
‘ヵ

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

： 

こ
れ
は
、
胎
児
の
受
け
る
べ
き
財
産
が
、
他
の
共
同
相
続
人
や
相
続
債
権
者
か
ら
不
当
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
胎
児
に
、
占
有
が
附
与
さ
れ
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
母
に
よ
る
財
産
管
理
の
失
当
の
な
い
こ
と
を
も
実
現

す
る
た
め
に
、
胎
児
保
佐
人
の
申
請
を
な
す
こ
と
を
常
と
し
た
。
あ
る
場
合
は
、
強
制
し
た
。
胎
児
保
佐
人
の
任
務
は
、
第
一
に
、
母
胎

の
健
康
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
胎
児
自
体
が
完
全
に
出
生
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
必
要
の
場
合
は
、

胎
児
の
財
産
の
管
理
で
あ
る
。
財
産
の
管
理
は
、
保
管
を
主
な
目
的
と
し
、
損
傷
・
腐
敗
す
べ
き
物
の
売
却
、
正
当
な
債
務
の
弁
済
な
ど

の
限
ら
れ
た
行
為
を
す
る
に
と
ど
ま
る
。

法
務
官
は
、
胎
児
の
た
め
に
附
与
さ
れ
た
財
産
が
、
母
の
父
そ
の
他
の
他
人
に
不
当
に
移
転
し
な
い
よ
う
に
、
厳
重
な
監
視
を
行
な
っ

た
。
多
く
の
例
に
あ
っ
て
は
、
母
の
父
に
占
有
が
移
転
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

日
本
法
で
は
、
血
族
者
、
配
偶
者
お
よ
び
そ
の
血
族
者
間
な
ど
の
近
親
者
の
権
利
関
係
に
基
づ
く
訴
訟
は
、

の
占
有
財
産
を
隠
秘
に
ま
た
は
詐
術
に
よ
り
他
人
の
占
有
に
ま
か
せ
る
こ
と
ま
で
も
訴
権
の
対
象
と
し
て
い
る
。

りヽ

一
応
占
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
い
う
。

多
く
は
表
面
に
出
な
い

ロ
ー
マ
法
で
は
、
か
か
る
血
族
者
ま
た
は
近
親
者
や
配
偶
者
と
の
関
係
の
判
例
法
が
実
に
多
数
存
在
し
て
い
る
。
母
が
胎
児
の
た
め
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四

胎

児

の

出

生

胎
児
の
保
護
は
、
事
実
上
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
法
制
上
で
は
、

ロ
ー
マ
法
で
は
、
非
常
に
徹
底
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

一
方
、
堕
胎
の
禁
止
は
、
法
文
と
し
て
は
厳
禁
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、

に
堕
胎
し
た
母
は
軽
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
け
だ
し
夫
か
ら
子
を
奪
う
不
法
な
行
為
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
社
会
生
活
上
、

堕
胎
の
禁
止
が
徹
底
し
た
か
否
か
の
事
実
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

ん
、
そ
れ
は
、
嫡
出
子
た
る
べ
き
胎
児
を
中
心
と
し
て
お
り
、
非
嫡
出
子
た
る
べ
き
胎
児
・
奴
隷
と
な
る
べ
き
胎
児
な
ど
に
は
、
法
制
上

の
保
護
は
表
面
に
は
、
あ
ま
り
表
わ
れ
な
い
。

プ
ラ
ン
キ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決

児
の
出
生
に
内
し
、

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

ま、

＇ 
セ
ウ
ェ
ル
ス
＂
ー
ア
ソ
ト
ニ
ヌ
ス
両
帝
の
勅
法
に
よ
り
、
人
工
的

）
父
が
父
子
関
係
に
つ
い
て
、

(
S
e
n
a
t
u
s
c
o
n
s
u
l
t
u
m
 P
l
a
n
c
1
a
m
.
i
m
 

確
認
を
附
与
す
る
こ
と

(
a
g
n
o
s
c
e
r
e

醐
螂
翡
這
転
註
渭
讐
栞
）
に
つ
き
、
綿
密
な
規
定
を
定
め
て
い

る
。
生
児
の
認
知
に
つ
い
て
は
、
日
認
知
を
す
べ
き
男
と
⇔
虚
偽
の
子
を
押
し
つ
け
る
女
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
初
め

は
婚
姻
後
に
生
れ
る
べ
き
胎
児
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
近
代
法
の
よ
う
に
、
婚
姻
の
解
消
の
．
日
か
ら
三
百
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は

婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
も
の
と
の
推
定
な
ど
の
よ
う
な
（
麺
二
虻
二
）
包
括
主
義
は
と
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
七
か
月
目
で
、
胎
児
が
出
生
す

る
こ
と
も
あ
る
と
の
ギ
リ
ツ
ア
の
医
聖
ヒ
ボ
ク
ラ
テ
ス
の
見
解
は
ロ
ー
マ
法
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
（
埠
頭
頭
止
）
。

ま
ず
、
離
婚
後
数
え
て
三

0
日
以
内
に
元
の
妻
側
は
、
元
の
夫
側
に
、
元
の
妻
が
懐
胎
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
を
通
告
を
す
る
こ
と
を

許
可
し
て
い
る
。
元
の
夫
側
の
な
に
人
に
も
会
う
機
会
を
有
し
な
い
場
合
は
、
元
の
夫
の
家
に
通
告
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
家
と
は
、

o
.

。

都
市
で
は
住
宅
で
あ
る
が
、
田
舎
ま
た
は
自
治
市
で
は
、
婚
姻
の
た
め
に
か
ま
ど

(lares)
の
神
の
在
す
る
に
所
通
告
す
べ
き
も
の
と
す

： 
合
法
婚
姻
の
も
の
の
胎
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中
に
生
ま
れ
る
べ
き
子
の
場
合
に
も
ま
た
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

父
子
関
係
は
別
個
の
訴
訟
と
し
て
別
に
定
め
う
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

か
、
ま
た
は
元
の
妻
が
自
己
に
よ
り
懐
胎
し
た
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
通
告
す
る
か
、

――――四

監
視
人
を
送
る

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
は
、
単
に
行
為

の
手
続
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
の
妻
が
一
―

1
0
日
以
内
に
懐
胎
し
て
い

る
こ
と
を
元
の
夫
側
に
通
告
を
行
な
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
元
の
夫
は
そ
の
生
児
に
つ
き
認
知
す
る
か
認
知
し
な
い
か
は
自
由
で
あ
り
、

認
知
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
そ
の
児
が
、
父
子
関
係
確
認
の
訴
え
を
な
し
え
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、

父
子
関
係
が
裁
判
官
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
元
の
夫
は
そ
の
児
を
扶
養
す
る
こ
と
を
強
制
ざ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
た
消
極
的

な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
元
の
妻
が
三

0
日
以
内
に
懐
胎
し
て
い
る
こ
と
を
元
の
夫
側
に
通
告
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
の
夫
が
証

人
を
た
て
て
嫡
出
性
を
否
認
す
る
か
監
視
人
を
派
遣
す
る
か
し
な
け
れ
ば
、
元
の
夫
は
そ
の
胎
児
の
扶
養
を
強
制
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
出

生
後
元
の
夫
が
そ
の
生
児
は
真
実
の
子
で
は
な
い
と
の
訴
訟
は
別
に
成
立
し
う
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
他
、
妻
側
が
、
派
遣
さ
れ
た
監
視

人
を
拒
絶
し
た
場
合
に
も
、
妻
側
が
通
告
を
し
な
か
っ
た
と
同
じ
法
的
効
果
が
生
じ
、
元
の
夫
が
そ
の
生
児
を
認
知
し
て
扶
養
す
べ
き
か

否
か
は
、
元
の
夫
の
自
由
と
な
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
‘
-
―

1
0
日
と
い
う
の
は
、
離
婚
後
数
え
て
継
続
し
た
日
数
を
い
う
も
の
で
あ
り
、

む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
法
務
官
は
日
数
の
伸
長
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
作
為
・
不
作
為
に
対
応
し
て
、

や

一
応
そ
れ
に
相
当
す
る
効
果
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
応
の
推
定
条

項
で
あ
り
、
事
実
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
応
の
推
定
条
項
に
従
っ
て
胎
児
の
法
的
地
位
が
定
ま
る
場
合
も
多
い
が
、
生
ま
れ
た
後
に
は
、

プ
ラ
ソ
キ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
は
、
離
婚
後
に
出
生
す
べ
き
生
児
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
元
老
院
議
決
に
よ
り
、
婚
姻
継
続

る
。
こ
の
通
告
は
、
夫
か
ら
始
ま
る
も
の
で
な
く
、
元
の
妻
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
元
の
夫
は
、
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ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

も
し
、
夫
の
死
亡
後
、
妻
が
懐
胎
し
て
い
る
と
の
主
張
が
夫
の
近
親
者
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
厳
重
な
手
続
を

き
で
あ
る
が
、
元
の
妻
の
意
に
反
し
て
は
、
検
査
中
に
母
胎
に
触
れ
る
べ
き
で
な
い
。
そ
し
て
、
彼
女
は
法
務
官
の
指
定
し
た
婦
人
の
家

に
お
い
て
出
産
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
彼
女
は
、
出
産
予
定
の
三

0
日
前
に
、
事
案
の
利
害
関
係
人
に
母
胎
を
監
視
す
べ
き
者
を

送
る
旨
の
通
告
を
す
べ
き
で
あ
る
。
出
産
室
は
た
だ
―
つ
の
出
入
口
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
燈
火
を
三
個
も
燃
や
す
よ
う
に

◎

◎

◎

◎

 

す
る
。
け
だ
し
、
生
児
の
す
り
替
え
を
防
止
す
る
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
胎
児
も
生
児
も
幼
児
も
、

◎

◎

@

@

 

て
、
す
り
替
え
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

障
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
が
濃
厚
で
あ
る
。
相
続
に
関
す
る
利
害
関
係
人
は
、
夫
の
子
で
あ
る
と
の
立
証
が
な
さ
れ
る
と

◎

◎

c

◎

 

き
は
、
遺
言
は
破
壊
さ
れ
、
無
遺
言
相
続
が
開
始
す
る
の
で
、
出
生
時
に
も
出
生
後
に
も
、
す
り
替
え
が
行
な
わ
れ
て
、
夫
の
子
で
な
い

置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
。

と
も
に
厳
重
な
監
視
が
な
さ
れ

そ
の
後
、
元
の
夫
の
方
か
ら
、
元
の
妻
が
自
己
に
よ
り
懐
胎
し
て
い
る
と
主
張
す
る
場
合
が
発
生
し
、
勅
法
に
よ
り
非
常
に
綿
密
な
規

定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
離
婚
後
に
、
元
の
夫
が
、
元
の
妻
が
懐
胎
し
て
い
る
と
主
張
し
、
妻
が
否
定
を
す
る
と
い
う
特
殊
な

場
合
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ン
キ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
は
適
用
で
き
な
い
か
ら
、
別
個
に
勅
法
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
元
の
妻
が

懐
胎
し
て
い
る
か
否
か
の
確
認
の
た
め
に
、
三
人
の
確
実
な
助
産
婦
を
し
て
元
の
妻
を
検
査
さ
せ
て
、
そ
の
多
数
決
に
よ
っ
て
、
元
の
夫

側
か
ら
派
遣
さ
れ
た
監
視
人
が
元
の
妻
側
に
送
ら
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
元
の
夫
側
が
子
を
欲
し
て
い
る

場
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
重
大
な
差
違
を
生
じ
て
来
る
。
三
人
の
確
実
な
助
産
婦
は
、
法
務
官
に
よ
っ
て
招
致
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
元
の
夫
は
三

0
日
と
い
っ
た
日
数
に
は
関
係
な
く
そ
の
主
張
を
な
し
う
る
も
の
で

一
か
月
に
二
度
、
自
由
人
た
る
婦
人
五
名
が
送
り
よ
こ
さ
れ
て
、
彼
女
ら
す
べ
て
同
時
に
母
胎
を
検
査
す
べ

階
級
（
元
老
院
議
員
階
級
そ
の
他
。
）
と
家
族
と
の
威
信
を
保

三
一
五
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出
長
系
主
義
の
み
を
取
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、

天
皇
が
崩
じ
た
時
は
、

に
い
う
と
、
規
定
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

ロ
ー
マ
法
の
概
況
を
述
べ
た
が
、

五

あ

と

が

き

認
知
請
求
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

と
の
主
張
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
厳
重
な
手
続
を
す
る
。

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

日
本
民
法
は
胎
児
に
は
、

ら
、
何
ら
の
請
求
権
を
も
持
た
な
い
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
非
嫡
出
子
た
る
胎
児
へ
の
配
慮
と
し
て
し
か

解
せ
ら
れ
な
い
が
、
将
来
何
ら
か
の
立
法
上
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
嫡
出
子
た
る
胎
児
の
場
合
に
も
影
響
し

0

0

0

0

 

て
来
る
問
題
で
あ
り
、
胎
児
す
り
替
え
防
止
の
規
定
も
な
い
。

胎
児
の
法
的
地
位
と
そ
の
出
生
に
関
し
て
、

い
て
、
古
代
法
と
の
比
較
に
お
い
て
、
胎
児
の
地
位
が
法
上
考
慮
さ
れ
る
割
合
が
日
本
民
法
で
は
、
は
な
は
だ
低
い
と
考
え
る
。
し
か
も
、

別
の
問
題
に
つ
い
て
、
別
の
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
皇
室
典
範
に
関
連
し
て
、
胎
児
の
概
念
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
形
式
的

一
切
の
請
求
権
な
し
と
の
簡
単
な
解
釈
で
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で

あ
る
。
か
え
っ
て
十
分
な
解
決
に
至
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

胎
中
天
皇
と
い
う
例
は
一
例
（
応
神
天
皇
）
が
あ
る
ら
し
い
が
、
実
際
上
は
生
ず
る
可
能
性
は
少
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
考
え
ら
れ
る
所
を
述
べ
る
と
、

日
皇
室
典
範
に
は
胎
児
と
い
う
概
念
は
一
切
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
皇
位
継
承
の
順
序
は
、
嫡
男
系
嫡

皇
長
子
た
る
べ
き
胎
児
の
み
あ
っ
て
、

が
、
皇
嗣
と
し
て
直
ち
に
即
位
し
て
、
胎
児
た
る
皇
長
子
は
出
生
後
も
皇
位
継
承
に
は
関
係
の
な
い
も
の
と
す
る
。

そ
の
見
地
に
お
い
て
は
日
本
民
法
を
見
た
場
合
に
お

扶
養
請
求
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
な
い
。

二
六

遠
傍
系
の
男
系
の
皇
族

述
べ
て
い
な
い
か
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ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

部
の
人
の
法
感
情
に
背
く
こ
と
も
起
り
う
る
。

会
議
の
議
決
を
行
な
う
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
解
決
を
図
る
。

⇔
皇
室
典
範
に
も
、
胎
児
と
い
う
概
念
を
禅
入
し
て
、
民
法
八
八
六
条
を
類
推
適
用
し
て
、
胎
児
た
る
地
位
で
、
皇
位
継
承
に
参
加
す

る
。
解
釈
論
と
し
て
も
、

一
番
無
難
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
民
法
の
場
合
と
同
じ
く
問
題
は
残
る
。

国
皇
室
典
範
に
お
い
て
は
、
胎
児
た
る
皇
子
の
概
念
の
有
無
が
明
確
で
な
い
の
で
、
特
別
立
法
に
よ
っ
て
、
当
該
問
題
に
関
す
る
皇
室

日
は
形
式
倫
理
的
に
は
、
間
然
す
る
所
は
な
い
。
た
だ
、
皇
位
継
承
は
、
血
縁
に
従
っ
て
流
れ
る
こ
と
を
本
体
と
し
、
や
が
て
出
現
す

る
こ
と
の
ほ
ぼ
確
実
な
胎
児
を
全
然
無
視
し
て
、
皇
位
継
承
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
著
し
く
人
の
法
惑
情
に
背
く
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
点

が
、
最
大
の
欠
点
で
あ
る
。

⇔
は
、
少
し
解
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
の
法
感
情
た
一
番
適
合
す
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
位
継
承
に

関
し
て
、
胎
児
に
関
す
る
停
止
条
件
説
と
解
除
条
件
説
と
の
対
立
が
当
然
生
ず
る
に
至
る
。
停
止
条
件
説
を
と
る
な
ら
ば
、
出
生
さ
れ
る

ま
で
は
、
次
順
序
者
た
る
皇
族
が
暫
定
的
に
皇
位
継
承
し
て
、
た
と
え
ば
、
皇
長
子
た
る
親
王
が
出
生
さ
れ
れ
ば
、
皇
位
を
譲
ら
れ
、
内

親
王
の
場
合
に
は
、

そ
の
ま
ま
皇
位
継
承
を
存
続
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
解
除
条
件
説
を
と
る
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
胎
中
天
皇
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
胎
児
が
出
生
さ
れ
る
ま
で
は
、
即
位
は
空
位
の
状
態
で
、
胎
児
が
出
生
さ
れ
た
の
ち
に
、
皇
長
子
た
る
親
王

が
出
生
さ
れ
た
場
合
は
、
皇
位
継
承
を
さ
れ
、
内
親
王
の
場
は
、
次
順
序
者
た
る
皇
族
が
皇
位
継
承
さ
れ
る
、

と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
。
人
の
法
感
情
に
よ
く
適
合
す
る
と
し
て
も
、
実
際
の
場
合
に
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
過
程
を
取
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。

国
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
非
難
さ
れ
る
点
は
な
い
が
、
皇
室
典
範
の
本
旨
と
し
て
は
、
疑
問
の
あ
る
政
治
的
解
釈
法
で
あ
り
、

現
行
皇
室
典
範
で
は
、
崩
御
以
外
に
お
い
て
は
皇
位
継
承
が
生
ず
る
こ
と
な
く
、
天
皇
お
よ
び
皇
族
は
養
子
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、

＝
二
七
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か
ら
。
そ
う
す
れ
ば
、
胎
児
は
、
相
続
に
つ
い
て
、

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

皇
位
継
承
に
関
し
て
天
皇
の
遺
言
の
可
能
性
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
と
、
皇
嗣
が
直
ち
に
即
位
す
る
と
い
う
原
則
な
ど
を
総
合

し
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
独
自
の
折
衷
的
な
見
解
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
皇
長
子
た
る
べ
き
胎
児
の
み
お
ら
れ
る
よ
う

な
場
合
に
お
い
て
も
、
次
順
序
者
で
あ
る
皇
族
が
皇
嗣
と
し
て
、
直
ち
に
即
位
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
、
皇
長
子
が
出
生
さ
れ
た
場
合
に

は
、
嫡
男
系
嫡
出
長
主
義
の
原
則
に
お
い
て
、
当
然
に
将
来
皇
太
子
た
る
べ
く
、
か
く
し
て
次
順
位
者
で
皇
位
継
承
し
た
天
皇
が
崩
じ
た

時
に
は
、
直
ち
に
皇
嗣
と
し
て
即
位
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。

規
定
や
概
念
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
色
々
な
解
釈
が
自
由
に
な
し
う
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
胎
児
の
法
的
地
位
に
関
す
る
―
つ
の

現
代
的
問
題
と
し
て
将
来
、
立
法
が
な
さ
れ
る
か
解
釈
の
統
一
が
な
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

日
本
民
法
に
戻
っ
て
、
胎
児
に
つ
い
て
、

改
正
要
網
（
靡
翫
麟
法
）
第
八
に
は
、
胎
児
の
利
益
保
護
に
関
し
て
、
相
続
に
関
し
胎
児
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
管
理
人
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
旨
を
定
め
、
か
つ
胎
児
の
出
生
に
よ
り
て
家
督
相
続
人
の
順
位
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
場
合
に
つ
き
相
当
の
規
定

『
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
』
と
す
る
規
定
の
意
味
に
つ
き
、
既
に
、
民
法
相
続
編
中

当
然
の
決
議
で
あ
り
、

を
設
け
る
べ
き
旨
を
決
議
し
て
い
る
。

が
、
前
半
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
相
続
に
関
し
胎
児
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
管
理
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
は
、
新
民
法

の
際
に
は
、
見
送
ら
れ
た
が
、
そ
の
潜
在
的
な
必
要
性
は
増
加
こ
そ
す
れ
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
。
名
称
は
胎
児
の
保
佐
人
で
も
、
胎
児

の
財
産
管
理
人
で
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
胎
児
の
法
定
代
理
人
と
し
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
母
や
そ
の
直
系
尊
属
お

よ
び
兄
弟
姉
妹
以
外
で
、
胎
児
の
出
生
に
つ
き
、
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
け
だ
し
、

理
人
は
、
た
だ
胎
児
の
財
産
管
理
を
行
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
胎
児
の
出
生
を
安
全
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
を
も
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る

『
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
』
と
い
う
規
定
の
意
味
に
関
し
て
、
胎
児
の
相
続

現
代
に
お
い
て
は
、

か
か
る
管

後
半
の
家
督
相
続
人
云
々
の
文
言
は
意
味
が
な
い

―
―
八
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分
か
れ
る
。

能
力
附
与
に
つ
い
て
、
生
き
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
す
る
か
、
死
ん
で
生
ま
れ
る
こ
と
を
解
除
条
件
と
す
る
か
の
問
題
は
、
直

接
表
面
に
表
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

た
だ
利
害
関
係
者
の
取
る
態
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
左
右
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
卦
常
に
明
白
な

も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
か
か
る
管
理
人
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
と
か
相
続
関
係
と
か
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な

く
、
胎
児
側
か
ら
、
父
と
推
定
さ
れ
る
者
に
対
す
る
認
知
請
求
権
・
扶
養
請
求
権
を
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
至
当
と
す
る
。
け
だ
し
、
以

上
の
要
件
を
満
足
せ
し
め
て
、
初
め
て
胎
児
に
つ
い
て
、
利
益
の
保
護
が
完
全
に
な
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

た
だ
、
現
行
法
と
し
て
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、
胎
児
の
た
め
の
管
理
人
と
か
法
定
代
理
人
と
か
は
存
在
せ
ず
に
、
た
だ
事
務
管
理
者
と

か
母
を
当
然
の
法
定
代
理
人
と
か
す
る
と
い
っ
た
解
釈
が
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
て
、
こ
こ
で
は
、
胎
児
の
法
的
地
位
に
関
し
、
権
利
能
力

附
与
に
関
し
て
、
生
き
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
す
る
か
、
死
ん
で
生
れ
る
こ
と
を
解
除
条
件
と
す
る
か
と
い
う
点
で
の
見
解
が

私
は
解
除
条
件
説
を
取
る
。
権
利
能
力
は
出
生
に
始
ま
る
と
す
る
原
則
的
規
定
は
、
同
じ
平
面
に
お
け
る
胎
児
の
法
的
地
位
を
相
続
そ

の
他
に
お
い
て
、
既
に
生
れ
た
も
の
と
す
る
特
別
の
立
場
と
相
反
す
る
も
の
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
後
者
を
優
先
的
な
例
外
規
定
と
し

て
み
る
。
そ
し
て
、
か
り
に
権
利
能
力
を
胎
児
に
附
与
す
る
と
し
て
も
、
出
生
前
に
お
い
て
は
胎
児
の
財
産
な
ど
の
処
分
行
為
を
代
行
す

べ
き
機
関
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
胎
児
は
そ
の
権
利
能
力
を
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
胎
児
の
権
利
能
力
は

存
在
し
な
い
と
い
う
論
に
対
し
て
は
、
胎
児
が
権
利
能
力
を
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
、
胎
児
は
権
利
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
な
い
と
の
判
例
の
立
場
は
、
ど
う
い
う
因
果
関
係
で
そ
う
な
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
胎
児

が
権
利
能
力
を
有
効
に
行
使
し
え
な
い
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
双
生
児
か
三
生
児
か
わ
か
ら
な
い
胎
児
が
一
法
定
代
理
人
と
推
定

さ
れ
る
母
か
ら
で
も
そ
の
権
利
に
よ
っ
て
処
分
行
為
を
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
胎
児
の
権
利
能
力
と
は
、
処
分
な
ど
を
含
め

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

三
一
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し
て
、

遺
贈
分
の
財
産
請
求
が
遡
っ
て
な
し
う
る
と
す
る
。

し
か
し
、

そ
の
遺
贈
に
相
続
税
が
課
せ
ら
れ
る
程
度
の
額
で
あ
る
と
す
る

ず、

一
例
を
あ
げ
る
と
、
あ
る
人
が
家
外
者
た
る
女
性
の
胎
児
に
遣
贈
を
な
し
、
胎
児
中
に
相
続
が
開
始
し
た
と
す
る
。
胎
児
は
受
遺

者
と
し
て
、
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
虚
虚
年
言
．
）
が
、
停
止
条
件
説
を
採
れ
ば
、
胎
児
中
は
受
遺
者
と
な
る
こ
と
が
で
き

一
応
相
続
財
産
は
推
定
相
続
人
と
し
．
て
の
相
続
人
に
帰
属
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
、
胎
児
が
出
生
後
、
初
め
て
受
遺
者
と

今、
上
、
不
当
に
冷
遇
さ
れ
て
く
る
。
非
合
法
婚
姻
に
よ
る
胎
児
に
課
せ
ら
れ
た
条
件
と
同
一
と
な
る
。

ば
、
日
本
法
の
過
去
の
多
数
説
に
お
け
る
胎
児
の
地
位
は
、
嫡
出
の
胎
児
で
あ
れ
、
非
嫡
出
の
胎
児
で
あ
れ
、
奴
隷
の
胎
児
と
同
一
の
法

的
地
位
に
お
い
て
解
釈
し
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

生
児
そ
の
他
一
夫
一
婦
制
の
外
の
諸
制
度
（
明
治
時
代
に
は
、
ま
だ
濃
厚
に
社
会
生
活
の
上
に
残
っ
て
い
た
。
）

え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た
歴
史
的
認
識
な
し
に
、

日
本
民
法
上
、
胎
児
に
は
、
法
定
代
理
人
の
制
度
が
な
い
と
か
、
私
権
の
享
有
は

出
生
に
始
ま
る
と
い
っ
た
、
原
則
論
だ
け
で
、
胎
児
を
奴
隷
の
胎
児
と
同
視
す
る
ご
と
き
停
止
条
件
説
を
主
張
す
る
説
は
、
よ
ほ
ど
前
近

代
的
な
頭
の
持
主
に
し
て
初
め
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
冷
遇
さ
れ
た
地
位
の
原
因
は
、
家
督
相
続
上
の
問
題
お
よ
び
私

に
由
来
す
る
も
の
と
考

ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、

誇
張
す
れ

っ
て
、
立
証
の
困
難
性
の
た
め
に
、

胎
児
の
有
利
に
解
釈
す
る
こ
と
を
至
当
と
考
え
る
。
停
止
条
件
説
で
は
、

胎
児
の
地
位
が
、

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

三
二

0

訴
訟

た
積
極
的
な
も
の
で
な
く
、
恐
ら
く
自
己
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
財
産
の
保
護
そ
の
他
の
受
動
的
な
権
利
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

停
止
条
件
説
を
取
る
場
合
に
も
、
一
っ
の
重
要
な
こ
と
を
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
胎
児
の
出
生
に
よ
り
、
共
同
相
続
人
か

ま
た
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
直
系
尊
属
ま
た
は
兄
弟
妹
妹
な
ど
は
、
胎
児
の
存
在
を
知
っ
た
後
、
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
後
に
お
い
て
は
、

処
分
行
為
を
な
し
た
場
合
は
、
胎
児
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
損
害
賠
償
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
さ
え
、
訴
訟
上
・
解
釈
上

確
保
さ
れ
て
お
れ
ば
、
停
止
条
件
と
解
除
条
件
と
の
立
場
の
相
違
は
殆
ん
ど
存
し
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
こ
と
の
立
証
は
胎
児
側
に
と
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託
す
る
と
い
っ
た
遺
言
が
生
ず
る
こ
と
は
当
然
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
私
権
の
享
有
は
出
生
に
始
ま
る
と
い
う

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

る
と
い
う
よ
り
、
更
に
、

胎
児
で
な
く
て
も
、

少
女
た
る
娘
が
、

財
産
管
理
を
信
託
銀
行
に
託
す
こ
と
も
で
き
る
し
、

害
も
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

将
来
生
む
こ
と
あ
る
べ
き
子
の
た
め
の
、] 
財
産
管
理
を
信
託
銀
行
に

将
来
の
立
法
で
は
、

た
だ
胎
児
に
法
定
代
理
人
と
か
財
産
管
理
人
と
か
の
制
度
を
制
定
す
れ
ば
、

事
足
り

な
ら
、

母
や
母
の
親
権
者
も
、

事
務
管
理
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
何
の
障

し
か
し
、

処
分
行
為
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
す
る
の
は
、
相
対
的
に
見
た
場
合
に
は
、

何
の
理
由
付
け
に
も
な
ら
な
い
。

と
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
、
著
し
く
胎
児
の
不
利
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
相
続
税
が
相
次
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
か
、
推
定
相
続
人
が
一
次

的
相
続
税
を
支
払
い
、
受
遺
者
は
推
定
相
続
人
か
ら
贈
与
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
実
に
錯
乱
し
た
関
係
と
な
る
。
ま
た
、
推
定
相

続
人
は
胎
児
中
の
み
所
有
権
が
あ
る
か
ら
、
著
し
く
低
い
価
格
で
売
却
を
な
し
そ
の
証
明
を
取
り
、
実
は
買
主
と
結
託
し
て
、
胎
児
の
受

し
か
も
か
か
る
不
正
行
為
の
立
証
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
同
じ
事
態
は
、
嫡
出
児

け
る
べ
き
額
を
低
く
す
る
の
が
人
情
と
い
え
て
、

た
る
胎
児
に
も
妥
当
す
る
。
た
だ
、
別
問
題
で
あ
る
が
、
嫡
出
児
た
る
胎
児
へ
の
遺
贈
は
、
九

0
三
条
の
関
係
で
、
特
別
受
益
者
の
相
続

分
と
な
り
、
別
個
の
問
題
を
包
摂
す
る
。
法
理
論
的
に
は
、
停
止
条
件
説
よ
り
解
除
条
件
説
の
方
が
一
層
明
快
で
あ
る
。
た
だ
、
非
嫡
出

児
た
る
胎
児
に
は
、
停
止
条
件
説
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
非
嫡
出
児
に
は
停
止
条
件
説
、
嫡
出
児
に
は
解
除
条
件
説
と
使
い
分
け

る
方
が
よ
い
と
い
う
折
衷
説
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
解
釈
論
と
い
う
よ
り
は
立
法
論
で
あ
る
。
け
だ
し
、
現
行
日
本
民
法
は
、
か
か
る

嫡
出
・
非
嫡
出
の
差
別
待
遇
を
組
織
的
に
行
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一
方
を
解
釈
論
と
し
て
取
る
と
す

る
な
ら
ば
、
解
除
条
件
説
を
む
し
ろ
是
と
す
る
。
解
除
条
件
説
を
成
立
せ
し
め
る
た
め
障
害
と
な
る
べ
き
こ
と
も
、
解
釈
上
容
易
に
排
除

し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
上
胎
児
は
出
生
以
前
に
そ
の
処
分
行
為
を
代
行
す
べ
き
法
定
代
理
人
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
胎
児
は
そ
の
権

利
能
力
を
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
停
止
条
件
説
を
取
る
方
が
、
処
分
行
為
を
促
進
し
、
取
引
の
安
全
に
な
る
と
す
る
。

遺
言
者
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こ`し、

ナ

交
通
事
故
そ
の
他
の
場
合
に
、

父
母
が
先
に
殆
ん
ど
同
時
に
死
亡
し
、

そ
の
直
後
に
胎
児
が
生
き
て
出
生
す
る
こ
と
も
あ
り
う

を
掲
げ
て
い
る
。

民
法
上
の
相
続
人
と
比
較
す
る
と
、

子
・
父
母
・
孫
・
祖
父
母
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
に
制
限
し
て
お
り
、

甥
姪
の
代
襲

相
続
を
認
め
な
い
点
な
ど
に
お
い
て
、
制
限
的
で
あ
り
、
内
縁
配
偶
者
、
被
扶
養
者
を
認
め
る
点
に
お
い
て
拡
大
的
で
あ
る
。
そ
の
範
囲

や
順
位
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
子
の
範
囲
に
胎
児
を
包
含
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
片
手
落
ち
で
あ
る
。
け

⑲
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
で
⇔
に
該
当
し
な
い
も
の

国

(／

P)原
則
が
存
在
す
る
こ
と
強
調
す
る
説
は
、
殆
ん
ど
無
意
味
に
近
い
。
け
だ
し
。
か
か
る
条
文
が
他
の
条
文
（
翌
年
二
縫
匹
バ
恥
知
）
を
実
質

上
排
除
す
る
と
す
る
考
え
方
を
徹
底
す
れ
ば
、
逆
に
、
被
相
続
人
が
遣
言
し
て
も
、
そ
れ
は
、
死
亡
時
ま
で
の
事
項
に
限
っ
て
有
効
で
、

死
亡
後
の
事
項
に
つ
い
て
は
効
力
の
な
い
も
の
だ
と
の
暴
論
に
等
し
い
。
た
だ
、
解
除
条
件
説
は
、
現
行
法
上
は
、
胎
児
の
財
産
に
つ
い

て
は
、
保
存
行
為
を
中
心
に
し
て
、
原
則
と
し
て
は
、
処
分
行
為
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
長
く
て
も
八
か
月
で
有
効
に
処
分

行
為
の
対
象
に
は
な
り
う
る
も
の
で
、

胎
児
は
、
民
法
上
は
、

ど
の
よ
う
な
実
害
が
あ
る
か
を
問
い
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
形
式
的
に
は
保
護
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
の
部
面
、
す
な
わ
ち
、
退
職
手
当
金
・
災
害

補
償
と
し
て
の
遺
族
補
金
償
な
ど
に
お
い
て
、
死
亡
者
に
対
し
て
子
で
な
く
し
て
、
胎
児
で
あ
る
も
の
は
、

配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
死
亡
者
の
死
亡
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
で
死
亡
者
の
死
亡
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

⇔
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
死
亡
者
の
死
亡
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
親
族

い
た
も
の

に 日

普
通
は
、

か
か
る
遺
族
と
し
て
、

多
く
は
言
及
し
て
い
な
い
。
＊

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

>
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る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
内
縁
の
妻
を
第
一
順
位
に
し
な
が
ら
、
そ
の
胎
児
を
排
除
す
る
結
果
、
思
わ
ざ
る
事
態
に
よ
っ
て
、
か
か

る
胎
児
に
不
利
益
を
与
え
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
の
い
わ
ゆ
る
内
縁
関
係
と
は
、
結
婚
と
同
一
の
関
係
に

あ
る
も
の
だ
け
に
限
定
し
て
お
り
、
し
か
も
婚
姻
の
届
出
の
な
い
も
の
だ
け
に
限
る
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
子
・
孫

に
は
、
胎
児
と
、
か
か
る
厳
格
な
意
味
の
婚
姻
と
同
一
関
係
に
あ
る
が
届
出
の
し
て
い
な
い
関
係
の
子
・
孫
に
も
拡
張
す
る
の
が
正
当
で

胎
児
と
そ
の
認
知
（
民
法
的
な
意
味
の
）
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
残
る
。
父
は
、
非
嫡
出
子
た
る
胎
児
を
任
意
に
認
知
で
き
る
が
、

こ
の
場
合
に
は
、
母
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
（
紐
玉
知
―
―
-
）
と
い
う
立
場
を
と
る
。

非
嫡
出
子
た
る
胎
児
は
、
胎
児
中
は
、
父
に
対
し
て
父
子
関
係
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
認
知
の
訴
え
を
提
起
し
え
な
い
も
の
と
す

る
（
鯰
叡
廷
謬
詞
虹
暉
）
。
か
か
る
胎
児
の
母
は
、
あ
る
い
は
、
法
定
代
理
人
と
し
て
も
、
あ
る
い
か
自
己
の
資
格
に
お
い
て
も
、
と
も
に

胎
児
の
認
知
を
請
求
し
え
な
い
と
す
る
判
例
（
吠
項
恥
琴
竺
止
呼
圧
E
)

は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
立
派
な
存
在
理
由
が
有
し
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
な
お
今
日
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
「
父
の
捜
索
」
を
禁
止
す
る
と
い
う
、
中
世
的
な
遺
産
の
一
部
で
あ
ろ

う
。
立
法
論
と
し
て
は
、
今
日
で
は
、
不
当
で
あ
っ
て
、
将
来
は
胎
児
中
に
も
、
認
知
の
訴
え
を
請
求
し
、
提
起
す
る
こ
と
と
い
う
原
則

が
望
ま
し
い
。

胎
児
と
認
知
と
の
関
係
で
は
、
胎
児
は
父
の
利
益
と
か
父
の
任
意
の
た
め
に
の
み
存
在
し
て
、
自
己
の
利
益
を
主
張
し
え
な
い
と
い
う

と
同
時
に
、

認
知
そ
の
も
の
に
、

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

も
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、

相
続
権
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

一
般
的
な
（
嫡
出
子
に
近
い
）
関
係
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
原
則
よ
り
も
、

一
種
の
身
分
関
係
を
認
め
、

立
場
に
あ
る
。

あ
ろ
う
。
法
理
的
一
貫
性
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
な
る
。

扶
養
そ
の
他
の
財
産
的
責
任
の
み
に
限
る
方
向
を
取
る
べ
き
で

： 

別
に

683 



＊ 

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
胎
児
と
そ
の
出
生

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
現
在
の
状
態
か
ら
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、

七
八
七
条
の
規
定
か
ら
は
、
胎
児
中
は
、
認
知
の
訴
を
提
起
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
母
は
、
法
定
代
理
人
と
し
て
も
、
ま
た
は
、
自
己
の
資
格
に
お
い
て
も
、
胎
児
の
認
知
の
一
応
の
請
求
権
ま
で
も

与
え
ら
れ
な
い
意
味
に
も
取
れ
な
い
。
裁
判
所
（
家
庭
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
。
）

き
、
父
の
血
液
型
・
指
紋
・
掌
紋
な
ど
の
生
理
学
的
考
察
を
行
な
え
る
場
合
に
は
行
な
い
、
万
一
、
交
通
事
故
・
急
病
そ
の
他
で
、
父
の

急
死
の
場
合
で
も
、

一
応
の
証
拠
を
残
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
要
す
る
に
、
胎
児
は
、
父
ま
た
は
母
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
な
く
し
て
、
胎
児
は
法
上
は
胎
児
の
利
益
の
た
め
に
存
在
す
る

存
し
、
中
世
に
は
一
時
没
し
、

近
代
に
な
っ
て
、

三
二
四

ま
た
再
生
し
て
来
た
考
え
で
あ
る
。

恩
給
法
第
七
二
条
に
は
、
「
胎
児
ク
ル
子
」
と
し
て
、
言
及
し
て
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
行
き
届
い
た
立
法
で
あ
り
、

式
的
に
は
範
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ー
が
、
将
来
胎
児
の
問
題
解
決
の
鍵
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
た
解
釈
ー
こ
れ
は
、
古
代
法
の
中
に
、

近
時
の
立
法
も
、
形

は
、
か
か
る
一
応
の
潜
在
的
な
請
求
権
に
基
づ
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