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以
下
で
は
、
近
年
強
い
社
会
的
関
心
を
集
め
て
い
る
「
人
間
拡
張

（l

’hom
m

e augm
enté

）（
英
語
で
は
、
“hum

an enhancem
ent

”）」

に
対
す
る
立
法
及
び
法
学
の
遅
れ
を
指
摘
し
た
二
本
の
論
文
を
訳
出

し
た
。

　

第
一
の
論
文
「
拡
張
さ
れ
た
人
間
：
遺
伝
学
の
発
展
を
規
制
し
得

る
人
間
の
尊
厳
と
は
？
（
原
題« L

’hom
m

e augm
enté : quelle 

dignité hum
aine pour encadrer les progrès de la 

génétique ? », in R
evue interdisciplinaire d

’études 
juridiques, vol. 83, 2019,  pp.141

―163.

）」
の
著
者Jean-A

ym
eric 

M
arot

氏
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
で
法

学
士
号
及
び
修
士
号
を
取
得
し
、
現
在
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
博

士
課
程
に
在
籍
し
、
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
か
ら
は
、

同
大
学
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
Ｅ
Ｕ
憲
法
、
グ
ロ
ー
バ
ル
憲
法
、 

国
家
と
憲
法
の
理
論
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、R

evue 
Luxem

bourgeoise D
roit &

 Santé

の
学
術
委
員
会
委
員
を
務
め

て
い
る
ほ
か
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
枠
組
み
法
の
起
草
に
あ
た
っ
て

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
保
健
省
並
び
に
法
務
省
へ
の
協
力
も
行
な
っ
て
い

る
。M

arot

氏
は
主
に
生
命
倫
理
法
を
専
門
と
し
て
お
り
、
基
本
的

な
問
題
関
心
は
生
殖
細
胞
系
列
に
対
す
る
遺
伝
子
編
集
が
も
た
ら
す

人
権
侵
害
の
検
討
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

第
二
の
論
文
「
人
間
拡
張
の
時
代
に
お
け
る
人
間
及
び
ポ
ス
ト

ヒ
ュ
ー
マ
ン
の
権
利
保
護
（
原
題« La protection des droits 

山　
　

元　
　
　
　

一

フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
法
の
最
新
動
向
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de l

’hum
ain et du posthum

ain à l

’ère de l

’Hom
m

e 
augm

enté »

）」〔
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ル
ゲ
ノ
ー
／
ク
レ
ー

ル
・
ヴ
ィ
ア
ル
編
『
人
類
の
権
利
と
他
者
の
権
利
：
新
た
な
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
？
（Jean-Pierre M

A
RGU

ÉN
A

U
D

 et Claire V
IA

L 

（eds.

）, D
roits des être hum

ains et droits des autres entités 
: U

ne nouvelle frontière ?, 

（M
are &

 M
artin, 2021

）, pp.53

―

66.

）』
所
収
〕）
の
著
者A

nne-Blandine Caire

教
授
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
大
学
で
法
学
博
士
号
を
取
得
後
、
ク
レ
ル
モ

ン
・
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
大
学
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ロ
ピ
タ
ル
セ
ン
タ
ー

で
教
授
を
務
め
、
私
法
と
犯
罪
学
を
担
当
し
、
二
〇
二
二
年
に
は
犯

罪
学
の
入
門
書
（A

nne-Blandine Caire, Crim
inologie, T

out-
en-un D

roit, Ellipses, 2022.

）
を
出
版
し
て
い
る
。Caire

教
授

の
基
本
的
な
関
心
は
フ
ラ
ン
ス
法
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
法
的

擬
制
や
法
的
言
語
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
科
学
技
術

問
題
に
関
し
て
倫
理
的
価
値
を
ど
の
よ
う
に
法
に
組
み
入
れ
る
か
と

い
う
点
に
も
着
目
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
こ
の
二
本
の
論
文
を
同
時
に
訳
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
人
間
拡
張
と
は
人
間
の
あ

ら
ゆ
る
能
力
を
拡
張
し
、
従
来
の
法
学
が
捉
え
て
き
た
人
権
享
有
主

体
と
し
て
の
「
人
間
」
を
根
底
か
ら
変
化
さ
せ
る
と
い
う
技
術
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
両
論
文
は
、
法
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
の

検
討
を
通
じ
て
、
現
行
法
制
度
の
再
検
討
を
促
し
て
い
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
い
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
新
た
な
技
術
の

登
場
が
既
存
の
法
の
不
備
と
い
う
問
題
を
生
み
出
し
、
新
た
な
議
論

の
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
見
慣
れ
た
風
景
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
点
、
両
論
文
は
、
人
間
拡
張
の
問
題
が
従
来
の
問
題

と
質
的
に
異
な
っ
た
深
刻
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
両
論
文
は
と
も
に
、
新
技
術
が
も
た
ら
す
問
題
が
一
時

的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
後
社
会
と
法
秩
序
が
継
続
的
に
向
き
合
っ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
共
通
の
問
題
意
識
に
立
脚
し
つ

つ
、
前
者
は
人
間
拡
張
の
も
た
ら
す
現
時
点
の
問
題
を
検
討
し
、
後

者
は
将
来
に
対
し
て
関
心
を
向
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
論
文
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
全
体
像
を
よ
く
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

第
一
論
文
の
問
題
意
識
は
常
に
現
代
へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、
す

で
に
確
立
し
て
い
る
遺
伝
子
編
集
技
術
に
対
す
る
現
代
人
の
欲
望
か

ら
、
雇
用
・
保
険
分
野
で
広
ま
り
つ
つ
あ
る
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
一
環

と
し
て
の
遺
伝
子
診
断
な
ど
既
に
現
実
化
し
て
い
る
事
例
ま
で
取
り

上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
「
人
間
の
尊
厳
」
を
中
心
に
、「
子

ど
も
の
最
善
の
利
益
」「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
な
ど
の
既
存
の
法
益

に
着
目
し
、
問
題
の
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
は
、

具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
現
行
法
制
度
下
で
裁
判
所
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が
、
現
時
点
ま
で
は
人
間
拡
張
や
関
連
す
る
技
術
が
も
た
ら
す
問
題

に
対
し
て
、
妥
当
な
法
的
判
断
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
応
答
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
裁
判
所
が
問
題
を
既

存
の
法
的
枠
組
み
に
落
と
し
込
む
こ
と
で
社
会
を
安
定
さ
せ
る
こ
と

に
留
ま
る
限
り
、
急
速
に
発
展
す
る
科
学
技
術
が
現
行
法
制
度
を
追

い
抜
く
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。
立
法
府
の
怠
慢
を
補
う
裁
判
所
の

柔
軟
な
適
用
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
限
界
の
一
つ
と
し
て
、
本
論
文
は
、
優
秀
な
遺
伝
子
を
持
ち
、

そ
れ
を
選
別
・
継
承
す
る
手
段
を
一
部
の
者
が
特
権
的
に
保
持
す
る

「
遺
伝
的
貴
族
」
の
登
場
を
危
惧
す
る
。
将
来
そ
の
よ
う
な
人
間
拡

張
を
奨
励
す
る
「
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
社
会
」
が
到
来
す
れ
ば
、
法

秩
序
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
配
分
的
正
義
や
連
帯
、
尊
厳
と
い
っ
た

も
の
が
瓦
解
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一

論
文
は
、
法
制
度
は
今
現
在
の
人
間
拡
張
に
な
ん
と
か
対
応
し
得
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

他
方
、
第
二
論
文
は
、
ま
さ
に
第
一
論
文
が
そ
の
出
現
を
危
惧
し

て
い
た
「
遺
伝
的
貴
族
（Caire

教
授
は
こ
れ
を
『
増
強
さ
れ
た
』

貴
族
制
と
呼
ぶ
）」
の
登
場
し
た
世
界
を
想
定
し
て
論
じ
て
い
る
。

本
論
文
は
、
二
〇
一
八
年
の
中
国
に
お
い
て
遺
伝
子
改
変
が
な
さ
れ

た
双
子
が
誕
生
し
た
こ
と
を
例
示
す
る
こ
と
で
、
現
行
法
が
課
し
た

限
界
線
を
超
え
て
生
ま
れ
た
「
拡
張
さ
れ
た
人
間
」
が
既
存
の
法
秩

序
の
中
に
如
何
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
一
線
を
超
え
つ
つ
あ
る
人
間
拡
張
の
例
は
そ
の
ほ
か
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
は
、
第
一
論
文
と
異
な
り
、

当
然
既
発
の
事
象
だ
け
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
法
的
想
像
力
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
と
な

り
得
る
よ
う
な
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
や
Ｓ
Ｆ
小
説
に
登
場
す
る
肉
体
を
持

た
ず
記
憶
装
置
に
格
納
さ
れ
た
人
格
な
ど
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
に
擬

制
的
に
人
権
を
付
与
す
る
と
い
う
思
考
実
験
を
行
い
、
古
典
的
人
権

が
持
つ
意
義
や
目
的
そ
の
も
の
を
再
考
す
る
こ
と
を
促
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
本
論
文
で
は
、
第
一
論
文
が
指
摘
し
た
配
分
的
正
義
や

連
帯
、
尊
厳
な
ど
法
秩
序
の
基
礎
概
念
の
機
能
不
全
が
、
具
体
的
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

両
論
文
が
共
に
強
調
す
る
の
は
、
人
間
拡
張
が
も
た
ら
す
不
可
避

的
な
社
会
変
化
と
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
す
る
立
法
府
の
怠
慢
な
態

度
、
そ
し
て
社
会
変
化
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
が
法
秩
序
の
根
幹
に
与

え
る
打
撃
で
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
た
話
で
は
な
く
世
界
的
に
共
有
さ
れ
て
お

り
、
日
本
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
第
一
論
文
か
ら
は
、
現
在
ま
で

発
生
し
て
き
た
具
体
的
な
事
象
が
裁
判
所
に
よ
る
柔
軟
な
態
度
で

も
っ
て
解
決
可
能
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
人
間
拡
張
が
持
つ
本
質
的

な
問
題
の
深
刻
さ
が
む
し
ろ
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
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る
。
他
方
、
第
二
論
文
か
ら
は
、
人
間
拡
張
が
も
た
ら
す
問
題
の
深

刻
さ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
仮
定
の
事
例
が
、
安
楽
死
や
尊
厳
死

な
ど
の
よ
う
な
喫
緊
の
問
題
と
は
異
な
り
、「
Ｓ
Ｆ
法
学
」
と
い
う

現
実
味
の
な
い
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、

法
学
分
野
に
お
い
て
人
間
拡
張
と
い
う
新
た
な
問
題
が
過
小
評
価
さ

れ
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
立
法
論
が
進
ま
な
い
原
因
を
見
出
す
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
論
文
は
併
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

〔
補
記
〕　

本
解
題
は
、
樋
口
氏
と
山
元
が
討
議
の
上
作
成
し
た
ド
ラ
フ

ト
を
最
終
的
に
山
元
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な
い
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。


