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一．

序

解
離
性
同
一
性
障
害
（D

issociative
Identity

D
isorder

以
下：

D
ID

）
と
は
、
以
前
は
多
重
人
格
障
害
と
呼
ば
れ
た
精
神
障
害
の
一

種
で
、
一
人
の
人
間
の
中
に
、
行
為
を
統
御
す
る
複
数
の
意
識
、
す
な
わ
ち
人
格
状
態
（personality

）
と
呼
ば
れ
る
複
数
の
意
識
が
存

在
す
る
障
害
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
の
記
憶
・
同
一
性
の
感
覚
を
有
し
、
交
互
に
患
者
の
行
為
を
統
御

す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
人
格
状
態
下
に
あ
る
者
は
、
他
の
人
格
状
態
下
で
経
験
し
た
事
柄
に
つ
き
想
起
で
き
な
い

（
１
）

。
通
常
そ
の
人
の
行
為

を
統
御
し
て
い
る
人
格
状
態
の
こ
と
を
主
人
格
（host

personality

）、
そ
れ
以
外
の
人
格
状
態
の
こ
と
を
副
人
格
（alter

personality

）

と
い
う
。
こ
の
障
害
と
刑
事
責
任
の
関
係
が
問
題
と
な
る
典
型
的
な
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（
２
）

。
田
中
一
郎

（
仮
名
）
は
彼
の
同
僚
を
殺
害
し
、
逮
捕
さ
れ
た
。
彼
は
基
本
的
に
、
控
え
め
で
あ
り
ふ
れ
た
、
人
の
い
い
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

警
察
が
取
り
調
べ
を
行
っ
て
い
る
時
、
彼
は
自
身
の
行
っ
た
と
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
覚
え
て
お
ら
ず
、
驚
愕
し
て
さ
え
い
る

よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
取
り
調
べ
が
彼
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
犯
行
の
核
心
部
分
に
近
づ
い
た
と
き
、
彼
の
意
識
は
突
如
と
し
て
薄
れ
、

そ
の
後
彼
が
意
識
を
取
り
戻
し
た
と
き
、
彼
は
そ
の
態
度
、
そ
し
て
声
の
ト
ー
ン
に
お
い
て
劇
的
な
変
化
を
示
し
、
取
調
官
を
驚
か
せ
た
。

彼
は
自
分
の
事
を
田
中
二
郎
と
名
乗
り
、
彼
が
行
っ
た
犯
行
に
つ
い
て
自
信
た
っ
ぷ
り
に
語
っ
た
。
そ
の
後
、
再
度
彼
の
意
識
は
薄
れ
、

ふ
た
た
び
目
を
覚
ま
し
た
時
に
は
、
彼
は
自
身
の
こ
と
を
一
郎
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
再
度
、
彼
は
自
身
が
行
っ
た
と
さ
れ
る

（
™
）
同
一
性
の
基
準

（
£
）
帰
責
の
文
脈
に
お
け
る
同
一
性

（
¢
）D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任

四．

結
語
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行
為
に
つ
い
て
の
記
憶
を
失
っ
て
い
た
。
二
郎
は
、
一
郎
の
存
在
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
一
郎
の
こ
と
を
自
分
と
は
異
な
る
存
在
と
認
識

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
一
郎
は
、
通
常
の
生
活
に
お
い
て
時
折
記
憶
の
欠
落
が
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
た
も
の
の
、
二
郎
の
存
在

は
ま
っ
た
く
認
識
し
て
お
ら
ず
、
当
然
、
二
郎
の
行
為
を
統
御
す
る
事
も
で
き
な
か
っ
た
。
一
郎
が
控
え
め
で
お
と
な
し
い
、
受
動
的
な

性
格
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
郎
は
自
信
に
満
ち
、
攻
撃
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
の
場
合
、
通
常
行
為
を
統
御
し
て
い
る
人
格
状

態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
郎
が
主
人
格
、
二
郎
が
副
人
格
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

D
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
の
は
、
主
人
格
、
つ
ま
り
通
常
被
告
人
の
行
為
を
統
御
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
人
格
状
態
が
、
問
題
の
行
為
を
認
識
す
る
能
力
す
な
わ
ち
弁
識
能
力
を
欠
い
て
い
る
の
に
対
し
、
行
為
時
に
行
為
を
統
御
す

る
と
こ
ろ
の
人
格
状
態
す
な
わ
ち
副
人
格
は
自
分
が
如
何
な
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
か
を
認
識
し
て
お
り
、
か
つ
行
為
を
制
御
す
る
能
力

も
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
時
の
人
格
状
態
は
狭
義
の
意
味
に
お
い
て
は
責
任
能
力
を
有
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
行
為
者
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
場
合
、
行
為
者
が
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
為
時
の
人
格
状
態
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
の
責
任
を
、
全
体
と
し

て
み
れ
ば
責
任
能
力
を
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
行
為
者
に
全
体
と
し
て
帰
責
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

筆
者
は
以
前
こ
の
障
害
を
患
う
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
を
概
観
し
つ
つ
検
討
を
行
っ
た
論
文
を
発
表

し
（
３
）

、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
判
断
方
法
と
し
て
、
（一）
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も

の
と
見
な
し
、
主
人
格
・
副
人
格
の
ど
ち
ら
が
行
為
を
行
っ
た
か
に
関
わ
り
な
く
、D

ID

を
患
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
根
拠
と
し

て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
方
法
（
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ：

innocent
alter

aproach （
４
）

）、
（二）
主
人
格
・
副

人
格
の
区
別
に
拘
ら
ず
、
行
為
時
に
ま
さ
に
行
為
を
支
配
し
て
い
た
人
格
状
態
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
人
格
状
態
が
行
為
に
関
し
て
認

識
・
制
御
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ：

perpetrating
alter
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approach

も
し
く
はspecific

alter
approach

）、
（三）
主
人
格
に
焦
点
を
当
て
、
主
人
格
が
行
為
を
認
識
・
制
御
で
き
た
か
否
か
を
基
準
と

し
て
判
断
す
る
方
法
（
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ：

hostapproach

も
し
く
はglobalapproach

）、
が
あ
る
、
と
分
類
し
た
。
論
文
を
発

表
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
はD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
直
接
に
扱
っ
た
裁
判
例
は
存
在
し
て
お

ら
ず
、
わ
ず
か
に
鑑
定
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が

（
５
）

、
論
文
発
表
後
、
わ
が
国
に
お
い
て
もD

ID

患
者
た
る
被

告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
裁
判
が
実
際
に
行
わ
れ
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
わ
が
国
に
お
い
て
初
め
て
の
判
断
を
下
し
た

（
６
）

。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
裁
判
所
は
そ
の
中
で
（二）
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
を
認
め
た
。
た
し
か
に

裁
判
所
が
述
べ
る
と
お
り
、
刑
事
責
任
は
行
為
時
に
つ
い
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
な
ら
ば
、

D
ID

患
者
た
る
被
告
人
は
、
被
告
人
全
体
と
し
て
は
と
も
か
く
、
行
為
時
の
人
格
状
態
に
着
目
す
る
限
り
、
通
常
、
行
為
に
関
し
て
認

識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
必
然
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
以
前
よ
り
判
例
・
議
論
の
蓄
積
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
を
根
拠
と
し
て
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る

判
例
が
多
数
存
在
す
る
。
し
か
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
前
述
の
原
則
の
存
在
が
あ
っ
て
も
な
お
、
（一）
や
（三）
の
立
場
を
支
持
し
、
行
為
時

の
人
格
状
態
以
外
の
も
の
に
着
目
し
てD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
べ
し
、
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
ま
た
判
例
に

お
い
て
さ
え
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
てD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
べ
き
、
と
の
結
論
を
採
用
す

る
も
の
が
存
在
す
る

（
７
）

。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
前
述
の
原
則
の
単
純
な
当
て
嵌
め
で
は
解
決
し
得
な
い
部
分
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
回
の
論
文
で
概
説
的
に
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
。
そ
し
て
結

論
と
し
て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
刑
事
責
任
判
断
の
基
準
の
単
な
る
当
て
嵌
め
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
包
括
的
な
法
理
論
の
見
地
か
ら
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
応
報

刑
・
目
的
刑
と
い
う
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
理
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
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思
う
に
、
従
来
の
刑
事
責
任
能
力
に
関
す
る
議
論
は
、
行
為
時
・
裁
判
時
そ
し
て
受
刑
時
に
お
け
る
被
告
人
の
人
格
の
同
一
性
の
存
在

を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
は
行
為
者
の
人
格
の
同
一
性
を
当
然
の
前
提
と
し

え
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
責
任
能
力
が
問
題
と
な
る
通
常
の
事
例
の
場
合
、「
行
為
時
に
行
為
者
は
弁

識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
」
の
み
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
の
場
合
に
は
、

そ
も
そ
も
「
行
為
者
と
は
誰
か
、
主
人
格
か
、
行
為
時
人
格
か
、
そ
れ
と
も
別
の
何
か
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
行
為
時
の
人
格
状
態
（
副
人
格
）
に
関
す
る
限
り
で
は
、
犯
罪
行
為
を
「
自
己
の
行
為
」
と
し
て
認
識
し
う
る
が
、
主
人
格
に
お

い
て
は
、
当
該
行
為
を
行
為
時
点
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
時
点
お
よ
び
受
刑
時
点
に
お
い
て
も
「
自
己
の
行
為
」
と
し
て
本
来
的

に
認
識
し
得
な
い
、
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
に
解
答
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
刑
事
責
任
能
力
の
議
論
を
超
え
た

考
察
、
す
な
わ
ち
人
格
同
一
性
を
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
決
定
す
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
と
一
概
に
言
っ
て
も
、
実
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
副

人
格
が
犯
罪
行
為
を
行
い
、
主
人
格
は
そ
の
行
為
に
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
、
と
い
う
典
型
的
事
例
の
他
に
、
主
人
格
が
行
為
を
行

い
、
副
人
格
が
行
為
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
、
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
が
、
主
人
格
も
そ
れ
を
認
識
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
の
行

為
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
、
全
て
の
人
格
が
、
作
為
で
あ
れ
不
作
為
で
あ
れ
行
為
に
関
与
し
て
い
る
場
合
、
な
ど
で
あ
る
。
本

稿
に
お
い
て
は
、
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
、
先
述
の
田
中
一
郎
の
例
の
よ
う
な
、
副
人
格
が
行
為
を
行
い
、
主
人
格
は
そ
れ
に
関
し
て
認

識
す
ら
し
て
い
な
い
、
と
い
う
事
例
を
主
眼
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
我
が
国
に
お
い
てD

ID

患
者
た
る

被
告
人
の
刑
事
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
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二．

我
が
国
に
お
け
る
事
例

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
既
にD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
扱
っ
た
判
例
が
複
数
存
在
し
、
こ
の
問
題
に

関
す
る
議
論
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
我
が
国
に
お
い
て
はD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
扱
っ
た
判
例
が
存
在
し
な
か
っ
た

事
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
っ
た

（
８
）

。
し
か
し
近
年
、
我
が
国
の
裁

判
所
に
お
い
て
も
、D

ID
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
扱
っ
た
判
断
が
複
数
な
さ
れ
、
こ
の
問
題
は
我
が
国
に
お
い
て
も
議

論
を
深
め
る
べ
き
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
実
際
にD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
が

問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
を
紹
介
す
る

（
９
）

。

（一）

神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日

（
10
）

本
件
事
実
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
平
成
一
四
年
七
月
五
日
の
時
点
で
、
医
師
に
よ
り
解
離
性
同
一
性
障
害
（D

ID

）

と
の
診
断
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
年
七
月
三
〇
日
、
被
害
者
に
対
し
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
、
金
品
を
強
取
す
る
事
に
関
す

る
事
前
の
共
謀
を
な
し
、
も
っ
て
同
年
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
一
日
に
か
け
て
、
複
数
の
共
犯
者
と
共
同
し
て
被
害
者
に
対
し
て
暴
行
を

加
え
、
金
品
を
強
取
し
、
そ
の
際
の
暴
行
に
よ
り
被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
。
結
果
、
被
告
人
に
は
強
盗
傷
害
罪
の
共
同
正
犯
が
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
件
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
人
は
強
盗
行
為
に
関
す
る
事
前
の
共
謀
の
不
成
立
お
よ
び
実
行
行
為
時
に
お
け
る

D
ID

に
基
づ
く
心
神
喪
失
も
し
く
は
心
神
耗
弱
を
主
張
し
た
。
本
事
例
に
お
い
て
、
共
謀
時
点
お
よ
び
実
行
行
為
着
手
時
点
に
お
い
て
は

被
告
人
の
行
為
を
統
御
し
て
い
た
の
は
主
人
格
で
あ
り
、
副
人
格
は
実
行
行
為
の
途
中
で
主
人
格
と
入
れ
替
わ
り
、
そ
れ
以
降
の
被
告
人

の
行
為
を
統
御
し
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
責
任
能
力
に
関
係
す
る
部
分
の
み
を
扱
う
が
、
本
事
例
に
お
い
て
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特
徴
的
な
こ
と
は
、
共
謀
時
お
よ
び
実
行
行
為
着
手
時
に
被
告
人
の
行
為
を
統
御
し
て
い
た
、
す
な
わ
ち
当
該
犯
罪
行
為
を
行
う
意
思
決

定
を
な
し
た
の
は
主
人
格
で
あ
り
、
実
行
行
為
時
の
一
部
に
お
い
て
行
為
を
統
御
し
た
副
人
格
は
事
前
の
主
人
格
の
意
思
決
定
に
従
っ
て

行
為
し
た
だ
け
で
あ
る
、
と
認
定
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
判
断
方
法
と
し
て
、
先
述
の
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー

チ
・
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
の
三
つ
の
方
法
が
あ
る
、
と
述
べ
た
後
、
ま
ず
「
当
裁
判
所
は
、
人
格
が
交
替
す
る
ご
と
に
別
個
の
個
人
が

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
個
の
個
人
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
…
考
え
る
」
と
述
べ
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
な
い
事

を
明
確
に
し
た
。
続
い
て
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
の
前
提
と
し
て
「
そ
の
個
人
の
犯
行
時
の
精
神
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責

任
能
力
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
た
上
で
、「
被
告
人
の
行
動
は

主
人
格
か
ら
別
人
格
に
な
る
前
後
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
…
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
慰
謝
料
を
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が

別
人
格
に
な
っ
た
後
の
行
動
も
、
強
盗
の
共
謀
に
沿
っ
た
合
目
的
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
犯
行
時
の

被
告
人
の
精
神
状
態
は
…
是
非
弁
別
能
力
及
び
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
欠
け
て
い
な
か
っ
た
の
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の

能
力
が
著
し
く
減
退
す
る
状
態
に
も
至
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
実
行
行
為
時
に
お
け
る
被
告
人

に
関
し
て
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た

（
11
）

。

本
判
例
は
、
裁
判
所
は
被
告
人
が
解
離
性
同
一
性
障
害
と
い
う
精
神
障
害
を
患
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
か
つ
実
行
行
為
時
に
お
い
て

副
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
定
し
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱
っ
た
、
我
が
国

に
お
け
る
初
め
て
の
判
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
決
定
は
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
決
定
の
根
拠
と
し

て
「
そ
の
個
人
の
犯
行
時
の
精
神
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
能
力
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
判
断
方
法
の
根
拠

を
明
確
に
し
た
、
と
い
う
点
で
も
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。



広島法学　32 巻４号（2009 年）－104

（二）

名
古
屋
地
判
平
成
一
七
年
三
月
二
四
日

（
12
）

本
件
事
実
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
共
犯
者
と
の
共
謀
の
上
、
平
成
一
六
年
四
月
八
日
、
共
犯
者
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た

被
害
者
の
遺
体
の
隠
匿
を
共
同
し
て
行
い
、
か
つ
、
不
正
に
入
手
し
た
被
害
者
名
義
の
総
合
口
座
通
帳
等
を
使
用
し
て
預
金
払
戻
し
名
下

に
金
員
を
詐
取
し
よ
う
と
の
共
謀
を
共
犯
者
と
行
い
、
同
年
四
月
二
六
日
、
名
古
屋
市
内
の
信
用
金
庫
に
お
い
て
、
被
害
者
に
な
り
す
ま

し
、
行
使
の
目
的
を
持
っ
て
預
金
払
戻
請
求
書
用
紙
に
被
害
者
氏
名
を
記
入
し
た
上
、
被
害
者
の
印
鑑
を
押
印
し
、
も
っ
て
同
信
用
金
庫

窓
口
係
員
に
対
し
、
同
払
戻
請
求
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
も
っ
て
同
係
員
を
し
て
正
当
な
権
利
者
に
よ
る
預
金
払
戻

し
請
求
で
あ
る
旨
誤
信
さ
せ
、
預
金
払
戻
し
名
下
に
現
金
を
受
け
、
も
っ
て
人
を
欺
い
て
財
物
を
交
付
さ
せ
た
。
結
果
、
被
告
人
は
死
体

遺
棄
、
有
印
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、
詐
欺
の
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
、
執
行
猶
予
付
き
の
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。

本
件
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
人
が
解
離
性
同
一
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
行
が
行
わ
れ
た
両
日
に
お
い

て
副
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

本
判
例
に
お
い
て
裁
判
所
は
、「
い
ず
れ
の
人
格
に
お
い
て
も
是
非
善
悪
の
弁
別
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な

い
こ
と
、
各
犯
行
は
解
離
性
同
一
性
障
害
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
…

は
、（
別
人
格
に
よ
る：

括
弧
内
筆
者
）
本
件
各
犯
行
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
被
告
人

に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
。

本
判
例
に
お
い
て
は
、
鑑
定
等
の
詳
細
な
資
料
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
裁
判

所
が
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
理
解
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し

た
場
合
に
は
、
行
為
に
関
与
し
て
い
な
い
人
格
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
根
拠
と
し
て
刑
事
責
任
が
否
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
犯
行
に
関
与
し
て
い
な
い
主
人
格
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
人
に
刑
事
責
任
を
認
め
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
主
人
格
が
犯
行
に
関
与
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
人
に
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

事
か
ら
、
本
判
例
が
採
用
し
た
の
は
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
本
判
例
が
副
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
つ
き
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
認
め
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
判
例
が
個
別
人
格
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
判
断
す
る
の
は
尚
早
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
判
例
が
主
人
格
・
行
為
時
人
格
の
「
い
ず
れ
の
人
格
に
お
い
て
も

是
非
善
悪
の
弁
別
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
い
る
点
に
鑑
み
る
に
、

E
lyn

R
.Saks

がState
v.R

odrigues

判
決

（
13
）

が
採
用
し
て
い
る
と
評
す
る
の
と
同
様
の
、
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
含
ま
れ
な
い
新
た
な
判

断
方
法
、
す
な
わ
ち
「
人
格
状
態
の
い
ず
れ
か
が
（
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
る
場
合：

括
弧
内
筆
者
）、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
（
心

神
喪
失：

括
弧
内
筆
者
）
で
あ

（
14
）

る
（
15
）

」
と
の
結
論
を
採
用
し
た
、
と
評
す
る
余
地
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（三）

小
括

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
るD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
判
例
は
ま
だ
数
が
少
な
く
、
判
例
の
立

場
に
つ
い
て
明
言
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
事
は
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
当
初

は
「
刑
事
責
任
は
行
為
時
の
被
告
人
の
精
神
状
態
を
見
る
事
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
刑
事
責
任
判
断
の
原
則
の
み
を
拠
り

所
と
し
て
判
断
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
こ
の
原
則
の
当
て
嵌
め
の
み
で
こ
の
問
題
は
解
決
し
う
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
見
て
ゆ
く
通
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
前
述
の
原
則
の
単

な
る
当
て
嵌
め
以
上
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
よ
り

根
本
的
な
規
範
論
的
基
礎
付
け
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
情
報
の
出
所
が
報
道
の
み
で
あ
り

（
16
）

、
詳
細
に
つ
い
て
は
未
だ
確

認
す
る
事
が
で
き
て
い
な
い
が
、
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
五
月
二
七
日
に
お
い
て
、
行
為
を
統
御
し
て
い
た
の
が
副
人
格
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
を
根
拠
と
し
て
裁
判
所
が
心
神
喪
失
を
認
め
た
判
例
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
前
述
の
原
則
の
み
を
判
断
の
根

拠
と
す
る
の
で
は
な
い
判
断
の
方
向
性
も
志
向
さ
れ
て
い
る
事
も
窺
え
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
判
例
の
蓄
積
が
必
要
で

あ
る
し
、
ま
た
さ
ら
な
る
議
論
の
蓄
積
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三．

ア
メ
リ
カ
の
議
論
に
お
け
る
各
論
者
の
議
論
の
展
開

D
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
議
論
す
る
上
で
、
こ
の
問
題
が
以
前
よ
り
注
目
さ
れ
、
議
論
の
蓄
積
も
な
さ
れ
て
き
た

ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
以
下
、
本
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
論
者
の
議
論
の
展

開
を
、
特
に
各
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
判
断
方
法
を
い
か
な
る
理
由
で
支
持
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
づ
け
に
焦
点
を
当
て
て

紹
介
す
る
。
そ
の
後
、
筆
者
の
見
解
を
展
開
す
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
最
も
主
要
な
論
者
はE

lyn
R

.
Saks

で
あ

る
（
17
）

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
のS

aks

の
議
論
を
ま
ず
概
観
し
、
次
にS

aks

の
議
論
に
批
判
を
加
え
る
形
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
他
の
四

人
の
論
者
の
議
論
を
紹
介
す
る

（
18
）

。
本
章
に
お
い
て
は
、
各
論
者
の
議
論
の
展
開
を
（一）
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
、
（二）
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー

チ
、
（三）
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
の
別
に
概
観
す
る
。

（一）

無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ

（¡）

Saks

の
見
解

（
19
）

S
aks

は
人
格
状
態
の
そ
も
そ
も
の
存
在
態
様
に
関
し
、
①
人
（person

）
②
人
の
よ
う
な
意
識
の
主
要
部
分
（personlike

center
of
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consciousness

）
③
一
人
の
深
く
分
か
た
れ
た
人
の
、
人
で
は
な
い
一
部
分
（nonepersonlike

part
of

a
deeply

divided
person

）、
と
い

う
三
つ
の
立
場
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。
①
の
立
場
は
、
人
で
あ
る
こ
と
（personhood

）
の
基
準
を
身
体
に
よ
る
も
の
（bodily

）
で
は
な

く
、
精
神
に
よ
る
も
の
（psychological

）
に
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、D

ID

患
者
は
複
数
人
の
集
合
体
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立

場
を
採
用
し
た
場
合
、
各
人
格
状
態
は
自
然
人
と
ま
さ
に
同
様
の
法
的
権
利
・
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
る
事
に
な
る
。
②
の
立
場
も
①
と

同
様
に
、
人
で
あ
る
こ
と
の
基
準
を
精
神
に
求
め
、D

ID

患
者
を
複
数
人
の
集
合
体
に
準
ず
る
も
の
、
と
見
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
人
格

状
態
は
自
然
人
と
同
様
の
法
的
権
利
・
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
結
論
を
支
持
す
る
。
こ
の
立
場
が
各
人
格
状
態
を

人
と
呼
ば
な
い
理
由
は
、
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
身
体
を
有
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
み
に
存
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
③
の
立

場
は
、
人
で
あ
る
こ
と
の
基
準
を
身
体
に
求
め
、
各
人
格
状
態
は
別
個
の
人
間
で
は
な
く
、
一
人
の
人
の
精
神
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
各
人
格
状
態
が
自
然
人
と
同
様
の
法
的
権
利
・
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
、
と
い
う
主
張
は
成
立
し
な
い
事
に
な

る
。

S
aks

自
身
は
人
で
あ
る
こ
と
の
問
題
に
つ
き
、「
(a)
理
性
的
で
あ
る
(b)
意
思
的
叙
述
の
主
体
で
あ
る
(c)
外
部
か
ら
人
に
対
す
る
態
度
や

ス
タ
ン
ス
を
採
ら
れ
る
(d)
こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
が
採
ら
れ
た
場
合
、
応
答
す
る
能
力
を
有
す
る
(e)
言
語
を
用
い
る
(f)
自
己
意
識
の
よ
う

な
特
別
な
種
類
の
意
識
を
有
す
る
」
と
い
うD

aniel
D

ennett

の
哲
学
的
考
察
に
よ
る
基
準

（
20
）

を
引
用
し
、
①
の
立
場
に
親
和
性
を
示
す
。

し
か
し
、
最
終
的
に
は
立
場
決
定
を
留
保
す
る
。Saks

は
人
格
状
態
の
存
在
態
様
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
脚
し
て
議
論
を
展
開

し
、
結
論
と
し
て
「
多
重
人
格
障
害
（D

ID
：

括
弧
内
筆
者
）
に
苦
し
む
者
は
、
全
て
の
人
格
状
態
が
犯
罪
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
を

黙
認
し
て
い
た
の
で
な
い
限
り
、
有
罪
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

（
21
）

」
と
い
う
基
準
を
提
案
し
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
の

で
あ
る
。
以
下
、Saks

の
議
論
の
展
開
を
紹
介
す
る
。

Saks

は
ま
ず
、D

ID

患
者
の
各
人
格
状
態
の
存
在
態
様
に
関
し
て
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
見
方
が
あ
る
、
と
分
類
す
る
。Saks

は
こ
の
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問
題
に
つ
き
、「
人
格
状
態
を
ど
の
よ
う
に
概
念
づ
け
る
か
は

人
（person

）″と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
」

と
述
べ
た
上
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
断
権
限
は
精
神
科
医
で
は
な
く
法
律
家
や
哲
学
者
に
あ
る
、
と
す
る

（
22
）

。
こ
れ
はD

ID

患
者
た
る

被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ま
ず
立
場
決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
①
の
立
場
や
②
の
立
場
を
採
る
、
す
な
わ
ち
、
各

人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
、
も
し
く
は
人
に
準
ず
る
も
の
と
見
な
す
な
ら
ば
、
一
人
のD

ID

患
者
は
複
数
の
人
間
の
集
合
体
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
行
為
時
に
行
為
を
支
配
し
て
い
た
そ
の
人
格
状
態
、
す
な
わ
ち
そ
の
人

で
あ
り
、
行
為
は
そ
の
人
格
状
態
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
格
状
態
す
な
わ
ち
他
の
人
に
帰
責
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
（
23
）

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ずD

ID

患
者
た
る
被
告
人
を
処
罰
す
る
こ
と
を
通
し
て
有
罪
の
人
格
状
態
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
他

の
無
実
の
人
格
状
態
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
、
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、D

ID

患
者

た
る
被
告
人
は
全
体
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
刑
事
責
任
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
必
然
的
に
結
び

つ
（
24
）

く
（
25
）

。
こ
れ
は
本
稿
で
主
眼
と
し
て
い
るD

ID
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
関
す
る
典
型
的
事
例
の
み
な
ら
ず
、
主
人
格
が
犯

罪
行
為
を
行
っ
た
が
、
他
の
人
格
状
態
が
そ
れ
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
を
も
含
む
。
そ
の
上
で
、Saks

自
身
と
し
て
は
こ
の
立
場
に
親

近
性
を
示
し
て
い
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、
人
格
状
態
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
「
未
解
決
の
問
題
に
留
ま
っ
て
い
る
」
と
す

る
。次

い
でS

aks

は
、
③
の
見
解
に
も
立
脚
し
て
考
察
を
行
う
。
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
格
状
態
が
…
人
の
…
一
部
分
で

あ
る
場
合
に
も
、
多
重
人
格
者
（D

ID

患
者：

括
弧
内
筆
者
）
が
責
任
無
能
力
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
支
持
す
る
根
拠
が
な
お
存
在
す

る
（
26
）

」。S
aks

は
、D

ID

を
夢
遊
病
、
催
眠
下
も
し
く
は
後
催
眠
下
に
お
け
る
行
為
、
特
定
の
て
ん
か
ん
状
態
に
お
い
て
な
さ
れ
た
行
為
な

ど
、
解
離
す
な
わ
ち
通
常
は
備
わ
っ
て
い
る
意
識
・
記
憶
・
同
一
性
も
し
く
は
環
境
の
知
覚
機
能
の
統
合
が
崩
壊
し
て
い
る
状
態
と
比
較

す
る
。
そ
し
て
、
解
離
状
態
下
に
お
い
て
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
被
告
人
が
通
常
免
責
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
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悪
事
を
行
わ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
刑
に
よ
り
苦
し
む
に
値
し
な
い
意
識
の
中
心
が
存
在
す
る
こ
と
、
自
己
の
重
要
な
部
分
が
行
為
に
用
い
ら

れ
て
い
な
い
た
め
、
行
為
者
に
対
し
て
理
性
的
行
為
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
能
力
を
有
す
る
者
と
し
て
帰
責
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、

責
任
能
力
が
あ
る
程
度
統
合
さ
れ
た
自
己
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る

（
27
）

。
そ
の
上
でD

ID

患
者
た
る
被
告
人
に

つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
多
重
人
格
者
（D

ID

患
者：

括
弧
内
筆
者
）
に
関
し
て
は
、
全
体
が
理
性
的
行
為
を
行
う
た
め
に

十
分
な
ま
で
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い

（
28
）

」
と
。
そ
れ
ゆ
え
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
も
は
、
解
離
状
態
を
伴
う
他
の
障
害
の
場
合
と
同
様
、

全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
責
任
無
能
力
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る

（
29
）

。

し
か
し
、
以
下
の
点
に
お
い
てS

aks

の
議
論
は
通
常
の
解
離
状
態
を
根
拠
と
す
る
免
責
と
も
異
な
る
展
開
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

夢
遊
病
や
催
眠
、
て
ん
か
ん
等
の
場
合
に
お
い
て
は
、
解
離
症
状
が
出
て
い
る
と
き
に
な
さ
れ
た
行
為
に
関
し
て
の
み
刑
事
責
任
の
減
免

が
考
慮
さ
れ
う
る
の
に
対
し
、Saks
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ご
く
一
部
の
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
た
と
え
通
常
被
告
人
の
行
為
を
統
御

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
主
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
免
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
てSaks

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
るU

.S.
v.

D
enny-Shaffer

判
決

（
30
）

を
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
批
判
す
る
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
主
人
格
の
概
念
は
恣
意
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
主
人
格
は
特
定
す
る
の

が
難
し
く
、
時
の
経
過
と
共
に
変
化
し
得
、
他
の
人
格
よ
り
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
ず
か
な
間
し
か
（
身
体
に
関
す
る：

括
弧
内

筆
者
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
持
た
な
い
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
31
）

」。

結
論
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
論
拠
に
よ
りS

aks

はD
ID

患
者
に
お
け
る
人
格
状
態
の
存
在
態
様
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

に
関
わ
り
な
く
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
原
則
と
し
て
常
に
、
全
体
と
し
て
そ
の
刑
事
責
任
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
た
だ
し
、

全
て
の
人
格
状
態
が
犯
罪
に
つ
い
て
知
っ
て
い
な
が
ら
黙
認
し
た
場
合

（
32
）

、
お
よ
び
各
人
格
が
よ
く
組
織
さ
れ
て
お
り
、
人
格
の
行
為
が
彼

ら
の
権
限
の
範
囲
内
に
あ
り
、
そ
れ
が
全
体
を
益
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
、
の
二
つ
の
場
合
に
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
で
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あ
っ
て
も
そ
の
刑
事
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
行
為
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
他
の
人
格
に
「
犯
罪

を
阻
止
す
る
義
務
を
課
す
」
こ
と
に
よ
り
、
共
犯
の
理
論
の
応
用
と
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
企
業
の
刑
事
責
任
の
理
論
の
応
用
と
し
て
、

刑
事
責
任
を
認
め
る
の
で
あ
る

（
33
）

。

Saks

は
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
も
し
く
は
人
の
よ
う
な
存
在
と
す
る
立
場
に
親
和
性
を
示
す
。
し
か
し
、
以
下
で
見
て
行

く
よ
う
に
他
の
論
者
は
各
人
格
状
態
を
あ
く
ま
で
一
人
の
人
の
一
部
分
と
す
る
立
場
に
立
脚
し
て
議
論
を
展
開
す
る
。
筆
者
自
身
も
、
紙

幅
の
関
係
上
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
各
人
格
状
態
は
一
人
の
人
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
が
妥
当

で
あ
る
と
考
え
る

（
34
）

。
以
下
、
こ
の
前
提
の
下
に
他
の
論
者
の
議
論
の
展
開
を
見
て
行
く
。

（二）

個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ

個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
と
し
て
は
、
以
下
の
論
者
が
い
る
。

（¡）

Saxe

の
見
解

（
35
）

G
lenn

Saxe

は
人
格
同
一
性
に
関
す
る
哲
学
的
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
、
各
人
格
状
態
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
人
の
中
の
一

部
分
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
脚
し
、
発
達
精
神
医
学
的
知
見
か
らD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
と
の
立
場
か

ら
議
論
を
展
開
す
る

（
36
）

。
ま
ずSaxe

は
、
人
間
を
、
意
識
の
基
礎
的
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
複
数
の
行
為
状
態
（behavioral

state

）
を

有
し
、
こ
れ
ら
の
間
を
行
き
来
し
、
そ
の
複
雑
な
連
絡
お
よ
び
調
整
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
有
す
る
者
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
人
間
観

に
立
つ
。
こ
の
行
為
状
態
は
、
各
行
為
状
態
特
有
の
意
識
・
感
情
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
乳
児
の
時
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
行
為
状
態

が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
存
在
し
、
内
的
お
よ
び
外
的
刺
激
に
応
じ
て
乳
児
は
各
行
為
状
態
間
を
行
き
来
す
る

（
37
）

。
そ
し
て
成
長
す
る
に
従
っ
て
、

こ
の
行
為
状
態
間
の
交
代
の
自
律
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
身
に
つ
け
、
ま
た
行
為
状
態
間
で
情
報
を
共
有
し
、
概
括
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
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る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各
行
為
状
態
間
が
相
互
に
結
び
つ
き
、
情
報
が
統
合
さ
れ
て
い
る
状
態
こ
そ
が
本
来
の
同
一
性
で
あ
る
、
と

措
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、D

ID

と
い
う
障
害
を
、
発
達
初
期
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
的
経
験
の
故
に
、
患
者
は
各
行
為
状
態
を
統

合
し
、
情
報
を
概
括
す
る
能
力
を
獲
得
し
て
く
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
状
態
で
あ
る
、
と
定
義
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
、
患
者
の
行
為

を
統
御
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
為
状
態
が
解
離
し
た
行
為
状
態
と
の
間
で
情
報
を
共
有
・
概
括
で
き
ず
、
通
常
、
患
者
の
行
為
を
統
御
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
行
為
状
態
と
解
離
し
た
行
為
状
態
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
同
一
性
の
感
覚
を
育
て
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る
、
と
す
る

（
38
）

。
し
た
が
っ
て
、Saxe

の
定
義
に
従
う
な
ら
ば
、
副
人
格
と
は
、
本
来
統
合
さ
れ
て
い
る
べ
き
と
こ
ろ
の
複
数
の
行
為
状
態

の
中
の
一
つ
も
し
く
は
幾
つ
か
が
統
合
さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
り
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
他
の
行
為
状
態
を
概
括
す
る
も
の
と
は
別
個
の

同
一
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
状
態
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。S

axe

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「D

ID

の
副
人
格
は
各
行
為
状
態
の
統
合
の

失
敗
の
問
題
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
人
格
状
態
の
同
一
性
は
特
定
の
強
烈
な
感
情
お
よ
び
状
態
に
依
拠
し
た
自
伝
的
記
憶
の
ラ
ベ
ル
以

上
の
も
の
で
は
な
い

（
39
）

」。

こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
上
で
、Saxe

はD
ID

と
刑
事
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。Saxe

はSaks

が
提
示
し
た
最
初
の
二
つ
の

見
解
、
す
な
わ
ち
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
も
し
く
は
人
に
類
す
る
も
の
と
見
な
す
見
解
を
否
定
し
た
後
、Saks

の
第
三
の
見

解
、
す
な
わ
ち
、
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
人
の
一
部
と
見
な
す
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
見
解
が
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
上
で
、

個
人
の
意
識
の
中
に
お
い
て
各
人
格
状
態
を
概
括
す
る
と
こ
ろ
の
管
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
当
に
こ
の
管
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
に
疑
問

を
呈
し
、
こ
の
よ
う
な
管
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
刑
事
責
任
判
断
と
は
関
係
が
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
。Saxe

は
、D

ID

患
者
で
は
な
い

通
常
人
に
お
い
て
も
、
犯
罪
行
為
を
行
う
決
定
の
よ
う
な
あ
る
種
の
意
思
決
定
を
行
う
際
に
、
自
身
の
よ
り
冷
静
な
部
分
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
欠
い
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
通
常
人
で
あ
っ
て
も
、
激
情
の
よ
う
な
あ
る
種
の
感
情
状
態
に
あ
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る
場
合
に
は
、
通
常
時
に
は
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
い
こ
と
を
行
う
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
個
人
とD

ID

患
者
の
本
質
的
な
違
い
は
「（
行
為
状
態：

括
弧
内
筆
者
）
を
取
り
巻
く
と
こ
ろ
の
同

一
性
の
感
覚
の
統
合
と
、
行
為
状
態
間
に
お
い
て
情
報
を
や
り
取
り
す
る
能
力
の
減
退
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
行
為
者
が
精
神
疾
患
を

有
し
て
い
た
か
、
弁
識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
た
か
」
を
判
断
基
準
と
す
る
刑
事
責
任
判
断
に
は
何
の
関
係
も
な
い
、
と
結
論
づ
け
る

の
で
あ
る

（
40
）

。

（™）

A
rm

strong
&

B
ehnke

の
見
解

（
41
）

S
aks

は
前
述
の
よ
う
に
、D

ennett

の
哲
学
的
基
準
を
拠
り
所
と
し
、
そ
の
基
準
を
当
て
嵌
め
る
事
に
よ
っ
て
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ

れ
別
個
の
人
間
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
結
論
に
親
和
性
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
基
準
を
採
用
す
べ
き
な

の
か
と
い
う
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。W

alter
Sinnott-A

rm
strong

とStephen
B

ehnke

は
こ
の
哲
学
的
基
礎
に

焦
点
を
当
て
、
考
察
す
る
。A

rm
strong

とB
ehnke

は
、
本
来D

ennett

の
こ
の
基
準
は
、
人
間
と
人
間
以
外
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
人
間
と
他
の
人
間
を
区
別
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
の
基
準
と
し
て
は
不
適

切
で
あ
る
、
と
主
張
す
る

（
42
）

。A
rm

strong

とB
ehnke

は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、Sam

uel
C

lem
ens

がM
ark

T
w

ain

と

い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
、S

am
uel

とM
ark

に
は
そ
れ
ぞ
れD

ennett

の
基
準
が
当
て
嵌
め
う
る
。

し
か
し
、
こ
れ
はSam

uel

とM
ark

が
そ
れ
ぞ
れ
別
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
単
に
両
者
が
共
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
示

す
の
み
で
あ
り
、S

am
uel

とM
ark

が
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
てD

ennett

の
基
準
は
何
も
教
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
、D

ennett

の
基
準
は
人
の
個
別
化
に
は
不
適
切
で
あ
り
、
こ
の
基
準
を
拠
り
所
と
し
て
、
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
人
の
一
部

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
直
接
的
に
導
く
事
は
で
き
な
い
、
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とA
rm

strong

とB
ehnke

は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る

（
43
）

。
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、A

rm
strong

とB
ehnke

は
、
で
は
如
何
な
る
基

準
に
基
づ
い
て
人
の
同
一
性
に
つ
い
て
判
断
す
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
な
の
か
そ
れ
と
も
一
人
の
人

間
の
中
の
意
識
の
一
部
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
基
準
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

A
rm

strong

とB
ehnke

は
哲
学
に
お
い
て
人
の
同
一
性
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
基
準
と
し
て
、
身
体
・
脳
・
記
憶
・
性

格
・
計
画
・
意
識
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
あ
る
、
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
同
一
性
の

判
断
基
準
と
し
て
、
身
体
の
同
一
性
が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
だ
と
認
め
る
も
の
の
、John

L
ocke

の
王
子
と
靴
屋
の
た
と
え
話

（
44
）

に
言

及
し
、
人
格
同
一
性
の
基
準
は
身
体
よ
り
む
し
ろ
精
神
に
あ
る
、
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
述
べ
る

（
45
）

。
し
か
し
、
人
の
精
神
は

脳
と
切
り
離
し
て
考
え
る
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
脳
の
同
一
性
こ
そ
が
同
一
性
の
基
準
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
と
結
論
づ
け

る
。
こ
れ
は
以
下
の
事
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
催
眠
下
の
人
や
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
を
患
っ
て
い
る
人
が
、

そ
の
精
神
的
特
徴
が
完
全
に
変
化
し
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
な
お
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

（
46
）

。

次
にA

rm
strong

とB
ehnke

は
、
精
神
の
特
定
の
機
能
を
同
一
性
の
基
準
と
す
る
見
解
に
つ
き
考
察
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
過
去
の
あ

る
時
点
に
関
す
る
数
的
に
同
一
な
記
憶
を
有
す
る
、
と
い
う
、
経
験
的
記
憶
を
同
一
性
の
基
準
と
す
る
見
解
に
つ
き
、
通
常
人
で
あ
っ
て

も
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
健
忘
症
等
に
も
な
り
う
る
故
に
、
経
験
的
記
憶
を
同
一
性
の
必
要
条
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
結

論
す
る

（
47
）

。
し
か
し
、
数
的
に
同
一
な
経
験
的
記
憶
を
有
す
る
こ
と
は
同
一
性
の
十
分
条
件
す
な
わ
ち
証
拠
と
は
な
り
う
る
、
と
も
す
る
の

で
あ
る

（
48
）

。

以
上
の
よ
う
にA

rm
strong

とB
ehnke

は
精
神
と
身
体
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
の
立
場
か
ら
、
脳
を
人
格
同

一
性
の
基
準
と
し
、
記
憶
を
同
一
性
の
十
分
条
件
・
証
拠
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
脳
を
有
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
そ
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の
人
と
別
の
時
点
に
お
け
る
そ
の
人
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
時
点
よ
り
過
去
の
別
の
時
点
に
関
す
る
記
憶
を
共
に
有
す
る
こ
と

は
、
彼
ら
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る

（
49
）

。
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
上
で
、
人
格
同
一
性
の
基
準
と
し

て
は
さ
ら
な
る
精
神
的
機
能
が
要
求
さ
れ
る
、
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
い
る

（
50
）

。

ま
ずA

rm
strong

とB
ehnke

は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
し
く
は
性
格
の
連
続
性
を
同
一
性
の
基
準
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

A
rm

strong

とB
ehnke

は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
「
そ
の
人
が
行
為
す
る
一
般
的
な
場
面
に
お
い
て
、
何
故
そ
の
よ
う
に
行
動
し
、
感
じ
、

考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
構
成
し
、
も
し
く
は
説
明
す
る
価
値
観
や
性
質
の
一
揃
い

（
51
）

」
と
定
義
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ヘ
ロ
イ

ン
中
毒
者
が
宗
教
上
の
経
験
に
よ
り
改
心
し
、
性
格
を
変
化
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
事
を
指
摘
し
、
そ
の
場
合
で
も
な
お
人
格
同
一
性
は
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
し
く
は
性
格
の
連
続
性
を
同
一
性
の
基
準
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
退
け
る
。

さ
ら
にA

rm
strong

とB
ehnke

は
、
計
画
の
連
続
性
を
同
一
性
の
基
準
と
し
て
考
え
る
見
解
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、

或
る
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
統
一
的
に
活
動
す
る
事
が
同
一
性
の
基
準
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
複
数
の
者
が
同
一
の
計
画
に
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
統
一
的
に
活
動
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
事
、
同
一
人
物
で
あ
っ
て
も
考
え

の
変
化
等
に
よ
っ
て
同
一
の
計
画
に
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
統
一
的
に
活
動
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の
見
解

を
退
け
る
。

最
後
にA

rm
strong

とB
ehnke

は
、
意
識
し
て
い
る
こ
と
（aw

areness

）
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
同
一
性
の
判
断
基
準
と
す
る
見

解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
、
あ
る
人
格
状
態
が
他
の
人
格
状
態
の
行
為
を
認
識
し
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
事
が
で
き
な
い
場
合
、
各
々
の
人
格
状
態
は
別
個
の
人
間
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
通
常
人
で

あ
っ
て
も
過
去
の
行
為
お
よ
び
遠
い
将
来
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
将
来
の
行
為
を
認
識
す
る
事
も
で

き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
た
と
え
過
去
の
行
為
を
忘
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
そ
の
行
為
が
そ
の
人
の
行
っ
た
行
為
で
な
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い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
こ
の
見
解
を
も
否
定
す
る
。

最
終
的
な
結
論
と
し
て
、A

rm
strong

とB
ehnke

は
、
脳
を
人
格
同
一
性
の
基
準
と
す
る
立
場
か
ら
各
人
格
状
態
は
共
通
の
脳
を
有
す

る
が
故
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
の
中
の
一
部
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
る
。
そ
の
上
で
、
各
人
格
状
態
が
、
子

供
時
代
の
経
験
の
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
状
態
に
分
裂
す
る
前
の
出
来
事
に
関
す
る
共
通
の
記
憶
を
共
有
し
て
い
る
場
合
が
往
々
に

し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
結
論
の
証
拠
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
き
、A

rm
strong

とB
ehnke

はD
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
終
的
な
結
論
と
し
て
犯
罪
行
為
時
点
の
人
の
精
神
状
態
に
よ
り
刑
事
責
任

を
判
断
す
る
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
の
で
あ
る

（
52
）

。

（
１
）

高
橋
三
郎
・
大
野
裕
・
染
谷
俊
幸
訳
『D

S
M

-4
-T

R

精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
新
訂
版
』（
二
〇
〇
四
・
医
学
書
院
）
五
〇
六
―
五
〇
九

頁
（
原
書：

A
m

erican
P

sychiatric
A

ssociation,D
iagnostic

and
StatisticalM

anualof
M

entalD
isorder-Forth

E
dition-T

extR
evision

）。

（
２
）

こ
の
事
例
はR

obert
F

.
Schopp,

M
ultiple

Personality
D

isorder,
A

ccountable
A

gency,
and

C
rim

inal
A

cts,
Southern

C
alifornia

Interdiciplinary

L
aw

JournalV
ol.10 ,Issue

2 ,Spring
2001 ,at297 -298

で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）

上
原
大
祐
「
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
考
察
―
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
―
―
」
広
島
法
学
二
七
巻
四
号
（
二

〇
〇
四
）
一
八
五
頁
以
下
。

（
４
）

こ
の
立
場
を
採
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
全
て
の
人
格
状
態
が
犯
罪
行
為
に
関
与
し
て
い
た
場
合
に
は
、
行
為
者
に
全
体
と
し
て
帰
責
す
る
こ
と
を
認
め

る
。
詳
し
く
は
後
述
。

（
５
）

東
京
地
判
平
成
九
年
四
月
一
四
日
判
時
一
六
〇
九
号
三
頁
・
判
タ
九
五
二
号
七
五
頁
。
こ
の
裁
判
に
に
お
い
て
、
複
数
の
鑑
定
の
中
の
一
つ
と
し
て
多
重

人
格
障
害
（D

ID

）
を
認
め
る
鑑
定
が
出
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

（
６
）

神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
（
判
例
集
未
登
載
。
裁
判
所
の

H
P

よ
り
入
手
可
能
。h

ttp
://

w
w

w
.co

u
rts.g

o
.jp

/
search

/

jhsp0030 ?action_id=
dspD

etail&
hanreiSrchK

bn=01 &
hanreiN

o=6838 &
hanreiK

bn=03
）。
判
例
評
釈
と
し
て
、
上
原
大
祐
「
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者

の
責
任
能
力
判
断
―
―
神
戸
地
裁
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
判
決
（
平
成
一
四
年
（
わ
）
九
一
六
号
強
盗
致
傷
被
告
事
件
）
―
―
」
広
島
法
学
三
〇
巻
二
号
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一
一
三
頁
以
下
。
ま
た
、
名
古
屋
地
判
平
成
一
七
年
三
月
二
四
日
（
判
例
集
未
登
載
。
裁
判
所
のH

P

よ
り
入
手
可
能
。http

：
//

w
w

w
.courts.go.jp

/

search
/

jhsp0030 ?action_id=
dspD

etail&
hanreiSrchK

bn=01 &
hanreiN

o=7494 &
hanreiK

bn=03

）
も
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て

の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
二
月
七
日
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
五
月
二
七
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
地
裁
に
お
い
て
解
離
性
同
一
性
障
害
を

患
う
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
判
断
が
な
さ
れ
た
と
報
道
で
報
じ
ら
れ
た
（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
三
日
現
在
）。

（
７
）

U
.S.v.D

enny-Schaffer
(1993

･10 th
circuit)2 F.3 d

999 .

（
８
）

我
が
国
に
お
い
て
法
学
者
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
の
他
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
川
口
浩
一
「
多
重
人
格

と
責
任
能
力
」
犯
罪
と
刑
罰
一
一
号
（
一
九
九
五
）
九
九
頁
以
下
、
同
「
解
離
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
と
刑
事
責
任
―
―
わ
が
国
の
事
例
を
中
心
と

し
て
―
―
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
一
一
巻
二
号
（
一
九
九
八
）
一
頁
以
下
。
野
阪
滋
男
「
精
神
障
害
と
責
任
能
力
―
―
主
と
し
て
多
重
人
格
障
害
に
つ
い
て
―
―
」

『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
』（
二
〇
〇
〇
・
成
文
堂
）
三
四
一
頁
以
下
。
佐
久
間
修
「
現
代
社
会
と
刑
法
（
一
六
）

補
論
（
一
）
責
任
能
力
の
判
定
基
準
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
―
―
多
重
人
格
者
に
よ
る
連
続
幼
女
誘
拐
・
殺
人
事
件
を
素
材
と
し
て
―
―
」
季
刊
現
代
警
察

八
八
号
（
二
〇
〇
〇
）
七
〇
頁
以
下
。

（
９
）

前
掲
注
（
６
）
で
記
し
た
よ
う
に
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
東
京
地
裁
に
お
い
て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
二
つ
の
判
例
が
出
さ
れ

た
。
こ
の
二
つ
の
判
例
は
、
報
道
か
ら
知
り
得
た
限
り
に
お
い
て
は
、
同
じ
裁
判
長
が
判
断
を
下
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
判
断
が
異
な
っ
て
お
り
、
非
常

に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
時
に
お
い
て
は
両
方
と
も
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
入
手
不
可
能
で
あ
っ
た
。
今
後
の
展
開
を
待
ち
た
い
。

（
10
）

前
掲
注
（
６
）。
詳
細
な
評
釈
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
６
）
の
評
釈
を
参
照
。

（
11
）

本
判
例
に
お
い
て
裁
判
所
は
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
認
定
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
本
件
事
例
に
お
い
て
は
、
事
例
の

特
殊
性
に
鑑
み
る
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
脚
し
て
も
な
お
被
告
人
の
完
全
な
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
事
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
意
思
決
定
を
行
っ
て
実
行
行
為
に
着
手
し
た
の
は
主
人
格
で
あ
り
、
行
為
時
の
副
人
格
は
そ
の
意
思
決
定
を
引
き
継
い
で
実
行
行
為
を
継
続
し
た
だ
け

で
あ
っ
た
、
と
い
う
特
殊
性
で
あ
る
。
本
来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
脚
し
、
主
人
格
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
は
行
為
時
人
格
を
制
御
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
そ
の
責
任
は
減
免
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
行
行
為
に
出
た
後
に
心
神
喪
失
・
心
神
耗
弱
に
陥
っ
た
被
告
人

に
対
し
て
も
完
全
な
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能
力
の
議
論
を
応
用
し
、
完
全
責
任
能
力
時
点
に
お
け
る
意
思
決
定
を
責

任
無
能
力
時
点
に
お
い
て
継
続
し
て
実
現
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
、
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能
力
の
事
例
お
よ
び
本
件
事
例
の
共
通
点
に
着
目
す

る
な
ら
ば
、
本
件
事
例
に
お
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
か
ら
で
も
、
な
お
被
告
人
に
完
全
な
刑
事
責
任
の
成
立
を
認
め
る
余
地
は
存
在
す
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能
力
に
つ
い
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
る
判
例
と
し
て
長
崎
地
判
平
成
四
年
一
月
一
四
日
（
前
田
雅
英

「
実
行
行
為
と
責
任
能
力
」
芝
原
邦
爾
他
編
『
刑
法
判
例
百
選
1
総
論
﹇
第
五
版
﹈』（
二
〇
〇
三
・
有
斐
閣
）
六
六
頁
以
下
）。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
山
本
光
英
「
実
行
の
着
手
後
の
責
任
無
能
力
―
―
所
謂
『
承
継
的
責
任
無
能
力
』
の
問
題
―
―
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
（
法

学
研
究
科
）
一
六
号
1
―
―
二
（
一
九
八
六
）
九
五
頁
以
下
、
中
空
壽
雅
「
い
わ
ゆ
る
承
継
的
責
任
無
能
力
に
つ
い
て
（
一
）」
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
三

号
（
一
九
九
一
）
一
三
九
頁
以
下
、
林
美
月
子
「
実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
無
能
力
」
神
奈
川
法
学
二
八
巻
一
号
（
一
九
九
三
）
二
八
三
頁
以
下
、
安
田

拓
人
「
判
例
研
究
」
甲
南
法
学
三
七
巻
一
・
二
合
併
号
（
一
九
九
六
）
七
三
頁
以
下
、
神
田
宏
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
？
―
―
実
行
行
為
の
途
中
で

責
任
能
力
に
疑
い
の
生
じ
た
場
合
の
刑
法
的
処
理
に
つ
い
て
―
―
」
近
畿
大
学
法
学
四
四
巻
二
号
（
一
九
九
六
）
三
五
頁
以
下
、
野
村
稔
「
実
行
着
手
後
に

お
け
る
心
神
喪
失
・
耗
弱
―
―
責
任
能
力
に
よ
る
同
時
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
」
研
修
五
八
七
号
（
一
九
九
七
）
三
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
実
行
行
為

開
始
後
の
心
神
喪
失
・
耗
弱
に
つ
い
て
」『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
』（
二
〇
〇
〇
・
成
文
堂
）
三
六
一
頁
以
下

等
。

（
12
）

前
掲
注
（
６
）。

（
13
）

679
P.2 d

615 .(1984

･H
aw

aii).

（
14
）

E
lyn

R
.Saks,M

ultiple
personality

disorder
and

crim
inalresponsibility,Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw
JournalV

ol.10 ,Issue
2 ,Spring

2001 ,at189 .

（
15
）

た
だ
しSaks

はState
v.R

odrigues

判
決
に
つ
い
て
、「
こ
の
立
場
を
採
る
決
定
は
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
故
に
、

こ
の
見
解
は
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
川
口
はState

v.
R

odrigues

に
つ
い
て
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
判
決
で
あ

る
、
と
評
価
し
て
い
る
（
川
口
・
前
掲
注
（
８
）「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
一
〇
三
頁
）。

（
16
）

中
国
新
聞
二
〇
〇
八
年
五
月
二
八
日
第
一
六
版
二
五
頁
。

（
17
）

Saks

は
こ
の
問
題
に
つ
き
幾
つ
も
の
論
考
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
主
要
な
も
の
と
し
てE

lyn
R

.Saks
w

ith
Stephen

H
.B

ehnke,Jekyllon
trial

―
―M
ultiple

Personality
D

isorder
and

C
rim

inalL
aw

(1997 ,N
ew

Y
ork

U
niversity

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
18
）

Southern
C

alifornia
Interdiciplinary

L
aw

JournalV
ol.10 ,Issue

2 ,Spring
2001

はD
ID

と
刑
事
責
任
の
関
係
に
つ
き
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
こ
の
号

で
は
、
ま
ずSaks

が
問
題
提
起
と
し
て
自
説
を
展
開
し
（at185 -203

）、
そ
の
後
、
複
数
の
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
き
考
察
を
加
え
、

ま
たS

aks

の
見
解
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
批
判
を
受
け
て
、S

aks

は
同
号
の
中
で
加
え
ら
れ
た
批
判
に
対
し
再
反
論
を
行
っ
て
い
る
（at
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335 -352

）。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
論
考
を
基
に
議
論
を
展
開
す
る
。

（
19
）

Saks,supra
note

(14 ),at185 -203

（
20
）

D
aniel

D
ennett,

C
onditions

of
personhood,

in
A

m
elie

O
ksenberg

R
orty

(eds.),
T

he
identity

of
persons

(1976 ,
B

erkley,
L

os
A

ngels,
L

ondon
:

U
niversity

of
C

alifornia
Press)

at177 -178 .

（
21
）

Saks,supra
note

(14 ),at189 .

（
22
）

Saks,supra
note

(14 ),at190 .

（
23
）

S
aks

は
人
格
状
態
を

人
″
で
は
な
く

人
の
よ
う
な
意
識
の
主
要
部
分
″
と
す
る
の
は
、
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
の
肉
体
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
、
と
述
べ
た
上
で
、
肉
体
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
差
異
も
産
み
出
さ
な
い
、
と
し
て
、
①
の

見
方
に
関
す
る
議
論
が
②
の
見
方
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
、
と
し
て
い
る
（Saks,supra

note
(14 ),at190

and
192 .

）。

（
24
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Jennifer

R
adden

が
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
、
批
判
し
て
い
る
（Jennifer

R
adden,

A
m

I
alter's

keeper?
M

ultiple

personality
disorder

and
responsibility,Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw
JournalV

ol.10 ,Issue
2 ,Spring

2001 ,at253 -266

）。Saks

が
無
実

の
人
格
状
態
を
含
むD

ID

患
者
た
る
被
告
人
を
処
罰
す
る
こ
と
に
関
し
、
無
実
の
者
を
他
者
の
罪
の
故
に
処
罰
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
る
故
に
法
的
に

許
容
さ
れ
得
な
い
、
と
す
る
の
に
対
し
、R

adden
は
、「（
無
実
の
者：

括
弧
内
筆
者
）
に
負
担
さ
れ
る
重
荷
は
（
本
来
刑
を
科
さ
れ
る
有
罪
の
者：

括
弧
内

筆
者
）
を
罰
す
る
こ
と
の
処
罰
的
意
図
の
一
部
で
は
な
い
が
故
に
、
刑
法
は
…
無
実
の
者
を
処
罰
し
て
い
る
、
と
い
う
非
難
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
…

同
様
の
こ
と
が
犯
罪
を
行
っ
て
い
な
い
人
格
状
態
に
関
し
て
も
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
刑
罰
の
重
荷
に
苦
し
む
が
、
彼
が
共
有
す
る
と
こ
ろ

の
身
体
の
投
獄
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
処
罰
の
意
図
が
あ
く
ま
で
犯
罪
を
行
っ
た
有
責
な
人
格
状
態
を
処
罰
す
る
こ
と
に
の
み
向

い
て
お
り
、
他
の
無
実
の
人
格
状
態
を
処
罰
す
る
こ
と
は
そ
の
意
図
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
無
実
の
人
格
状
態
を
含
むD

ID

患
者
た
る
被
告
人
を
全

体
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
しS

aks

は
「
も
し
そ
の
人
（
人
格
状
態：

括
弧
内
筆
者
）
が
有
罪

宣
告
を
受
け
た
受
刑
者
が
被
る
の
と
同
じ
害
を
被
る
な
ら
、
も
し
社
会
が
そ
れ
を
処
罰
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
そ
し
て
人
（
人
格
状
態：

括
弧
内
筆
者
）

が
処
罰
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
我
々
の
処
罰
理
論
が
何
で
あ
れ
、
処
罰
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に

反
論
し
て
い
る
（Saks,supra

note
(14 ),at191 -192 .

）。

（
25
）

こ
の
場
合
、
理
論
的
に
は
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
人
格
の
み
を
有
罪
と
し
、
そ
の
人
格
の
み
を
処
罰
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
しS

aks

は
有

罪
の
人
格
が
出
て
き
た
時
を
判
断
し
て
そ
の
時
に
の
み
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
実
務
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
し
て
こ
れ
を
退
け
て
い
る
（Saks,

supra
note
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(14 ),at191 .

）。

（
26
）

Saks,supra
note

(14 ),at193 .
（
27
）

Saks,supra
note

(14 ),at193 .

（
28
）

E
lyn

R
.Saks,M

ultiple
personality

disorder
and

crim
inalresponsibility

:A
reply,Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw
JournalV

ol.10 ,Issue

2 ,Spring
2001 ,at337 .

（
29
）

S
aks

は
解
離
状
態
に
あ
る
場
合
と
、
通
常
人
が
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
異
な
る
側
面
を
見
せ
る
場
合
お
よ
び
強
烈
な
感
情
状
態
に
あ
る
場
合
と
を
比
較
し
、

前
者
と
後
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
い
、
前
者
に
対
し
て
も
刑
事
責
任
を
認
め
る
見
解
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
場
合
に
は
、
行
為
者
が
自
己

の
他
の
部
分
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
の
で
は
な
く
単
に
無
視
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
自
己
に
関
し
て

一
つ
で
あ
る
″
と
の
自
己
意
識
を
持
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、D

ID

患
者
の
よ
う
な
解
離
状
態
の
場
合
に
は
、
解
離
の
障
壁
に
よ
り
、
自
己
の
他
の
部
分
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
お

り
、

一
つ
で
あ
る
″
と
の
自
己
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
前
者
と
後
者
を
区
別
し
て
扱
う
べ
き
だ
。
と
す
る
の
で
あ
る
（Saks,

supra
note

(14 )
at194

）。

（
30
）

supra
note

(7 ).

（
31
）

Saks,supra
note

(14 ),at197 -198 .

（
32
）

こ
こ
で
言
う
「
黙
認
（acquiescence

）」
と
は
「
犯
罪
に
共
謀
す
る
こ
と
や
、
犯
罪
を
防
止
し
た
り
中
止
し
た
り
す
る
こ
と
が
過
度
の
危
険
や
努
力
を
伴

わ
な
く
て
も
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
犯
罪
を
防
止
し
た
り
中
止
し
た
り
し
な
い
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（Saks,supra

note
(14 )

at,195 .

）。

（
33
）

Saks,supra
note

(14 ),at195 .

（
34
）

こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
二
〇
〇
―
二
〇
一
参
照
。

（
35
）

G
lenn

Saxe,
D

issociation
and

crim
inal

responsibility
:

A
deveopm

ental
perspective,

Southern
C

alifornia
Interdiciplinary

L
aw

Journal
V

ol.10 ,

Issue
2 ,Spring

2001 ,at243 -252 .

（
36
）

Saxe

はFrank.
W

.
Putnam

の
理
論
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。Frank

W
.

Putnam

の
理
論
に
関
し
て
は
、F

rank
W

.
P

utnam
,

D
issociation

in

C
hildren

and
A

dolescents
:A

D
evelopm

entalPerspective
(N

ew
Y

ork
:G

uilford
Press

(1997 )

〔
邦
訳
と
し
て
、
中
井
久
夫
訳
『
解
離
　
―
―
若
年
期
に

お
け
る
病
理
と
治
療
―
―
』（
み
す
ず
書
房
・
二
〇
〇
一
）〕
やF

rank
W

.
P

utnam
,

D
iagnosis

and
treatm

ent
of

m
ultiple

personality
disorder

（N
ew

Y
ork

:
G

uliford
Press,

1989

）〔
邦
訳
と
し
て
、
安
克
昌
・
中
井
久
夫
訳
『
多
重
人
格
性
障
害
―
―
そ
の
診
断
と
障
害
―
―
』（
岩
崎
学
術
出
版
社
・
二
〇
〇
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〇
）〕
が
あ
る
。

（
37
）

Saxe

が
引
用
す
るPeter

W
olf

は
乳
児
が
有
す
る
、
次
の
五
つ
の
行
為
状
態
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
状
態
①
（
通
常
の
、
静
か
な
、
制

止
し
た
、
も
し
く
は
レ
ム
睡
眠
の
）、
状
態
②
（
レ
ム
睡
眠
）、
状
態
③
（
鋭
敏
で
は
あ
る
が
活
動
し
て
い
な
い
）、
状
態
④
（
起
き
て
活
動
し
て
い
る
）、
状

態
⑤
（
泣
い
て
い
る
）。P

eter
H

.
W

olff,
T

he
D

evelopm
ent

of
B

ehavioral
States

and
the

E
xpression

of
E

m
otions

in
E

arly
Infancy

:
N

ew
Proposals

for
Investigation

(C
hicago

:U
niversity

of
C

hicago
Press,1987 ),at19 -98 .

（
38
）

Saxe,supra
note

(35 )
at244 -247 .

（
39
）

Saxe,supra
note

(35 )
at247 .

（
40
）

Saxe,supra
note

(35 )
at249 -250 .

（
41
）

W
alter

Sinnott-A
rm

strong
&

Stephen
B

ehnke,
C

rim
inal

L
aw

and
m

ultiple
P

ersonality
disorder

:
the

vexing
problem

s
of

personhood
and

responsibility,Southern
C

alifornia
Interdiciplinary

L
aw

JournalV
ol.10 ,Issue

2 ,Spring
2001 ,at277 -296 .

（
42
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at283 .

（
43
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at283 .

（
44
）

こ
の
た
と
え
話
と
は
、
王
子
と
靴
屋
が
寝
て
い
る
間
に
そ
の
精
神
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
い
、
片
や
王
子
の
精
神
と
靴
屋
の
身
体
を
持
っ
た
者
が
お
り
、

も
う
片
方
で
は
靴
屋
の
精
神
と
王
子
の
身
体
を
持
っ
た
者
が
い
た
場
合
、
ど
ち
ら
を
王
子
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
45
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at284 -285 .

（
46
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at285 -286 .

（
47
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at287 .

（
48
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at287 -288 .

（
49
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at290 -291

（
50
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at291 -295

（
51
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at291 .

（
52
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at295 -296 .




