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介
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介
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め
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近
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の
判
例

　

む　

す　

びは
じ
め
に

終
末
期
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
医
学
、
生
命
倫
理
学
等
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
法
学
に
お
い
て
も
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

人
の
死
期
を
人
為
的
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
医
学
の
状
況
と
、
医
療
や
生
死
に
関
わ
る
問
題
を
自
分
の
判
断
で
解
決
し
よ
う
と

研
　
　
　
究
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す
る
人
々
の
意
識
の
高
ま
り
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
刑
事
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
は
人
為
的
な
生
命
の
短
縮
が
「
安
楽
死
」
と
し
て
許
容

さ
れ
る
か
否
か
が
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
近
時
は
医
師
や
家
族
に
よ
る
延
命
治
療
の
中
止
の
問
題
が
「
尊
厳
死
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
最
（
三
小
）
決
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
（
刑
集
六
三
・
一
一
・
一
八
九
九
）
の
「
川
崎
協
同
病
院
事
件
」
決
定
を
契
機
と
し
て
、
終
末
期

に
お
け
る
治
療
行
為
の
中
止
と
そ
の
合
法
化
要
件
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
医
療
技
術
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
生
命
を
維
持
す
べ

し
と
い
う
医
の
倫
理
は
、
も
は
や
そ
の
厳
格
性
を
失
っ
て
お
り
、
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
ル
ー
ル
作
り
が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
終
末
期
医
療
を
め
ぐ
る
刑
事
法
上
の
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
以
前
か
ら
「
臨
死
介
助
」
の
問
題
に
強
い
関

心
を
示
し
、
近
時
の
立
法
と
判
例
に
顕
著
な
動
き
が
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
参
照
し
つ
つ
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
医
事
法
の
専
門
家
に
よ
る
多
く
の
研
究
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
の
知
見
を
借
り
つ
つ
議
論
の

整
理
を
し
た
い
と
思
う
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
臨
死
介
助
」
の
意
義
を
確
認
し
（
一
）、
世
話
法
の
改
正
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
た

上
で
（
二
）、
近
年
の
判
例
の
動
向
を
見
て
（
三
）、
今
後
の
課
題
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

臨
死
介
助
の
諸
類
型

「
臨
死
介
助
」（Sterbehilfe

）
と
は
、
死
に
臨
ん
だ
重
病
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
希
望
に
よ
り
、
ま
た
は
そ
の
者
の
意
思
を
推
定
し
て
、
そ
の
者
の

考
え
方
に
即
し
た
尊
厳
あ
る
死
を
可
能
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
介
助
を
い
う）

（
（

。
こ
れ
に
は
広
狭
二
義
が
あ
り
、
狭
義
の
臨
死
介
助
は
、
死
に
至
る
プ
ロ

セ
ス
が
す
で
に
始
ま
っ
た
後
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
介
助
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
死
期
が
切
迫
し
て
い
る
時
点
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
広
義
の
そ
れ
は
、

な
お
比
較
的
長
時
間
生
存
し
う
る
が
、
疾
病
の
た
め
耐
え
難
い
と
感
じ
て
い
る
自
己
の
生
を
終
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
者
の
死
に
加
功
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
臨
死
介
助
は
、
以
下
の
（
（
）「
純
粋
な
（reine od. echte

）
臨
死
介
助
」、（
2
）「
間
接
的
な
（indirekte

）
臨
死
介
助
」、（
3
）「
消
極
的
な

（passive

）
臨
死
介
助
」、
お
よ
び
（
4
）「
積
極
的
な
（aktive

）
臨
死
介
助
」
ま
た
は
「
直
接
的
な
（direkte

）
臨
死
介
助
」
に
区
別
さ
れ
る）

2
（

。
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（
（
）　

純
粋
な
臨
死
介
助

「
純
粋
な
臨
死
介
助
」
と
は
、
死
に
臨
ん
だ
重
病
者
（
以
下
「
臨
死
者
」
と
も
い
う
）
に
対
し
て
、
生
命
を
短
縮
す
る
作
用
を
も
た
な
い
鎮
痛
剤
や
鎮
静

剤
な
ど
の
苦
痛
緩
和
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
吐
き
気
な
ど
の
不
快
感
や
意
識
の
混
濁
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
臨
死
者

の
同
意
を
得
て
、
あ
る
い
は
そ
の
希
望
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
不
可
罰
で
あ
る
。
ま
た
、
臨
死
者
が
も
は
や
答
責
的
な
意
思
表
示

を
な
し
え
な
い
が
、
そ
の
介
助
が
基
本
的
に
そ
の
者
の
推
定
的
意
思
に
適
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
、
同
様
に
不
可
罰
で
あ
る
。

こ
の
類
型
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
臨
死
者
が
で
き
る
だ
け
明
瞭
な
意
識
を
も
っ
て
自
己
の
死
を
迎
え
た
い
と
い
う
理
由
で
、
鎮
痛

剤
等
の
提
供
を
拒
否
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
臨
死
者
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
つ
い
て
神
学
的
・
哲
学
的
な
理
由
が
あ
っ
た
り
、
特
に
勇
気
が
あ
っ
た

り
、
最
期
ま
で
近
親
者
と
意
思
疎
通
を
し
た
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
遺
産
の
処
理
に
つ
い
て
自
分
で
決
め
た
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
う
し
た
臨
死
者

の
希
望
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
医
師
が
そ
の
よ
う
な
拒
否
は
無
分
別
だ
と
思
っ
て
臨
死
者
に
鎮
痛
剤
を
注
射
し
た
場
合
に
は
、

そ
れ
は
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
許
さ
れ
ざ
る
侵
害
で
あ
る
か
ら
、
傷
害
罪
（
刑
法
二
二
三
条
）
と
し
て
可
罰
的
と
な
る
。

逆
に
、
臨
死
者
が
苦
痛
の
緩
和
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
や
近
親
者
が
こ
れ
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
十
分
に
行
わ
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
不
作
為
は
原
則
と
し
て
可
罰
的
な
傷
害
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
医
師
等
の
保
障
人
的
義
務
（
刑
法
一
三
条
）
は
、
患
者
に
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え

な
い
こ
と
に
も
及
び
、
苦
痛
を
除
去
な
い
し
軽
減
さ
せ
な
い
こ
と
は
傷
害
罪
に
い
う
虐
待
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
者
に
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ

な
い
場
合
に
は
、
不
救
助
罪
（
刑
法
三
二
三
ｃ
条
）
の
成
否
が
問
題
に
な
る
。

（
2
）　

間
接
的
な
臨
死
介
助

「
間
接
的
な
臨
死
介
助
」
と
は
、
臨
死
者
に
対
し
て
、
死
期
を
早
め
る
可
能
性
の
あ
る
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
医

学
的
適
応
性
の
あ
る
鎮
痛
剤
の
投
与
が
不
可
避
的
に
臨
死
者
の
死
期
を
早
め
る
効
果
を
伴
う
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
判
例
や
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医
療
実
務
に
お
い
て
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。

後
に
紹
介
す
る
「
ド
ラ
ン
チ
ン
事
件
」
判
決
は
、
臨
死
者
に
対
し
て
、
そ
の
治
療
に
当
た
っ
て
い
た
医
師
ら
が
致
死
量
の
薬
物
を
用
い
て
故
意
に
殺
害

し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、「
医
療
上
必
要
と
さ
れ
る
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
薬
剤
投
与
は
、
そ
れ
が
意
図
し
な
い
、
し
か
し
や
む
を
え
な
い
不
可
避
的
な

付
随
結
果
と
し
て
死
期
を
早
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
…
な
ぜ
な
ら
ば
、
患
者
の
明
示
的
な
い
し
推
定
的
意

思
に
よ
り
、
尊
厳
あ
る
苦
痛
の
な
い
死
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
死
に
も
勝
る
ほ
ど
の
苦
痛
の
も
と
で
、
な
お
短
時
間
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
見
込
み
よ
り
も
、
よ
り
価
値
の
高
い
法
益
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

3
（

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
医
師
会
の
「
医
師

に
よ
る
死
の
看
取
り
に
つ
い
て
の
連
邦
医
師
会
の
諸
原
則
」（
一
九
九
八
年
九
月
一
一
日
）
も
、「
苦
痛
の
緩
和
は
臨
死
者
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
生
命
の

短
縮
を
甘
受
し
う
る
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
が
原
則
と
し
て
不
可
罰
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
大
筋
で
意
見
の
一
致
が
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
範
囲
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

①　

不
可
罰
と
さ
れ
る
根
拠

作
為
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
生
命
の
短
縮
は
、
故
殺
罪
（
刑
法
二
一
二
条
）
ま
た
は
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法

二
一
六
条
）
に
該
当
し
う
る
の
で
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
を
不
可
罰
と
す
る
理
論
的
根
拠
が
問
題
に
な
る
。
少
数
説
に
よ
れ
ば
、
許
さ
れ
る
間
接
的
な
臨

死
介
助
は
、
そ
の
社
会
的
意
味
か
ら
み
て
殺
人
罪
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
「
社
会
的
に
相
当
な
行
為
」
と
い
え
る
の
で
、
殺
人
罪

の
「
人
を
殺
す
」
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
多
数
説
は
、
そ
の
介
助
に
よ
っ
て
死
期
が
早
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

行
為
と
具
体
的
結
果
と
の
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
臨
死
者
は
い
ず
れ
に
せ
よ
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
仮
定
的
因
果
経
過
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
介
助
が
臨
死
者
の

明
示
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、「
許
さ
れ
た
危
険
」
と
し
て
、
被
害
者
の
同
意
ま
た
は
推
定
的
同
意
の
法
理
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

正
当
化
す
る
緊
急
避
難
（
刑
法
三
四
条
）
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
う
ち
、
正
当
化
す
る
緊
急
避
難
を
認
め
る
に
は
、「
保
全
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利
益
が
侵
害
利
益
を
著
し
く
超
え
る
」
こ
と
が
要
件
と
な
る
が
、
こ
の
説
の
主
張
者
は
、
苦
痛
の
な
い
尊
厳
あ
る
死
は
苦
痛
に
満
ち
た
生
よ
り
価
値
が
高

く
、
ま
た
、
保
全
利
益
と
侵
害
利
益
が
同
一
の
法
益
主
体
に
帰
属
し
て
も
緊
急
避
難
を
認
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る）

（
（

。
Ｂ
Ｇ

Ｈ
〔
連
邦
通
常
裁
判
所
〕
は
こ
の
問
題
を
判
断
し
て
い
な
い
。

②　

不
可
罰
と
さ
れ
る
範
囲

間
接
的
な
臨
死
介
助
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
以
下
の
三
点
が
問
題
に
な
る
。

第
一
の
問
題
は
、
こ
れ
が
許
さ
れ
る
時
間
的
範
囲
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
と
上
記
の
連
邦
医
師
会
の
「
諸
原
則
」
は
、「
死
に
瀕
し
た
者
」（der 

Sterbende

）
と
す
る
が
、
こ
れ
で
は
狭
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
治
の
癌
に
お
い
て
は
、
死
に
至
る
ま
で
に
何
か
月
も
続
く
、
し
た

が
っ
て
患
者
が
い
ま
だ
死
に
瀕
し
て
い
な
い
時
点
で
耐
え
難
い
苦
痛
が
あ
る
。
有
効
な
鎮
痛
剤
の
投
与
が
死
期
を
早
め
る
危
険
を
伴
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

患
者
が
そ
れ
を
甘
受
し
て
い
れ
ば
処
方
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
意
見
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
は
、
患
者
に
「
重
大
な
苦
痛
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
窒
息
の
不
安
を
伴
う

呼
吸
困
難
も
耐
え
難
い
も
の
で
あ
り
、
医
師
の
介
入
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、「
重
大
な
苦
痛
」
に
代
え
て
、「
他
の
方
法
で
は
除
去
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
重
大
な
病
状
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

第
三
は
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
に
お
け
る
故
意
な
い
し
動
機
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
動
機
が
苦
痛
の
緩
和
で
は
な
く
意
図

的
な
殺
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
臨
死
者
の
明
示
の
希
望
が
あ
っ
て
も
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
に
よ
り
処
罰
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
な
臨
死
介
助

が
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
は
、
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
措
置
に
よ
る
生
命
の
短
縮
が
あ
り
う
る
が
そ
れ
が
確
実
で
な
い
と
い
う
未
必
の
故
意
の
場
合
に
限
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
上
記
の
連
邦
医
師
会
の
「
諸
原
則
」
も
、「
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
不
可
避
的
な
生
命
の
短
縮
も
、
場
合

に
よ
っ
て
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
臨
死
介
助
法
の
対
案
（
一
九
八
六
年
）
は
、
生
命
の
短
縮
が
確
実
で
あ
っ
て
も
苦
痛

緩
和
の
た
め
の
治
療
は
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
理
由
で
、
行
為
者
が
最
初
か
ら
生
命
の
短
縮
を
確
実
に
予
見
し
て
い
た
場
合
も
、
許
さ
れ
る
間



二
七
二

接
的
な
臨
死
介
助
の
領
域
に
含
め
て
い
る）

（
（

。
た
だ
し
、
臨
死
介
助
が
殺
人
の
意
図
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
そ
の
動
機
が
苦
痛
の
緩
和
で
は

な
く
殺
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
や
は
り
可
罰
的
で
あ
る
か
ら
、
臨
死
者
の
明
示
の
希
望
が
あ
っ
て
も
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
に
当
た
る
と
い

う
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
が
原
則
と
し
て
不
可
罰
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
大
筋
で
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
範
囲
に

つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

（
3
） 　

消
極
的
な
臨
死
介
助

「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
は
、
医
師
や
近
親
者
が
、
臨
死
者
の
延
命
の
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
に
よ
っ
て
行
う
介
助
を
い
う
。
た
と

え
ば
、
治
療
を
担
当
す
る
医
師
が
、
臨
死
者
の
延
命
を
可
能
に
す
る
手
術
や
集
中
治
療
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
集
中
治
療
を
継
続

し
な
い
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
医
学
と
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
不
治
の
重
病
者
の
延
命
が
相
当
期
間
可
能
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
者
が
自
然
の
死
を
迎
え
る
権
利
、
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
保
ち
つ
つ
死
ぬ
権
利
を
ど
の
よ
う
に
尊
重
す
る
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
①
延
命
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
が
患
者
の
希
望
に
よ
る
場
合
、
②
そ
れ
が
患
者
の
意
思
に
反
す
る
場
合
、
さ
ら
に
、
③
そ
れ
に
つ
い
て
患

者
が
も
は
や
意
思
表
示
で
き
な
い
場
合
を
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①　

患
者
の
希
望
に
よ
る
場
合

こ
の
場
合
に
は
、「
決
定
す
る
の
は
患
者
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
の
で
、
法
律
関
係
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。
患
者
は
い
つ
で
も
自
己

決
定
権
に
基
づ
い
て
治
療
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
臨
死
者
が
こ
れ
を
拒
否
す
れ
ば
、
医
師
等
は
保
障
人
的
義
務
を
負
わ
ず
、
延
命
措
置
を
と

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
不
可
罰
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
行
え
ば
、
専
断
的
治
療
行
為
と
し
て
傷
害
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
臨
死
者
の
意
思
決
定

が
客
観
的
な
判
断
に
よ
れ
ば
誤
り
で
あ
り
、
あ
る
い
は
多
く
の
関
与
者
か
ら
み
て
合
理
的
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
意
思
は
決
定
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

癌
の
末
期
患
者
が
延
命
の
た
め
の
手
術
を
拒
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
の
手
術
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
老
年
の
臨
死
者
が
そ
の
死
を
わ
ず
か
に
遅
ら
せ
る
集
中
治

療
を
拒
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
の
治
療
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
憲
法
判
例
が
あ
る
。BV

erfGE 32, 98

に
あ
ら
わ
れ
た
事
案
は
、
自
宅
で
四
人
目
の
子
を
出
産
し
た
妻
が
重
度
の
貧
血
症

に
陥
り
、
生
命
に
危
険
が
生
じ
た
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
夫
が
医
師
の
助
言
に
従
わ
ず
に
妻
を
病
院
に
搬
送
せ
ず
、
そ
の
後
に
妻
が
死
亡
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
審
は
夫
に
不
救
助
罪
（
当
時
の
刑
法
三
三
〇
ｃ
条
）
を
認
め
た
が
、
憲
法
裁
判
所
は
夫
の
憲
法
異
議
を
認
め
て
原
判

決
を
破
棄
し
た
。
同
裁
判
所
は
そ
の
理
由
に
お
い
て
、
こ
の
夫
婦
が
強
い
宗
教
的
信
念
の
も
と
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
、
夫
は
神
に
救
い
を
求
め
れ
ば
妻

が
快
復
す
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
、
宗
教
団
体
の
修
道
士
を
呼
ん
で
一
緒
に
祈
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
病
院
へ
の
搬
送
を
望
ま
な
い
と
い
う
妻
の
強
い
希

望
が
あ
っ
た
こ
と
等
の
事
情
を
指
摘
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
を
最
高
の
価
値
と
し
、
同
時
に
個
人
の
自
由
な
自
己
決
定
に
共
同
社
会
を
形
成
す
る
価
値
を
認

め
る
国
家
に
お
い
て
は
、
良
心
の
自
由
は
国
家
の
介
入
か
ら
自
由
な
法
領
域
を
個
人
に
保
障
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
個
人
が
自
己
の
確
信
に
即
し
た
生
活

様
式
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た）

（
（

。

②　

患
者
の
意
思
に
反
す
る
場
合

こ
れ
に
対
し
て
、
臨
死
者
が
治
療
や
治
療
の
継
続
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
障
人
的
地
位
に
あ
る
医
師
等
が
こ
れ
を
行
わ
ず
、
そ
れ
に

よ
っ
て
臨
死
者
が
死
に
至
り
、
あ
る
い
は
よ
り
早
い
死
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
し
う
る
。
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合
に
は
、
不
救
助
罪
（
刑
法
三
二
三
ｃ
条
）
が
問
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
臨
死
者
が
治
療
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
症
状
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
と
し
て
も
延
命
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
医
師
等
は
そ
の
治
療
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
師
等
が
そ
の
治
療
に
つ
い
て
臨
死
者
の
利
益
に
な
る
と
考
え
た
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
治
療
が

延
命
に
役
立
た
ず
、
臨
死
者
の
死
に
至
る
運
命
を
改
善
し
え
な
い
場
合
に
は
、
医
師
等
は
そ
の
希
望
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
医

師
等
に
対
し
て
無
意
味
な
業
務
の
遂
行
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
医
師
等
は
本
来
の
任
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



二
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四

し
か
し
、
高
度
な
医
療
技
術
を
用
い
る
延
命
措
置
に
つ
い
て
は
、
臨
死
者
の
意
思
が
絶
対
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
の
保
健
機
関
の
技
術
的
・
財
政
的
な
資
源
は
無
尽
蔵
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
阻
止
し
え
な
い
死
の
プ
ロ
セ
ス
を
現
代
の
医
療
機
器
を
用
い
て
さ

ら
に
引
き
延
ば
す
こ
と
は
、
尊
厳
あ
る
死
に
つ
い
て
の
我
々
の
考
え
方
と
も
一
致
し
な
い
と
い
う
意
見
が
多
い
。
そ
の
基
準
と
な
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
有
名
な
一

節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
紹
介
す
る
「
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
」
判
決
は
、「
医
師
は
、
死
に
つ
つ
あ
る
生
命
を
な
ん
と
し
て
も
維
持
す
べ
き
法
義
務
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
命
の
た
め
の
措
置
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
ま
で
の
限
界
を
超
え
る
医
療
技
術
の
進
歩
を
考
慮
す
れ
ば
、
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
を
決
め
る
の
は
、
医
療
機
器
の
効
率
で
は
な
く
、
人

命
お
よ
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
向
け
ら
れ
た
個
別
事
例
の
判
断
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
の
は
経
済
的
観
点
で
は
な
く
、

死
苦
を
長
引
か
せ
る
こ
と
が
客
観
的
に
評
価
し
て
臨
死
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味
を
も
ち
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③　

患
者
が
意
思
表
示
で
き
な
い
場
合

重
病
者
が
い
ま
だ
死
に
臨
ん
で
い
る
と
は
い
え
ず
、
な
お
何
か
月
も
何
年
も
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
は
や
意
思
表
示
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ

た
場
合
に
、
医
師
等
が
そ
の
治
療
や
医
療
的
措
置
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
未
解
決
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
例
は
、
重

病
者
が
不
可
逆
的
に
意
識
を
喪
失
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
大
脳
皮
質
や
大
脳
の
外
套
が
そ
の
機
能
を
完
全
に
喪
失
し
た
遷
延
性
植
物
状
態
（apallisches 

Syndrom

）
の
場
合
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
継
続
的
に
判
断
無
能
力
に
な
っ
た
患
者
に
つ
い
て
、
医
師
等
が
呼
吸
の
確
保
、
輸
血
、
人
工
栄
養
等
の
延
命
措
置

を
と
ら
な
い
こ
と
は
必
ず
し
も
違
法
で
は
な
い
と
し
た
。
後
に
紹
介
す
る
「
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
」
判
決
は
、
回
復
し
が
た
い
重
度
の
脳
障
害
で
施
設
に
収

容
さ
れ
、
経
管
に
よ
る
人
工
栄
養
が
与
え
ら
れ
て
い
た
七
〇
歳
の
女
性
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
看
護
を
引
き
受
け
た
医
師
と
看
護
人
（Pfleger

）
に
任
命

さ
れ
た
息
子
が
、
経
管
栄
養
を
停
止
す
れ
ば
同
女
が
二
、三
週
間
以
内
に
死
に
至
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
停
止
し
て
お
茶
だ
け
を
与
え
よ
う
と
し

た
が
、
こ
れ
を
知
っ
た
看
護
職
員
の
通
報
に
よ
り
後
見
裁
判
所
〔
後
の
世
話
裁
判
所
〕
が
そ
の
措
置
を
認
め
な
か
っ
た
（
同
女
は
そ
の
九
か
月
後
に
肺
水
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腫
に
よ
り
死
亡
し
た
）
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
被
告
人
ら
を
殺
人
未
遂
で
有
罪
と
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
こ
れ
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
二
以
下
で
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

（
4
） 　

積
極
的
な
臨
死
介
助

「
積
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
は
、
苦
痛
緩
和
を
目
的
と
し
て
臨
死
者
を
積
極
的
・
直
接
的
に
殺
す
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
臨
死
者
の
死
は
そ
の
行
為

の
付
随
的
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
主
た
る
目
的
と
な
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

現
在
の
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
現
行
法
上
可
罰
的
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
二
一
六

条
）
は
、「
被
殺
者
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
要
求
」
が
あ
っ
て
も
そ
の
者
の
殺
害
を
可
罰
的
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
「
同
意
の
遮
断
」

（Einw
illigungssperre

）
を
前
提
と
す
れ
ば
、
臨
死
者
の
同
意
が
あ
っ
て
も
そ
の
行
為
は
可
罰
的
で
あ
り
、
積
極
的
な
生
命
の
短
縮
は
原
則
と
し
て
殺
人

罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
保
全
利
益
が
侵
害
利
益
を
「
著
し
く
超
え
る
」
と
は
い
え
な
い
の
で
、
正
当
化

す
る
緊
急
避
難
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
生
命
保
護
の
絶
対
性
の
観
点
か
ら
、
超
法
規
的
な
責
任
阻
却
事
由
な
い
し
処
罰
阻
却
事
由
を
認
め

る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
か
ら
は
、
患
者
の
苦
痛
が
大
き
く
、
直
接
的
な
殺
人
に
よ
っ
て
こ
れ
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
例
外

的
な
場
合
に
は
、「
同
情
に
よ
る
殺
人
」（M

itleidstötung

）
と
し
て
不
処
罰
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
被
殺
者
の
要
求
が
客
観
的
に
み
て
合

理
的
な
理
由
の
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
二
一
六
条
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
説
、
超
法
規
的
な
責
任
阻
却
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
刑

事
訴
訟
に
お
い
て
手
続
を
停
止
す
る
べ
き
で
あ
る
（
刑
訴
法
一
五
三
条
、
一
五
三
ａ
条
）
と
す
る
説
、
さ
ら
に
は
立
法
論
と
し
て
刑
の
免
除
を
認
め
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
こ
れ
で
あ
る）

8
（

。
し
か
し
、
多
数
説
か
ら
は
、
殺
人
禁
止
の
原
則
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
生
命
保
護
を
相
対
化
し
、
人
命
尊
重
の

意
義
を
掘
り
崩
し
、
有
用
性
の
考
慮
を
優
先
さ
せ
、
あ
る
い
は
濫
用
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
批
判
が
強
い
。

も
っ
と
も
、
積
極
的
な
臨
死
介
助
の
可
罰
性
に
は
三
つ
の
制
限
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
作
為
に
よ
る
殺
人
が
苦
痛
緩
和
の
た
め
に
行
わ
れ
る
右
の
「
間
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接
的
な
臨
死
介
助
」
に
当
た
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、
医
療
技
術
を
用
い
た
治
療
の
中
止
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
行
為
が
一
定
の
作
為
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
右
の
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
評
価
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
工
心
肺
装
置
な
ど
の

医
療
機
器
の
停
止
が
ス
イ
ッ
チ
の
切
断
な
ど
の
作
為
を
伴
う
場
合
で
あ
る
。
第
三
の
も
っ
と
も
重
要
な
制
限
は
、
積
極
的
な
臨
死
介
助
が
自
殺
幇
助
に
当

た
る
場
合
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
れ
ば
、
自
殺
幇
助
は
不
可
罰
で
あ
る
。
幇
助
は
す
べ
て
違
法
な
正
犯
行
為
を
前
提
と
す
る
が
、
自
殺
は
「
他
人
の
」
殺
害
を
前
提
と

す
る
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
幇
助
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
を
望
む
者
に
毒
物
や
ピ
ス
ト
ル

を
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
者
の
自
殺
を
可
能
に
す
る
者
は
、
刑
法
上
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
そ
の
顕
著
な
例
が
、
後
に
紹

介
す
る
「
ハ
ッ
ケ
タ
ー
ル
事
件
」
の
事
例
で
あ
る
。
可
罰
的
な
殺
人
に
当
た
る
と
す
る
検
察
官
の
主
張
を
、
Ｌ
Ｇ 

〔
地
方
裁
判
所
〕
も
Ｏ
Ｌ
Ｇ
〔
上
級
地

方
裁
判
所
〕
も
退
け
た
。

も
っ
と
も
、
不
可
罰
の
自
殺
関
与
と
可
罰
的
な
殺
人
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
。
以
下
で
三
つ
の
問
題
点
を
紹
介
す
る
。

①　

自
殺
者
の
答
責
性

自
殺
者
の
答
責
的
な
自
殺
へ
の
関
与
が
不
可
罰
で
あ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
殺
者
に
答
責
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
た
と
え

ば
精
神
病
に
よ
り
自
殺
の
危
険
の
あ
る
人
の
自
殺
に
関
与
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
関
与
者
は
故
殺
罪
か
謀
殺
罪
の
（
間
接
）
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
。

で
は
、
自
殺
者
の
答
責
性
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
一
部
の
論
者
は
、
責
任
無
能
力
に
関
す
る
刑
法
の
原
則
（
刑
法
二
〇
条
等
）
を
基
準
と
し
、
別
の
論
者
は
、「
被
害
者
の
同
意
」
の
諸

原
則
、
あ
る
い
は
刑
法
二
一
六
条
に
い
う
「
真
摯
な
要
求
」
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
原
則
を
基
準
と
す
る
。
前
説
に
よ
れ
ば
、
関
与
者
に
殺
人
罪
の
（
間

接
）
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
自
殺
者
が
責
任
無
能
力
の
状
態
に
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
が
、
後
説
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
自
殺
が
短
絡
的
な
思
い

つ
き
で
行
わ
れ
た
場
合
、
一
時
的
な
気
分
で
行
わ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
無
思
慮
な
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
す
で
に
し
て
答
責
性
が
否
定
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さ
れ
る
の
で
、
関
与
者
の
可
罰
性
が
よ
り
広
い
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
説
の
主
張
者
は
、
自
殺
者
の
心
理
状
態
を
云
々
す
る
の
は
法
的
判

断
の
安
定
性
を
害
す
る
の
で
、
責
任
無
能
力
の
原
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
二
〇
〇
六
年
の
ド
イ
ツ
法
律
家
会

議
で
採
択
さ
れ
た）

9
（

。

も
っ
と
も
、
積
極
的
な
臨
死
介
助
が
問
題
に
な
る
事
例
で
は
、
臨
死
者
が
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
正
確
に
認
識
し
、
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
諸
事
情

を
注
意
深
く
衡
量
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
議
論
の
意
義
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

②　

自
殺
関
与
と
要
求
に
よ
る
殺
人
の
区
別

不
可
罰
の
自
殺
関
与
と
可
罰
的
な
要
求
に
よ
る
殺
人
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
現
在
の
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
撤
回
の
余
地

な
く
死
に
至
る
最
後
の
行
為
に
つ
い
て
誰
が
そ
の
支
配
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
支
配
が
自
殺
者
に
あ
れ
ば
、
加
功
し
た
者
の
行
為
は
不

可
罰
の
共
犯
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
関
与
者
に
あ
れ
ば
、
可
罰
的
な
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
毒
物
を
混
入
し
た
飲
み
物
や
装
填
し

た
け
ん
銃
を
自
殺
者
に
手
渡
し
た
者
は
、
自
殺
者
が
こ
れ
を
用
い
て
自
殺
し
て
も
不
可
罰
で
あ
る
が
、
自
殺
者
の
要
求
に
よ
っ
て
毒
物
を
注
射
し
、
あ
る

い
は
け
ん
銃
を
発
射
し
て
殺
し
た
者
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
。

し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
区
別
に
意
味
が
あ
る
か
、
ま
た
こ
の
区
別
を
貫
徹
し
う
る
か
否
か
で
あ
る
。
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
自
殺
者
が
「
死

に
至
る
瞬
間
に
つ
い
て
の
支
配
」
を
手
中
に
も
っ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
最
後
の
瞬
間
に
思
い
と
ど
ま
る
可
能
性
が
自
殺
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
自
殺
行
為
の
自
律
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
手
で
自
分
を
撃
つ
者
は
、
最
後
の
決
断
を
維
持
し
た
の
で
あ
り
、
自
分
の
死
に
つ
い
て
み
ず

か
ら
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
人
に
自
分
を
撃
た
せ
た
者
は
、
み
ず
か
ら
は
そ
の
遂
行
を
躊
躇
す
る
よ
う
な
、
撤
回
し
え
な

い
行
為
を
そ
の
他
人
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
人
が
被
害
者
の
死
に
つ
い
て
最
終
的
な
責
任
を
も
ち
、
刑
法
二
一
六
条
に
よ
り
可
罰
的
に
な

る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
自
殺
者
の
行
為
と
関
与
者
の
行
為
が
時
間
的
に
相
前
後
し
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
な
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る
の
が
、
被
告
人
が
お
じ
を
殺
害
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
「
ス
コ
フ
ェ
ダ
ー
ル
事
件
」（Scophedal-Fall

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
慢
性
の
気
管
支
喘
息

で
苦
し
ん
で
い
た
七
〇
歳
の
お
じ
が
、
自
死
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
を
被
告
人
に
暗
示
し
た
う
え
で
、
麻
薬
法
の
規
制
対
象
と
な
っ
て
い
た
薬
物
で
あ
る

ス
コ
フ
ェ
ダ
ー
ル
を
自
分
の
腕
に
注
射
し
て
意
識
を
失
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
気
づ
い
た
被
告
人
が
、
お
じ
の
生
命
を
確
実
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
決
意
し

て
、
さ
ら
に
ス
コ
フ
ェ
ダ
ー
ル
等
の
薬
物
を
お
じ
に
注
射
し
て
死
亡
さ
せ
た
が
、
被
告
人
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
お
じ
は
少
な
く
と
も
確
実
に
一

時
間
長
く
生
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
事
案
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
死
に
至
る
最
後
の
行
為
を
誰
が
支
配
し
て
い
た

か
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。

③　

自
殺
者
を
救
助
し
な
か
っ
た
こ
と
の
可
罰
性

自
殺
者
が
行
為
能
力
を
失
っ
た
の
ち
、
そ
の
場
に
い
た
第
三
者
が
自
殺
者
を
病
院
に
搬
送
せ
ず
、
あ
る
い
は
救
命
の
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場

合
に
、
そ
の
者
を
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
判
例
は
、
第
三
者
が
自
殺
者
を
救
助
し
な
か
っ
た

事
案
に
つ
い
て
、
自
殺
関
与
の
不
可
罰
性
を
実
質
的
に
限
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
行
為
無
能
力
に
な
っ
た
自
殺
者
を
病
院
へ
搬
送
せ
ず
、

あ
る
い
は
適
切
な
救
命
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
保
障
人
的
地
位
に
あ
る
な
ら
ば
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
と
し
て
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
不
救
助
罪
と
し
て
処
罰
す
る
。

こ
れ
対
し
て
、
そ
う
解
す
る
な
ら
ば
、
作
為
犯
と
し
て
処
罰
し
な
い
自
殺
幇
助
を
不
作
為
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
学
説
の
批
判
が
あ

る
。
ま
た
、
自
殺
が
第
三
者
の
救
助
を
排
除
す
る
よ
う
な
状
況
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
作
出
し
た
関
与
者
に
保
障
人
的
地
位
が
認
め

ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
殺
幇
助
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
も
、
判
例
の
立
場
は
正
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。
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二　

世
話
法
の
改
正
に
つ
い
て

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
終
末
期
医
療
に
患
者
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
、
と
り
わ
け
回
復
の
見
込
み
の
な
い
重
病
者
が
意
識
を

喪
失
し
て
い
る
た
め
、
自
己
の
治
療
の
継
続
な
い
し
中
止
に
つ
い
て
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
と
い
う

法
政
策
的
議
論
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
医
師
の
治
療
義
務
と
患
者
の
自
己
決
定
権
の
衝
突
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
べ
き
か
が
問
題
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
患
者
の
指
示
（
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
）
に
法
的
な
拘
束
力
を
認
め
た
世
話
法
（Betreuungsrecht

）
の
第
三
次
改
正
法

（
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
施
行
）
に
至
る
ま
で
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
す
る）

（（
（

。

こ
の
議
論
の
中
で
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
有
力
に
な
っ
た）

（（
（

。

ま
ず
、
患
者
の
指
示
に
拘
束
力
を
認
め
る
た
め
に
は
文
書
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

年
月
が
経
過
す
る
と
、
口
頭
の
意
思
表
示
だ
け
で
は
、
そ
の
真
摯
性
も
厳
密
な
文
言
も
認
定
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
文
書
に
よ
る
指
示
も
、
具
体

的
な
決
断
状
況
に
即
し
た
明
確
な
意
思
表
示
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
前
の
口
頭
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
文
書
に
よ
る
患
者

の
指
示
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
患
者
の
推
定
的
意
思
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。

次
に
、
患
者
の
指
示
の
有
効
性
は
、
学
説
の
有
力
な
反
対
が
あ
っ
た
も
の
の
、
有
効
性
を
制
限
す
る
そ
の
他
の
前
提
条
件
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
公
証
人
に
よ
る
文
書
化
を
要
求
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
は
患
者
の
意
思
表
示
を
抑
止
し
、
病
者
の

自
律
的
な
決
定
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
法
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
証
人
が
必
要
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
法
的
な
正
確
さ
の
保
障
も
問
題
に
な

ら
な
い
。
医
師
に
よ
る
説
明
と
助
言
も
、
有
効
性
の
要
件
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
意
識
が
明
瞭
な
患
者
は
医
師

の
助
言
な
し
に
そ
の
後
の
治
療
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
患
者
の
指
示
を
実
行
に
移
す
者
は
当
然
に
こ
れ
と
異
な
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
医
師
の
助
言
を
不
要
と
す
る
患
者
の
意
思
を
無
視
す
る
合
理
的
理
由
も
な
い
。
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さ
ら
に
、
患
者
の
指
示
の
効
力
に
つ
い
て
時
間
的
制
限
（
た
と
え
ば
二
年
）
を
設
け
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
患
者
は
い
つ
で
も
自
分
の
指
示
を
撤

回
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
撤
回
は
文
書
の
形
式
を
と
る
必
要
は
な
い
の
で
、
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
一
度
行
わ
れ
た
指
示
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
す

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
患
者
の
指
示
が
一
定
の
時
間
の
経
過
後
に
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
患
者
の
判
断
が
医
師
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
患
者
の
自
律
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
患
者
の
指
示
の
有
効
性
は
、
一
定
の
病
気
の
経
過
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
調
査
委
員
会
「
現
代
医
学
の
倫
理
と

法
」
は
、
そ
の
後
の
治
療
を
拒
否
す
る
患
者
の
指
示
を
、「
基
本
的
疾
病
が
回
復
し
が
た
く
、
医
学
的
治
療
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
の
認
識
に
よ
り
死
に

至
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
例
形
態
」
に
の
み
認
め
よ
う
と
し
た）

（（
（

。
同
委
員
会
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
意
識
不
明
の
患
者
と
認
知
症
の
後
期
の
患
者
に
つ
い
て

は
、
死
の
到
来
の
時
点
が
不
確
実
で
あ
る
か
ら
、
患
者
の
指
示
は
拘
束
力
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
患
者
の
指
示
は
そ
の
主

た
る
適
用
領
域
に
お
い
て
拘
束
力
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
多
く
の
老
人
は
、
こ
う
し
た
病
状
に
終
止
符
を
打
と
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を

禁
ず
る
こ
と
は
人
格
の
自
律
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
患
者
が
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
そ
の
後
の
治
療
を
望
む
か
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
指

示
の
中
で
自
由
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
議
論
の
中
で
「
患
者
が
指
示
し
た
時
点
で
、
後
の
医
学
の
発
展
、
と
り
わ
け
新
た
な
治
療
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

れ
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
別
の
判
断
を
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
」
に
は
、
患
者
の
指
示
の
有
効
性
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見

が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
の
初
め
の
時
点
で
、
四
つ
の
異
な
る
立
場
が
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
多
く
の
支
持
を
得
た
の
が
、
①
司
法
大
臣Zypries

と
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
議
員Stünker

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
立
法
提
案
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
は
「
患
者
の
指
示
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
意
思
能
力
の
あ
る
成
年
者
が
、
自
己
が
意
思
無
能
力
に
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
確
定
の
時
点
で
は
い
ま
だ
差
し
迫
っ
て
い
な
い
、
特
定
の
自
己
の
健

康
状
態
の
検
査
、
治
療
行
為
ま
た
は
医
的
侵
襲
に
同
意
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
か
に
つ
い
て
、
文
書
で
確
定
し
て
い
た
場
合
に
は
、
世
話
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人
は
、
そ
の
確
定
が
現
実
の
生
命
状
況
お
よ
び
治
療
状
況
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
を
審
査
す
る
。
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
、
世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
意

思
に
効
力
を
認
め
る
。
患
者
の
指
示
は
、
い
つ
で
も
形
式
を
問
わ
ず
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
れ
と
類
似
し
た
提
案
を
し
た
の
が
、
②
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
議
員Zöller

を
中
心
と
す
る
超
党
派
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
そ
の
提

案
は
、
患
者
の
意
思
が
文
書
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
が
（Sollvorschrift

）、
そ
の
意
思
は
「
規
則
的
な
間
隔
で
確
認
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

も
っ
と
も
厳
格
な
規
定
を
置
く
の
が
、
③
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
議
員Bosbach

を
中
心
と
す
る
超
党
派
の
議
員
に
よ
る
提
案
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
生
命
維
持
の
た
め
の
医
療
措
置
の
中
止
を
指
示
す
る
決
定
は
、
文
書
で
証
明
さ
れ
た
医
師
の
助
言
に
よ
り
、
公
証
人
に
よ
っ
て
文
書
化

さ
れ
た
患
者
の
指
示
に
よ
っ
て
、
か
つ
予
後
不
良
（infaust Prognose

）
の
場
合
に
の
み
拘
束
力
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
死
に
至
る
不
治
の
病
気
が
存
在

し
な
い
場
合
に
は
、
生
命
に
つ
い
て
の
国
家
の
保
護
義
務
は
、
死
に
瀕
し
た
者
を
死
に
至
ら
せ
る
こ
と
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
後
不
良

で
な
け
れ
ば
、
治
療
の
中
止
に
は
常
に
後
見
裁
判
所
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

最
後
に
、
④
Ｃ
Ｄ
Ｕ
議
員H

üppe

を
中
心
と
す
る
議
員
ら
は
、
い
か
な
る
法
文
に
よ
る
規
定
も
必
要
で
な
い
と
し
た
。

二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
の
連
邦
議
会
の
投
票
に
よ
り
、Stünker

の
提
案
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
第
三
次
世
話
法
改
正
法
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
（
試
訳
）。

民
法
第
一
九
〇
一
ａ
条
〔
患
者
の
指
示
〕

①
同
意
能
力
の
あ
る
成
年
者
が
、
自
己
が
同
意
無
能
力
に
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
確
定
の
時
点
で
は
い
ま
だ
差
し
迫
っ
て
い
な
い
、
特
定
の
自
己
の

健
康
状
態
の
検
査
、
治
療
行
為
ま
た
は
医
的
侵
襲
に
同
意
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
か
に
つ
い
て
、
書
面
で
確
定
し
て
い
た
場
合
（
患

者
の
指
示
）
に
は
、
世
話
人
は
、
そ
の
確
定
が
現
実
の
生
命
状
況
お
よ
び
治
療
状
況
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
を
審
査
す
る
。
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
、

世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
意
思
を
表
明
し
、
そ
の
効
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
の
指
示
は
、
い
つ
で
も
形
式
を
問
わ
ず
撤
回
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

②
患
者
の
指
示
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
は
患
者
の
指
示
の
確
定
が
現
実
の
生
命
状
況
お
よ
び
治
療
状
況
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
世
話
人
は
、
被

世
話
人
の
治
療
の
希
望
ま
た
は
推
定
的
意
思
を
確
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
第
一
項
に
よ
る
医
的
措
置
に
同
意
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
否

す
る
か
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
推
定
的
意
思
は
、
具
体
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
被
世
話
人

の
以
前
の
口
頭
ま
た
は
文
書
に
よ
る
意
見
の
表
明
、
倫
理
的
ま
た
は
宗
教
的
信
念
、
お
よ
び
そ
の
他
の
個
人
的
価
値
観
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
は
、
被
世
話
人
の
疾
病
の
種
類
と
段
階
に
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る
。

④
何
び
と
も
患
者
の
指
示
を
作
成
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。
患
者
の
指
示
の
作
成
お
よ
び
提
出
を
契
約
締
結
の
条
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑤
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
規
定
は
代
理
人
に
準
用
す
る
。

民
法
第
一
九
〇
一
ｂ
条
〔
患
者
の
意
思
の
確
定
の
た
め
の
協
議
〕

①
治
療
を
行
う
医
師
は
、
患
者
の
全
体
的
な
状
況
お
よ
び
予
後
を
考
慮
し
て
、
ど
の
よ
う
な
医
療
的
措
置
が
適
切
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
医
師
お
よ

び
世
話
人
は
、
第
一
九
〇
一
ａ
条
に
よ
り
下
す
べ
き
判
断
の
基
礎
と
し
て
の
患
者
の
意
思
を
考
慮
し
て
、
そ
の
措
置
を
検
討
す
る
。

②
第
一
九
〇
一
ａ
条
第
一
項
に
よ
る
患
者
の
意
思
、
ま
た
は
第
一
九
〇
一
ａ
条
第
二
項
に
よ
る
治
療
の
希
望
も
し
く
は
推
定
的
意
思
を
確
定
す
る
際
に
、

著
し
い
遅
滞
な
く
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
世
話
人
の
近
親
者
そ
の
他
の
信
頼
で
き
る
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
は
代
理
人
に
準
用
す
る
。

民
法
第
一
九
〇
四
条
〔
医
療
的
措
置
に
つ
い
て
の
世
話
裁
判
所
の
承
認
〕
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①
健
康
状
態
の
検
査
、
治
療
行
為
ま
た
は
医
的
侵
襲
に
つ
い
て
の
世
話
人
の
同
意
は
、
被
世
話
人
が
そ
の
措
置
に
よ
っ
て
死
亡
し
、
ま
た
は
重
大
か
つ

長
期
に
わ
た
る
健
康
障
害
を
被
る
と
い
う
根
拠
の
あ
る
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
世
話
裁
判
所
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
遅
延
に
よ
っ
て
危
険

が
生
ず
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
承
認
な
し
に
そ
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
健
康
状
態
の
検
査
、
治
療
行
為
ま
た
は
医
的
侵
襲
に
つ
い
て
の
世
話
人
の
不
同
意
ま
た
は
同
意
の
撤
回
は
、
そ
の
措
置
が
医
学
的
に
適
切
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
も
し
く
は
中
止
す
る
こ
と
に
よ
り
被
世
話
人
が
死
亡
し
、
ま
た
は
重
大
か
つ
長
期
に
わ
た
る
健
康
障
害
を
被
る

と
い
う
根
拠
の
あ
る
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
世
話
裁
判
所
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。

③
同
意
、不
同
意
ま
た
は
同
意
の
撤
回
が
被
世
話
人
の
意
思
に
合
致
す
る
場
合
に
は
、第
一
項
お
よ
び
第
二
項
に
よ
る
承
認
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
世
話
人
と
治
療
を
行
う
医
師
と
の
間
で
、
同
意
、
不
同
意
ま
た
は
同
意
の
撤
回
が
第
一
九
〇
一
ａ
条
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
被
世
話
人
の
意
思
に
合
致

す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。

⑤
第
一
項
な
い
し
第
四
項
は
代
理
人
に
も
適
用
す
る
。
代
理
人
は
、
第
一
項
第
一
文
ま
た
は
第
二
項
で
あ
げ
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
、
代
理
権
が
そ
の

措
置
を
明
示
的
に
含
み
、
か
つ
書
面
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
同
意
し
、
同
意
せ
ず
、
ま
た
は
そ
の
同
意
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
終
末
期
医
療
の
中
止
の
問
題
に
つ
い
て
法
律
上
の
根
拠
と
指
針
が
与
え
ら
れ
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
判
例
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

三　

臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
近
年
の
判
例

こ
こ
で
は
、
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
議
論
に
と
っ
て
重
要
な
近
年
の
判
例
と
し
て
、
一
九
八
四
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
「
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
」
判
決
か
ら
二
〇
一
二
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年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
「
ケ
ル
ン
事
件
」
決
定
ま
で
の
一
〇
件
の
裁
判
例
を
概
観
し
、
近
年
の
判
例
の
基
本
的
な
考
え
方
を
探
っ
て
み
た
い）

（（
（

。

（
（
） 　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
三
刑
事
部
）
一
九
八
四
年
七
月
四
日
判
決 「
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

原
審
（LG K

refeld
）
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
（W

ittig

）
は
、
七
六
歳
の
未
亡
人
Ｕ
の
家
庭
医
で
あ
っ
た
。
Ｕ
は
、
心
臓
の
冠
状
血
管
の
高
度

の
硬
化
の
ほ
か
、
股
関
節
症
と
膝
関
節
症
に
よ
る
歩
行
障
害
を
患
っ
て
い
た
。
Ｕ
は
、
夫
の
ペ
ー
タ
ー
が
一
九
八
一
年
三
月
に
死
亡
し
た
後
、
自
分
の
人

生
に
意
味
を
見
い
だ
せ
な
く
な
り
、
し
ば
し
ば
被
告
人
や
第
三
者
に
対
し
て
死
に
た
い
と
言
い
、
自
殺
に
関
す
る
本
を
読
ん
で
い
た
。
Ｕ
は
、
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
状
態
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
し
、
病
院
や
介
護
施
設
に
収
容
さ
れ
た
く
も
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
、
Ｕ
の
自
殺
の
考
え
を
改
め
さ
せ
よ

う
と
し
た
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
一
〇
月
か
ら
、
Ｕ
が
書
い
た
文
書
が
机
の
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
被
告
人
も
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
。
そ

の
文
面
は
、「
意
思
の
表
明
。
私
は
気
を
確
か
に
も
っ
て
、
私
を
病
院
や
介
護
施
設
に
入
れ
な
い
よ
う
、
集
中
治
療
を
し
た
り
延
命
の
た
め
の
薬
を
使
っ
た

り
し
な
い
よ
う
、
私
の
医
師
に
お
願
い
す
る
。
私
は
尊
厳
あ
る
死
を
迎
え
た
い
。
生
命
維
持
装
置
も
使
わ
な
い
こ
と
。
臓
器
の
摘
出
も
し
な
い
こ
と
。」
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
Ｕ
は
、
一
九
八
一
年
四
月
一
三
日
に
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
別
の
文
書
を
作
り
、
そ
こ
に
「
表
明
。
私
は
七
六
歳
を
越
え
て
い
て
、

も
う
こ
れ
以
上
生
き
た
く
な
い
。」
と
書
き
加
え
て
い
た
。

被
告
人
は
、
一
九
八
一
年
一
一
月
二
七
日
に
Ｕ
の
家
を
訪
ね
た
際
に
、
病
院
へ
入
り
た
く
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
同
女
と
話
し
合
う
た

め
に
、
そ
の
翌
日
の
午
後
七
時
か
ら
八
時
の
間
に
ま
た
訪
問
す
る
旨
の
約
束
を
し
た
。
被
告
人
は
、
約
束
ど
お
り
翌
日
の
午
後
七
時
一
五
分
か
ら
七
時

三
〇
分
の
間
に
、
Ｕ
の
家
の
玄
関
の
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
灯
火
は
つ
い
て
い
た
が
、
Ｕ
は
ド
ア
を
開
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
近
く
に
住
ん
で
い
る

原
審
の
共
同
被
告
人
で
あ
っ
た
Ｂ
を
訪
ね
、
Ｂ
が
合
鍵
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
両
名
は
そ
の
合
鍵
で
Ｕ
の
住
居
に
入
っ
た
。
Ｕ
は
ソ
フ
ァ
ー

に
横
に
な
っ
て
意
識
を
失
っ
て
い
た
。
Ｕ
の
組
み
合
わ
せ
た
両
手
に
一
枚
の
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
手
書
き
で
、「
私
の
医
師
へ
─
病
院
へ
運
ば
な
い
で
─

解
放
を
！
─
一
九
八
一
年
一
一
月
二
八
日
─
Ch.
U.
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
住
居
内
に
も
う
一
枚
の
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
私
は
ペ
ー
タ
ー
の
と
こ
ろ
へ
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行
く
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
多
数
の
薬
の
パ
ッ
ク
と
別
れ
の
手
紙
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｕ
が
自
殺
の
目
的
で
多
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
と
睡
眠
薬
を
飲
ん
だ
こ
と
を
知
っ
た
。

被
告
人
の
診
断
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
の
呼
吸
は
一
分
間
に
六
回
で
あ
り
、
脈
も
ほ
と
ん
ど
感
知
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
Ｕ
を
救
命
で
き
な
い
か
、
少
な
く

と
も
重
大
な
後
遺
症
な
し
に
は
救
命
で
き
な
い
と
思
っ
た
。
Ｕ
の
自
殺
の
意
思
を
知
っ
て
い
た
被
告
人
は
、
そ
の
場
の
状
況
を
見
て
、
救
命
措
置
を
と
ら

な
い
方
が
よ
い
と
思
っ
た
。
彼
は
Ｂ
と
と
も
に
住
居
内
に
と
ど
ま
り
、
翌
朝
の
午
前
七
時
こ
ろ
に
Ｕ
の
死
亡
を
確
認
し
た
。

Ｕ
を
す
ぐ
に
病
院
の
集
中
治
療
室
に
運
び
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
救
命
措
置
を
と
っ
て
い
れ
ば
、
Ｕ
の
延
命
ま
た
は
救
命
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、

解
明
で
き
な
か
っ
た
。

被
告
人
と
Ｂ
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
二
一
六
条
）
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
Ｌ
Ｇ
〔
ラ
ン
ト
裁
判
所
〕
は
両
名
を
無
罪
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
が
事
実
誤
認
を
理
由
と
し
て
上
告
し
た
。

②　

判
決
の
理
由

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
原
判
決
を
維
持
し
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
も
不
救
助
罪
（
刑
法
三
二
三
ｃ
条
）
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
検
察

官
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
こ
の
う
ち
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
し
な
い
と
し
た
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅰ　

…
Ｌ
Ｇ
は
被
告
人
両
名
を
無
罪
と
し
た
。
共
同
被
告
人
Ｂ
の
無
罪
判
決
に
は
確
定
力
が
あ
る
。
被
告
人
の
無
罪
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な

考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
不
行
為
が
Ｕ
の
死
を
惹
起
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
既
遂
は
問
題
に

な
ら
な
い
。
自
殺
者
の
生
命
に
対
す
る
保
障
人
が
自
殺
者
の
自
由
で
答
責
的
な
自
殺
の
決
意
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
を
不
作

為
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
同
罪
の
未
遂
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
に
お
い
て
は
、
自
殺
は
刑
法
三
二
三
ｃ
条
に
い
う

事
故
で
も
な
い
。
被
告
人
が
到
着
し
た
と
き
に
は
、
救
助
は
必
要
で
な
か
っ
た
し
、
被
告
人
に
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
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ら
も
、
こ
の
規
定
に
よ
る
処
罰
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

Ｌ
Ｇ
が
事
実
的
理
由
か
ら
被
告
人
を
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
既
遂
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

医
師
の
救
命
措
置
が
た
だ
ち
に
行
わ
れ
て
い
れ
ば
Ｕ
の
死
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
死
期
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
証
明

が
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上
告
審
も
当
然
に
認
め
る
。

Ⅲ　

被
告
人
は
、
殺
人
未
遂
に
よ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
。

（　

被
告
人
の
行
為
の
内
心
面
に
つ
い
て
の
Ｌ
Ｇ
の
認
定
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
何
も
し
な
か
っ
た
の

は
、
救
命
の
試
み
が
最
初
か
ら
見
込
み
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
眼
前
の
状
況
と
患
者
が
繰
り
返
し
自
殺
の
意
思
を
表
明
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
て
、「
生
に
疲
れ
た
者
の
意
思
に
従
っ
て
救
命
を
試
み
な
い
こ
と
」
を
「
最
終
的
に
」
決
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
事
実
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
は
そ
の
状
況
を
致
命
的
な
も
の
と
思
い
、
Ｕ
を
救
助
で
き
な
い
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
救
助
し
て
も
重
大
な
後
遺
症
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
」
こ
と
で
あ
る
。
当
刑
事
部
は
、
Ｌ
Ｇ
の
こ
の
説
示
を
次
の
よ
う
に
理
解
す

る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
救
助
措
置
を
と
っ
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
明
確
に
は
意
識
し
て
お
ら
ず
、
た
し
か
に
ま
ず
も
っ
て
救
助
の

見
込
み
は
な
い
が
、
し
か
し
─
重
い
後
遺
症
を
伴
う
が
─
奏
功
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
上
告
審
の
審
理
と
し
て
は
、
被
告
人
は
救
助
が
可
能
だ
と
思
っ
た
場
合
で
も
不
行
為
に
と
ど
ま
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

つ
ま
り
、
被
告
人
は
、
医
師
の
介
入
が
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
到
来
す
る
死
を
、
重
い
後
遺
症
を
甘
受
し
て
ま
で
も
阻
止
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
未

必
の
故
意
を
も
っ
て
、
救
助
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
医
師
に
よ
る
救
助
行
為
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
殺
人
罪
の
未
遂
、

し
か
も
刑
法
二
一
二
条
に
よ
る
、
あ
る
い
は
─
明
示
的
か
つ
真
摯
な
、
そ
し
て
決
定
的
に
作
用
す
る
被
害
者
の
要
求
と
い
う
減
軽
的
な
前
提
条
件

が
あ
れ
ば
─
刑
法
二
一
六
条
に
よ
る
処
罰
が
考
え
ら
れ
る
。
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2　

Ｌ
Ｇ
は
、
本
件
に
お
い
て
、
適
切
に
も
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
み
を
考
慮
し
た
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
保
護
義
務
者
が
─
本
件
の
被
告

人
の
よ
う
に
─
意
識
不
明
の
状
態
に
陥
っ
た
自
殺
者
の
意
思
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
な
決
意
に
基
づ
く
自
殺
は
刑
法
二
一
六
条
に
よ
っ
て
捕

捉
さ
れ
な
い
の
で
、
す
で
に
し
て
同
条
に
よ
る
処
罰
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

当
刑
事
部
は
、
そ
の
よ
う
な
原
則
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
本
件
の
よ
う
な
諸
事
例
に
お
け
る
医
師
は
、
自
殺
患
者
の
救
命
手

当
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
お
よ
そ
殺
人
罪
で
─
刑
法
二
一
六
条
に
よ
る
減
軽
事
情
が
あ
れ
ば
同
条
で
─
処
罰
さ
れ
う
る
と
す
る
点
で
、
検
察

官
の
上
告
理
由
に
賛
成
す
る
べ
き
で
あ
る
。
…

3　

し
か
し
、
本
件
で
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
未
遂
を
理
由
と
す
る
有
罪
判
決
は
、
本
件
の
特
別
な
事
情
か
ら
考
慮
さ
れ
な
い
。

ａ　

も
っ
と
も
、
当
刑
事
部
は
、
Ｕ
は
被
告
人
に
対
し
て
自
殺
未
遂
後
の
救
命
手
当
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
被
告
人
の

保
障
人
的
地
位
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
、
公
判
で
表
明
さ
れ
た
連
邦
検
事
総
長
の
代
理
人
の
見
解
に
は
与
し
な
い
。
被
告
人
は
Ｕ
の
家
庭
医
で

あ
っ
た
。
彼
は
、
Ｕ
が
薬
を
服
用
す
る
前
日
に
も
同
女
を
治
療
し
て
い
た
。
両
人
に
は
、
被
告
人
が
そ
の
翌
日
に
も
Ｕ
を
訪
問
す
る
と
い
う
合
意

が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
自
殺
の
現
場
に
到
着
し
た
際
に
も
、
被
告
人
と
Ｕ
と
の
間
に
は
、
保
障
人
的
義
務
を
基
礎
づ
け
る
医
師
と

患
者
の
関
係
が
あ
っ
た
。〔
し
か
し
〕
被
告
人
が
現
認
し
た
異
常
な
状
況
を
考
慮
し
て
、
被
告
人
が
Ｕ
に
つ
い
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
救
命
義
務
に
違

反
し
た
か
否
か
は
、
こ
れ
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｌ
Ｇ
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
事
実
に
基
づ
き
、
以
下
の
理
由
か
ら

否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ｂ　

被
告
人
は
、
重
い
心
臓
病
を
患
っ
た
七
六
歳
の
患
者
が
、
救
命
さ
れ
て
も
重
い
後
遺
症
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
被
告
人
は
、

Ｕ
が
何
か
月
に
も
わ
た
る
病
的
と
は
い
え
な
い
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
、
介
護
施
設
や
病
院
、
と
り
わ
け
集
中
治
療
室
へ
の
収
容
や
延
命

の
た
め
の
薬
の
服
用
を
拒
否
す
る
と
い
う
原
則
的
な
決
意
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
意
識
不
明
の
状
態
に
な
る
ま
で
こ
の
決
意
を
維
持
し
て
い
た

こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
、
自
分
が
認
識
し
た
致
命
的
な
薬
物
服
用
の
自
殺
状
況
に
よ
っ
て
、
自
分
の
患
者
を
救
命
す
る
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た
め
に
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
す
る
と
い
う
医
師
の
使
命
と
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
べ
し
と
い
う
要
請
と
の
葛
藤
に
陥
っ
て
い
た
。
葛

藤
状
況
に
お
い
て
ど
ち
ら
の
義
務
づ
け
を
優
先
す
る
か
は
、
法
秩
序
と
職
業
倫
理
の
諸
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
医
師
の
合
義
務
的
な
判

断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
重
要
で
あ
る
。

aa　

患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
は
、
医
師
の
任
務
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
（BV

erfGE （2, （3（

［（（0

］）。
医
師
は
、
基
本
法
二
条
二
項

一
文
で
保
障
さ
れ
た
身
体
の
無
傷
性
の
権
利
を
、
救
命
的
な
干
渉
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
患
者
に
対
し
て
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
こ
と
を
、
無
条
件
に
必
要
と
さ
れ
る
手
術
の
事
例
で
言
明
し
（BGH

St （（, （（（

［（（3f.

］）、
そ
れ
は
文
献
で
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
患
者
の
意
思
に
反
す
る
医
的
侵
襲
の
禁
止
が
、
救
命
さ
れ
る
べ
き
自
殺
者
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
例
に
も
当
て
は
ま
る
か
否
か
は
、
参

照
す
る
か
ぎ
り
最
高
裁
の
判
例
で
は
い
ま
だ
判
断
さ
れ
て
い
な
い
。
医
的
侵
襲
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
決
定
す
る
権
利
を
、
意
識

が
明
確
な
、
し
か
し
重
傷
を
負
っ
た
自
殺
者
に
つ
い
て
も
優
先
的
な
理
由
で
制
限
す
る
こ
と
が
、BGH

St （, （4（

お
よ
び（3, （（2

［（（9

］
の
諸

判
決
の
結
論
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
未
決
定
に
し
て
お
い
て
よ
い
。
Ｕ
は
、
被
告
人
が
医
師
と
し
て
の
救
命
措
置
を
と
る
こ
と
の
判
断
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
点
で
、
す
で
に
意
識
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

bb　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
医
師
の
介
入
な
し
に
確
実
な
死
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
自
殺
者
が
す
で
に
意
識
を
失
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
治
療

に
当
た
る
医
師
は
、
意
識
不
明
に
至
る
前
に
表
明
さ
れ
た
自
殺
者
の
意
思
の
み
に
従
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
奏
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
介
入
を
行

う
か
行
わ
な
い
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

患
者
と
医
師
の
関
係
は
、
契
約
の
両
当
事
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
法
律
的
な
関
係
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
医
師
の
職

業
倫
理
は
、
法
と
並
ん
で
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
がEb. Schm

idt 

を
引
用
し
て
強
調
し
た
よ
う
に

（BV
erfGE （2, （3（

［（（9f.

］）、
い
た
る
と
こ
ろ
で
常
に
医
師
と
患
者
の
法
的
関
係
に
作
用
す
る
。
医
療
の
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
人

の
社
会
的
諸
関
係
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
倫
理
的
な
も
の
と
法
的
な
も
の
が
交
錯
し
て
い
る
（BV

erfGE aaO
. S. （（0

）。
し
た
が
っ

て
、
医
師
は
、
そ
の
判
断
を
下
す
際
に
、
自
分
と
患
者
が
生
活
し
て
い
る
法
共
同
体
の
社
会
倫
理
的
な
諸
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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そ
う
で
あ
れ
ば
、
意
識
を
失
っ
た
患
者
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
判
断
能
力
を
失
っ
た
患
者
に
つ
い
て
、
死
期
に
近
い
患
者
や
負
傷
者
に
回
復
の

見
込
み
が
あ
る
か
ぎ
り
、
な
す
べ
き
救
助
を
生
命
の
維
持
に
向
け
て
方
向
づ
け
る
こ
と
が
、
医
師
の
自
己
認
識
に
適
っ
て
い
る
。
死
に
近
い
重
病

者
と
臨
死
者
の
治
療
に
関
す
る
ド
イ
ツ
外
科
学
会
の
決
議
は
、
予
後
が
不
確
実
で
あ
れ
ば
、
不
可
逆
的
な
障
害
が
予
想
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も

医
師
の
治
療
が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
別
の
箇
所
で
は
、
意
識
不
明
者
の
治
療
に
つ
い
て
、
合
理
的
に
理
解
さ
れ
た
利
益
と
患
者

の
現
在
の
状
況
に
お
け
る
推
定
的
意
思
を
基
準
と
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
刑
法
の
立
法
者
も
、
生
命
保
護
の
優
位
性
を
前
提
に
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
刑
法
二
一
六
条
は
、
他
人
の
生
命
の
原
則
的
な
不
可
侵
性
を
保
障
し
、
同
時
に
重
病
者
を
、
第
三
者
が
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
、

明
示
的
で
も
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
の
者
の
死
の
要
求
を
惹
起
す
る
こ
と
に
対
し
て
保
護
し
て
い
る
。

他
方
で
、
医
師
は
、
死
に
つ
つ
あ
る
生
命
を
な
ん
と
し
て
も
維
持
す
べ
き
法
義
務
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
命
の

た
め
の
措
置
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
限
界
を
超
え
る
医
療
技
術

の
進
歩
を
考
慮
す
れ
ば
、
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
を
決
め
る
の
は
、
医
療
機
器
の
効
率
で
は
な
く
、
人
命
お
よ
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
向
け

ら
れ
た
個
別
事
例
の
判
断
で
あ
る
。

cc　

被
告
人
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
法
的
に
重
要
な
葛
藤
状
況
は
、
結
局
、
医
師
は
自
殺
者
の
死
の
願
望
に
屈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
と
い
う
一
般
的
な
問
題
に
は
な
か
っ
た
。
上
記
の
Ⅲ
2
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
被
告
人
が
責
を

免
れ
る
特
別
な
状
況
は
、
彼
が
致
命
的
だ
と
思
っ
た
著
し
く
進
行
し
た
服
毒
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｕ
が
常
に
嫌
悪
し
て
い
た
集
中
医
療

の
措
置
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
合
で
も
回
復
し
え
な
い
重
い
障
害
を
も
っ
て
の
み
、
同
女
の
延
命
が
で
き
る
と
確
信
し
た
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、

非
難
さ
れ
て
い
る
原
判
決
は
、
被
告
人
が
、
考
え
ら
れ
る
延
命
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
後
遺
症
が
あ
る
と
予
想
し
て
い
た
か
に
つ
い

て
、
明
確
に
は
認
定
し
な
か
っ
た
。
そ
の
種
類
と
程
度
は
、
医
師
に
よ
る
種
々
の
行
為
の
可
能
性
を
義
務
に
即
し
て
衡
量
す
る
た
め
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
。
し
か
し
、
当
刑
事
部
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
た
原
判
決
の
全
体
的
な
文
脈
か
ら
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
示
さ
れ
た
鑑

定
を
考
慮
し
て
導
い
た
よ
う
に
、
被
告
人
は
、
有
機
体
の
生
命
機
能
の
著
し
い
欠
落
が
も
は
や
回
復
で
き
な
い
ほ
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
反
論
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の
余
地
な
く
確
信
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
彼
の
診
断
と
、
救
命
措
置
を
と
っ
た
場
合
の
予
後
の
評
価
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
、

原
判
決
か
ら
も
上
告
理
由
の
申
立
て
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

被
告
人
が
、
こ
の
よ
う
な
限
界
状
況
に
お
い
て
、
人
命
保
護
の
義
務
と
、
彼
の
表
象
に
よ
れ
ば
す
で
に
重
大
で
回
復
し
が
た
い
障
害
を
も
っ
た

患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
と
の
葛
藤
を
、
集
中
治
療
を
指
示
す
る
と
い
う
、
よ
り
安
易
な
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
臨
死
者
の
人
格
を
尊

重
し
て
最
終
的
な
死
の
到
来
ま
で
待
ち
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
医
師
と
し
て
の
良
心
的
な
判
断
は
、

法
律
上
是
認
で
き
な
い
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
…

③　

コ
メ
ン
ト

本
件
は
、
夫
の
死
後
、
生
き
る
こ
と
に
疲
れ
た
七
六
歳
の
重
病
の
女
性
が
、
延
命
措
置
を
拒
否
す
る
旨
の
文
書
を
残
し
て
、
み
ず
か
ら
多
量
の
モ
ル
ヒ

ネ
と
睡
眠
薬
を
服
用
し
た
と
こ
ろ
、
同
家
を
訪
れ
た
家
庭
医
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
す
で
に
意
識
を
失
っ
て
い
た
同
女
を
病
院
に
搬
送
せ
ず
、
そ
の
住
居

に
お
い
て
同
女
が
死
に
至
る
の
を
待
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
を
結
論
に
お
い
て
無
罪
と
し
た
が
、
そ
の

理
由
は
、
医
師
が
自
殺
者
の
死
の
願
望
に
屈
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
が
、
本
件
の
患
者
は
救
助
さ
れ
て
も
回
復
し
が
た
い
重
大
な
障
害
を

伴
う
の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
病
院
へ
の
搬
送
を
見
送
る
と
い
う
医
師
の
良
心
的
な
判
断
は
支
持
し
う
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
消
極
的
な
臨

死
介
助
に
お
い
て
は
、
患
者
の
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
判
決
は
、
自
殺
願
望
を
有
す
る
患
者
に
つ

い
て
そ
の
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
理
由
は
、
学
説
に
お
い
て
は
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
自
殺
者
に
精
神
の
障
害
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
保
障
人
に
救
助
義
務
と
治
療
義
務
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
患
者
の
自
律
的
な
意
思
決
定
を
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
自

殺
者
の
死
の
願
望
に
屈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
判
決
の
論
理
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
意
見
が
多
い）

（（
（

。
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臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

（
2
） 　

Ｏ
Ｌ
Ｇ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
（
第
一
刑
事
部
）
一
九
八
七
年
七
月
三
一
日
決
定
「
ハ
ッ
ケ
タ
ー
ル
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

六
九
歳
の
Ｅ
女
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
顔
面
に
重
い
悪
性
の
皮
膚
癌
を
患
い
、
そ
の
た
め
ほ
と
ん
ど
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
傷
は
治
ら
ず
、
両
眼
か

ら
涙
が
流
れ
、
鎮
痛
剤
を
使
っ
て
も
顔
面
神
経
痛
の
痛
み
に
苦
し
ん
で
い
た
。
一
九
八
四
年
の
初
め
に
、
全
身
状
態
と
栄
養
状
態
が
悪
化
し
て
体
力
が
低

下
し
、
再
発
し
た
上
あ
ご
の
腫
瘍
が
増
悪
し
て
頭
蓋
底
と
眼
窩
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
上
顎
の
欠
損
を
伴
う
顔
面
中
央
部
分
の

変
形
と
両
側
の
下
瞼
の
著
し
い
腫
脹
に
よ
り
右
眼
が
完
全
に
塞
が
り
、
左
眼
の
外
反
が
あ
ら
わ
れ
た
。

Ｅ
は
、
こ
う
し
た
状
態
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
の
生
は
も
は
や
生
き
る
に
値
し
な
い
と
思
い
、
病
院
の
医
師
ら
に
対
し
て
、
死
に
た
い
が
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
Ｅ
は
、
医
師
で
あ
っ
た
被
疑
者
Ｈ
（H

ackethal

）
に
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
せ
が
み
、

Ｈ
に
対
し
て
電
話
で
こ
の
願
い
を
繰
り
返
し
た
の
で
、
つ
い
に
Ｈ
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
同
年
四
月
一
八
日
に
、
Ｈ
は
、
服
用
の
方
法
を
詳
し
く
説
明

し
た
上
で
、
Ｅ
に
即
効
性
の
毒
物
を
与
え
、
同
女
は
Ｈ
が
い
な
い
時
に
こ
れ
を
グ
ラ
ス
に
入
れ
て
飲
み
、
そ
の
後
間
も
な
く
死
亡
し
た
。

検
察
官
は
、
同
年
一
二
月
二
三
日
に
、
Ｈ
は
Ｅ
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
要
求
に
よ
り
殺
害
を
決
意
し
て
実
行
し
た
も
の
と
判
断
し
、
要
求
に
よ
る
殺
人

罪
（
刑
法
二
一
六
条
）
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
し
た
。

原
審
（LG T

raunstein

）
は
、
一
九
八
六
年
一
二
月
二
二
日
の
決
定
に
よ
り
、
公
判
手
続
の
開
始
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
が
即
時

抗
告
し
た
。

②　

決
定
の
概
要

Ｏ
Ｌ
Ｇ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
検
察
官
の
即
時
抗
告
を
以
下
の
理
由
で
斥
け
た
。
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Ⅱ　

検
察
官
の
即
時
抗
告
は
許
容
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。

2　

当
刑
事
部
は
、
原
審
の
刑
事
部
と
同
じ
く
、
刑
法
二
一
六
条
の
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
と
そ
の
幇
助
に
つ
い
て
、
十
分
な
嫌
疑
が
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

ａ　

現
行
法
に
よ
れ
ば
、
自
己
答
責
的
に
意
欲
さ
れ
実
現
さ
れ
た
自
殺
は
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
関
与
し

た
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
動
機
の
純
粋
さ
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
同
罪
の
教
唆
ま
た
は
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（BGH

St 32, 

3（（

［3（（f.

］）。

不
可
罰
の
自
殺
幇
助
と
要
求
に
よ
る
殺
人
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。

当
刑
事
部
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
（BGH

St （9, （3（

［（3（

］）
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
論
の
諸
原
則
に
従
っ

た
区
別
を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
行
為
者
が
そ
の
行
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て
意
欲
し
た
か
、
正
犯
意
思
、
行
為
支
配
の
意
思
、
あ
る

い
は
そ
の
行
為
に
対
す
る
自
己
の
利
益
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
主
観
的
に
規
定
さ
れ
た
諸
基
準
は
、
意
味
の
あ
る
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
重
要
な
の
は
、
誰
が
死
に
至
る
事
象
を
実
際
に
支
配
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
、
死
に
至
る
者
が

自
己
の
運
命
を
ど
の
よ
う
に
定
め
た
か
と
い
う
態
様
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
死
に
至
る
者
が
他
人
か
ら
死
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
を
甘
受
し
て
そ
の
他
人
の
手
中
に
赴
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
他
人
が
行
為
支
配
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
死
に
至
る
者
が
自
己
の
運
命
に

つ
い
て
の
判
断
を
最
後
ま
で
留
保
し
て
い
た
場
合
に
は
、
他
人
の
援
助
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
が
み
ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と
に
な
る

（BGH
St （9, （3（

［（39

］）。

こ
う
し
た
判
例
の
諸
基
準
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
は
直
接
的
な
作
為
の
正
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
。
毒
物
が
Ｅ
に
流
し
込
ま
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

む
し
ろ
Ｅ
は
、
毒
の
入
っ
た
グ
ラ
ス
を
第
三
者
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
口
に
運
ん
で
毒
物
を
飲
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｅ
は
、

生
命
を
断
絶
さ
せ
る
行
為
を
自
分
の
手
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
…

要
約
す
れ
ば
、
毒
物
を
渡
し
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
Ｅ
が
自
分
の
手
で
自
殺
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
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し
Ｅ
は
、
毒
物
を
飲
む
か
飲
ま
な
い
か
に
つ
い
て
最
後
ま
で
自
由
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
死
に
至
る
事
象
を
支
配
し
て
い
た

の
は
Ｅ
だ
け
で
あ
り
、
Ｈ
や
他
の
誰
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｈ
が
医
師
と
し
て
の
職
業
的
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
点
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
医
師
で
あ
っ
て
も
、
自
己
答
責
的
に
実
現
さ
れ
た
自

殺
に
幇
助
者
と
し
て
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
不
可
罰
で
あ
る
。Eser 

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
潜
在
的

な
自
殺
幇
助
者
の
範
囲
は
、
法
律
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
り
区
別
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

ｂ　

Ｈ
は
、
自
殺
者
に
よ
る
毒
物
の
服
用
後
に
何
ら
医
療
的
な
救
命
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
殺
人
罪
の
正
犯
と
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。

aa　

た
し
か
に
、
結
果
が
生
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
法
的
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
害
者
の
死
を
回
避
し
な
か
っ
た
者
は
、

殺
人
罪
に
よ
り
処
罰
さ
れ
う
る
（
刑
法
一
三
条
）。
し
か
し
、
当
刑
事
部
は
、
不
作
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
殺
人
罪
に
つ
い
て
十
分
な
嫌
疑
が
あ
る

と
は
認
め
な
い
。

Ｈ
が
作
為
に
出
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
う
で
あ
れ
ば
い
つ
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
そ
の
異
議
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
は
服
毒
後
す
で
に
、
そ
の
後
の
事
象
に
つ
い
て
無
力
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
結
果
回
避

義
務
に
つ
い
て
こ
の
時
点
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
り
、
自
殺
者
の
意
識
喪
失
後
の
時
点
を
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

当
刑
事
部
は
こ
の
見
解
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｅ
は
意
識
が
あ
る
か
ぎ
り
で
、
医
師
の
治
療
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
医

師
ら
が
救
助
に
必
要
な
こ
と
を
行
わ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
女
は
、
意
識
喪
失
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

可
能
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
重
視
す
る
こ
の
時
点
が
重
要
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
はBGH

St 32, 3（4

の
判
決
に
お
い
て
、
自
殺

者
が
事
象
の
支
配
者
で
あ
る
か
ぎ
り
行
為
支
配
は
自
殺
者
に
あ
り
、
そ
の
保
障
人
は
自
己
の
行
為
支
配
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
保
障
人
の
責
任
と
い

う
法
的
な
観
点
か
ら
介
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た
。
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Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
自
殺
者
が
意
識
を
失
っ
た
た
め
に
事
象
に
影
響
を
与
え
る
事
実
的
な
可
能
性
（「
行
為
支
配
」）
を
完
全
に
失
っ
た
場
合
に

は
、
死
の
発
生
は
今
度
は
も
っ
ぱ
ら
保
障
人
の
態
度
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
時
に
は
、
被
害
者
が
救
命
さ
れ
る
か
否
か
は
保
障
人
の
手
中
に
あ

る
。
こ
の
時
点
で
行
為
支
配
を
も
つ
の
は
、
も
は
や
自
殺
者
で
は
な
く
、
保
障
人
だ
け
で
あ
る
。

 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
能
力
の
喪
失
が
た
だ
ち
に
保
障
人
へ
の
行
為
支
配
の
移
行
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
時
点
以
後
、

救
助
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
必
ず
し
も
死
の
結
果
に
因
果
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
有
効
な
行
為
支
配
の
移
行
が
認
め
ら
れ
、
因
果
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
の
前
提
は
、
保
障
人
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
事
象
に
決
定
的
な
転
換
を
も
た
ら
す
よ
う
な
事
実
的
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
（BGH

St 2, （（0

［（（（

］; （3, （（2

［（（（

］）
と
、
た
だ
ち

に
医
師
の
救
助
が
あ
れ
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
死
の
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
相
当
程
度
遅
く
生
じ

て
い
た
で
あ
ろ
う
（BGH

, N
StZ （98（, 2（

［2（

］）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｈ
が
医
師
と
し
て
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
そ
の

死
を
回
避
す
る
事
実
的
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
認
定
さ
れ
な
い
。
…

dd　

…
死
の
危
険
に
臨
ん
だ
自
由
で
答
責
的
な
患
者
が
、
差
し
迫
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
医
師
の
侵
襲
を
自
己
決
定
権
を
行
使
し
て
拒
否
し
て
い

る
場
合
に
は
、
医
師
と
患
者
の
関
係
か
ら
生
ず
る
治
療
の
権
利
と
、
生
命
保
護
を
目
的
と
す
る
医
師
の
治
療
の
義
務
は
認
め
ら
れ
ず
、
医
師
は
死

に
瀕
し
た
患
者
の
同
伴
者
（Begleiter

）
と
な
り
、
患
者
の
基
本
看
護
に
つ
い
て
の
保
障
人
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
患
者
の
自
己
決
定
権
は
、
原
則
と
し
て
合
意
に
従
う
医
師
の
保
障
人
と
し
て
の
保
護
責
任
を
限
界
づ
け
る
。

「
正
常
な
患
者
」
と
は
異
な
り
、
判
断
能
力
の
あ
る
自
由
で
答
責
的
に
行
為
す
る
自
殺
患
者
に
つ
い
て
は
、
延
命
措
置
へ
の
同
意
を
拒
否
す
る
こ

と
に
よ
る
医
師
の
生
命
保
護
責
任
の
否
定
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
明
は
法
的
に
重
要
で
な
い
と
す
る
必
然
的
な
理
由
を
、
当
法
廷
は
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
…
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③　

コ
メ
ン
ト

本
決
定
は
、
不
可
罰
の
自
殺
幇
助
と
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
区
別
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
先
例
に
従
っ
て
、
被
害
者
を
直
接
的
に
死
に
至
ら
せ
る
行
為

に
つ
い
て
行
為
支
配
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
基
準
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
医
師
で
あ
っ
て
も
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
積
極
的
な
臨
死
介
助
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
医
師
の
保
障
人
的
義
務
よ
り
も
患
者
の
自
己
決
定
権
を
優
先

さ
せ
た
点
で
も
注
目
さ
れ
る）

（（
（

。

（
3
）　

Ｌ
Ｇ
ラ
ー
ヴ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
（
第
三
刑
事
部
）
一
九
八
六
年
一
二
月
三
日
判
決
「
レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要

被
告
人
の
妻
は
、
不
治
の
進
行
性
脊
髄
麻
痺
に
よ
り
、
一
九
八
五
年
七
月
二
日
に
病
院
に
入
院
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
意
識
が
な
く
、「
死
に
瀕
し
た
」

（im
 Sterben

）
段
階
に
あ
っ
た
。
妻
は
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
さ
れ
て
意
識
を
回
復
し
た
が
、
そ
の
措
置
を
「
耐
え
難
い
苦
痛
」
と
感
じ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
翌
日
に
、
意
思
表
示
で
き
る
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
電
子
筆
記
器
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
作
成
し
た
。

「
私
の
状
態
は
も
は
や
耐
え
難
い
の
で
、
死
に
た
い
と
思
う
。
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
よ
い
。
私
は
こ
の
こ
と
を
心
か
ら
希
望
す
る
。」

そ
の
後
、
被
告
人
が
、「
最
後
の
愛
の
奉
仕
」
を
し
よ
う
と
考
え
、
誰
も
い
な
い
機
会
に
人
工
呼
吸
器
を
停
止
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
妻
は
約
一
時
間
後
に

心
停
止
に
よ
り
死
亡
し
た
。
も
っ
と
も
、人
工
呼
吸
を
継
続
し
て
い
た
な
ら
ば
、妻
は
少
な
く
と
も
二
四
時
間
は
生
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

検
察
官
は
、
被
告
人
の
行
為
は
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
二
一
六
条
）
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
し
た
。

②　

判
決
の
理
由

Ｌ
Ｇ
ラ
ー
ヴ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
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わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
に
よ
れ
ば
、
他
人
を
殺
す
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
例
外
は
た
と
え
ば
正
当
防
衛
）。
本
件
で
は
、
人

命
の
尊
重
と
倫
理
的
・
宗
教
的
な
理
由
か
ら
侵
し
て
は
な
ら
な
い
タ
ブ
ー
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
殺
者
に
よ
る
殺
人
の
同
意

や
死
の
要
求
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
殺
人
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
格
な
殺
人
禁
止
は
、
す
で
に
死
に
瀕
し

た
人
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
高
齢
で
介
護
を
必
要
と
す
る
人
は
、
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
過
敏
に
な
り
、
親

族
に
負
担
を
か
け
ま
い
と
す
る
「
配
慮
」
か
ら
、
自
分
の
殺
害
を
依
頼
し
、
あ
る
い
は
殺
人
に
同
意
す
る
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
耐
え
難
い
事
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
諸
原
則
を
考
慮
し
て
、
刑
法
二
一
六
条
は
、
基
本
法
で
保
障
さ
れ
た
自
己
決
定
権
と
人
間
の
尊
厳
に
照
ら
し
、
そ
の
意
義
と
目
的
に

即
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殺
人
禁
止
の
意
義
は
、
生
存
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
の
実
現
は
、
死
の
苦
し

み
の
中
に
あ
る
人
の
死
を
、
そ
の
人
の
意
思
に
反
し
て
力
ず
く
で
妨
げ
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
常
に
死
を

も
っ
て
終
え
る
他
人
の
生
命
の
尊
重
の
要
請
と
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
は
誕
生
と
同
じ
く
生
に
含
ま
れ
る
。
も
は
や
救
命
で
き
な
い
臨
死
者

に
お
い
て
は
、
死
は
ま
っ
た
く
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
疾
病
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
延
命
の
た
め
の
措
置
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ

Ｈ
は
近
時
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。「
医
療
技
術
の
著
し
い
進
歩
の
こ
れ
ま
で
の
限
界
を
考
慮
す
れ
ば
、
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界

を
決
め
る
の
は
、
医
療
機
器
の
効
率
で
は
な
く
、
人
命
お
よ
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
向
け
ら
れ
た
個
別
事
例
の
判
断
で
あ
る
」
と
（BGH

St 32, 

3（（

［39（f.

］）。
こ
の
見
解
は
今
日
、
文
献
に
お
い
て
も
広
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
判
断
能
力
を
有
す
る
患
者
は
、
自
分
が
医
師
の
治
療
を
望
む
か

望
ま
な
い
か
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
、
何
の
疑
い
も
な
い
。
こ
の
原
則
は
、
患
者
の
判
断
が
客
観
的
に
は

不
合
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
り
（vgl. BGH

St （（, （（（
［（（4

］）、
医
師
の
処
置
が
お
よ
そ
治
療
に
向
け
ら
れ
ず
、
少
な
く
と

も
苦
痛
緩
和
に
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
死
の
苦
し
み
を
長
引
か
せ
る
こ
と
に
し
か
役
立
た
な
い
場
合
に
は
、
な
お
の
こ
と
当
て
は
ま
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
被
告
人
の
妻
は
、
人
工
呼
吸
を
受
け
な
い
こ
と
を
拘
束
力
を
も
っ
て
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
病
院
で
治
療
に
当
た
る
医
師

の
み
な
ら
ず
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
す
る
事
実
的
な
可
能
性
を
も
つ
す
べ
て
の
人
が
、
こ
の
こ
と
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

被
告
人
の
妻
が
人
工
呼
吸
を
受
け
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
法
的
な
力
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
人
工
呼
吸
器
が
停
止
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
行
為

が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、
同
女
は
当
然
に
そ
の
停
止
を
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
工
呼
吸
が
そ
の
人

の
明
示
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
よ
り
強
く
当
て
は
ま
る
。

こ
れ
ま
で
の
判
例
と
文
献
が
治
療
の
中
止
な
い
し
治
療
の
不
作
為
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
範
囲
で
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
医
師
に
よ
る

治
療
中
止
の
諸
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
件
で
は
、
医
師
で
な
い
者
が
医
師
の
治
療
に
介
入
し
た
。
本
件
の
よ
う
に
、
看
護
ス

タ
ッ
フ
や
病
院
内
で
業
務
に
従
事
し
て
い
る
医
師
の
不
在
の
機
会
を
利
用
し
て
、
第
三
者
が
病
院
内
の
人
工
呼
吸
器
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
、
病

院
業
務
の
秩
序
と
安
全
と
い
う
理
由
か
ら
、
耐
え
難
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
二
一
六
条
に
よ
る
可
罰
性
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
情
だ
け
で
、
右
に
述
べ
た
判
断
と
異
な
る
判
断
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
告
人
の
妻
は
、
死
期
が
早

け
れ
ば
早
い
ほ
ど
よ
い
と
願
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
人
工
呼
吸
の
停
止
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
同
女
は
自
分
で
こ

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
医
師
で
あ
れ
看
護
ス
タ
ッ
フ
で
あ
れ
親
族
で
あ
れ
、
誰
が
正
当
な
治
療
中
止
の
要
求
に
従
う
か
は
、
当
刑
事

部
の
見
解
に
よ
れ
ば
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
誰
も
が
─
医
師
の
み
な
ら
ず
─
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
判
断
能
力
の
あ
る

患
者
の
自
己
決
定
権
と
人
間
の
尊
厳
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
そ
の
妻
が
も
っ
と
も
信
頼
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
約
二
年
前
か
ら
─
最
後
の
半
年
間
は
ほ
ぼ
四
六
時
中
─
同
女
の
看
護
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
治
療

の
諸
関
係
」
は
、
同
女
と
病
院
と
の
治
療
の
諸
関
係
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
人
工
呼
吸

器
を
停
止
さ
せ
た
時
点
で
Ｆ
博
士
が
そ
の
場
に
現
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
Ｆ
も
同
女
の
治
療
を
担
当
す
る
医
師
で
あ
っ
た
。
彼
は
治
療
の
中

止
に
つ
い
て
共
同
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
被
告
人
は
、
Ｆ
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
行
為
を
既
遂
に
至
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
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で
、
任
意
の
第
三
者
で
は
な
く
、
夫
で
あ
り
看
護
人
で
あ
っ
た
直
近
の
親
族
が
、
そ
の
装
置
を
装
着
し
て
同
女
の
治
療
に
当
た
っ
て
い
た
医
師
の

監
視
と
是
認
の
も
と
で
、
人
工
呼
吸
器
を
停
止
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

当
刑
事
部
の
見
解
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
避
け
が
た
い
死
に
直
面
し
た
人
が
、
も
は
や
自
力
で
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
技

術
的
な
装
置
の
助
け
を
借
り
た
そ
の
者
の
「
延
命
」
が
死
に
至
る
経
過
を
長
引
か
せ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
そ
の
人
は
、

そ
の
よ
う
な
措
置
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
中
止
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
要
求
に
従
っ
た
者
は
、
そ
れ
が
不
作
為
で
あ
っ
て

も
作
為
で
あ
っ
て
も
、（
要
求
に
よ
る
）
殺
人
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
死
に
ぎ
わ
の
援
助
（Beistand im

 Sterben

）
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

当
刑
事
部
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、
す
で
に
（
殺
す
と
い
う
）
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
議
論
の
多
い

問
題
を
未
決
定
に
し
て
お
く
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
法
廷
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
事
例
に
お
い
て
は
、
死
に
瀕
し
た
人
の
死
を

技
術
的
な
装
置
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
工
的
に
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
自
力
で
の
短
期
間
の
生
存
の
希
望
す
ら
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
の
真
摯
な
死
の
願
望
は
、
被
告
人
の
行
為
に
と
っ
て
正
当
化
事
由
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
刑
法
二
一
六
条
に
よ
る
可
罰
性

が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
判
決
は
、
自
力
に
よ
る
生
存
が
で
き
ず
に
人
工
呼
吸
器
が
装
着
さ
れ
て
い
た
臨
死
者
を
、
そ
の
夫
が
本
人
の
希
望
に
従
っ
て
人
工
呼
吸
器
を
停
止
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
に
至
ら
せ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
要
求
に
よ
る
殺
人
に
当
た
る
と
す
る
検
察
官
の
主
張
を
斥
け
て
、
夫
を
無
罪
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
治
療
の
中
止
が
作
為
で
あ
っ
て
も
不
作
為
で
あ
っ
て
も
、「
死
に
ぎ
わ
の
援
助
」
と
し
て
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

そ
の
行
為
が
医
師
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
で
も
不
可
罰
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
。
本
判
決
は
、
不
可

罰
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
の
か
違
法
阻
却
と
す
る
の
か
、
そ
の
判
断
を
留
保
し
て
い
る
が
、
学
説
に
お
い
て
は
本
判
決

の
結
論
に
賛
成
す
る
意
見
が
多
い）

（（
（

。
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（
4
） 　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
一
刑
事
部
）
一
九
九
四
年
九
月
一
三
日
判
決 「
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
」
ま
た
は
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

原
審
（LG K

em
pten

）
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
と
な
る
医
師
Ｔ
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
に
、
同
年
三
月
一
五
日
か
ら
ケ
ン
プ
テ
ン
に
あ
る

マ
リ
ー
エ
ン
ハ
イ
ム
の
看
護
棟
に
収
容
さ
れ
て
い
た
当
時
七
〇
歳
の
Ｓ
女
の
医
療
的
看
護
を
引
き
受
け
た
。
Ｓ
女
に
つ
い
て
、
権
限
を
も
つ
看
護
人

（Pfleger

）〔
現
在
の
「
世
話
人
」
に
当
た
る
〕
と
し
て
、
そ
の
息
子
で
あ
る
被
告
人
Ｓ
〔
以
下
「
Ｓ
」
と
い
う
〕
が
任
命
さ
れ
た
。
Ｓ
女
は
、
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
病
の
疑
い
の
あ
る
初
老
性
痴
呆
と
思
わ
れ
る
著
し
い
脳
器
質
性
の
精
神
症
状
を
呈
し
、
同
年
九
月
に
起
こ
し
た
心
停
止
と
そ
の
蘇
生
術
の
後
、
回

復
し
が
た
い
重
度
の
脳
障
害
を
も
っ
て
い
た
。
Ｓ
女
は
、
そ
れ
に
起
因
す
る
嚥
下
不
能
に
よ
り
、
Ｔ
が
指
示
し
た
経
管
に
よ
る
人
工
栄
養
が
、
当
初
は
鼻

孔
を
通
し
て
、
一
九
九
二
年
末
か
ら
は
胃
ゾ
ン
デ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
Ｓ
女
は
、
一
九
九
〇
年
の
末
か
ら
話
す
こ
と
も
歩
く
こ
と
も
立
つ
こ
と
も
で
き

ず
、
光
と
音
と
加
圧
の
刺
激
に
対
し
て
顔
面
の
痙
攣
と
う
め
き
声
で
反
応
す
る
だ
け
で
あ
り
、
四
肢
に
拘
縮
が
生
じ
て
い
た
。
経
管
栄
養
が
行
わ
れ
て
か

ら
Ｓ
女
の
病
状
に
変
化
は
な
く
、
苦
痛
の
感
覚
を
う
か
が
わ
せ
る
徴
候
は
な
か
っ
た
が
、
生
命
機
能
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。

一
九
九
三
年
の
初
め
に
、
Ｔ
は
Ｓ
に
対
し
て
、
経
管
栄
養
を
停
止
し
て
お
茶
だ
け
を
与
え
る
と
い
う
方
法
で
、
回
復
が
期
待
で
き
な
い
Ｓ
女
の
状
態
を

終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｓ
女
は
苦
し
む
こ
と
な
く
二
週
間
な
い
し
三
週
間
以
内
に
死
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｓ
の
質

問
に
対
し
て
、
Ｔ
は
、
こ
の
方
法
は
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
Ｓ
は
、
こ
の
説
明
を
信
じ
て
そ
れ
以
上
の
法
的
助
言
を
求
め
な
か
っ
た
が
、

数
人
の
友
人
と
近
親
者
に
相
談
し
て
、
結
局
、
同
年
三
月
初
め
に
こ
の
提
案
に
同
意
し
た
。
Ｓ
が
そ
う
し
た
判
断
を
し
た
際
に
、
Ｓ
女
が
八
年
か
ら
一
〇

年
ほ
ど
前
に
、
あ
る
テ
レ
ビ
放
送
で
四
肢
が
硬
化
し
て
床
ず
れ
が
で
き
た
看
護
事
例
を
見
た
後
で
、
自
分
は
そ
の
よ
う
に
終
わ
り
た
く
な
い
と
言
っ
た
と

い
う
事
情
が
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
Ｔ
は
、
前
も
っ
て
看
護
職
員
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
看
護
婦
室
に
あ
る
指
示
書
に
、「
私
は
、
Ｔ
先
生
と
同
意
の
上
、
現
在
の
瓶
に
よ
る
人

工
栄
養
が
終
了
し
た
直
後
、
あ
る
い
は
一
九
九
三
年
三
月
一
五
日
以
降
、
私
の
母
に
お
茶
だ
け
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
い
」
と
記
入
し
た
。
Ｔ
と
Ｓ
は
こ
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れ
に
署
名
し
、
看
護
職
員
が
こ
れ
に
従
う
の
で
Ｓ
女
は
数
週
間
以
内
に
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
予
想
に
反
し
て
、
こ
の
措

置
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
法
的
な
疑
念
を
抱
い
た
看
護
職
員
の
長
が
、
同
月
一
七
日
に
後
見
裁
判
所
で
あ
る
区
裁
判
所
に
通
告
し
た
と
こ
ろ
、
裁

判
所
は
仮
命
令
に
よ
り
そ
の
措
置
を
認
め
な
か
っ
た
。
Ｔ
と
Ｓ
は
そ
の
事
実
を
知
り
、
Ｓ
が
区
裁
判
所
に
対
し
て
お
茶
の
供
給
へ
の
変
更
を
承
認
す
る
よ

う
求
め
た
が
、
区
裁
判
所
は
専
門
家
、
関
係
者
へ
の
聴
聞
と
当
事
者
の
状
況
視
察
の
の
ち
に
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｔ
は
同
女
の
治
療
を
中

止
し
た
が
、
他
の
医
師
に
よ
っ
て
治
療
が
続
け
ら
れ
た
。
Ｓ
女
は
同
年
一
二
月
二
九
日
に
肺
水
腫
に
よ
り
死
亡
し
た
。

Ｌ
Ｇ
は
、
被
告
人
両
名
を
故
殺
罪
（
刑
法
二
一
二
条
）
の
未
遂
に
よ
り
罰
金
刑
に
処
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
両
名
が
上
告
し
た
。

②　

判
決
の
理
由

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
刑
事
部
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
原
判
決
を
破
棄
し
て
本
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

（　

ａ　

Ｌ
Ｇ
が
、
本
件
は
い
わ
ゆ
る
消
極
的
な
臨
死
介
助
の
事
例
で
は
な
い
と
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
臨
死
介
助
は
、

患
者
の
根
本
的
な
疾
病
が
医
師
の
確
信
に
よ
り
不
可
逆
的
な
（
回
復
不
能
な
）
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
死
の
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
り
、
そ
の
死
が
短

時
間
内
に
（in kürzer Zeit

）
生
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
う
し
た
診
断
が
─
と
り
わ
け
死
期
が
近
い
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に

つ
い
て
─
で
き
れ
ば
、
死
の
プ
ロ
セ
ス
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
臨
死
者
の
た

め
の
援
助
と
死
に
ぎ
わ
の
援
助
、
す
な
わ
ち
臨
死
介
助
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
師
は
呼
吸
や
輸
血
や
人
工
栄
養
の
よ
う
な

延
命
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

本
件
で
は
、
死
の
プ
ロ
セ
ス
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
Ｓ
女
は
─
人
工
栄
養
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
─
生
存
の
能
力
が
あ

り
、
実
際
に
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
と
い
う
被
告
人
ら
の
決
定
の
後
も
、
な
お
九
か
月
間
─
一
九
九
三
年
一
二
月
二
九
日
ま
で
─
生
存
し
た
。
し
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た
が
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
臨
死
介
助
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
個
々
の
生
命
維
持
措
置
の
中
止
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
象
は
文
献
上
す
で
に
広
義
の
臨
死
介
助
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
治
療
の
中
止
が
当
該
患
者
の
意
思
に
従
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
患

者
の
一
般
的
な
意
思
決
定
の
自
由
と
身
体
の
無
傷
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条
二
項
一
文
）
の
表
明
と
し
て
原
則
的
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
推

定
的
意
思
を
認
め
る
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
臨
死
介
助
と
比
較
し
て
高
度
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
。
医
師
、
近
親
者
あ
る
い
は
世
話
人
が
、

判
断
能
力
を
失
っ
た
患
者
の
意
思
と
は
独
立
に
、
自
己
の
基
準
と
考
え
方
に
よ
っ
て
、
無
意
味
な
、
生
き
る
に
価
し
な
い
、
あ
る
い
は
無
用
に
な
っ

た
と
思
っ
た
患
者
の
生
存
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
危
険
に
は
、
最
初
か
ら
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ　

本
件
で
は
、
Ｓ
女
は
一
九
九
〇
年
九
月
以
降
、
回
復
し
が
た
い
脳
障
害
に
よ
り
自
分
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、

推
定
的
同
意
を
認
め
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
認
定
さ
れ
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
十
分
に
確
か
な
根
拠
が

な
く
、
看
護
人
で
あ
る
被
告
人
Ｓ
の
同
意
は
有
効
で
な
い
の
で
、
推
定
的
同
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

aa　

基
準
と
な
る
時
点
─
一
九
九
三
年
三
月
─
の
八
年
な
い
し
一
〇
年
前
に
、
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
た
後
の
直
接
的
な
印
象
と
し
て
表
現
さ

れ
た
「
私
は
そ
の
よ
う
に
終
わ
り
た
く
な
い
」
と
い
う
Ｓ
女
の
言
葉
は
、
治
療
の
中
止
に
つ
い
て
の
推
定
的
同
意
を
認
め
る
た
め
の
十
分
な
基
礎

を
提
供
し
て
い
な
い
。
そ
の
言
葉
は
、
一
時
的
な
気
分
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
Ｌ
Ｇ
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
Ｓ
女
は
こ

の
表
明
を
文
書
で
も
口
頭
で
も
繰
り
返
し
て
い
な
い
。
Ｓ
女
は
、
一
九
九
三
年
の
自
分
の
状
況
を
予
見
し
、
あ
る
い
は
そ
の
状
況
を
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
Ｓ
女
の
生
存
は
一
九
九
三
年
以
降
き
わ
め
て
単
純
な
諸
機
能
に
限
ら
れ
、
人
工
栄
養
を
必
要
と
し
、
脳
障
害

の
た
め
に
他
人
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
同
女
の
生
命
は
周
囲
の
者
に
と
っ
て
は
無
意
味
に
見
え
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
情
だ
け
で
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
生
存
の
能
力
の
あ
る
患
者
が
、
す
ぐ
に
確
実
な
死
に
至
る
治
療
の
中
止
に
推
定

的
に
同
意
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

bb　

患
者
の
息
子
で
あ
り
看
護
人
で
あ
る
被
告
人
Ｓ
が
治
療
の
中
止
に
同
意
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
結
論
に
変
わ
り
は
な
い
。

一
九
九
〇
年
九
月
一
二
日
の
世
話
法
の
規
定
に
よ
る
民
法
一
九
〇
四
条
（BGBlⅠ

2002
）
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
医
療
的
措
置
に
つ
い
て
の
世
話
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人
の
同
意
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
世
話
人
は
後
見
裁
判
所
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
は
─
死
の
経
過
を
た
ど
る

こ
と
に
な
る
─
治
療
の
中
止
に
す
ぐ
に
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
同
条
は
診
察
、
治
療
あ
る
い
は
医
的
侵
襲
と
い
っ

た
積
極
的
な
医
療
的
措
置
の
み
を
捕
捉
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
規
定
は
、
同
条
の
意
義
と
目
的
か
ら
み
て
、
医

療
的
措
置
が
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
生
命
維
持
治
療
の
終
了
と
な
り
、
死
の
プ
ロ
セ
ス
が
ま
だ
直
接
的
に
は
始
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
臨
死
介

助
の
諸
事
例
に
も
─
当
然
に
─
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
定
の
医
的
侵
襲
が
そ
の
危
険
性
の
た
め
、
す
で
に
世
話
人
の
一
般
的
な

判
断
権
限
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
医
療
的
措
置
を
終
了
さ
せ
、
短
時
間
内
に
確
実
に
患
者
の
死
に
至
る
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
な

お
の
こ
と
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
Ｓ
は
、
こ
れ
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
て
い
た
後
見
裁
判
所
の
承
認
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
一
九
九
三
年
三
月
の
初
め
に
被
告
人
Ｔ
に
示
し

た
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
こ
と
の
同
意
は
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
無
効
で
あ
る
。

2　

も
っ
と
も
、
被
告
人
両
名
に
お
け
る
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
Ｌ
Ｇ
の
判
示
に
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
。

原
審
の
刑
事
部
は
、
被
告
人
両
名
の
禁
止
の
錯
誤
を
回
避
可
能
と
し
た
。
そ
の
際
に
原
審
は
、
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
許
容
さ
れ

る
行
為
は
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
（
も
）
最
初
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
点
で
判
断
能
力
の
な
い
患
者
の
推
定
的
同
意
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら

な
い
と
い
う
法
的
見
解
に
立
っ
て
い
る
が
、
当
刑
事
部
は
こ
の
見
解
を
認
め
な
い
。

ａ　

当
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
限
界
事
例
の
特
殊
な
諸
事
情
に
鑑
み
、
治
療
や
措
置
の
中
止
に
よ
っ
て
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね

る
と
い
う
許
容
さ
れ
る
行
為
は
、
そ
の
患
者
が
中
止
に
推
定
的
に
同
意
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、
患
者
の
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
思
に
反
す
る
治
療
は
原
則
と
し
て
行
わ
れ
て
は
な

ら
ず
、
ま
た
継
続
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ｌ
Ｇ
は
─
許
容
さ
れ
る
─
臨
死
介
助
の
前
提
条
件
を
全
体
と
し
て
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
点
に
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
言
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及
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
察
方
法
は
狭
き
に
失
し
、
本
件
の
特
殊
事
情
を
十
分
に
評
価
し
た
と
は
い
え
な
い
。

も
っ
と
も
、
判
断
能
力
を
失
っ
た
患
者
の
そ
う
し
た
推
定
的
な
同
意
を
認
め
る
た
め
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
は
─
人
命
の
保
護
と
い
う
利
益
の
た

め
に
─
事
実
的
観
点
に
お
い
て
厳
格
な
要
件
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
行
為
時
に
お
け
る
患
者
の
推
定
的
意
思
で
あ
り
、
全

事
情
を
注
意
深
く
衡
量
し
て
そ
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
そ
の
患
者
の
そ
れ
以
前
の
口
頭
ま

た
は
文
書
に
よ
る
表
明
と
と
も
に
、
そ
の
者
の
宗
教
的
確
信
、
そ
の
他
の
個
人
的
な
価
値
観
、
年
齢
に
よ
る
生
存
の
期
待
、
あ
る
い
は
苦
痛
の
有

無
も
同
様
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
観
的
な
諸
基
準
、
と
り
わ
け
あ
る
措
置
が
一
般
に
「
合
理
的
な
」
あ
る
い
は
「
通
常
の
」
も
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
一
般
に
分
別
あ
る
患
者
の
利
益
に
適
う
も
の
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
、
独
自
の
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ら
は
個
々
人
の

仮
定
的
な
意
思
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

必
要
と
さ
れ
る
注
意
深
い
検
討
を
し
て
も
、
患
者
の
個
人
的
な
推
定
的
意
思
を
認
定
す
る
た
め
の
諸
事
情
を
見
い
だ
せ
な
い
場
合
に
は
、
一
般

的
な
価
値
観
に
即
し
た
諸
基
準
に
立
ち
戻
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
謙
抑
的
な
態
度
が
求
め
ら
れ
、
疑
わ
し
い

場
合
に
は
、
医
師
、
親
族
そ
の
他
の
関
与
者
の
個
人
的
な
意
見
よ
り
も
人
命
の
保
護
が
優
先
さ
れ
る
。
個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
判
断
は

当
然
に
、
医
師
に
よ
る
予
後
の
見
込
み
の
程
度
や
患
者
の
死
期
の
近
さ
に
も
左
右
さ
れ
る
。
一
般
的
な
考
え
に
よ
り
人
間
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い

と
考
え
ら
れ
る
生
存
を
回
復
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
ほ
ど
、
そ
し
て
死
期
の
到
来
が
近
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
強
く
治
療
の
中
止
が
是
認
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

ｂ　

被
告
人
Ｓ
は
、
母
親
の
治
療
を
担
当
す
る
被
告
人
Ｔ
に
問
い
合
わ
せ
て
、
計
画
さ
れ
た
企
図
は
法
的
に
保
障
さ
れ
、
自
分
の
行
為
は
処
罰

さ
れ
な
い
と
い
う
教
示
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の
回
答
の
み
を
信
頼
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
信
頼
で
き
る
人
の
法
的
教
示
は
、
原
則
と
し
て
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
を
排
除
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
教
示
に
よ
っ
て
何
ら

自
己
の
利
益
を
求
め
ず
、
客
観
的
な
、
注
意
深
い
、
義
務
に
適
っ
た
、
責
任
を
意
識
し
た
教
示
を
す
る
、
権
限
の
あ
る
、
専
門
的
な
、
予
断
の
な

い
人
は
、
こ
の
意
味
で
信
頼
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
Ｓ
は
、
治
療
に
当
た
る
医
師
で
あ
る
Ｔ
を
信
頼
で
き
る
と
思
っ
て
い
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た
。
重
要
な
質
問
が
一
般
医
が
間
違
い
な
く
知
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
う
る
範
囲
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
Ｔ
の
職
業
は
─
と
り
わ
け
継
続
的
な
研

究
に
お
い
て
─
関
連
す
る
法
的
な
問
題
提
起
に
取
り
組
む
こ
と
を
当
然
に
必
要
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
素
人
は
こ
う
し
た
法
医
学
的
な
限
界
領
域
で

医
師
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
告
人
Ｓ
の
問
い
合
わ
せ
の
義
務
は
、
医
師
に
尋
ね
る
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
告
人
Ｓ
は
─
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
─
自
分
の
母
親
の
医
学
的
措
置
の
問
題
を
そ
の
任
務
と
し
て
含
む
世
話
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
意
図
し
た
治
療
の
中
止
に

同
意
す
る
前
に
、
後
見
裁
判
所
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｌ
Ｇ
は
、
被
告
人
Ｓ
は
な
ぜ
後

見
裁
判
所
に
問
い
合
わ
せ
な
か
っ
た
の
か
、
世
話
法
の
発
効
（
一
九
九
二
年
一
月
一
日
）
後
に
適
用
さ
れ
る
民
法
一
九
〇
四
条
に
つ
い
て
照
会
し

た
か
否
か
に
つ
い
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ｃ　

被
告
人
Ｔ
は
、
そ
の
判
断
の
前
に
何
の
助
言
も
求
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｓ
女
の
状
態
と
困
難
な
法
律
状
況
か
ら
み
て
、
彼
に
は
そ
う

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

た
し
か
に
医
師
は
、
限
界
的
な
事
例
で
は
、
治
療
を
終
了
す
る
か
継
続
す
る
か
の
判
断
に
お
い
て
、
一
定
の
判
断
の
余
地
と
裁
量
の
余
地
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
呼
吸
、
心
拍
、
循
環
の
よ
う
な
重
要
な
生
命
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
許
さ
れ
る
治
療
の
中
止
が
考
慮
さ
れ
る
の

は
、
そ
れ
が
判
断
能
力
を
失
っ
た
患
者
の
推
定
的
意
思
に
合
致
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｌ
Ｇ
の
見
解
と
は
逆
に
、
被
告
人
Ｔ
に

つ
い
て
も
こ
の
点
が
問
題
に
な
る
。
原
審
の
刑
事
部
は
、
Ｔ
が
い
か
な
る
理
由
で
一
九
九
三
年
の
初
め
に
治
療
の
中
止
を
提
案
し
た
の
か
、
彼
は

患
者
の
推
定
的
意
思
に
適
っ
た
行
動
を
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
た
の
か
、
何
を
根
拠
に
し
て
自
分
の
企
図
が
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

当
刑
事
部
は
、
患
者
の
推
定
的
同
意
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
両
名
の
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
異
な
っ
た
評
価
が
必
要
で
あ

る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
さ
ら
な
る
事
実
認
定
が
で
き
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
難
さ
れ
た
原
判
決
は
全
体
と
し
て
破
棄
さ
れ
、

本
件
を
新
た
な
審
理
と
判
断
の
た
め
に
差
し
戻
す
。
新
た
に
判
断
を
求
め
ら
れ
る
事
実
審
の
裁
判
官
は
、
そ
の
際
に
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
に
判
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臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

明
し
た
十
分
と
は
い
え
な
い
諸
事
情
を
超
え
て
─
少
な
く
と
も
被
告
人
ら
の
観
点
か
ら
─
Ｓ
女
の
推
定
的
同
意
を
認
め
る
た
め
の
さ
ら
な
る
手
が

か
り
が
提
示
さ
れ
た
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
刑
事
部
は
と
り
わ
け
、
連
邦
医
師
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
げ
ら
れ

た
諸
基
準
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
…

③　

コ
メ
ン
ト

本
件
は
、
回
復
し
が
た
い
重
度
の
脳
障
害
に
よ
り
継
続
的
に
意
識
を
失
い
、
経
管
に
よ
る
栄
養
補
給
を
受
け
て
い
た
Ｓ
女
に
対
し
て
、
同
女
の
治
療
に

当
た
っ
て
い
た
医
師
Ｔ
と
同
女
の
息
子
の
Ｓ
が
相
談
し
て
、
お
茶
の
み
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
女
を
死
に
至
ら
せ
よ
う
と
し
た
行
為
が
、
殺
人
罪
の

未
遂
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
、
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
っ
て
い
な
い
「
広
義
の
臨
死
介
助
」
に
お
け

る
生
命
維
持
治
療
の
中
止
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
患
者
の
推
定
的
同
意
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
っ
て
い

な
く
と
も
例
外
的
に
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
Ｓ
女
の
過
去
の
発
言
は
推
定
的
同
意
を
認
め
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
と
な
り
え
な

い
こ
と
、
ま
た
、
看
護
人
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
Ｓ
は
民
法
一
九
〇
四
条
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
て
い
た
後
見
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

Ｔ
に
対
し
て
表
明
し
た
同
意
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
ま
た
、
原
判
決
は
、
患
者
の
推
定
的
意
思
に
つ
い
て

十
分
な
審
理
を
尽
く
し
た
と
は
い
え
ず
、
被
告
人
両
名
の
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
、
本
件
を
原
審
に
差
し

戻
し
た）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
不
治
の
病
気
に
よ
り
意
思
表
示
で
き
な
く
な
っ
た
患
者
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
っ
て
い
な
い
た

め
に
臨
死
介
助
に
関
す
る
連
邦
医
師
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
た
条
件
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
例
外
的
に
治
療
や
措
置
の
中
止
が
許
さ
れ
る
こ

と
を
示
し
た
点
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
患
者
の
推
定
的
同
意
を
認
め
る
に
は
厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
患
者
の
以
前
の
口
頭
ま

た
は
文
書
に
よ
る
表
示
、
そ
の
宗
教
的
確
信
、
そ
の
他
の
個
人
的
な
価
値
観
、
年
齢
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
生
存
の
期
待
、
あ
る
い
は
苦
痛
の
有
無
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
必
要
と
さ
れ
る
注
意
深
い
検
討
を
し
て
も
、
患
者
の
個
人
的
な
推
定
的
意
思
を
認
定
す
る
た
め
の
具
体
的
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な
諸
事
情
を
見
い
だ
し
え
な
い
場
合
に
は
、
一
般
的
な
価
値
観
に
即
し
た
諸
基
準
に
立
ち
戻
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
に
は
謙
抑
的

な
態
度
が
求
め
ら
れ
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
医
師
、
近
親
者
、
そ
の
他
の
関
与
者
の
個
人
的
な
考
え
方
よ
り
も
人
命
の
保
護
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
点
で
も
意
義
が
あ
る）

（（
（

。

（
（
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
三
刑
事
部
）
一
九
九
六
年
一
一
月
一
五
日
判
決
「
ド
ラ
ン
チ
ン
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

本
件
は
、
整
形
外
科
の
専
門
医
で
あ
っ
た
被
告
人
Ｄ
と
、
そ
の
妻
で
、
か
つ
て
麻
酔
医
と
し
て
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
被
告
人
Ｃ
が
、
以
前
か

ら
膝
の
障
害
で
Ｄ
の
治
療
を
受
け
て
い
た
富
裕
な
年
金
生
活
者
で
あ
っ
た
八
八
歳
の
Ｖ
女
を
、
致
死
量
の
薬
物
を
用
い
て
故
意
に
殺
害
し
た
と
し
て
起
訴

さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

原
審
（LG K

iel

）
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
七
年
六
月
初
め
に
、
Ｖ
が
（
後
の
検
死
に
よ
っ
て
判
明
し
た
）
重
い
ヘ
ル
ニ
ア
を
患
っ
た
際
に
、
被
告
人
ら
は
、

内
科
医
Ｓ
と
相
談
し
て
Ｖ
を
自
宅
に
引
き
取
る
こ
と
に
し
た
。
同
月
三
日
に
、
Ｖ
の
症
状
が
悪
化
し
た
の
で
、
Ｓ
が
薬
を
処
方
し
た
が
、
Ｖ
が
肺
水
腫
を

起
こ
し
て
苦
し
そ
う
な
症
状
を
呈
し
た
の
で
、
翌
日
の
午
前
二
時
こ
ろ
、
右
の
三
名
は
病
院
へ
の
搬
送
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
、
い
ず
れ
に
せ

よ
Ｖ
は
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
原
審
に
よ
れ
ば
、
右
の
三
名
は
、
Ｄ
の
決
定
的
な
影
響
力
に
よ
り
、
Ｖ
を
病
院
へ
搬
送
せ
ず
に
薬
物
の
過

剰
投
与
に
よ
っ
て
殺
害
し
よ
う
と
共
同
で
決
意
し
た
。
そ
の
際
に
、
Ｃ
と
Ｓ
は
、
Ｖ
の
苦
痛
を
免
れ
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
機
を
、
Ｄ
は
、
Ｖ
の
遺
言
書
を

偽
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
女
の
財
産
を
相
続
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
Ｓ
が
薬
物
の
ド
ラ
ン
チ
ン
を
調
合
し
、
点
滴
投

与
に
よ
っ
て
Ｖ
を
死
に
至
ら
せ
た
。
同
日
、
Ｄ
は
、
Ｄ
と
Ｃ
の
み
を
相
続
人
と
す
る
旨
の
Ｖ
の
遺
言
書
を
偽
造
し
た
。

内
科
医
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
捜
査
手
続
が
停
止
さ
れ
、
Ｄ
と
Ｃ
が
殺
人
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
。
原
審
は
、
Ｄ
を
謀
殺
罪
に
よ
り
、
Ｃ
を
故
殺
罪
に
よ
り

有
罪
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
両
名
は
無
罪
を
主
張
し
、
検
察
官
は
Ｃ
に
つ
い
て
も
謀
殺
罪
の
適
用
が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
双
方
が
上
告
し
た
。
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七

臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

②　

判
決
の
要
旨

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
両
名
の
主
張
を
認
め
、
事
実
誤
認
を
理
由
と
し
て
原
判
決
を
全
体
と
し
て
破
棄
し
た
。
本
件
で
は
、
謀
殺
罪
の
適
用
の
是
非
と
処

断
刑
の
形
成
の
方
法
も
争
点
に
な
っ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
臨
死
介
助
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
大
要
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

臨
死
者
に
つ
い
て
、
医
療
上
必
要
と
さ
れ
る
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
薬
剤
投
与
は
、
そ
れ
が
意
図
し
な
い
、
し
か
し
や
む
を
え
な
い
不
可
避
的
な

付
随
結
果
と
し
て
死
期
を
早
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
間
接
的
な
臨
死
介
助
が
、
す

で
に
そ
の
社
会
的
な
意
味
内
容
に
照
ら
し
て
殺
人
罪
の
構
成
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
。
こ

れ
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
刑
法
二
一
二
条
な
い
し
刑
法
二
一
六
条
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
、
生
命
の
短
縮
に
至
る
医
師
の
行
為
は
、
い
ず
れ

に
し
て
も
刑
法
三
四
条
の
緊
急
避
難
の
規
定
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
。
故
殺
罪
の
未
遂
に
よ
る
可
罰
性
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
患
者
の
明
示
的
な
い
し
推
定
的
意
思
に
よ
り
、
尊
厳
あ
る
苦
痛
の
な
い
死
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
（BGH

St 3（, 3（（

）、
き
わ
め

て
大
き
な
死
に
も
勝
る
ほ
ど
の
苦
痛
の
も
と
で
、
な
お
短
時
間
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
込
み
よ
り
も
、
よ
り
価
値
の
高
い
法
益
で
あ

る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
判
決
は
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
が
結
論
に
お
い
て
不
可
罰
と
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
刑
法
解
釈
論
上
の
根
拠
が
構
成
要
件
不

該
当
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
緊
急
避
難
に
よ
る
正
当
化
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る）

（（
（

。
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（
（
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
五
刑
事
部
）
二
〇
〇
一
年
二
月
七
日
判
決
「
自
由
死
の
介
助
者
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

本
件
で
死
亡
し
た
Ｔ
女
は
、
長
い
間
医
師
と
し
て
働
い
て
い
た
者
で
あ
る
が
、
多
発
性
硬
化
症
を
患
っ
て
い
た
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で

の
病
状
の
進
行
に
よ
り
、
Ｔ
は
ほ
と
ん
ど
動
く
こ
と
が
で
き
ず
、
一
日
の
大
部
分
を
自
宅
で
仰
向
け
の
姿
勢
で
過
ご
し
、
視
力
の
低
下
の
た
め
に
読
書
用

ル
ー
ペ
を
用
い
て
い
た
が
、
体
力
の
低
下
に
よ
り
ル
ー
ペ
を
持
つ
の
も
短
時
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。

Ｔ
は
、
一
九
九
七
年
に
自
殺
を
試
み
た
が
、
夫
に
阻
止
さ
れ
て
失
敗
し
た
。
Ｔ
は
そ
の
後
、
数
か
月
に
わ
た
っ
て
夫
と
話
し
合
い
、
同
女
を
死
に
至

ら
せ
る
こ
と
を
夫
に
納
得
さ
せ
、
被
告
人
に
相
談
す
る
こ
と
に
し
た
。
被
告
人
は
、
八
三
歳
の
神
学
者
で
あ
り
心
理
学
者
で
あ
っ
た
が
、
長
年
に
わ
た

り
「
臨
死
介
助
と
死
の
看
取
り
」
の
問
題
に
取
り
組
み
、「
自
由
死
の
介
助
者
」
と
し
て
、
死
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
そ
の
実
現
を
助
け
る
た
め
の
協
会

（Exitus

）
を
設
立
し
て
い
た
。

被
告
人
は
、
Ｔ
を
訪
問
し
た
際
に
、
Ｔ
と
そ
の
夫
と
個
人
的
な
話
し
合
い
を
し
て
、
Ｔ
が
十
分
な
精
神
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
Ｔ
の
病
気
が
不
治
で

あ
る
こ
と
、
Ｔ
の
死
の
希
望
は
真
摯
で
あ
り
、
何
ら
か
の
外
部
的
圧
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
信
し
た
。
そ
こ
で
被
告
人
は
、
Ｔ
が
希
望
す
る

死
の
看
取
り
を
行
お
う
と
決
意
し
た
。
そ
の
際
に
彼
は
、
自
分
が
提
供
す
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
・
ペ
ン
ト
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
は
強
い
毒
性
と
即
効
性
が
あ
る
の
で
、

意
識
を
失
っ
た
以
降
は
救
命
の
可
能
性
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ス
イ
ス
人
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
自
分
の
行
為
は
ド
イ
ツ
の
法
律
で
は

不
可
罰
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
被
告
人
は
、
Ｔ
が
水
に
溶
か
し
た
毒
物
を
飲
む
前
に
、「
自
死
の
表
明
」
と
い
う
書
式
に
合
わ
せ
て
用
意
し
た
書
面
に
署

名
さ
せ
た
。
Ｔ
は
、
こ
れ
を
飲
ん
だ
三
分
後
に
意
識
を
失
い
、
三
〇
分
以
内
に
死
亡
し
た
。

原
審
（LG Berlin

）
は
、
被
告
人
を
麻
薬
法
に
よ
り
有
罪
と
し
て
罰
金
刑
を
言
い
渡
し
た
が
、
殺
人
罪
、
不
救
助
罪
お
よ
び
遺
棄
罪
に
つ
い
て
は
無
罪

と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
検
察
官
、
被
告
人
の
双
方
が
上
告
し
た
。
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〇
九

臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

②　

判
決
の
理
由

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
殺
人
罪
に
つ
い
て
は
原
審
の
無
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
そ
の
部
分
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅰ　

2　

C　

…
人
間
の
生
命
は
、
基
本
法
の
価
値
秩
序
の
中
で
─
相
対
化
を
許
す
こ
と
な
く
─
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
の
最
上
位
に
位
置
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
秩
序
は
自
殺
を
─
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
は
別
と
し
て
─
違
法
な
も
の
と
評
価
し
て
お
り
（BGH

St （, （4（

［（（3

］）、
自

殺
と
そ
の
共
犯
を
不
処
罰
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
、
同
じ
く
基
本
法
一
条
一
項
に
基
礎
を
も
つ
、「
人
間
の
尊
厳
を
保
っ
た
」

諸
条
件
の
も
と
で
死
ぬ
個
人
の
権
利
を
考
慮
す
る
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
生
命
保
護
の
原
則
的
な
優
位
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際

に
、
被
殺
者
の
要
求
に
よ
る
殺
人
を
故
殺
罪
に
対
す
る
刑
の
減
軽
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
刑
法
二
一
六
条
の
規
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
基
本
的
判
断

も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
法
秩
序
が
人
の
自
殺
に
他
人
が
加
功
す
る
こ
と
を
原
則
的
に
否
認
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
…

Ⅱ　

2　

…
被
告
人
は
、
死
に
至
る
麻
薬
を
提
供
し
た
者
と
し
て
、
違
法
で
危
険
な
先
行
行
為
の
観
点
か
ら
み
て
原
則
と
し
て
生
命
の
保
障
人

と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同
人
に
─
不
作
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
─
殺
人
罪
の
責
任
を
導
く
こ
と
は
、
結
論
に
お
い
て
で
き
な
い
。
こ
の

観
点
で
被
告
人
の
答
責
性
を
認
め
る
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｔ
が
意
識
を
失
っ
て
事
象
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ
た
時
点
で
、
な
お
Ｔ
の
救
命

が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
Ｌ
Ｇ
は
、
Ｔ
が
意
識
を
失
っ
た
時
点
で
は
、
救
助
を
試
み
て
も
─
薬
物
の
重
大

な
効
果
が
す
で
に
生
じ
て
い
た
の
で
─
失
敗
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
定
を
し
た
。
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
も
そ
の
よ
う
に
思
っ

て
い
た
の
で
（
不
作
為
に
よ
る
）
殺
人
罪
の
未
遂
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
結
局
、
刑
法
三
二
三
ｃ
条
の
不
救
助
罪
も
考
え
ら
れ
な
い
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
判
決
は
、
不
治
の
重
病
者
に
薬
物
を
提
供
し
て
そ
の
自
殺
を
幇
助
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
成
否
を
問
題
に
し
、
被
害
者
が
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意
識
を
失
っ
た
時
点
で
は
結
果
を
阻
止
す
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
同
罪
の
未
遂
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

結
果
阻
止
の
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
に
、
毒
物
の
提
供
と
い
う
先
行
行
為
に
基
づ
く
救
助
義
務
が
生
ず
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い）

（（
（

。（
（
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
一
二
民
事
部
）
二
〇
〇
三
年
三
月
一
七
日
決
定
「
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
事
件
」）

（（
（

①　

事
案
の
概
要
と
訴
訟
経
過

当
事
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
九
日
に
、
心
筋
梗
塞
に
よ
る
低
酸
素
性
の
脳
障
害
か
ら
遷
延
性
植
物
状
態
に
陥
り
、
そ
れ
以
降
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ）

（（
（

に

よ
る
栄
養
補
給
を
受
け
、
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｇ
〔
区
裁
判
所
〕
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
（Lübeck

）
は
、
当
事
者
の
治
療
に
当
た
っ
て

い
た
病
院
の
申
立
て
に
よ
り
、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
本
人
の
息
子
─
関
係
人
─
を
世
話
人
に
任
命
し
た
。

こ
の
関
係
人
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
八
日
に
、
後
見
裁
判
所
で
あ
る
Ａ
Ｇ
に
お
い
て
、
そ
の
父
親
の
た
め
に
「
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
補
給
の
停

止
」
を
提
案
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
父
親
の
状
態
の
改
善
が
期
待
で
き
ず
、
停
止
す
る
こ
と
が
父
親
が
以
前
表
明
し
た
希
望
に
沿
う
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
関
係
人
は
、
タ
イ
プ
打
ち
さ
れ
、
本
人
の
自
筆
に
よ
る
場
所
・
日
付
・
署
名
の
入
っ
た
次
の
よ
う
な
当
事
者
の
指
示
書
を

提
示
し
た
。指

示
書

私
は
、
判
断
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
指
示
す
る
。

回
復
し
え
な
い
意
識
喪
失
、
脳
の
き
わ
め
て
重
大
な
継
続
的
障
害
に
陥
り
、
も
し
く
は
生
命
に
と
っ
て
重
要
な
身
体
の
諸
機
能
が
継
続
的
に
失

わ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
死
に
至
る
病
気
の
最
終
段
階
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
治
療
し
て
も
死
の
経
過
を
長
引
か
せ
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
は
、

私
は
、
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・
集
中
治
療
を
希
望
し
な
い

・
栄
養
の
停
止
を
希
望
す
る

・
必
要
で
あ
れ
ば
不
安
や
苦
痛
を
緩
和
す
る
措
置
だ
け
を
希
望
す
る

・
人
工
呼
吸
を
希
望
し
な
い

・
輸
血
を
希
望
し
な
い

・
臓
器
移
植
を
希
望
し
な
い

・
人
工
心
肺
装
置
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
。

私
の
信
頼
で
き
る
人
は
…
（
妻
と
息
子
・
娘
の
氏
名
と
住
所
が
続
く
）。

私
は
は
っ
き
り
と
し
た
理
解
力
を
も
ち
、
法
的
状
況
を
完
全
に
認
識
し
て
こ
の
指
示
書
に
署
名
す
る
。

　
　

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク 

一
九
九
八
年
一
一
月
二
七
日　

H.
S.

当
事
者
の
妻
と
娘
は
、
関
係
人
の
提
案
に
同
意
し
て
こ
れ
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
Ａ
Ｇ
は
、
後
見
裁
判
所
が
承
認

す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
が
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
の
申
立
て
を
認
め
な
か
っ
た
。
Ｌ
Ｇ
も
、
こ
れ
に
対
す
る
異
議
申
立
を
斥
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
関
係
人
が
さ
ら
に
異
議
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
Ｏ
Ｌ
Ｇ
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
（Schlesw

ig

）
は
、
原
審
と
同
じ
く
そ
の
異
議
申
立
を

退
け
よ
う
と
考
え
た
が
、
回
復
し
え
な
い
脳
障
害
に
よ
り
判
断
能
力
を
失
っ
た
当
事
者
の
世
話
人
が
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
補
給
の
停
止
に
同
意
す

る
に
は
民
法
一
九
〇
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
後
見
裁
判
所
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
過
去
の
Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
諸
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
を
Ｂ

Ｇ
Ｈ
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
。



三
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②　

決
定
の
要
旨

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
二
民
事
部
は
、
Ａ
Ｇ
お
よ
び
Ｌ
Ｇ
の
判
断
は
維
持
し
え
な
い
と
し
て
こ
れ
を
破
棄
し
、
本
件
を
Ａ
Ｇ
に
差
し
戻
し
た
。
そ
の
決
定
要
旨
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ａ　

患
者
が
同
意
能
力
を
失
い
、
そ
の
根
本
的
疾
患
が
回
復
し
が
た
い
死
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
生
命
維
持
措
置
ま

た
は
延
命
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
─
た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
患
者
の
指
示
書
の
形
式
で
─
表
明
さ
れ
た
患
者
の
意
思
に
合
致
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
患
者
が
も
は
や
自
己
の
責
任
に
よ
る
判
断
を
な
し
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
お

い
て
も
、
同
意
能
力
の
あ
る
状
態
で
表
明
さ
れ
た
患
者
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
人
間
の
尊
厳
か
ら
帰
結
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
た
患
者
の
表
明
さ
れ
た
意
思
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
そ
の
措
置
の
許
容
性
は
患
者
の
推
定
的
意
思
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
、
そ
の
意
思
は
個
別
的
に
─
し
た
が
っ
て
患
者
の
生
に
つ
い
て
の
判
断
、
価
値
観
お
よ
び
確
信
か
ら
─
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ　

患
者
の
た
め
に
世
話
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
世
話
人
は
、
自
己
の
法
的
責
任
に
お
い
て
、
民
法
一
九
〇
一
条
の
基
準
に

よ
り
、
医
師
と
看
護
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
患
者
の
意
思
を
表
明
し
、
こ
れ
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
世
話
人
が
医
師
の
立
場
か

ら
み
て
必
要
と
さ
れ
る
生
命
維
持
措
置
ま
た
は
延
命
措
置
の
同
意
を
有
効
に
拒
否
で
き
る
の
は
、
後
見
裁
判
所
の
承
認
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

医
師
の
立
場
か
ら
み
て
そ
う
し
た
措
置
ま
た
は
継
続
的
措
置
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
世
話
人
の
同
意
と
後
見
裁
判
所
の
承
認
を
問
題

に
す
る
余
地
は
な
い
─
そ
う
し
た
措
置
が
最
初
か
ら
医
学
的
に
必
要
で
な
か
っ
た
り
、
も
は
や
無
意
味
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由

か
ら
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
後
見
裁
判
所
の
判
断
の
権
限
は
、
民
法
一
九
〇
四
条
の
類
推
適
用
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
世

話
法
の
当
然
の
要
請
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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③　

コ
メ
ン
ト

本
決
定
は
、
疾
病
が
回
復
し
が
た
い
死
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
、
同
意
能
力
を
失
っ
た
患
者
が
あ
ら
か
じ
め
延
命
措
置
を
と
ら

な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
場
合
に
は
、
自
己
決
定
権
の
尊
重
を
要
請
す
る
人
間
の
尊
厳
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
示
す
と
と
も
に
、
世
話
人
が
医
師
の
立
場
か
ら
み
て
必
要
と
さ
れ
る
延
命
措
置
の
同
意
を
有
効
に
拒
否
で
き
る
の
は
、
後
見
裁
判
所
の
承
認
が
あ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
決
定
の
立
場
は
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
患
者
の
指
示
の
拘
束
力
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
批
判
が
あ
る
。
本
決
定
を
契
機
と
し
て
、
患
者
の
指
示
の
要
件
と
効
果
を
明
文
に
よ
っ
て
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
有
力
に
な
り
、
連

邦
法
務
省
は
そ
の
法
制
化
を
検
討
す
る
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た）

（（
（

。

（
8
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
一
二
民
事
部
）
二
〇
〇
五
年
六
月
八
日
決
定）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

原
告
は
、
当
時
一
六
歳
で
あ
っ
た
一
九
九
八
年
に
自
殺
を
試
み
た
が
未
遂
に
終
わ
り
、
そ
の
後
、
意
識
を
失
っ
た
ま
ま
遷
延
性
植
物
状
態
に
陥
り
、
同

年
九
月
一
〇
日
か
ら
、
世
話
人
と
な
っ
た
父
親
が
締
結
し
た
療
養
契
約
に
基
づ
き
、
被
告
と
な
る
Ａ
看
護
施
設
に
入
り
、
同
施
設
に
お
い
て
開
業
医
Ｓ
の

治
療
を
受
け
、
看
護
職
員
に
よ
っ
て
─
施
設
に
入
る
前
に
装
着
さ
れ
た
─
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
補
給
を
受
け
て
い
た
。

二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
四
日
に
、
Ｓ
は
、
世
話
人
と
合
意
の
う
え
、
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
こ
と
と
、
ゾ
ン
デ
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
輸
液
を
減
量
す

る
こ
と
を
指
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
は
、
こ
の
指
示
に
従
え
ば
原
告
は
（
最
長
で
も
）
八
日
な
い
し
一
〇
日
以
内
に
死
亡
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

看
護
職
員
が
医
師
の
指
示
に
従
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。

原
告
は
、
被
告
に
対
し
て
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
が
、
原
原
審
（LG T

raunstein

）
と
原
審
（O

LG M
ünchen

）
が

こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
停
止
を
求
め
て
上
告
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
が
二
〇
〇
四
年
三
月
二
六
日
に
死
亡
し
た
の
で
、
両
当
事
者
は
こ
の
法

的
紛
争
は
終
了
し
た
も
の
と
し
て
、
民
訴
法
に
よ
る
相
互
的
な
訴
訟
費
用
の
申
立
て
を
し
た
。



三
一
四

②　

決
定
の
理
由

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
広
義
の
臨
死
介
助
が
許
さ
れ
る
刑
法
上
の
限
界
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
両
当
事
者
の
訴
を
棄
却
し
た
が
、
臨
死
介

助
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。

（　

Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
見
解
に
反
し
て
、
原
告
の
不
作
為
の
要
求
は
、
被
告
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
療
養
契
約
が
そ
の
要
求
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
い
は
被
告
が
「
被
告
の
憲
法
上
の
権
利
か
ら
導
か
れ
る
拒
否
権
」
を
主
張
し
う
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
た
だ
ち
に
理

由
な
し
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ａ　

胃
ゾ
ン
デ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
人
工
栄
養
は
身
体
の
完
全
性
の
侵
害
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
患
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

患
者
の
明
示
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
る
人
工
栄
養
は
違
法
な
行
為
で
あ
り
、
患
者
は
、
民
法
八
二
三
条
〔
損
害
賠
償
義
務
〕
一
項
と
結
合
し
た

一
〇
〇
四
条
一
項
二
文
〔
不
作
為
請
求
権
〕
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
そ
の
不
作
為
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
要
求
さ
れ
た
不

作
為
に
よ
っ
て
─
本
件
の
よ
う
に
─
患
者
が
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
決
定
す
る
患
者

の
権
利
は
、
生
命
を
維
持
す
る
働
き
を
す
る
強
制
的
治
療
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
許
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ　

原
告
に
対
す
る
人
工
栄
養
は
、
原
告
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
意
思
と
し
て
世
話
人
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
意
思
に
反
し
て
い
た
。
…

ｃ　

原
告
と
締
結
し
た
療
養
契
約
は
、
被
告
に
対
し
て
、
原
告
の
人
工
栄
養
を
同
人
の
─
世
話
人
に
よ
っ
て
拘
束
力
を
も
っ
て
表
明
さ
れ
た
─

意
思
に
反
し
て
継
続
す
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
世
話
人
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
決
定
す
る
原
告
の
権
利
は
、

事
前
の
放
棄
に
な
じ
ま
な
い
。
い
っ
た
ん
与
え
ら
れ
た
身
体
の
完
全
性
の
侵
害
へ
の
同
意
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
ま
で
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。
同
様
に
、
そ
の
後
の
治
療
の
継
続
も
、
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
Ｏ
Ｌ
Ｇ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
両
当
事
者
が
療
養
契
約

に
よ
っ
て
原
告
の
自
己
決
定
の
権
利
を
制
限
し
、
あ
る
い
は
そ
の
権
利
の
限
界
を
拘
束
力
を
も
っ
て
確
定
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
両

当
事
者
は
そ
う
し
た
制
限
あ
る
い
は
拘
束
を
、
法
的
に
有
効
に
取
り
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
療
養
契
約
の
締
結
に
よ
っ
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て
与
え
ら
れ
た
原
告
の
人
工
栄
養
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
は
、
療
養
契
約
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
。
被
告
が
療
養
契
約
に
お
い

て
、
原
告
の
人
工
栄
養
を
も
含
む
扶
助
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
否
か
も
、
重
要
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
給
付
義
務
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
被
告
が
責
を
負
う
給
付
を
受
け
入
れ
る
法
義
務
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
給
付
義
務
は
、
こ
の

よ
う
な
給
付
を
原
告
の
意
思
に
反
し
て
強
制
す
る
被
告
の
権
限
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ｄ　

Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
見
解
に
反
し
て
、
被
告
に
は
、
原
告
の
不
作
為
の
要
求
に
対
し
て
、
基
本
法
一
条
、
二
条
、
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
被
告

ま
た
は
そ
の
職
員
の
権
利
か
ら
導
か
れ
る
拒
否
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
被
告
の
看
護
ス
タ
ッ
フ
は
、
そ
の
職
業
活
動
に
お
い
て
も
人

間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
の
担
い
手
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
倫
理
的
ま
た
は
医
学
的
見
解
が
基
本
法
一
条
一
項
の
保
護

領
域
に
含
ま
れ
、
あ
る
い
は
要
求
さ
れ
た
不
作
為
に
よ
っ
て
こ
の
保
護
領
域
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
基
本
法
二
条
の
違
反
も
認
め

ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
の
自
己
決
定
権
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
原
告
な
い
し
原
告
の
た
め
に
行
為
す
る
世
話
人
の
意
思
─
し

た
が
っ
て
「
他
人
の
権
利
」（
基
本
法
二
条
一
項
）
─
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
原
告
の
要
求
が
看
護
人
の
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

る
か
否
か
は
、
最
終
的
に
判
断
し
な
く
て
よ
い
。
刑
法
が
意
思
能
力
を
失
っ
た
患
者
の
人
工
栄
養
を
命
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
基
本
法
四
条
一
項
を

考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
何
び
と
も
許
さ
れ
な
い
行
為
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
良
心
の
自
由
は
、
世
話
人
に
よ
っ

て
主
張
さ
れ
た
原
告
の
自
己
決
定
権
を
積
極
的
な
行
為
に
よ
っ
て
無
視
し
、
原
告
の
身
体
の
無
傷
性
の
権
利
を
侵
害
す
る
権
利
を
、
看
護
人
に
与

え
る
も
の
で
は
な
い
。
…

2　

Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
─
そ
の
立
場
か
ら
一
貫
し
て
─
被
告
な
い
し
そ
の
組
織
と
職
員
が
原
告
の
不
作
為
の
要
求
に
従
う
こ
と
が
、刑
法
の
禁
止
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
し
な
か
っ
た
。
原
告
の
要
求
が
目
指
し
て
い
る
広
義
の
臨
死
介
助
の
刑
法
上
の
限
界
は
、
当
刑
事
部
に
は
こ
れ
ま

で
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
限
界
は
本
件
の
判
断
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
告
は
、
被

告
の
組
織
と
ス
タ
ッ
フ
が
刑
法
の
命
令
に
反
す
る
危
険
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
行
為
に
つ
い
て
、
民
法
上
不
利
益
な
判
断
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
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か
ら
で
あ
る
。
本
件
の
訴
訟
は
─
本
件
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
べ
き
費
用
決
定
に
鑑
み
─
こ
の
限
界
い
か
ん
の
問
題
に
最
終
的
に
答
え
る
に
適
し

た
場
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
法
的
紛
争
の
最
終
的
な
解
決
は
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
決
定
は
、
い
ま
だ
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
っ
て
い
な
い
患
者
に
対
す
る
延
命
措
置
の
継
続
の
是
非
に
つ
い
て
、
世
話
人
が
担
当
医
師
と
合
意
の

う
え
、
被
世
話
人
で
あ
る
同
意
能
力
の
な
い
患
者
の
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
場
合
に
は
、
看
護
施
設
は
療
養
契
約
を
も
っ
て
こ
の

要
求
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
看
護
ス
タ
ッ
フ
の
良
心
の
自
由
も
そ
れ
だ
け
で
人
工
栄
養
の
継
続
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
も
の
で
あ

る
）
（（
（

。
（
9
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
二
刑
事
部
）
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決 「
フ
ル
ダ
事
件
」
ま
た
は
「
プ
ッ
ツ
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

原
審
（LG Fulda

）
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
（Putz
）
は
、
医
事
法
の
専
門
分
野
、
と
り
わ
け
苦
痛
緩
和
医
療
の
領
域
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る

弁
護
士
で
あ
っ
た
。
同
人
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
、
一
九
三
一
年
生
ま
れ
の
Ｅ
Ｋ
女
（
以
下
「
Ｋ
女
」
と
い
う
）
の
二
人
の
子
、
す
な
わ
ち
原
審
で
共
同

被
告
人
と
な
っ
た
Ｇ
女
と
、
そ
の
弟
で
そ
の
後
死
亡
し
た
Ｐ
Ｋ
男
（
以
下
「
Ｋ
男
」
と
い
う
）
か
ら
相
談
を
受
け
て
い
た
。

Ｋ
女
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
か
ら
脳
出
血
に
よ
り
意
識
不
明
の
状
態
に
あ
っ
た
。
同
女
は
、
そ
れ
以
来
話
す
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
老
人
ホ
ー
ム

で
看
護
さ
れ
、
腹
壁
を
通
し
た
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
に
よ
っ
て
人
工
栄
養
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
同
女
は
、
二
〇
〇
六
年
の
骨
折
の
後
、
左
腕
を
切
除
さ
れ
、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
は
身
長
一
五
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
体
重
四
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
ま
で
痩
せ
衰
え
て
い
た
。
同
女
の
健
康
状
態
の
回
復
は
も
は
や
期

待
で
き
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
に
、
Ｇ
女
の
父
親
〔
Ｋ
女
の
夫
〕
が
重
大
な
健
康
障
害
を
伴
わ
な
い
脳
出
血
を
患
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
同
年
九
月
末
に
、
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Ｇ
女
が
母
親
の
Ｋ
女
に
対
し
て
、
も
し
Ｋ
女
に
何
か
あ
っ
た
ら
自
分
と
弟
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
Ｋ
女
が
こ
れ
に
対
し
て
、
自
分
が

意
識
不
明
に
な
っ
て
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
人
工
的
な
栄
養
や
呼
吸
に
よ
る
延
命
措
置
を
望
ま
な
い
、「
管
」
の
よ
う
な

も
の
に
繋
が
れ
た
く
な
い
と
答
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

当
初
は
Ｋ
女
の
夫
が
そ
の
世
話
人
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
後
に
そ
の
補
助
の
た
め
、
職
業
世
話
人
の
女
性
が
付
さ
れ
た
。
そ
の
女
性
は
、
Ｋ
女
の
夫
が

死
亡
し
た
後
の
二
〇
〇
五
年
末
か
ら
、
単
独
で
Ｋ
女
の
世
話
を
引
き
受
け
た
。
Ｇ
女
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
、
そ
の
女
性
に
対
し
て
、
自
分
と
弟
に
は

母
親
を
尊
厳
を
も
っ
て
死
な
せ
る
た
め
に
胃
の
ゾ
ン
デ
を
取
り
外
し
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
る
と
伝
え
た
。
Ｇ
女
は
そ
の
際
に
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
母

親
と
交
わ
し
た
会
話
と
、
そ
の
件
を
夫
と
話
し
合
っ
て
か
ら
文
書
に
す
る
よ
う
に
と
い
う
娘
の
依
頼
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
そ
の
内
容
を

文
書
化
し
な
か
っ
た
こ
と
を
話
し
た
。
そ
の
女
性
は
、
Ｋ
女
の
推
定
的
意
思
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
ゾ
ン
デ
の
取
り
外
し
を
拒

み
、
そ
の
後
に
代
理
人
と
な
っ
た
被
告
人
の
た
び
重
な
る
働
き
か
け
に
対
し
て
も
拒
否
の
態
度
を
と
り
続
け
た
。

被
告
人
は
そ
の
後
も
、
Ｇ
女
と
そ
の
弟
と
と
も
に
、
人
工
栄
養
を
停
止
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
被
告
人
の
提
案
に
よ
り
、
二
〇
〇
七
年
八
月
に
、
二
人

の
子
が
母
親
の
世
話
人
に
任
命
さ
れ
た
。
治
療
に
当
た
っ
て
い
た
家
庭
医
も
、
そ
の
見
地
か
ら
、
人
工
栄
養
を
継
続
す
る
た
め
の
医
学
的
な
事
由
が
も
は

や
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
世
話
人
ら
の
提
案
を
支
持
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
は
施
設
の
経
営
部
と
職
員
の
反
対
に
あ
っ
た
。
施
設
の
経
営

者
の
女
性
は
、
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
旨
の
医
師
に
よ
る
明
示
の
指
示
が
あ
っ
て
も
看
護
職
員
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
最
終
的
に
あ
る
妥

協
策
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
関
係
者
全
員
の
道
徳
観
を
し
か
る
べ
く
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
職
員
は
ひ
き
続
き
狭
義
の
看
護
行
為
を
行
い
つ
つ
、
Ｇ

女
と
Ｋ
男
が
み
ず
か
ら
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
補
給
を
停
止
し
、
必
要
な
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
世
話
を
行
い
、
母
親
を
死
に
至
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
Ｇ
女
と
Ｋ
男
は
、
被
告
人
と
相
談
し
た
後
に
こ
れ
に
同
意
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
〇
日
に
、
Ｇ
女
が
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
の
供
給
を
停
止
し
、
輸
液
の
供
給
も
減
量
さ
れ
は
じ
め
た
。
し
か
し
、

そ
の
翌
日
、
施
設
全
体
の
経
営
部
が
施
設
の
経
営
部
に
対
し
て
、
人
工
栄
養
を
す
ぐ
に
再
開
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
出
し
た
。
Ｇ
女
と
Ｋ
男
は
、
こ
れ

に
同
意
す
る
意
思
を
表
明
し
な
け
れ
ば
施
設
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
と
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
は
、
同
日
、
ゾ
ン
デ
に
よ
る
栄
養
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が
施
設
に
よ
っ
て
違
法
に
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
効
果
的
な
権
利
保
護
が
す
ぐ
に
得
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
Ｇ
女
と
Ｋ
男
に
対
し
て
、
ゾ
ン
デ

の
管
を
腹
壁
の
す
ぐ
上
の
所
で
切
断
す
る
よ
う
電
話
で
助
言
し
た
。
被
告
人
に
よ
る
法
的
状
況
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
ど
の
病
院
も
自
ら
の
権
限
で
新
し
い

ゾ
ン
デ
を
つ
な
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
Ｋ
女
は
死
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｇ
女
は
こ
の
助
言
に
従
い
、
そ
の
弟
の
助

力
を
得
て
、
数
分
後
に
管
を
切
断
し
た
。
施
設
の
職
員
が
そ
の
数
分
後
に
こ
れ
を
発
見
し
、
施
設
の
経
営
部
が
警
察
に
通
報
し
た
の
で
、
そ
の
後
Ｋ
女
は
、

検
察
官
の
指
示
に
よ
り
、
子
ら
の
意
思
に
反
し
て
病
院
に
収
容
さ
れ
、
そ
こ
で
新
し
い
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
を
接
続
さ
れ
、
人
工
栄
養
の
補
給
が
再
開
さ
れ
た
。

同
女
は
二
〇
〇
八
年
一
月
五
日
に
、
そ
の
疾
病
に
基
づ
く
自
然
死
に
よ
り
死
亡
し
た
。

Ｌ
Ｇ
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
一
日
の
被
告
人
の
行
為
を
、
Ｇ
女
と
共
同
で
行
っ
た
作
為
に
よ
る
故
殺
罪
の
未
遂
（
刑
法
二
一
二
条
、
二
二
条
、

二
五
条
二
項
）
と
評
価
し
、
Ｋ
女
の
推
定
的
同
意
に
よ
っ
て
も
、
緊
急
救
助
な
い
し
正
当
化
す
る
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
ず
、
ま
た
免
責
す

る
緊
急
避
難
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
許
さ
れ
て
い
る
と
誤
信
し
た
と
い
う
被
告
人
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
同
人
は
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る

弁
護
士
で
あ
り
そ
の
錯
誤
は
回
避
し
え
た
と
し
て
、
こ
れ
を
退
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
被
告
人
を
九
月
の
自
由
刑
に
処
し
、
そ
の
執
行
を
猶
予
し
た
。
共
同

被
告
人
と
な
っ
た
Ｇ
女
は
、
被
告
人
の
法
的
助
言
に
よ
り
回
避
し
え
な
い
禁
止
の
錯
誤
（
刑
法
一
七
条
一
文
）
に
陥
っ
て
い
た
の
で
、
責
任
が
な
い
と
い

う
理
由
で
無
罪
と
さ
れ
た
（LG Fulda, U

rt. v. 30. 4. 2009
─（（ Js （/08 （ K

s, BeckRS 20（0, 0（420

）。

被
告
人
は
事
実
的
非
難
を
理
由
と
す
る
上
告
に
よ
り
、
原
判
決
の
破
棄
と
無
罪
の
言
渡
し
を
求
め
た
。
検
察
官
は
事
実
的
非
難
を
理
由
と
し
て
、
被
告

人
の
不
利
益
と
な
る
上
告
を
申
し
立
て
、
原
審
の
量
刑
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
た
。

②　

判
決
の
理
由

被
告
人
の
上
告
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
、
検
察
官
の
上
告
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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Ⅰ　

被
告
人
の
上
告

被
告
人
の
上
告
は
、
原
判
決
が
実
体
法
に
違
反
し
て
い
る
と
非
難
す
る
。
こ
の
上
告
に
よ
り
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
、
被
告
人
は
無
罪
と
さ
れ

る
。
原
審
は
、
被
告
人
の
助
言
に
よ
り
行
わ
れ
た
原
審
の
共
同
被
告
人
Ｇ
女
に
よ
る
ゾ
ン
デ
の
管
の
切
断
は
刑
法
二
五
条
二
項
に
よ
り
被
告
人
に

帰
属
さ
れ
る
の
で
、
被
告
人
の
行
為
と
そ
の
切
断
は
故
殺
罪
の
未
遂
と
な
り
、
同
意
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ず
、
そ
の
他
の
正
当
化
事
由
も
認
め

ら
れ
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
見
解
は
結
論
に
お
い
て
法
的
検
討
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。

（　

原
審
は
、
有
罪
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
被
告
人
の
行
為
に
先
行
す
る
事
象
に
つ
い
て
、
明
確
な
法
的
評
価
を
し
な
か
っ
た
。
原
審
は
、
施

設
の
経
営
者
が
世
話
人
と
主
治
医
の
意
思
に
反
し
て
人
工
栄
養
を
再
開
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
は
、
当
事
者
ら
の
自
己
決
定
権
を
違
法
に
侵
害

し
た
こ
と
に
な
る
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
見
解
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
人
工
栄
養
の
停
止
が
適
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の

点
で
は
、
原
審
は
結
果
的
に
適
切
な
前
提
に
立
っ
て
い
た
。

ａ　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
刑
事
部
は
、
す
で
に
一
九
九
四
年
九
月
一
三
日
の
判
決
（BGH

St 40, 2（（

［2（（

］「
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
」
判
決
）
に
お
い
て
、

回
復
し
が
た
い
き
わ
め
て
重
い
脳
障
害
を
も
ち
、
判
断
能
力
を
失
っ
た
女
性
患
者
の
人
工
栄
養
を
、
そ
の
看
護
人
（Pfleger

）
に
任
命
さ
れ
た
息

子
と
患
者
の
主
治
医
が
共
同
し
て
中
止
し
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
そ
の
患
者
の
根
本
的
な
疾
病
は
─
本
件
と
同
様
に
─
い
ま
だ
す

ぐ
に
死
に
至
る
経
過
を
た
ど
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
第
一
刑
事
部
が
認
定
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
医
師
会
の
当
時
の
「
臨
死
介
助
の
た
め

の
要
綱
」（D
eutsches Ä

rzteblatt （993 B

─（（9（f.

を
参
照
）
の
諸
基
準
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
の
事
例
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
の
限
界
事
例
の
特
殊
な
諸
事
情
に
鑑
み
、
治
療
や
措
置
の
中
止
に

よ
っ
て
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
許
容
さ
れ
る
行
為
は
、
そ
の
患
者
が
中
止
に
推
定
的
に
同
意
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
最
初
か

ら
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、
患
者
の
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
思
に
反
す
る
治

療
は
原
則
と
し
て
行
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
継
続
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」（BGH

St 40, 2（（

［2（2

］）
と
。
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も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
二
民
事
部
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
一
七
日
の
決
定
（BGH
Z （（4, 20（

「
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
事
件
」
決
定
）
に
お
い
て
、

遷
延
性
植
物
状
態
に
陥
っ
た
患
者
の
事
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
意
能
力
の
な
い
患
者
に
つ
い
て
、
生
命
維
持
あ
る

い
は
延
命
の
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
が
患
者
の
実
際
に
表
明
さ
れ
た
意
思
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
そ
の
根
本
的
な
疾
病
が
「
回
復
し
が
た
い
死
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
た
ど
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
、
と
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
文
献
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
の
許
容
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
民
事
判
例
と
刑
事
判
例
の
間

に
見
解
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
第
一
二
民
事
部
が
二
〇
〇
五
年
六
月
八
日
の
費
用
決
定
（BGH

Z （（3, 

（9（

）
に
お
い
て
、
遷
延
性
植
物
状
態
に
よ
り
判
断
能
力
の
な
い
患
者
に
つ
い
て
、
世
話
人
と
医
師
が
一
致
し
て
そ
の
後
の
人
工
栄
養
の
継
続
に
反

対
し
て
い
る
場
合
に
は
、
施
設
の
経
営
者
は
、
世
話
人
に
よ
っ
て
拘
束
力
を
も
っ
て
表
明
さ
れ
た
患
者
の
意
思
に
反
し
て
人
工
栄
養
を
継
続
す
る

権
限
は
な
く
、
後
見
裁
判
所
も
そ
の
判
断
を
す
る
権
限
が
な
い
と
し
た
後
も
、
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
根
本
的
な
疾

患
が
す
ぐ
に
死
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
た
こ
と
は
、
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
よ
り
、
公
的
な
承
認
に
お
い
て
、
生
命
維
持
の
た
め
の
医
学
的
治
療
を
患
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
打
ち
切
る
こ
と
を
許
容
す
る
た
め
の

前
提
条
件
と
射
程
に
つ
い
て
不
明
確
さ
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
世
話
法
の
第
三

次
改
正
法
（BGBlⅠ 228（

）
に
よ
り
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
三
項
に
よ
っ
て
疾
病
の
種
類
と
段
階
は
（
も
は
や
）
問
題
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
。

ｂ　

も
っ
と
も
、
Ｌ
Ｇ
が
結
論
に
お
い
て
適
切
に
認
め
た
よ
う
に
、
原
審
の
共
同
被
告
人
と
そ
の
弟
に
よ
っ
て
カ
ロ
リ
ー
を
含
有
す
る
輸
液
の

供
給
が
行
わ
れ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
減
量
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
人
工
栄
養
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
に

よ
る
適
法
な
治
療
中
止
に
つ
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
前
提
条
件
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
行
為
時
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
基
づ
い
て
す
で
に
許

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
本
件
で
は
、
同
意
無
能
力
に
な
る
前
に
明
示
的
に
示
さ
れ
た
Ｋ
女
の
現
実
的
な
意
思
が
疑
問
の
余
地
な
く
認
定
さ
れ
て

い
る
の
で
─
個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
認
定
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
─
当
事
者
の
推
定
的
意
思
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
世
話
人
と
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主
治
医
と
の
間
に
、
人
工
栄
養
の
停
止
が
患
者
の
意
思
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
了
解
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
前
提
条
件
の
も
と
で
は
、
人
工
栄

養
を
継
続
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
世
話
法
上
の
裁
判
所
の
承
認
ま
た
は
指
示
は
必
要
で
な
か
っ
た
。

ｃ　

し
た
が
っ
て
、
Ｌ
Ｇ
が
、
施
設
の
経
営
部
に
よ
っ
て
通
告
さ
れ
た
人
工
栄
養
の
再
開
は
患
者
の
身
体
の
不
可
侵
性
と
自
己
決
定
権
に
対
す

る
違
法
な
侵
害
で
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
法
的
な
誤
り
は
な
い
。
行
為
時
に
お
い
て
す
で
に
完
全
に
支
配
的
で
あ
っ
た
法
的
見
解
に

よ
れ
ば
、
施
設
と
の
契
約
も
良
心
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
）
も
、
施
設
の
経
営
部
や
看
護
職
員
に
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
無
視
し
、
憲
法

上
保
障
さ
れ
た
身
体
の
無
傷
性
に
つ
い
て
の
権
利
を
専
断
的
に
侵
害
す
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
（BGH

Z （（3, （9（

［200

］; 

な
お
、
こ

れ
と
異
な
る
の
はO

LG M
ünchen, N

JW
 2003, （（43

［（（4（

］; LG T
raunstein, N

JW
-RR 2003, 22（

［224

］）。

2　

有
罪
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
た
被
告
人
と
原
審
の
共
同
被
告
人
の
行
為
に
よ
っ
て
、
人
工
栄
養
の
違
法
な
再
開
と
、
そ
の
点
に
認
め
ら
れ
る

身
体
の
無
傷
性
と
自
己
決
定
権
の
侵
害
が
阻
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
行
為
が
す
で
に
し
て
緊
急
救
助
（
刑
法
三
二
条
）
の
原
則
に
よ
り

正
当
化
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
Ｌ
Ｇ
が
否
定
し
た
こ
と
は
適
切
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
上
記
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
刑
法

三
二
条
の
意
味
で
の
正
当
防
衛
状
況
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
被
告
人
と
世
話
人
に
刑
法
三
二
条
二
項
に
よ
る
緊
急
救
助
の
権
利
を
与
え
て
い

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
件
で
は
、
防
衛
行
為
は
侵
害
者
の
法
益
に
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
侵
害
者
の
法
益
だ
け
に
向
け
ら

れ
て
お
ら
ず
（
管
の
切
断
に
よ
る
器
物
損
壊
）、
と
り
わ
け
被
侵
害
者
自
身
の
そ
れ
以
外
の
最
上
位
の
法
益
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
被
侵

害
者
の
生
命
と
い
う
法
益
へ
の
侵
害
が
、
同
一
人
の
身
体
の
無
傷
性
と
い
う
法
益
と
自
己
決
定
権
の
侵
害
に
対
す
る
緊
急
救
助
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
独
立
し
た
法
益
侵
害
と
し
て
、
緊
急
救
助
の
状
況
と
は
別
の
固
有
の
正
当
化
を
必
要
と
す

る
。Ｌ

Ｇ
が
結
論
に
お
い
て
適
切
に
認
め
た
よ
う
に
、
刑
法
三
四
条
に
よ
る
緊
急
避
難
の
観
点
か
ら
の
正
当
化
も
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

本
件
で
は
す
で
に
、
被
告
人
の
侵
害
は
、
刑
法
三
四
条
の
意
味
で
の
（
身
体
の
無
傷
性
と
自
己
決
定
権
と
い
う
法
益
に
と
っ
て
）
現
在
の
危
険
が
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切
迫
し
て
い
る
人
の
最
上
位
の
法
益
（
生
命
）
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
三
五
条
に
よ
る
免
責
、
あ
る
い
は
「
超
法
規
的
な
」
緊

急
避
難
の
観
点
か
ら
の
免
責
も
、
同
様
に
認
め
ら
れ
な
い
。

3　

し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
殺
人
行
為
に
つ
い
て
正
当
化
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
世
話
人
と
し
て
の
Ｋ
女
の
子
ら

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
当
事
者
の
意
思
、
す
な
わ
ち
、
人
工
栄
養
を
停
止
し
て
そ
の
継
続
や
再
開
を
し
な
い
と
い
う
Ｋ
女
の
同
意
か
ら
生
ず
る
こ

と
に
な
る
。

本
件
は
、
こ
れ
ま
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
判
断
し
て
き
た
諸
事
例
と
異
な
り
、
人
工
栄
養
の
再
開
を
妨
げ
、
生
命
の
終
了
を
直
接
的
に
目
的
と
す
る
原
審

の
共
同
被
告
人
の
行
為
が
、
Ｌ
Ｇ
が
法
的
な
誤
り
な
く
認
め
た
よ
う
に
、
刑
法
二
五
条
二
項
に
よ
っ
て
被
告
人
自
身
の
行
為
と
し
て
帰
属
さ
れ
、

そ
れ
が
一
般
原
則
に
よ
り
不
作
為
で
は
な
く
積
極
的
な
作
為
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、「
臨
死

介
助
」
の
観
点
か
ら
生
命
を
直
接
的
に
終
了
さ
せ
る
措
置
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
判
例
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

当
刑
事
部
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
世
話
法
の
第
三
次
改
正
法
（BGBlⅠ 228（

）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
民
事
法
の
法
状
況
を
も
考
慮
し

て
、
こ
の
点
に
固
執
し
な
い
。

ａ　

立
法
者
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
法
律
─
い
わ
ゆ
る
患
者
の
指
示
法
─
（BGBlⅠ 228（

）
に
よ
っ
て
、
患
者
の
意
思
に
方
向
づ
け

ら
れ
た
治
療
の
限
界
づ
け
に
つ
い
て
の
世
話
法
上
の
枠
を
定
め
た
。
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
の
法
律
は
、
と
り
わ
け
法
的
安
定

性
と
行
為
の
安
全
性
を
も
た
ら
す
こ
と
も
目
的
と
し
た
。
法
律
に
よ
る
新
規
定
の
た
め
の
諸
基
準
は
、
一
つ
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
人
の
自
己
決

定
権
で
あ
り
、
そ
れ
は
医
学
的
治
療
と
場
合
に
よ
っ
て
は
延
命
措
置
を
も
、
そ
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
拒
否
す
る
権
利
を
含
ん
で
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
同
様
に
憲
法
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
人
命
の
保
護
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
刑
法
二
一
二
条
と
二
一
六
条
の
刑
法
規
範
に

お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

世
話
法
の
第
三
次
改
正
法
の
立
法
者
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
衡
量
し
て
、
包
括
的
な
審
議
と
意
見
聴
取
の
後
に
、
多
数
の
知
見
と
種
々
様
々
な
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意
見
を
考
慮
し
て
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
点
で
は
患
者
に
同
意
能
力
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
具
体
的
な
治
療
の
希
望
の
中

で
表
明
さ
れ
た
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
は
、
そ
の
患
者
の
疾
病
の
種
類
と
段
階
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
拘
束
力
を
も
ち
、
世
話
人
な
ら
び

に
主
治
医
を
拘
束
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
三
項
）。
医
学
的
措
置
を
行
う
か
行
わ
な
い
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
中
止
す

る
か
否
か
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
世
話
法
上
の
裁
判
所
の
承
認
が
必
要
と
な
る
の
は
、
み
ず
か
ら
意
思
表
示
で
き
な
い
患
者
の
意
思
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
そ
の
措
置
の
医
学
的
適
用
事
由
に
つ
い
て
、
医
師
と
世
話
人
ま
た
は
代
理
人
と
の
間
で
見
解
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（
民
法

一
九
〇
四
条
二
項
、
四
項
）。
さ
ら
に
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
諸
規
定
は
、
被
世
話
人
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
を
調
査
す
る
た
め

の
世
話
法
上
の
手
続
原
則
を
定
め
て
い
る
。

ｂ　

こ
の
新
規
定
の
効
果
は
刑
法
に
も
波
及
す
る
。
も
っ
と
も
、
刑
法
二
一
二
条
、
二
一
六
条
の
規
定
は
世
話
法
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
影
響
さ

れ
な
い
。
世
話
法
の
諸
規
定
は
、
す
で
に
そ
の
文
言
か
ら
、
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
た
多
数
の
事
例
形
態
に
適
用
さ
れ
、
立
法
者
の
意
思
に
照
ら

し
て
も
、
た
と
え
ば
許
さ
れ
た
臨
死
介
助
と
禁
止
さ
れ
た
殺
人
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
特
殊
刑
法
的
な
原
則
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

種
々
様
々
な
世
話
法
上
の
事
例
形
態
を
含
む
、
原
則
と
し
て
制
限
の
な
い
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
の
文
言
そ
れ
自
体
か
ら
、
殺
人
行
為
の
刑
法
上
の

正
当
化
の
問
題
は
、
単
に
民
法
に
従
属
し
た
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ど
こ
で
正
当
化
す
る
同
意
の
限

界
が
超
え
ら
れ
、
可
罰
的
な
要
求
に
よ
る
殺
人
の
領
域
が
始
ま
る
か
は
、
傷
害
を
正
当
化
す
る
同
意
（
刑
法
二
二
八
条
）
の
射
程
い
か
ん
の
問
題

と
同
様
に
、
刑
法
に
特
殊
な
問
題
で
あ
り
、
憲
法
秩
序
に
照
ら
し
、
他
の
法
領
域
の
諸
規
定
を
考
慮
し
つ
つ
、
し
か
し
原
則
と
し
て
実
体
刑
法
の

諸
基
準
に
照
ら
し
て
自
律
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、
そ
の
限
界
は
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
諸
規

定
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
は
、
み
ず
か
ら
意
思
表
明
す
る
こ
と
が
（
も
は
や
）
で
き
な
く
な
っ

た
患
者
の
自
己
決
定
権
の
実
現
の
た
め
の
手
続
法
的
な
防
衛
策
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
は
、
そ
の
患
者
の
意
思
が
同
意
無
能
力
に
な
る

時
点
を
超
え
て
効
力
を
も
ち
、
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
規
定
は
、
明
ら
か
に
す
べ
て
の
関
与
者
の
た
め

の
方
向
づ
け
の
安
定
性
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
秩
序
の
単
一
性
の
観
点
の
も
と
で
、
生
命
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
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因
果
性
を
も
つ
行
為
を
正
当
化
し
う
る
限
界
を
画
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

Ｌ
Ｇ
は
、
本
件
の
患
者
の
同
意
に
よ
る
被
告
人
と
そ
の
共
同
正
犯
者
の
正
当
化
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
Ｌ
Ｇ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ま
で
の
法
律
に
よ
り
許
さ
れ
る
、
そ
の
後
の
人
工
栄
養
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
消
極
的
な
臨
死
介
助
の
前
提
条
件
が
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
の
管
を
切
断
し
た
こ
と
が
積
極
的
な
作
為
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
た
め
患
者
の
同
意
に
正

当
化
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ａ　

こ
の
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
判
例
と
文
献
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
見
解
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
（
一
定
の
諸
条

件
の
も
と
で
）
許
さ
れ
る
「
消
極
的
な
」
臨
死
介
助
と
「
間
接
的
な
」
臨
死
介
助
、
な
ら
び
に
常
に
禁
止
さ
れ
る
「
積
極
的
な
」
臨
死
介
助
を
区

別
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
単
に
人
工
栄
養
を
停
止
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
外
的
な
現
象
形
態
か
ら
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
刑

法
上
重
要
な
意
味
を
も
つ
行
為
の
重
点
に
照
ら
し
て
、
積
極
的
な
所
為
と
し
て
で
は
な
く
、
不
作
為
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
「
消
極
的
な
」
行
為

と
み
な
さ
れ
て
き
た
（BGH

St 40, 2（（
［2（（f.
］「
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
」）。
許
さ
れ
る
「
消
極
的
な
」
臨
死
介
助
は
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
な
見
解

に
よ
る
こ
の
区
別
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
常
に
法
的
意
味
（
刑
法
一
三
条
）
で
の
不
作
為
を
前
提
と
し
て
お
り
、
自
然
的
意
味
に
お
け
る
積
極
的
な

行
為
は
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
常
に
、
刑
法
二
一
二
条
、
二
一
六
条
の
意
味
で
の
違
法
な
殺
人
罪
と
し
て
可
罰
的
に
な
る
。

ｂ　

こ
の
基
準
は
、
正
当
化
さ
れ
る
死
の
惹
起
と
違
法
な
そ
れ
と
を
当
該
患
者
の
同
意
ま
た
は
推
定
的
同
意
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
作
為
と
不
作
為
の
外
見
的
な
現
象
形
態
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
刑
事
部
は
こ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。

aa　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
も
、
義
務
に
違
反
す
る
不
作
為
も
同
様
に
刑
法
二
一
六
条
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
い
る
の
で

（BGH
St （3, （（2

［（（（

］; 32, 3（（

［3（（

］）、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
こ
の
基
準
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
許

さ
れ
た
行
為
と
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
区
別
す
る
基
準
が
外
見
的
な
行
為
の
性
質
の
み
に
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た

し
か
に
法
律
は
、
す
で
に
刑
法
一
三
条
二
項
に
お
い
て
、
不
作
為
に
よ
っ
て
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
に
つ
い
て
刑
の
任
意
的
減
軽
を
認
め
て
い
る
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の
で
、
結
果
を
回
避
す
る
行
為
を
義
務
に
違
反
し
て
行
わ
な
い
こ
と
と
積
極
的
に
結
果
を
惹
起
す
る
作
為
と
を
評
価
に
即
し
て
区
別
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
一
般
的
な
区
別
は
、
同
時
に
、
基
礎
と
な
っ
て
い
る
生
活
実
態
が
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
作
為
と
不
作
為
を
価
値
に
即
し
て
同

等
に
重
視
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
等
に
論
じ
る
と
い
う
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

bb　

許
さ
れ
る
臨
死
介
助
と
刑
法
二
一
二
条
、
二
一
六
条
に
よ
る
可
罰
的
な
殺
人
と
の
限
界
を
、
積
極
的
な
行
為
と
消
極
的
な
行
為
と
い
う
自

然
主
義
的
な
区
別
の
基
準
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
賢
明
で
は
な
い
。
な
ま
の
（erlebt

）
現
実
を
こ
れ
に
反
す
る
規
範
的
な
評
価

に
読
み
替
え
る
こ
と
、
た
と
え
ば
人
工
呼
吸
器
を
停
止
す
る
と
い
う
、
事
実
と
し
て
は
積
極
的
な
行
為
を
─
こ
の
行
為
を
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」

と
し
て
法
的
に
正
当
化
す
る
と
い
う
目
的
で
─
「
規
範
的
に
理
解
さ
れ
た
不
作
為
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
正
当
に
も
批
判
に

さ
ら
さ
れ
、
解
釈
上
許
さ
れ
な
い
「
ト
リ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
評
価
的
な
方
法
で
積
極
的
な
作
為
を
規
範
的
な
不
作
為
に
読
み
替
え
る
こ
と
は
、
現
に
生
じ
て
い
る
諸
問
題
を
正
し
く
評
価
す
る
も

の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
治
療
の
中
止
」
は
、
そ
の
自
然
的
・
社
会
的
意
味
内
容
に
よ
れ
ば
、
単
な
る
不
作
為
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
多
数
の
積
極
的
・
消
極
的
行
為
を
包
含
し
て
い
る
の
で
、
解
釈
論
に
お
い
て
、
ま
た
刑
法
一
三
条
の
不
作
為
の
行
為

に
つ
い
て
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
諸
基
準
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
そ
の
一
部
は
単
な
る
偶
然
に
左

右
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
の
治
療
の
終
了
と
関
連
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
、
治
療
の
中
止
と
い
う
規
範
的
・
評
価
的
な
上

位
概
念
に
包
摂
さ
せ
る
こ
と
が
、
有
意
義
で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
位
概
念
は
、
客
観
的
な
行
為
要
素
と
と
も
に
、
す
で
に
開
始
し

た
医
学
的
治
療
措
置
を
患
者
の
意
思
に
従
っ
て
全
体
と
し
て
終
了
さ
せ
、
あ
る
い
は
当
事
者
や
そ
の
世
話
人
の
意
思
に
照
ら
し
て
、
そ
の
都
度
必

要
と
さ
れ
る
看
護
の
必
要
性
と
準
備
の
必
要
性
と
い
う
基
準
に
即
し
て
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
行
為
者
の
主
観
的
な
目
標
設
定
を
含
ん
で

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
患
者
が
治
療
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
（
も
は
や
）
望
ま
な
い
治
療
の
終
了
に
つ
い
て
も
同
様

に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー
の
取
り
外
し
や
栄
養
補
給
ゾ
ン
デ
が
取
り
外
さ
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
後
の
治
療
措
置
を
行
わ
な
い
不
作
為
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
積
極
的
な
作
為
と
す
る
か
は
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
患
者
の
意
思
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に
（
も
は
や
）
一
致
し
な
い
、
阻
止
さ
れ
る
べ
き
医
学
的
措
置
の
再
開
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

cc　

外
見
的
な
諸
基
準
に
よ
っ
て
積
極
的
行
為
と
消
極
的
行
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
医
学
的
治
療
の
不
作
為
ま
た
は
中
止
に
向
け
ら
れ
た
患

者
の
意
思
に
よ
る
行
為
の
正
当
化
が
認
め
ら
れ
る
限
界
を
、
個
別
事
例
の
正
義
の
要
求
に
即
し
て
適
正
に
画
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
区
別
を
な
し
う
る
た
め
の
他
の
諸
基
準
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
臨
死
介
助
」
と
「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
概
念
そ
れ

自
体
か
ら
、
ま
た
憲
法
秩
序
を
背
景
と
し
た
当
該
法
益
の
衡
量
か
ら
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

治
療
を
行
わ
ず
、
こ
れ
を
制
限
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
る
臨
死
介
助
と
い
う
概
念
は
、
当
事
者
が
生
命
に
危
険
の
あ
る
疾

病
に
罹
患
し
、
当
該
措
置
が
医
学
的
に
生
命
の
維
持
ま
た
は
延
命
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
密
接
な
連
関
に
お
い
て
の
み
、「
臨

死
介
助
」
と
い
う
概
念
は
体
系
的
で
刑
法
上
正
当
な
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
疾
病
の
医
学
的
治
療
と
そ
う
し
た
関
連
の
な
い
と
こ
ろ
で

行
わ
れ
た
故
意
に
生
命
を
終
え
さ
せ
る
行
為
は
、
も
と
も
と
同
意
に
よ
る
正
当
化
に
な
じ
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
法
二
一
六
条
、
二
二
八
条

と
そ
れ
ら
の
規
定
の
基
礎
に
あ
る
私
た
ち
の
法
秩
序
の
評
価
か
ら
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
。

さ
ら
に
、
同
意
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
臨
死
介
助
の
行
為
は
、
そ
れ
が
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
、
上
記
の
意
味
の
医
学
的
治
療
に
直
接
的

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
の
は
、
生
命
維
持
治
療
の
不
作
為
ま
た
は
そ
の
中
止
、
お
よ
び
早
め
に
生

ず
る
か
も
し
れ
な
い
死
の
結
果
を
医
学
的
に
必
要
と
さ
れ
る
緩
和
的
措
置
の
付
随
結
果
と
し
て
甘
受
し
て
行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
間
接
的
な
臨

死
介
助
」
と
い
う
形
態
の
行
為
の
み
で
あ
る
。

基
本
法
一
条
一
項
、
二
条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
個
人
の
自
己
決
定
権
は
、
人
が
自
分
の
身
体
の
無
傷
性
と
、
自
分
の
生
と
死
を
影
響
を
受
け
ず

に
続
け
る
こ
と
へ
の
欲
し
な
い
侵
害
に
対
し
て
防
衛
す
る
権
利
を
与
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
医
学
的
治
療
と
関
連
し
な
い
生
命
へ
の
独
立
し
た

侵
害
を
第
三
者
に
行
わ
せ
る
権
利
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
そ
の
請
求
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
意
に
よ
る
正
当

化
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
た
し
か
に
苦
痛
は
緩
和
さ
れ
る
が
、
疾
病
は
（
も
は
や
）
治
療
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
患
者
は
結
局
、
死
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
始
ま
っ
た
疾
病
の
進
行
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
状
態
を
（
ふ
た
た
び
）
生
じ
さ
せ
る
行
為
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
に
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対
し
て
、
生
命
の
終
了
を
疾
病
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
解
き
放
つ
と
い
う
意
図
的
な
侵
害
が
行
わ
れ
る
諸
事
例
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
、
治
療
の
関
連
性
と
治
療
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
当
事
者
の
意
思
と
い
う
、
治
療
中
止
の
概
念
に
内
在
す
る
諸
基
準
に
よ
っ
て
区
別

す
る
こ
と
は
、
積
極
的
な
行
為
と
消
極
的
な
行
為
を
区
別
す
る
と
い
う
、
解
釈
上
疑
問
が
あ
り
実
務
上
ほ
と
ん
ど
使
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
ま

で
の
区
別
よ
り
、
当
該
法
益
の
重
要
性
を
衡
量
し
、
す
べ
て
の
関
与
者
に
明
確
な
法
的
方
向
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
。

刑
法
二
一
六
条
の
構
成
要
件
的
限
界
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
患
者
に
よ
る
医
学
的
措
置
の
拒
否
や
そ

の
継
続
の
拒
絶
を
正
当
に
考
慮
す
る
行
為
は
、
刑
法
二
一
六
条
の
意
味
で
の
要
求
に
よ
る
殺
人
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、

第
三
次
世
話
法
改
正
法
の
立
法
者
の
意
図
に
も
即
し
た
も
の
で
あ
る
。

dd　

治
療
に
関
連
す
る
患
者
の
意
思
を
認
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
証
拠
上
、
当
該
法
益
の
高
度
の
意
義
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
厳
格
な
諸
基
準
が
適
用
さ
れ
る
（
す
で
にBGH

St 40, 2（（

［2（0f.

］「
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
」
を
参
照
）。
こ
の
こ
と
が
特
に
い
え
る
の
は
、
文
書

に
よ
る
患
者
の
事
前
の
意
思
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
過
去
に
口
頭
で
表
明
さ
れ
た
患
者
の
意
思
を
認
定
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
場
合
で
あ
る
。

民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
手
続
規
定
、
と
り
わ
け
世
話
人
ま
た
は
代
理
人
と
医
師
と
の
絶
対
に
必
要
と
さ
れ
る
共
同
関
与
、
ま
た
場
合
に
よ
っ

て
は
世
話
法
上
の
裁
判
所
の
関
与
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
尊
重
と
遵
守
を
確
実
な
も
の
に
す
る
。

ｃ　

上
で
述
べ
た
治
療
中
止
の
正
当
化
の
諸
原
則
は
、
患
者
を
治
療
す
る
医
師
の
行
為
と
、
世
話
人
や
代
理
人
の
行
為
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
治
療
と
世
話
の
た
め
に
医
師
、
世
話
人
あ
る
い
は
代
理
人
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
補
助
者
と
し
て
働
く
第
三
者
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
治
療
の
中
止
は
原
則
と
し
て
個
々
の
作
為
や
不
作
為
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
主
治

医
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
通
常
は
緩
和
医
療
上
の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
一
連
の
措
置
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
に
な
る
。

（　

当
刑
事
部
が
、
上
述
し
た
刑
法
二
一
六
条
の
解
釈
と
臨
死
介
助
の
領
域
に
お
け
る
同
意
の
正
当
化
事
由
の
内
容
規
定
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
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の
他
の
刑
事
部
の
比
較
的
以
前
の
基
本
的
な
諸
判
決
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
す
る
必
要
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
刑

事
部
は
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
新
規
定
を
基
礎
に
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
構
成
法
一
三
二

条
三
項
に
よ
る
照
会
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
以
前
の
法
状
態
に
よ
り
、
被
告
人
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
法
改
正
は
い
ず
れ
に
し
て
も
刑
法
二
条
三
項
〔
刑
の
変
更
〕
と
刑
事
訴
訟
法
三
五
四
ａ
条
〔
法
令
の
変
更
〕
に
よ
り
、
被
告
人
に
有
利
に
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（　

被
告
人
は
、
Ｋ
女
の
世
話
人
の
依
頼
に
よ
っ
て
こ
の
件
に
関
与
し
、
同
女
に
助
言
す
る
弁
護
士
と
し
て
、
世
話
人
自
身
と
同
様
に
ほ
と
ん

ど
違
法
に
行
為
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
人
は
当
刑
事
部
に
よ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
三
五
四
条
一
項
に
よ
り
無
罪
と
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

Ⅱ　

検
察
官
の
上
告

そ
れ
ゆ
え
、
量
刑
に
つ
い
て
の
み
提
起
さ
れ
た
検
察
官
の
上
告
は
結
局
理
由
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
判
決
は
、
脳
出
血
に
よ
り
意
識
不
明
の
状
態
に
陥
り
、
回
復
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
Ｋ
女
に
対
し
て
、
苦
痛
緩
和
治
療
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
を

有
す
る
弁
護
士
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
Ｋ
女
の
子
で
あ
っ
た
Ｇ
女
と
共
同
し
て
、
Ｋ
女
に
接
続
さ
れ
て
い
た
栄
養
供
給
の
た
め
の
ゾ
ン
デ
を
切
断
し
た
行

為
が
、
故
殺
罪
の
未
遂
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
原
審
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
無
罪
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
従
来
の

理
解
に
よ
れ
ば
、「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
の
う
ち
、
問
題
と
な
る
行
為
の
時
点
で
患
者
が
意
思
表
示
で
き
な
い
類
型
に
当
た
る
事
案
で
あ
る
か
ら
、
死
に

至
る
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
っ
て
い
な
く
て
も
、
病
者
の
推
定
的
同
意
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
例
外
的
に
医
師
に
よ
る
治
療
の
中
止
と
い
う
不
作
為
が
許
さ
れ
る
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こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
件
で
は
、
医
師
で
な
い
被
告
人
が
ゾ
ン
デ
の
管
の
切
断
と
い
う
積
極
的
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
為
を
作
為
と
み

る
べ
き
か
不
作
為
と
み
る
べ
き
か
、
ま
た
、
正
当
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
適
法
と
さ
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
医
療
的
措
置
を
中
止
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
規
範
的
・
評
価
的
な
上
位
概
念
に
包
摂
さ
せ
る

こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
正
当
化
の
根
拠
は
、
世
話
法
の
第
三
次
改
正
法
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
、
世
話
人
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
当
事
者
の

意
思
、
す
な
わ
ち
、
人
工
栄
養
を
停
止
し
て
そ
の
継
続
や
再
開
を
し
な
い
と
い
う
本
人
の
同
意
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
ま

た
、
治
療
中
止
の
正
当
化
要
件
と
し
て
、
中
止
が
患
者
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
適
っ
て
い
る
こ
と
（
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
）
と
、
そ
の
治
療

を
行
わ
な
け
れ
ば
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
経
過
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
点
で
も
注
目
さ
れ
る）

（（
（

。

（
（0
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
第
二
刑
事
部
）
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
〇
日
決
定
「
ケ
ル
ン
事
件
」）

（（
（

①　

事
実
の
概
要
と
訴
訟
経
過

原
審
（LG K

öln

）
が
認
定
し
た
事
実
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

被
告
人
の
姑
で
あ
る
八
二
歳
の
Ｓ
は
、
二
〇
〇
九
年
六
月
二
六
日
に
、
肺
炎
と
心
不
全
の
疑
い
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
病
院
の
一
般
病
棟
に
入
院
し

た
。
Ｓ
は
、
入
院
し
て
か
ら
二
日
間
は
意
識
が
あ
っ
て
話
を
す
る
こ
と
も
で
き
、
治
療
に
同
意
し
て
い
た
が
、
同
月
二
八
日
に
な
っ
て
病
状
が
悪
化
し
た

の
で
、
女
医
Ｈ
が
、
こ
れ
以
上
悪
化
し
た
ら
集
中
治
療
室
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
Ｓ
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

翌
二
九
日
の
午
前
五
時
こ
ろ
、
Ｓ
は
肺
炎
に
よ
る
敗
血
症
の
た
め
同
病
院
の
集
中
治
療
室
に
移
さ
れ
、
鎮
痛
剤
を
投
与
さ
れ
て
意
識
の
な
い
状
態
に
な
り
、

医
療
機
器
が
接
続
さ
れ
た
。
挿
管
措
置
が
と
ら
れ
、
酸
素
吸
入
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
治
療
、
と
り
わ
け
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
継
続
的
な
投
与
を
し
な

け
れ
ば
、
Ｓ
は
す
ぐ
に
死
に
至
る
よ
う
な
状
態
に
陥
る
と
思
わ
れ
た
。
医
師
ら
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
Ｓ
の
症
状
は
死
に
至
り
う
る
ほ
ど
重
い
が
、
医
学
的

な
見
地
か
ら
は
希
望
が
な
い
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
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Ｓ
の
娘
の
Ｔ
は
、
そ
う
し
た
Ｓ
の
状
態
を
電
話
で
知
ら
さ
れ
た
が
、
自
分
は
子
供
た
ち
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
後
に
被
告
人
と
な
る

自
分
の
夫
Ａ
を
病
院
に
行
か
せ
る
と
告
げ
た
。
Ａ
は
、
同
日
の
午
後
、
仕
事
を
終
え
た
後
に
同
病
院
を
訪
れ
、
Ｓ
の
世
話
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
看
護
人

に
対
し
て
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
す
ぐ
に
終
わ
る
」
の
で
何
も
す
る
必
要
は
な
い
と
言
っ
た
。
Ａ
は
、
医
師
ら
か
ら
Ｓ
の
状
態
は
希
望
が
な
い
と
は
い
え
な

い
と
い
う
説
明
を
受
け
た
が
、
す
べ
て
の
措
置
を
す
ぐ
に
中
止
な
い
し
停
止
す
る
よ
う
求
め
た
。
Ａ
は
、
興
奮
し
た
攻
撃
的
な
態
度
で
、
Ｓ
の
意
思
を
表

示
し
た
患
者
の
指
示
書
が
あ
り
、
Ｔ
が
こ
れ
を
預
か
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
が
、
そ
の
詳
し
い
内
容
は
知
ら
な
か
っ
た
。
Ａ
は
Ｔ
に
電
話
を
か
け
た
が
、

Ｔ
は
Ａ
に
、
Ｓ
は
「
延
命
措
置
」
を
望
ん
で
い
な
い
と
告
げ
た
だ
け
だ
っ
た
。
Ａ
は
、
そ
の
希
望
が
医
学
的
な
見
地
か
ら
治
療
の
効
果
を
期
待
で
き
な
い

場
合
に
限
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ａ
は
Ｔ
に
対
し
て
、
医
師
ら
が
そ
の
用
意
が
な
い
な
ら
ば
自
分
が
「
延
命
措

置
」
を
停
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
ほ
の
め
か
し
た
。
Ａ
は
医
師
ら
に
対
し
て
治
療
の
中
止
を
何
度
も
強
く
求
め
た
が
、
医
師
ら
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
Ｓ
の
指

示
書
の
提
示
を
求
め
た
。
同
日
の
午
後
八
時
過
ぎ
に
、
そ
の
指
示
書
が
フ
ァ
ク
ス
で
病
院
に
送
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
四
年
七
月
三
日
付
の
Ｓ
の
指
示
書

は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

患
者
の
指
示
書

私
は
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
事
前
に
次
の
こ
と
を
指
示
す
る
。

私
が
直
接
的
な
死
の
過
程
に
あ
り
、
い
か
な
る
延
命
措
置
を
と
っ
て
も
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
ず
に
死
苦
を
長
引
か
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

私
の
生
存
に
不
可
欠
な
身
体
の
機
能
が
回
復
で
き
な
い
程
度
に
失
わ
れ
、
そ
の
た
め
死
に
至
る
こ
と
、

が
確
実
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
私
に
対
し
て
延
命
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
必
要
な
苦
痛
緩
和
治
療
に
よ
っ
て
生
命
の
短
縮
が
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
医
師
の
付
添
と
治
療
、
な
ら
び
に
丁
寧
な

看
護
が
、
苦
痛
、
不
安
お
よ
び
恐
れ
の
緩
和
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。

私
は
積
極
的
な
臨
死
介
助
の
た
め
の
措
置
を
拒
否
す
る
。
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私
は
こ
の
指
示
書
に
、
熟
慮
し
た
の
ち
に
私
の
自
己
決
定
権
の
表
明
と
し
て
署
名
す
る
。
私
は
差
し
迫
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
文
書
で
表
示

し
た
私
の
意
思
を
変
更
す
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
私
は
、
自
分
の
考
え
を
変
更
し
よ
う
と
思
っ
た
場
合
に
は
、

変
更
後
の
意
思
を
表
明
す
る
よ
う
に
配
慮
す
る
…
。

私
は
こ
の
文
書
に
よ
り
、
自
分
の
意
思
を
形
成
し
、
あ
る
い
は
表
明
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
特
に
信
頼
で
き
る
人
と
し
て
Ｔ
を
指
名
し
、
…

Ｔ
に
、
必
要
な
す
べ
て
の
判
断
を
治
療
医
あ
る
い
は
担
当
医
と
と
も
に
決
定
す
る
代
理
権
を
与
え
る
。

こ
の
信
頼
で
き
る
人
が
私
の
意
思
を
提
示
し
、
私
の
名
を
も
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
の
で
、
医
師
ら
は
こ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。

Ａ
は
、
こ
の
患
者
の
指
示
書
の
内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
い
つ
機
器
が
停
止
さ
れ
る
の
か
を
知
り
た
い
と
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
医
師
Ｐ
は
、

機
器
を
停
止
す
れ
ば
臨
死
介
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
Ｓ
は
、
こ
こ
二
日
間
は
意
識
が
あ

り
話
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
指
示
書
に
言
及
せ
ず
、
必
要
書
類
の
中
に
も
入
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
っ
た
今
提
示
さ
れ
た
指
示
書
を
検
討

し
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ａ
は
、「
よ
ろ
し
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
私
が
自
分
で
や
る
」
と
答
え
た
。
Ａ
は
そ
の
後
、

集
中
治
療
室
へ
行
き
、
午
後
八
時
一
五
分
こ
ろ
、
機
器
を
停
止
し
た
の
で
、
Ｓ
の
循
環
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
を
含
む
五
種
類

の
薬
の
供
給
が
中
断
さ
れ
た
。
Ａ
は
、
こ
の
機
器
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｓ
の
意
思
に
従
っ
て
同
女
を
す
ぐ
に
死
に
至
ら
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
機
器
が
数
秒
間
停
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｓ
の
血
圧
と
心
拍
数
が
急
激
に
低
下
し
た
。
Ａ
は
そ
の
後
、
ベ
ッ
ド
の
後
ろ
に
あ
る
人
工
呼
吸
器
を
停

止
し
よ
う
と
し
た
が
、
近
く
に
い
た
集
中
治
療
室
の
看
護
人
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
医
師
ら
が
す
ぐ
に
し
か
る
べ
き
措
置
を
と
っ
た
の

で
、
Ｓ
は
救
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
午
後
一
一
時
四
九
分
に
死
亡
す
る
に
至
っ
た
。
Ａ
が
医
療
機
器
を
短
時
間
停
止
し
た
こ
と
と
死
の
結
果
と
の
因
果

関
係
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
。

原
審
は
、
Ａ
を
故
殺
罪
の
未
遂
に
よ
り
二
年
の
自
由
刑
に
処
し
、
そ
の
執
行
を
猶
予
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
が
、
そ
の
行
為
は
治
療
の
中
止
と
し
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て
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
し
て
上
告
し
た
の
で
、
Ａ
の
行
為
が
適
法
な
治
療
の
中
止
に
当
た
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
。

②　

決
定
の
理
由

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
二
刑
事
部
は
、
刑
法
二
一
六
条
（
要
求
に
よ
る
殺
人
）
に
い
う
「
被
殺
者
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
嘱
託
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た

う
え
で
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
の
当
刑
事
部
の
判
決
（
フ
ル
ダ
事
件
）
の
諸
原
則
に
照
ら
し
て
、
Ａ
の
行
為
は
患
者
の
意
思
に
基
づ
く
治
療
の
中
止

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

当
刑
事
部
の
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
が
示
し
た
諸
原
則
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
行
為
は
、
患
者
の
意
思
に
基
づ
く
治
療
中
止
と
し
て

正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
そ
の
臨
死
介
助
が
患
者
の
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
意
思
に
一
致
し
（
民
法

一
九
〇
一
ａ
条
）、
そ
れ
が
治
療
し
な
け
れ
ば
死
に
至
る
病
気
の
進
行
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
役
立
つ
場
合
に
は
、
す
で
に
開
始
し
た
医
学
的
治
療
を

行
わ
ず
、
こ
れ
を
制
限
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
終
了
す
る
こ
と
に
よ
る
臨
死
介
助
も
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ

る
殺
人
未
遂
の
正
当
化
に
必
要
と
さ
れ
る
前
提
条
件
の
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
。

被
告
人
は
、
Ｓ
の
意
思
を
実
現
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
法
的
に
瑕
疵
の
な
い
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
患
者

の
意
思
を
詳
し
く
知
ら
ず
、
こ
れ
を
知
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
患
者
の
指
示
書
の
中
で
定
め
ら
れ

て
い
た
治
療
中
止
の
諸
条
件
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
医
学
的
見
地
か
ら
も
、
患
者
は
直
接
的
な
死
の
過
程
に
な
く
、
生
命
に
と
っ
て
重
要
な
身
体

の
機
能
が
回
復
し
が
た
く
失
わ
れ
て
死
に
至
る
よ
う
な
状
態
で
も
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
被
告
人
は
、治
療
に
当
た
っ

て
い
た
医
師
ら
か
ら
、
Ｓ
の
状
態
は
重
篤
で
は
あ
る
が
、
希
望
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
被
告
人
は
、
Ｓ
の
状
態

に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
お
り
同
女
の
意
思
を
実
効
的
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
当
刑
事
部
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
の
当
刑
事
部
の
判
決
が
示
し
た
諸
原
則
に
よ
り
、
患
者
の
意
思
に
基
づ
く
治
療
中
止
の
正
当
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化
が
将
来
問
題
に
な
る
よ
う
な
諸
事
例
に
つ
い
て
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
、
一
九
〇
一
ｂ
条
の
前
提
条
件
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
関
与
者
が
患
者
の
意
思
を
探
求
し
て
治
療
中
止
を
判
断
す
る
際
に
、
法
の
安
定
性
と
行
為
の
安
全
性
を
提
供

す
べ
き
手
続
法
的
な
安
全
策
を
含
む
と
と
も
に
、
生
の
終
焉
と
因
果
性
の
あ
る
措
置
を
正
当
化
し
う
る
限
界
を
画
す
る
際
に
、
刑
法
に
と
っ
て
も

効
果
を
発
揮
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
方
で
、
自
分
で
は
（
も
は
や
）
意
思
表
示
で
き
な
く
な
っ
た
患
者
の
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
自
己
決
定
権

の
実
現
に
役
立
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
条
文
の
機
能
は
そ
の
点
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
他
方
で
、
治
療
に
関
す
る
患
者
の
意
思

の
認
定
に
必
要
な
厳
格
な
証
明
上
の
要
件
を
手
続
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
人
命
の
保
護
を
も
同
程
度
に

考
慮
す
る
。

後
者
の
観
点
の
も
と
で
ま
ず
も
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
は
、
患
者
の
指
示
を
、
そ
の
内
容
に
反
し
て
、
不
純
な
動
機
か
ら
重
病
患
者
の
生
命
を

短
縮
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
治
療
の
中
止
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
通
常
は
感
情
に
動

か
さ
れ
や
す
い
重
い
負
担
を
関
与
者
に
課
す
状
況
に
お
い
て
、
時
間
的
な
重
圧
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
医
学
的
な
基
礎
と
場
合
に
よ
っ
て
は
患
者

の
指
示
書
の
中
で
表
明
さ
れ
た
患
者
の
意
思
を
慎
重
に
考
慮
し
た
の
ち
に
は
じ
め
て
、
そ
の
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
生
命
維
持
の
措
置
を
濫
用
的
に
、
あ
る
い
は
性
急
に
中
止
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
う
し
た
手
続
を
規
律
す
る
諸
規
定
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
本
件
の
事
案
が
示
し
て
い
る
。
Ｓ
は
当
初
、
集
中
治
療
室
へ
入
っ
て
生
命
維
持
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
と
推

断
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
医
学
的
措
置
と
、
健
康
状
態
が
悪
化
し
た
後
の
薬
に
よ
る
意
識
不
明
状
態
は
、
そ
の
翌
日
に
な
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
事

態
で
あ
り
、
そ
の
日
に
、
被
告
人
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
健
康
状
態
が
治
療
中
止
の
判
断
が
行
わ
れ
る
べ
き
患
者
の
指
示
書
の
中
で
表
明
さ

れ
た
そ
れ
に
一
致
す
る
か
否
か
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
治
療
中
止
の
判
断
が
す
ぐ
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
認
定

に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
そ
の
際
に
、
治
療
が
奏
功
す
れ
ば
看
護
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
義
母
が
自
分
の
経
済
的
負
担
と
な
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
法
一
九
〇
一
ａ
条
と
一
九
〇
一
ｂ
条
は
、
生
命
維
持
の
た
め
の
医
学
的
措
置
を
適
法
に
中
止
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
患
者
の
意
思
を
認
定
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す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
以
下
の
手
続
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
一
ａ
条
一
項
一
号
一
文
と
二
文
に
よ
れ
ば
、
世
話
人
な
い
し
代
理

人
（
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
五
項
）
だ
け
が
、
患
者
の
指
示
書
の
内
容
と
患
者
の
現
実
の
生
命
状
況
と
治
療
状
況
が
一
致
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
こ

れ
を
基
礎
に
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
患
者
の
意
思
に
効
力
を
認
め
る
権
限
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
民
法
一
九
〇
一
ｂ
条
一
項
に
よ
る
治
療
中
止
に

つ
い
て
の
判
断
は
、
世
話
人
な
い
し
代
理
人
と
医
師
と
の
共
働
を
必
要
的
な
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
担
当
の
医
師
は
、
自
己
の
責

任
に
お
い
て
、
全
体
的
状
況
と
患
者
の
予
後
を
考
慮
し
て
ど
の
よ
う
な
医
師
の
治
療
が
必
要
で
あ
る
か
を
検
討
し
、
こ
れ
を
適
切
に
行
う
べ
き
判

断
の
基
礎
と
し
て
の
患
者
の
意
思
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
世
話
人
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
件
で
は
、
こ
う
し
た
手
続
法
上
の
ル
ー
ル
は
ま
っ
た
く
履
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
、
世
話
人
の
権
限
も
な
け
れ
ば
、
患
者
の
意

思
を
探
求
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
代
理
人
の
権
限
も
な
か
っ
た
。
ま
た
被
告
人
は
、
患
者
の
指
示
書
の
内
容
を
知
ろ
う

と
せ
ず
、
こ
れ
を
問
題
に
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
被
告
人
は
、
権
限
あ
る
医
師
ら
と
の
共
働
を
す
べ
て
拒
ん
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼

は
、
治
療
に
当
た
っ
た
医
師
ら
に
よ
る
Ｓ
の
状
態
の
医
学
的
評
価
を
独
断
的
で
専
断
的
な
方
法
で
無
視
し
、
医
師
ら
の
強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て

装
置
を
止
め
た
の
で
あ
る
。

③　

コ
メ
ン
ト

本
決
定
は
、
肺
炎
に
よ
る
敗
血
症
の
た
め
病
院
の
集
中
治
療
室
に
移
さ
れ
、
意
識
の
な
い
状
態
に
陥
っ
て
医
療
機
器
に
接
続
さ
れ
た
Ｓ
に
対
し
て
、
Ｓ

の
娘
婿
で
あ
っ
た
被
告
人
Ａ
が
、
Ｓ
の
「
患
者
の
指
示
書
」
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
医
師
ら
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
医
療
機
器
を
停
止
し
た
こ
と
が
、
故
殺
罪
の
未
遂
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
検
察
官
の
主
張
を
認
め
て
有
罪
と
し
た
原
判
決
を

支
持
し
、
被
告
人
の
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
患
者
の
意
思
に
基
づ
く
治
療
の
中
止
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る

と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
患
者
の
意
思
が
有
効
と
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
本
決
定
は
、「
フ
ル
ダ
事
件
」
判
決
が
示
し
た
諸
原

則
を
確
認
し
、
患
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
治
療
の
中
止
が
適
法
と
さ
れ
る
の
は
、
患
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
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日
に
施
行
さ
れ
た
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
、
一
九
〇
一
ｂ
条
の
諸
要
件
を
考
慮
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

（
（（
）　

判
例
の
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
の
問
題
点

臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
以
上
の
裁
判
例
、
お
よ
び
そ
の
他
の
関
連
判
例
等
を
概
観
す
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
判
例
の
基
本
的
な
考
え
方
を
次
の

よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

①　

人
の
生
命
は
、
基
本
法
の
価
値
秩
序
の
中
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
の
生
体
的
基
礎
で
あ

り
、
他
の
す
べ
て
の
基
本
権
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
〔V

erfGE （9, （

（42

）〕。
そ
の
保
護
は
国
家
の
義
務
で
あ
り
（
基
本
法
二
条
二
項
）、
そ

の
維
持
は
医
師
の
優
先
的
な
任
務
で
あ
る
。
社
会
的
な
有
価
値
性
な
い
し
有
用
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
の
身
体
状
態
や
精
神
状
態
に
よ
っ
て
生

命
保
護
を
弱
め
る
こ
と
は
、
道
徳
律
と
憲
法
に
違
反
す
る
。
た
し
か
に
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
患
者
の
指
示
法
の
趣
旨
を
考
慮
す
れ
ば
、
患

者
の
自
己
決
定
権
に
も
高
い
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
人
命
が
「
最
上
位
の
法
益
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

〔（
9
）
判
決
ほ
か
〕。

②　

刑
法
が
要
求
に
よ
る
殺
人
（
刑
法
二
一
六
条
）
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
法
者
は
他
人
の
生
命
の
原
則
的
な
不
可
侵
性
を
保
障
し
て
お
り
、

そ
れ
は
同
時
に
、
第
三
者
が
重
病
者
の
死
の
要
求
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
対
し
て
、
重
病
者
を
保
護
し
て
い
る
〔（
（
）
判
決
〕。

③　

重
篤
な
患
者
が
意
識
を
失
い
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
判
断
能
力
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
回
復
の
見
込
み
が
あ
る
か
ぎ
り
、
な
す
べ
き
救
助
を
生
命
の

維
持
に
向
け
て
方
向
づ
け
る
こ
と
が
、
医
師
の
自
己
認
識
に
適
っ
て
い
る
〔（
（
）
判
決
〕。

④　

医
療
技
術
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
生
命
を
維
持
す
べ
し
と
い
う
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
原
則
は
、
そ
の
厳
格
性
、
絶
対
性
お
よ
び
排
他
性
を
失
っ
て

い
る
。
医
師
に
は
、
死
に
つ
つ
あ
る
生
命
を
な
ん
と
し
て
も
維
持
す
べ
き
法
義
務
は
な
い
。
延
命
の
た
め
の
措
置
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
可
能
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
限
界
を
超
え
る
医
療
技
術
の
進
歩
を
考
慮
す
れ
ば
、
医
師
の
治
療
義
務
の
限
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界
を
決
め
る
の
は
、
医
療
機
器
の
効
率
で
は
な
く
、
人
命
お
よ
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
向
け
ら
れ
た
個
別
事
例
の
判
断
で
あ
る
〔（
（
）
判
決
〕。

⑤　

基
本
法
は
「
自
殺
の
権
利
」
を
認
め
な
い
。
法
秩
序
は
む
し
ろ
、
自
殺
を
─
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
は
別
と
し
て
─
違
法
な
も
の
と
評
価
し
て
お

り
、
自
殺
が
自
己
答
責
的
な
判
断
に
基
づ
く
か
ぎ
り
で
、
自
殺
と
自
殺
の
共
犯
を
不
処
罰
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
自
殺
が
道
徳
に
よ
っ

て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
自
殺
者
は
他
人
の
外
的
な
自
由
を
侵
害
し
て
い
な
い
の
で
、
法
的
に
は
重
要
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
答

責
的
に
意
欲
さ
れ
実
現
さ
れ
た
自
殺
は
、「
他
人
の
」
殺
害
を
処
罰
す
る
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
せ
ず
、
自
殺
に
関
与
し
た
者
は
、
動
機
の
純
粋

さ
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
教
唆
犯
ま
た
は
従
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
〔（
（
）
判
決
、（
（
）
判
決
〕。
な
ぜ
な
ら
ば
、
共
犯
形
式
は
、

客
観
的
に
構
成
要
件
に
該
当
し
、
故
意
に
よ
る
違
法
な
正
犯
行
為
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
秩
序
は
、
人
の
自
殺
に
他
人
が
関
与
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
否
認
し
て
お
り
、
刑
法
二
一
六
条
も
要
求
に
よ
る
殺
人
を
故
殺
罪
の

減
軽
規
定
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
基
本
法
一
条
一
項
に
基
礎
を
も
つ
「
人
間
の
尊
厳
」
を
保
っ
た
諸
条
件
の
も
と
で
死
ぬ
個
人
の
権
利
を
考
慮

す
る
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
生
命
保
護
の
原
則
的
な
優
位
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〔（
（
）
判
決
〕。

⑥　

判
例
は
、
自
己
決
定
権
に
、
生
命
の
権
利
と
同
格
の
特
に
高
い
価
値
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
法
文
に
よ
っ
て
厳
密
に
定
式

化
さ
れ
た
わ
ず
か
な
例
外
を
別
に
す
れ
ば
、
患
者
の
意
思
に
反
す
る
「
強
制
的
治
療
」
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
患
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
、

医
療
的
措
置
に
関
す
る
「
医
師
の
治
療
権
」
も
認
め
ら
れ
な
い
。
か
つ
て
Ｒ
Ｇ
の
判
例
は
、「
医
師
は
、
法
律
に
よ
る
授
権
が
認
め
ら
れ
ず
、
あ
る
い

は
そ
の
介
入
が
特
に
重
要
な
公
共
の
利
益
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
患
者
の
明
示
的
で
真
摯
な
意
思
に
反
し
て
侵
襲

を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」、
と
強
調
し
た
（RGZ （（（, 349

［3（2
］）。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
、
医
師
に
は
患
者
の
病
苦
を
可
能
な
か
ぎ
り
治
す
と
い
う
崇
高

な
権
利
と
重
要
な
義
務
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、「
こ
の
権
利
と
義
務
は
、
原
則
と
し
て
自
己
の
身
体
に
関
す
る
人
の
自
由
な
決
定
権
に
そ

の
限
界
を
見
い
だ
す
」、
と
し
て
い
る
（BGH

St （（, （（4

）。
し
た
が
っ
て
、
自
己
決
定
権
は
、
医
学
的
に
は
主
張
し
え
な
い
患
者
の
決
定
を
も
保
護

し
て
お
り
（BGH

Z 90, （03, （（（

）、
患
者
は
い
わ
ば
「
無
分
別
の
権
利
」
を
も
っ
て
い
る
。
死
の
危
険
に
臨
ん
だ
自
由
で
答
責
的
な
患
者
が
、
差

し
迫
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
医
師
の
侵
襲
を
自
己
決
定
権
を
行
使
し
て
拒
否
し
て
い
る
場
合
に
は
、
医
師
と
患
者
の
関
係
か
ら
生
ず
る
治
療
の
権
利
と
、
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生
命
保
護
を
目
的
と
す
る
医
師
の
治
療
の
義
務
は
認
め
ら
れ
ず
、
医
師
は
死
に
瀕
し
た
患
者
の
同
伴
者
と
な
り
、
患
者
の
基
本
看
護
に
つ
い
て
の
保

障
人
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
患
者
の
自
己
決
定
権
は
、
原
則
と
し
て
合
意
に
従
う
医
師
の
保
障
人
と
し
て
の
保
護
責
任
を
限
界
づ
け

る
〔（
2
）
決
定
〕。
こ
の
こ
と
は
自
殺
願
望
を
も
つ
患
者
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

⑦　

患
者
が
自
己
答
責
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
医
療
的
措
置
を
拒
否
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
自
己
決
定
権
の
保
護
と
治
療
義
務
の
限
定
は
法
的
に
問
題
に
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
困
難
が
生
ず
る
の
は
、
患
者
が
同
意
能
力
を
失
い
、
そ
の
回
復
の
見
込
み
が
な
く
、
医
療
的
措
置
が
患
者
の
死

へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
長
引
か
せ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
患
者

が
そ
の
時
点
で
は

0

0

0

0

0

0

み
ず
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
世
話
人
も
代
理
人
も
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
患
者
の
指
示
に
よ
っ
て

表
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
─
補
充
的
に
─
推
定
的
同
意
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
る
そ
れ
以
前
の

0

0

0

0

0

患
者
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
延
命

措
置
の
継
続
が
許
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
探
求
さ
れ
た
患
者
の
意
思
、
あ
る
い
は
推

定
的
意
思
で
あ
り
、
治
療
に
当
た
る
医
師
や
親
族
の
評
価
・
裁
量
は
問
題
に
な
ら
な
い
〔（
（
）
判
決
、（
（
）
決
定
〕。

⑧　

生
命
の
短
縮
を
伴
わ
な
い
「
純
粋
な
臨
死
介
助
」
を
行
う
こ
と
は
、
医
師
お
よ
び
一
般
人
の
法
的
義
務
で
あ
る
。
そ
の
義
務
は
、
身
体
の
世
話
、
気

道
の
確
保
、
輸
液
や
栄
養
の
補
給
等
を
含
む
「
基
本
看
護
」
に
も
及
ぶ
。
た
だ
し
、
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
の
よ
う
な
非
経
口
の
人
工
栄
養
を
含
む
か
否
か

に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

⑨　

た
と
え
ば
、
治
療
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
り
、
そ
の
他
の
理
由
か
ら
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
救
命
措
置
な
い
し
延
命
措
置
の
医
学
的

適
応
性
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
医
師
は
そ
う
し
た
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
患
者
の
自
己
決
定
権
は
防
衛
権
で
あ

り
、
そ
れ
は
一
定
の
治
療
を
要
求
す
る
権
利
で
は
な
く
、「
医
学
的
治
療
と
関
連
し
な
い
生
命
へ
の
独
立
し
た
侵
害
を
第
三
者
に
行
わ
せ
る
権
利
」
を

基
礎
づ
け
る
も
の
で
も
な
い
〔（
9
）
判
決
〕。
そ
の
点
で
、
医
学
的
適
応
性
は
医
師
の
治
療
の
任
務
の
内
容
を
限
界
づ
け
る
。
こ
れ
を
決
定
す
る
の

は
、
自
己
の
責
任
に
よ
る
医
師
の
判
断
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
患
者
の
状
態
が
確
実
に
回
復
不
能
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ

り
、
そ
の
判
断
に
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
常
に
生
命
の
利
益
に
（pro vita

）
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
を
失
い
、
あ
る
い
は
判
断
能
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力
を
失
っ
た
患
者
の
意
思
が
明
確
に
認
定
で
き
な
い
場
合
に
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
判
断
の
担
い
手
（
医
師
・
看
護
人
・
親

族
・
世
話
人
お
よ
び
裁
判
官
）
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
生
命
保
護
の
優
位
性
に
拘
束
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
者
の
利
益
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
〔（
4
）
判
決
ほ
か
〕。

⑩　

ど
こ
で
正
当
化
す
る
同
意
の
限
界
が
超
え
ら
れ
、
可
罰
的
な
要
求
に
よ
る
殺
人
の
領
域
が
始
ま
る
か
は
、
原
則
と
し
て
実
体
刑
法
の
諸
基
準
に
よ
っ

て
自
律
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
に
、
正
当
化
さ
れ
る
死
の
惹
起
と
違
法
な
そ
れ
と
の
区
別
を
、
積
極
的
な
行
為

と
消
極
的
な
行
為
と
い
う
自
然
主
義
的
な
区
別
の
基
準
で
行
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
た
と
え
ば
人
工
心
肺
装
置
を
停
止
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
、

医
師
の
行
為
を
許
さ
れ
た
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
し
て
正
当
化
す
る
た
め
に
、
積
極
的
な
行
為
を
規
範
的
な
不
作
為
へ
と
読
み
替
え
る
こ
と
は
、

問
題
を
正
し
く
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。
新
た
な
区
別
の
基
準
は
、「
臨
死
介
助
」
と
「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
か
ら
、
ま
た
「
憲

法
秩
序
を
背
景
と
し
た
当
該
法
益
の
衡
量
」
か
ら
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔（
9
）
判
決
〕。

⑪　

患
者
の
意
思
の
認
定
に
つ
い
て
は
、「
厳
格
な
諸
基
準
」
が
適
用
さ
れ
る
〔（
9
）
判
決
〕。
す
な
わ
ち
、
世
話
人
な
い
し
代
理
人
だ
け
が
、
患
者
の
指

示
の
内
容
と
患
者
の
現
実
の
生
命
状
況
・
治
療
状
況
が
一
致
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
患
者
の
意
思
に
効
力
を

認
め
る
権
限
を
有
す
る
〔（
（0
）
決
定
〕。

⑫　

判
例
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
「
積
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
の
区
別
を
放
棄
し
て
、
世
話
法
の
第
三
次
改
正

に
よ
る
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
諸
規
定
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
意
能
力
の
な
い
患
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
現
実
的
ま

た
は
推
定
的
な
意
思
は
、
そ
の
患
者
の
疾
病
の
種
類
と
段
階
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
拘
束
力
を
も
ち
、
世
話
人
な
ら
び
に
主
治
医
を
拘
束
す
る
。
こ

の
新
規
定
は
、
す
べ
て
の
関
与
者
の
た
め
の
方
向
づ
け
の
安
定
性
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
秩
序
の
単
一
性
の
観
点
の

も
と
で
、
生
命
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
因
果
性
を
も
つ
行
為
を
正
当
化
し
う
る
限
界
を
画
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔（
9
）
判
決
〕。

こ
う
し
た
一
連
の
裁
判
例
と
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
概
観
す
る
と
、
近
時
の
判
例
の
中
で
（
9
）
判
決
が
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
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と
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
射
程
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
も
、
医
療
的
措
置
を
め
ぐ
る
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が

疑
問
視
さ
れ
て
き
た
が
、
同
判
決
に
よ
っ
て
「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
上
位
概
念
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
消
極
的
な
臨
死
介
助
」
と
「
積
極
的

な
臨
死
介
助
」
の
区
別
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
同
判
決
は
、
治
療
に
関
す
る
患
者
の
意
思
を
認
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、「
厳
格
な
要
件
」
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、「
世
話
人
な
い
し
代
理
人
（
…
）
だ
け
が
、
患
者
の
指
示
書
の
内
容
と

患
者
の
現
実
の
生
命
状
況
と
治
療
状
況
が
一
致
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
患
者
の
意
思
に
効
力
を
認
め
る
権
限
を
有

す
る
」〔（
（0
）
決
定
〕
と
す
る
帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
治
療
の
中
止
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
は
、
自
己
決
定
権
の
表
明
と
し
て
の

患
者
の
同
意
に
あ
り
、
医
師
や
世
話
人
の
手
続
上
の
安
全
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
治
療
を
拒
否
す
る
患
者
の
意
思
が
患
者
の
指
示
に
よ
っ

て
明
確
に
認
定
で
き
る
場
合
に
は
、
世
話
人
な
い
し
代
理
人
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
医
師
は
患
者
の
意
思
に
従
っ
て
治
療
を
中
止
す
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、
医
療
的
措
置
が
医
学
的
適
性
を
も
た
な
い
こ
と
を
、
医
師
は
ど
の
程
度
の
確
実
性
を
も
っ
て
認
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か）

（（
（

、
世
話
人
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
医
師
は
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

患
者
の
指
示
法
に
よ
っ
て
一
定
の
ル
ー
ル
が
法
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
判
例
に
よ
る
明
確
化
が
図
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
法
的
に
不

確
実
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

む　

す　

び

こ
の
よ
う
に
、
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
近
時
の
ド
イ
ツ
の
判
例
は
多
く
の
未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
さ
さ
や

か
な
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
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（
（
）　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て

作
為
と
不
作
為
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
わ
が
国
で
も
ド
イ
ツ
で
も
古
く
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
の
学
説
は
、
作
為
と
不

作
為
を
、
法
規
範
の
構
造
な
い
し
性
格
に
よ
っ
て
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
規
範
説
」
と
、
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
す

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
因
果
関
係
説
」
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
法
規
の
解
釈
に
よ
っ
て
何
が
禁
止
ま
た
は
命
令
さ
れ
て

い
る
か
を
確
定
し
、
禁
止
規
範
に
違
反
す
る
態
度
が
作
為
、
命
令
規
範
に
違
反
す
る
態
度
が
不
作
為
と
さ
れ
る
が）

（（
（

、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
行
為
者
の
一

個
の
態
度
に
禁
止
規
範
違
反
と
命
令
規
範
違
反
の
両
面
が
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、
両
者
を
区
別
す
る
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
批

判
や
、
個
別
事
例
の
解
釈
に
当
た
っ
て
恣
意
が
介
入
す
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
後
者
に
よ
れ
ば
、
作
為
・
不
作
為
の
概
念
は
何
か
を
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
「
何
か
」
は
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
に
対
し
て
因
果

関
係
の
あ
る
態
度
が
作
為
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
な
い
態
度
が
不
作
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
が）

（（
（

、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
因
果
関
係
の
基
準
は
結
果
犯
に
つ

い
て
し
か
役
に
立
た
な
い
と
い
う
批
判
や
、
結
果
犯
に
つ
い
て
も
先
行
行
為
後
の
不
作
為
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
る）

（（
（

。

他
方
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
作
為
と
不
作
為
を
、
評
価
的
な
考
察
な
い
し
価
値
判
断
に
よ
っ
て
区
別
す
る
「
規
範
的
方
法
」
と
、
現
実
的
・
客
観
的
な

事
実
的
所
与
の
違
い
に
着
目
し
て
区
別
す
る
「
自
然
主
義
的
方
法
」
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
に
属
す
る
の
は
、
行
わ
れ
た
行
為
の
社
会
的
意
味
内
容
な
い

し
有
意
味
性
に
よ
っ
て
区
別
す
る
「
社
会
的
意
味
説
」）

（（
（

、
作
為
か
不
作
為
か
が
疑
わ
し
い
場
合
に
は
作
為
を
認
め
、
あ
る
い
は
そ
の
両
者
が
競
合
す
る
と
思

わ
れ
る
場
合
に
は
作
為
を
優
先
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
作
為
優
先
説
」）

（（
（

、
非
難
可
能
性
の
重
点
が
作
為
に
あ
る
の
か
不
作
為
に
あ
る
の
か
と
い

う
評
価
に
よ
っ
て
区
別
す
る
「
非
難
可
能
性
の
重
点
説
」）

（（
（

等
で
あ
り
、
後
者
に
属
す
る
の
は
、
人
間
の
行
為
の
外
的
な
現
象
形
態
に
よ
っ
て
区
別
し
、
有

意
的
な
身
体
運
動
に
よ
る
身
体
状
態
の
変
更
が
作
為
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
身
体
運
動
が
認
め
ら
れ
ず
、
身
体
の
静
止
の
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
不
作

為
で
あ
る
と
す
る
「
身
体
的
運
動
説
」）

（（
（

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
定
の
方
向
に
向
け
て
投
入
す
る
こ
と
が
作
為
で
あ
り
、
こ
れ
を
投
入
し
な
い
こ
と
が
不
作
為
で

あ
る
と
す
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
説
」）

（（
（

、
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
作
為
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
不
作
為
で
あ
る
と
す
る
「
因
果
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関
係
説
」）

（（
（

等
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
理
論
状
況
を
背
景
と
し
て
、（
9
）
判
決
は
、
治
療
の
中
止
は
多
く
の
積
極
的
・
消
極
的
行
為
を
包
含
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
関
連
す
る

す
べ
て
の
行
為
を
「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
規
範
的
・
評
価
的
な
上
位
概
念
に
包
摂
さ
せ
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
本
法
一

条
一
項
、
二
条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
個
人
の
自
己
決
定
権
は
、
人
が
自
己
の
生
と
死
に
つ
い
て
他
者
の
影
響
を
受
け
ず
に
決
断
す
る
権
利
を
保
障
し
て
い

る
の
で
、
患
者
が
治
療
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
望
ま
な
い
治
療
の
終
了
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
人
工
心
肺
装
置
や
栄
養
補
給
ゾ
ン
デ
の
取
り
外
し
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
取
り
外
し
と
い
う
積
極
的
な
作
為
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後

の
治
療
措
置
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
と
す
る
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
は
、（
9
）
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、「
治
療
の
中
止
」
と
い
う
新
た
な
上
位
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
す

る
意
見
が
多
い
。
た
と
え
ば
、Streng 
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
刑
法
解
釈
論
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
医
師
が
行
う
治
療
中
止
は
「
積
極
的
な
不
作
為
」（
作
為
に
よ
る
不
作
為
）
と
し
て
不
作
為
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
医
師

以
外
の
部
外
者
が
こ
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
新
た
な
因
果
関
係
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
作
為
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
は
後
者
の
類

型
に
当
た
り
、
被
告
人
の
作
為
は
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
二
一
六
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
緊
急
救
助
（
刑
法
三
二
条
一
項
）
の
一
事
例

と
し
て
違
法
阻
却
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。
ま
た
、W

alter 

は
、
臨
死
介
助
の
諸
事
例
に
お
い
て
も
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
十
分
に

可
能
で
あ
り
、
本
件
の
被
告
人
の
行
為
は
、
作
為
に
よ
る
刑
法
二
一
六
条
の
「
殺
す
」
行
為
に
当
た
り
う
る
が
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
と
刑
法
二
一
六
条

の
立
法
者
意
思
を
考
慮
し
た
目
的
論
的
縮
小
解
釈
（teleologische Reduktion

）
に
よ
り
、
刑
法
二
一
六
条
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
い
う）

（（
（

。

も
っ
と
も
、（
9
）
判
決
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
患
者
の
自
己
決
定
権
を
根
拠
に
し
て
、
治
療
中
止
の
問
題
を
、
事
実
的
な
い
し
推
定
的
同
意
に
よ
る

違
法
阻
却
の
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
作
為
と
す
る
か
不
作
為
す
る
か
は
、
判
決
の
文
脈
上
、
必
ず
し
も
重
要
な
意
味
を

も
つ
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
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（
2
）　

治
療
中
止
の
正
当
化
要
件
に
つ
い
て

（
9
）
判
決
が
、「
治
療
の
中
止
」
は
、
疾
病
に
よ
り
直
接
的
な
死
の
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
し
た
後
に
、
す
な
わ
ち
死
期
が
切
迫
し
た
時
点
で
は
じ
め
て
許

容
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
治
療
の
中
止
を
求
め
る
患
者
の
意
思
が
あ
ら
か
じ
め
表
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
意
思
が
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
直
接
的
な

死
の
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
す
る
前
の
時
点
に
お
い
て
も
許
容
さ
れ
う
る
と
し
た
こ
と
は
、
判
例
上
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
患
者
の
症
状
が
い
ま
だ
す

ぐ
に
死
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
も
の
で
は
な
い
場
合
に
も
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
根
拠
に
し
て
「
治
療
の
中
止
」
が
許
容
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
す

で
に
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
〔（
4
）
判
決
〕。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
時
期
、
民
事
判
例
（BGH

Z （（4, 20（

「
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
事
件
」）
と
の
見
解

の
相
違
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
の
第
三
次
世
話
法
改
正
に
よ
り
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
三
項
で
、
患
者
の
指
示
ま
た
は
そ
の
推
定
的
意

思
は
「
被
世
話
人
の
疾
病
の
種
類
と
段
階
に
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る
」
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
、
民
事
法
に
お
い
て
は
一
応
の
解
決
が
図
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。（
9
）
判
決
は
、
こ
の
新
規
定
の
効
果
が
刑
法
に
も
及
ぶ
こ
と
を
認
め
た
点
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

ま
た
、（
（0
）
決
定
は
、（
9
）
判
決
の
趣
旨
を
受
け
て
、
民
法
一
九
〇
一
ａ
条
以
下
の
諸
規
定
は
、
み
ず
か
ら
意
思
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
患
者
の
自
己
決
定
権
の
実
現
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
す
べ
て
の
関
与
者
に
対
し
て
法
的
安
定
性
を
保
障
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
指
示
が
不
純
な
動
機
か
ら
重
病
患
者
の
生
命
を
短
縮
す
る
た
め
に
濫
用
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
重
い
負
担
を
課
さ
れ
た
関
与
者
に
、
時
間
的
な
重
圧
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
医
学
的
な
基
礎
と
患
者
の
意
思
を
慎
重
に
考
慮
し
た
の

ち
に
は
じ
め
て
、
そ
の
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
生
命
維
持
の
た
め
の
措
置
を
濫
用
的
に
、
あ
る
い
は
性

急
に
中
止
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
う
し
た
手
続
を
規
律
す
る
諸
規
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
学
説
の
支
持
が
多
い
。
た
と
え
ば
、W

olfslast/W
einrich 

に
よ
れ
ば
、
本
決
定
は
、
患
者
の
指
示
が
あ
る
だ
け
で
関
与
者
に
生

命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
の
お
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
以
前
よ
り
明
確
に
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
指
示
法

の
諸
規
定
は
、
医
師
と
世
話
人
が
、
患
者
の
指
示
の
中
で
表
明
さ
れ
た
意
思
が
具
体
的
な
状
況
と
一
致
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
共
同
で
検
討
し
な
け
れ
ば
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臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

な
ら
ず
、
そ
の
一
致
が
認
め
ら
れ
、
医
師
が
生
命
維
持
措
置
を
継
続
す
る
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
そ
の
措
置
を
そ
れ
以

上
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
中
止
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
の
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。

他
方
で
、（
9
）
判
決
に
は
な
お
問
題
が
残
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。Engländer 

に
よ
れ
ば
、
同
判
決
は
一
方
で
世
話
法
の
諸
規
定
の
効
果
が
刑
法
に

も
及
ぶ
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
同
意
に
よ
る
正
当
化
と
可
罰
的
な
殺
人
と
の
区
別
は
「
刑
法
に
特
殊
な
問
題
」
で
あ
り
、
刑
法
の
立
場
か
ら
自
律

的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
世
話
法
の
諸
規
定
が
刑
法
の
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る）

（（
（

。

ま
た
、（
9
）
判
決
は
、
治
療
の
中
止
が
正
当
化
さ
れ
る
人
的
範
囲
に
つ
い
て
、
患
者
を
治
療
す
る
医
師
、
世
話
人
・
代
理
人
、
お
よ
び
そ
の
補
助
者
と

し
て
働
く
（
本
件
の
被
告
人
を
含
む
）
第
三
者
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
に
限
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
近
年
の
判
例
に
は
な
お
未
解
決
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
議
論
の
帰
趨
が
注
目
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

（
（
）
こ
れ
ま
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
安
楽
死
」（Euthanasie

）
と
い
う
用
語
が
、ナ
チ
ス
の
「
安
楽
死
計
画
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、近
年
で
は
「
臨
死
介
助
」

と
い
う
用
語
が
一
般
的
で
あ
り
、こ
の
ほ
か
に
「
死
の
看
取
り
」（Sterbebegleitung

）
あ
る
い
は
「
死
に
ぎ
わ
の
介
助
」（H

ilfe beim
 Sterben

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
2
）
臨
死
介
助
の
諸
類
型
に
つ
い
て
は
、Roxin/Schroth, H

andbuch des M
edizinstrafrechts, 4. A

ufl.

（20（0

）, S. （（ff.

を
基
本
と
し
、Laufs/K

atzenm
eier/

Lipp, A
rztrecht, （. A

ufl.

（20（（

）,Ⅵ
Rn. 98ff., Safferling, in: M

att/Renzikow
ski, StGB 

（20（3

）,§
2（2, Rn. 33ff.; Satzger/Schluckebier/W

idm
aier, 

StGB, 2. A
ufl.

（20（4

）, V
or§§

2（（ff. Rn. 24ff.

等
に
よ
り
そ
の
説
明
を
補
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
てFischer, StGB, （（. A

ufl.

（20（4

）, V
or§§

2（（

─2（（,  Rn. 3（f., 
（4ff.

は
、
故
意
の
殺
人
罪
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
行
為
を
「
臨
死
介
助
」
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
不
可
罰
の
「
間
接
的
な
臨
死
介
助
」
と
「
直
接
的

な
（
消
極
的
な
）
臨
死
介
助
」
に
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
な
お
、
本
稿
が
引
用
す
る
条
文
は
す
べ
て
ド
イ
ツ
の
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
訳
文
中
で
引
用

さ
れ
る
文
献
の
一
部
を
省
略
し
た
。

（
3
）BGH

St 42, S. 30（

（U
rt. v. （（. （（. （99（

─3 StR （9/9（

）

（
4
）V

gl. Grundsätze der Bundesärztekam
m

er zur ärztlichen Sterbebegleitung

（D
eutsches Ä

rztblatt vom
 （. （. 2004

）Ⅰ, A
bs. 2, Satz 2.
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（
（
）Laufs/K

atzenm
eier/Lipp, a.a.O

.

〔
注（
2
）〕Ⅳ

 Rn. （03

は
、
間
接
的
な
臨
死
介
助
で
問
題
に
な
る
の
は
、
殺
人
の
正
当
化
で
は
な
く
医
学
的
措
置
の
正
当
化
で

あ
り
、
選
択
さ
れ
た
医
学
的
措
置
に
適
応
性
が
認
め
ら
れ
、
患
者
な
い
し
そ
の
代
理
人
が
生
命
を
短
縮
す
る
か
も
し
れ
な
い
リ
ス
ク
と
付
随
効
果
に
つ
い
て
同
意
し
て

い
た
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
（
）V

gl.Baum
ann et al.

（H
rsg.

）, A
E-StH

,§
2（4a A

nm
. 3.

（
（
）BV

erfGE 32, S. （0（

（Beschl. v. （9. （0. （9（（

─（ BvR 38（/（（

）.

（
8
）
詳
し
く
はA

ntoine, A
ktive Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung

（2004

）, S. （（ff. 

参
照
。

（
9
）V

gl. A
bteilung Strafrecht Ⅳ

, （, （. V
ariante.

（
（0
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
審
は
故
殺
罪
の
成
立
を
認
め
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
お
じ
に
は
明
示
的
か
つ
真
摯
な
嘱
託
が
あ
っ
た
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
原
審
に
差
し

戻
し
た
（Beschl. v. 2（. （（. （98（

─（ StR （（3/8（: N
StZ （98（, 3（（

）。

（
（（
）
「
世
話
法
」
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
世
話
法
編
に
規
定
さ
れ
た
諸
規
定
（
一
八
九
六
条
以
下
）
を
い
い
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に
相
当
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
。
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
神
野
礼
斉
「
ド
イ
ツ
世
話
法
の
概
要
」
新
井
誠
ほ
か
編
『
成
年
後
見
法
制
の
展
望
』（
二
〇
一
一
年
）
一
四
八
頁
以
下
参
照
。
同

法
の
第
一
次
改
正
法
に
つ
い
て
、
山
上
泰
「
ド
イ
ツ
世
話
法
改
正
に
つ
い
て
（
上
）（
下
）」
法
律
時
報
七
一
巻
一
二
号
（
一
九
九
九
年
）
七
四
頁
以
下
、
七
二
巻
二
号

（
二
〇
〇
〇
年
）
五
四
頁
以
下
参
照
。
同
法
の
第
二
次
改
正
法
に
つ
い
て
、
黒
田
美
亜
紀
「
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
の
第
二
次
改
正
に
つ
い
て
」
国
民
生
活
研
究
四
五
巻

二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
三
頁
以
下
、
中
井
亜
弓
「
治
療
中
止
と
裁
判
所
の
事
前
の
役
割
」
法
学
政
治
学
論
究
六
七
巻
（
二
〇
〇
五
年
）
三
七
頁
以
下
参
照
。
同
法
の

第
三
次
改
正
法
に
つ
い
て
、
新
谷
一
朗
「
世
話
法
の
第
三
次
改
正
法
（
患
者
の
指
示
法
）」
年
報
医
事
法
学
二
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
一
頁
以
下
、
神
野
礼
斉
「
成

年
後
見
制
度
と
終
末
期
医
療
」
甲
斐
克
則
編
『
終
末
期
医
療
と
医
事
法
』（
二
〇
一
三
年
）
二
三
五
頁
以
下
、
山
口
和
人
「『
患
者
の
指
示
（
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
）』
法

の
制
定
」
外
国
の
立
法
二
四
〇
─

二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
以
下
、
松
田
純
「
ド
イ
ツ
事
前
指
示
法
の
成
立
と
そ
の
審
議
過
程
─
患
者
の
自
己
決
定
と
、
他
者
に

よ
る
代
行
解
釈
と
の
は
ざ
ま
で
─
」
大
阪
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
・
医
の
倫
理
学
教
室
編
『
医
療
・
生
命
と
倫
理
・
社
会
』
九
号
一
・
二
（
二
〇
一
〇
年
）
三
四

頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
患
者
の
事
前
指
示
の
法
制
化
と
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
を
め
ぐ
る
議
論
」
富
山
大
学
大
学
院
医
学
薬
学
研
究
部
医
療
基
礎
学
域
哲
学

研
究
室
『
生
命
倫
理
研
究
資
料
集
四
』（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
、
武
藤
眞
朗
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
治
療
中
止
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
世
話
法
改
正
と
連
邦
通
常
裁
判
所

判
例
を
め
ぐ
っ
て
─
」
甲
斐
克
則
編
『
終
末
期
医
療
と
医
事
法
』（
二
〇
一
三
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
渡
邊
斉
志
「
尊
厳
死
法
制
化
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
外
国
の
立

法
二
二
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
五
二
頁
以
下
、
同
「
患
者
の
指
示
法
案
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
二
頁
参
照
。
な
お
、
連
邦
議
会
の
答
申

に
つ
い
て
、
山
本
達
監
訳
『
人
間
ら
し
い
死
と
自
己
決
定
─
終
末
期
に
お
け
る
事
前
指
示
─
』（
二
〇
〇
六
年
）
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
（2
）V

gl. A
. A

lbrecht/E. A
lbrecht, D

ie Patientenverfügung

（2009

）, S. （ff.; Stoffers, Behandlungsabbruch zw
ischen Betreuungsrecht und Strafrecht

（20（（

）, S. 2（ff.; W
ietfeld, Selbstbestim

m
ung und Selbstverantw

ortung: D
ie gesetzliche Regelung der Patientenverfügung

（20（2

）, S. （2（ff.

（
（3
）V

gl. BT
-D

rs. （（/3（00 v. （3. 9. 2004.



三
四
五

臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

（
（4
）
判
例
の
選
択
はU

lsenheim
er, A

rztstrafrecht in der Praxis, （. A
ufl.（20（（

）, Rn. （（（ff.

に
従
っ
た
。
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
近
時
の
状
況
に
つ
い
て
、

ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
〔
甲
斐
克
則
・
三
重
野
勇
太
郎
訳
〕「
近
時
の
判
例
か
ら
見
た
臨
死
介
助
と
自
殺
関
与
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
四
頁

以
下
、
甲
斐
克
則
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
終
末
期
医
療
を
め
ぐ
る
法
的
・
倫
理
的
論
議
の
最
近
の
動
向
」
年
報
医
事
法
学
二
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
三
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
訳
文
中
の
〔
…
〕
は
訳
者
が
補
っ
た
注
で
あ
り
、
判
例
中
で
引
用
さ
れ
た
文
献
等
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。

（
（（
）U

rt. v. 4. （. （984

─3 StR 9（/84: BGH
 St. 32, 3（（=N

JW
 （984, 2（39 ; 

本
判
決
に
つ
い
て
、
甲
斐
克
則
『
安
楽
死
と
刑
法
』（
二
〇
〇
三
年
）
六
七
頁
以
下
、

只
木
誠
「
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
の
可
罰
性
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
の
紹
介
─
」
同
『
刑
事
法
学
に
お
け
る
現
代
的
課
題
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
七
頁
以
下

参
照
。

（
（（
）V

gl. Brändel
（A

nm
.

）, ZRP （98（, S. 8（ff.; D
öling

（A
nm

.

）, N
JW

 （984, S. （0（（; Eser

（A
nm

.

）, M
edR （98（, S. （ff.; Gropp

（A
nm

.

）, N
StZ （98（, S. 

9（

（（39（

）; H
erzberg

（A
nm

.

）, JA
 （98（, S. （84ff.; K

utzer

（A
nm

.

）, M
D

R （98（, S. （（0; O
tto/Bram

m
sen

（A
nm

.

）, Jura （98（, S. （9（; Ranft

（A
nm

.

）, 
JZ （98（, S. 9（2f.; R. Schm

itt
（A

nm
.

）, JZ （984, S. 8（（ff.; ders,

（A
nm

.

）, JZ （98（, S. 3（（ff.; Schulz

（A
nm

.

）, JuS （98（, S. 2（0ff.; Sow
ada

（A
nm

.

）, Jura 
（98（, S. （（ff. 

な
お
、
本
判
決
が
臨
死
介
助
法
対
案
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
甲
斐
・
前
掲
書
〔
注（
（（
）〕
七
一
頁
以
下
、
同
『
尊
厳
死
と
刑
法
』（
二
〇
〇
四

年
）
二
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）Beschl. v. 3（. （. （98（

─（ W
s 23/8（: N

JW
 （98（, 2940=JZ （988, 20（. 

本
決
定
に
つ
い
て
、
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
「
ハ
ッ
ケ
タ
ー
ル
事
件
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級

裁
判
所
決
定
（
要
約
）」〔
甲
斐
克
則
執
筆
〕
上
田
健
二
＝
浅
田
和
茂
編
訳
『
先
端
医
療
と
刑
法
』（
一
九
九
〇
年
）
三
五
二
頁
以
下
、
甲
斐
・
前
掲
書
〔
注（
（（
）〕
八
五

頁
以
下
参
照
。

（
（8
）V

gl. Gropp

（A
nm

.

）, N
StZ （98（, S. （0（ff.; H

erzberg, Strafbare Beteiligung am
 Suizid und gerechtfertigte T

ötung auf V
erlangen, JZ （988, S. 

（82ff.; ders.

（A
nm

.

）, JA
 （98（, S. 339ff.; Schulz

（A
nm

.
）, JuS （98（, S. 2（3ff.

（
（9
）U

rt. v. 3. （2. （98（

─3 K
ls 3（/8（: N

StZ （98（, 229

（
20
）
た
と
え
ばRoxin, D

ie Sterbehilfe im
 Spannungsfeld von Suizidteilnahm

e, erlaubtem
 Behandlungsabbruch und T

ötung auf V
erlangen, N

StZ 
（98（, S. 3（0; Stoffers

（A
nm

.

）, M
D

R （992, S. （2（ff.

（
2（
）BGH

, U
rt. v. （3. 9. （994

─（ StR 3（（/94: BGH
St 40, 2（（=N

JW
 （99（, 204; 

本
判
決
に
つ
い
て
、
甲
斐
・
前
掲
書
〔
注（
（（
）〕
二
三
三
頁
以
下
、
武
藤
眞
朗

「
人
工
的
栄
養
補
給
の
停
止
と
患
者
の
意
思
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
を
素
材
と
し
て
─
」
東
洋
法
学
四
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
22
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
差
戻
し
後
のLG K

em
pten JZ （99（, 224

は
、
患
者
の
推
定
的
同
意
を
認
め
る
根
拠
が
あ
る
と
し
て
被
告
人
ら
を
無
罪
と
し
た
。

（
23
）V

gl. M
erkel, ZStW

 （99（, S. （4（ff.; Laufs

（A
nm

.

）, N
JW

 （99（, S. （（3; Schöch
（A

nm
.

）, N
StZ （99（, S. （（3; Steffen

（A
m

.

）, N
JW

 （99（, S. （（8（; 
V

ogel

（A
nm

.

）, M
D

R （99（, S. 33（. 

本
判
決
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
甲
斐
・
前
掲
書
〔
注（
（（
）〕
二
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
24
）U

rt. v. （（. （（. （99（

─3 StR （9/9（: BGH
St 42, 30（=N

JW
 （99（, 80（



三
四
六

（
2（
）V

gl. D
ölling

（A
nm

.

）, JR （998, S. （（0ff.; M
artin

（A
nm

.

）, JuS （99（, S. （（（ff.; Schöch

（A
nm

.

）, N
StZ （99（, S. 409ff.; V

errel, M
edR （99（, S. 248ff.

（
2（
）U

rt. v. （. 2. 200（

─（ StR 4（4/00: BGH
St 4（, 2（9=N

JW
 200（, （802=JZ 2002, （（0

（
2（
）V

gl. BGH
 N

StZ （983, （（（, （（8.
（
28
）Beschl. v. （（. 3. 2003

─（2 ZR 2/03: BGH
Z （（4, 20（=N

JW
 2003, （（88 

本
決
定
に
つ
い
て
、
武
藤
・
前
掲
論
文
〔
注（
2（
）〕
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
29
）
「
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ゾ
ン
デ
」（Percutante endoskopisch kontrorierte Gastrom

om
ie Sonde

）
と
は
、
通
常
の
摂
食
器
官
を
迂
回
し
て
、
腹
壁
を
通
し
て
胃
に
直
接
的

に
栄
養
を
送
り
込
む
医
療
機
器
を
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
」
に
よ
る
栄
養
の
投
与
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
30
）V

gl. H
eyers, V

orm
undschaftsgerichtlich genehm

igte Sterbehilfe—
BGH

, N
JW

 2003, （（88, JuS 2004, S. （00ff.; H
öfling/Rixen,V

orm
undschaf-

tsgerichtliche Sterbeherrschaft?, JZ 2003, S. 884ff.; Spickhoff

（A
nm

.

）, JZ 2003, S. （39; Stoffers

（A
nm

.

）, D
N

otZ 2003, S. 8（（ff.; V
errel

（A
nm

.

）, 
N

StZ 2003, S. 449ff.

（
3（
）Beschl. v. 8. （. 200（

─（2 ZR （（（/03: BGH
Z （（3, （9（=N

JW
 200（, 238（

（
32
）V

gl. H
öfling

（A
nm

.

）, JZ 200（, S. （44ff.

（
33
）BGH

, U
rt. v. 2（. （. 20（0

─2 StR 4（4/09: BGH
St （（, （9（=N

JW
 20（0, 29（3=N

StZ 20（0, （30;  

本
判
決
に
関
す
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
甲
斐
克
則
「
ド

イ
ツ
に
お
け
る
延
命
治
療
中
止
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
無
罪
判
決
」
年
報
医
事
法
学
二
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
八
六
頁
以
下
、
神
馬
幸
一
「
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所

二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
（Putz

事
件
）
─
人
工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中
止
に
関
す
る
新
し
い
判
例
動
向
─
」
法
學
研
究
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
九

頁
以
下
、
本
判
決
と
後
述
の
（
（0
）
決
定
に
つ
い
て
、
武
藤
・
前
掲
論
文
〔
注（
（（
）〕
一
九
四
頁
以
下
が
あ
る
。

（
34
）
（
9
）
判
決
お
よ
び
後
述
の
（
（0
）
決
定
の
評
釈
と
し
て
以
下
の
文
献
が
あ
る
。A

lbrecht, Behandlungsabbruch und Selbstbestim
m

ungsrecht, D
notZ 

200（, S. 40ff.; Bosch, Rechtfertigung von Sterbehilfe, JA
 20（0, S. 908ff.; Brunhöber, Sterbehilfe aus strafrechtlicher und rechtsphilosophischer 

Sicht, JuS 20（（, S. 40（ff.; D
ölling, Gerechtfertigter Behandlungsabbruch und A

bgrenzung von T
un und U

nterlassen: Zu BGH
. U

rt. v. 2（. （. 
20（0

─2 StR 4（4/09. ZIS （/20（（, S. 34（ff.; D
uttge, Sterbehilfe durch U

nterlassen

（Behandlungsabbruch

）, M
edR 20（（, S. 3（ff.; Eidam

, W
ider 

die Bevorm
undung eines selbstbestim

m
ten Sterbens: Zugleich Besprechung vom

 BGH
 U

rteil vom
 2（. （. 20（0, GA

 20（0, S. 232ff.; Engländer, 
V

on der passive Sterbehilfe zum
 Behandlungsabbruch: Zur Revision der Sterbehilfedogm

atik durch den 2. Strafsenat des BGH
, JZ 20（（, 

S. （（3ff.; Gaede, D
urchbruch ohne D

am
m

bruch—
Rechtssichere N

euverm
essung der Grenzen strafloser Sterbehilfe, N

JW
 20（0, S. 292（ff.; 

Geppert, Zur gerechtfertigten Sterbehilfe durch Behandlungsabbruch, Jura 20（（, S. 8; H
ecker, Strafrecht A

T
 und BT

: Sterbehilfe durch 
Behandlungsabbruch, JuS 20（0, S. （02（ff.; H

irsch

（A
nm

.

）, JR 20（（, S. 3（ff.; Jäger
（A

nm
.

）, JA
 20（（, S. 309ff.; K

ubiciel（Entsheidungsbesprechung

）, 
ZIS 20（0, S. （（（ff.; Rheinbach

（A
nm

.

）, Fam
FR 20（0, S. 430; M

andla,

（A
nm

.

）, N
StZ 20（0, S. （98f.; O

lzen/M
etzm

acher

（A
nm

.

）, JR 20（（, S. 3（8ff.; 
Rissing-van Saan, Strafrechtliche A

spekt der aktiven Sterbehilfe: N
ach dem

 U
rteil des 2. Strafsenats des BGH

 v. 2（. （. 20（0

─2 StR 4（4/09, 



三
四
七

臨
死
介
助
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

ZIS 20（（, S. （44ff.; Schum
ann,T

elefonische Sterbehilfe? –Zu der Beteiligungsfrage im
 »Sterbehilfe-U

rteil« des BGH
, JR 20（（, S. （42ff.; V

errel, 
EinGrundsatzurteil ? –Jedenfalls bitter nöttig ! Besprechung der Sterbehilfeentscheidung des BGH

 vom
2（. （. 20（0

─2. StR 4（4/09

（Fall 
Fulda

）, N
StZ 20（0, S. （（（ff.; ders.（A

nm
.

）, N
StZ 20（（, S. 2（（ff.; W

alter, Sterbehilfe: T
eleologische Reduktion des§

2（（ StGB statt Einw
illigung ! 

O
der: V

om
 N

utzen der D
ogm

atik: Zugleich Besprechung von BGH
, U

rt. v. 2（. （. 20（0

─2 StR 4（4/09, ZIS 20（（, S. （（ff.; W
olfslast/W

einrich
（A

nm
.

）, StV
 20（（, S. 28（ff.

（
3（
）BGH

, Beschl. v. （0. （（. 20（0

─2 StR 320/（0: N
JW

 20（（, （（（=N
StZ 20（（, 2（4

（
3（
）V

gl. D
notZ 20（（, S. （22ff.

（
3（
）V

gl. U
lsenheim

er, a.a.O
.

〔
注（
（4
）〕, Rn. （（4ff.

（
38
）
世
話
法
の
第
三
次
改
正
法
の
後
、
二
〇
一
一
年
に
「
連
邦
医
師
会
の
諸
原
則
」
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
田
・
前
掲
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
患
者
の
事
前

指
示
の
法
制
化
と
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
を
め
ぐ
る
議
論
」〔
注（
（（
）〕
九
頁
以
下
、
武
藤
・
前
掲
論
文
〔
注（
（（
）〕
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。

（
39
）
（
9
）
判
決
は
、「
臨
死
介
助
と
い
う
概
念
は
、
当
事
者
が
生
命
に
危
険
の
あ
る
疾
病
に
罹
患
し
、
当
該
措
置
が
医
学
的
に
生
命
の
維
持
ま
た
は
延
命
に
適
し
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
」
と
し
た
が
、
同
判
決
の
事
案
は
、
治
療
に
当
た
っ
て
い
た
家
庭
医
が
人
工
栄
養
を
継
続
す
る
た
め
の
医
学
的
な
事
由
が
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い

と
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
患
者
の
推
定
的
意
思
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

（
40
）
基
本
的
に
規
範
説
に
立
つ
の
は
、阿
部
純
二
「
作
為
と
不
作
為
の
区
別
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
二
年
二
月
号
八
〇
頁
以
下
、中
森
喜
彦
「
作
為
と
不
作
為
の
区
別
」『
平

場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
刑
事
法
学
（
上
）』（
一
九
七
七
年
）
一
二
六
頁
以
下
、
西
原
春
夫
「
作
為
と
不
作
為
の
概
念
」『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の

刑
事
法
学
（
上
）』（
一
九
七
七
年
）
九
四
頁
以
下
。

（
4（
）
因
果
関
係
説
に
立
つ
の
は
、
山
中
敬
一
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
帰
属
』（
一
九
八
四
年
）
二
六
頁
以
下
。

（
42
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
神
山
敏
雄
「
作
為
と
不
作
為
の
限
界
に
関
す
る
問
題
─
“
作
為
に
よ
る
不
作
為
”
を
め
ぐ
っ
て
─
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
二
六

巻
三
・
四
号
（
一
九
七
七
年
）
九
五
頁
以
下
、
同
「
作
為
と
不
作
為
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察
─
心
肺
装
置
の
遮
断
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現

代
の
刑
事
法
学
（
上
）』（
一
九
七
七
年
）
一
二
六
頁
以
下
等
参
照
、
川
口
浩
一
「
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
区
別
に
つ
い
て
⑵
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
三
巻
一
号

（
一
九
八
六
年
）
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
43
）
た
と
え
ば Eb. Schm

idt, D
er A

rzt im
 Strafrecht

（（939

）, S. （8ff; ders. Soziale H
andlungslehre, in: FS für Engisch

（（9（9

）, S. 3（（ff.

（
44
）
た
と
え
ばSpendel, Zur U

nterscheidung von T
un und U

nterlassen, in: FS für Eb. Schm
idt

（（9（（

）, S. （89; Gropp, Strafrecht, A
T

. 3. A
ufl. 

（200（

）,§
（（Rn. （2ff.

（
4（
）
た
と
え
ばM

ezger, Strafrecht, 3. A
ufl.

（（949

）, V
orw

ort zur zw
eiten A

uflage, S. X
IX

; Schw
ab, T

äterschaft und T
eilnahm

e bei U
nterlassungen 

（（99（

）, S. 30.



三
四
八

（
4（
）
た
と
え
ば v. Liszt, Beling, M

. E. M
ayer

の
論
者
が
こ
れ
に
当
た
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
両
義
的
な
行
為
態
様
に
つ
い
て
」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ

ビ
ュ
ー
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
4（
）Engisch, K

ausalität als M
erkm

al der strafrechtlichen T
atbestände

（（93（

）, S. 29.
（
48
）
た
と
え
ばA

rm
in K

aufm
ann, D

ie D
ogm

atik der U
nterlassungsdelikte

（（9（9

）, S. （（ff.; Jescheck/W
eigend, Lehrbuch des Strafrechts, A

T
. （. 

A
ufl.

（（99（

）, S. （03.

（
49
）Streng,Straflose ” aktive Sterbehilfe“ und die Reichw

eite des§
2（（ StGB: Zugleich ein Beitrag zum

 System
 der H

andlungsform
en, in: FS 

für Frisch
（20（3
）, S. （49ff. 

は
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
の
法
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
の
妨
げ
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
、

刑
法
三
二
条
一
項
の
「
被
要
請
性
」（Gebotenheit

）
の
中
で
、
臨
死
者
の
自
己
決
定
権
と
い
う
利
益
と
臨
死
者
の
生
命
保
護
と
い
う
利
益
が
比
較
衡
量
さ
れ
、
前
者

が
優
越
す
る
と
主
張
す
る
。

（
（0
）W

alter, a.a.O
.

〔
注（
34
）〕, S. 8（f.

（
（（
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は H

irsch, a.a.O
.

〔
注（
34
）〕, S. 38.

（
（2
）W

olfslast/W
einrich, a.a.O

.

〔
注（
34
）〕, S. 288f.; 

な
お
、
神
馬
・
前
掲
論
文
〔
注（
33
）〕
一
二
六
頁
以
下
は
、
肯
定
的
な
意
見
と
し
てGeade

の
評
釈
を
、
批
判

的
な
意
見
と
し
てD

uttge

の
評
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
（3
）Engländer, a.a.O

.

〔
注（
34
）〕, S. （（8f.
に
よ
れ
ば
、
患
者
の
意
思
に
適
っ
た
治
療
の
中
止
は
適
法
な
状
態
を
惹
起
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
中
止
し
た
行
為
者
に
結

果
不
法
の
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
許
さ
れ
る
治
療
の
中
止
と
殺
人
罪
は
、
も
っ
ぱ
ら
治
療
を
中
止
す
る
者
が
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
患
者
の
意
思
に
適
っ

た
行
為
を
行
っ
た
か
否
か
で
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。
世
話
法
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
殺
人
罪
に
よ
る
処
罰
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

V
errel, a.a.O

.

〔
注（
34
）〕, S. 2（（ff.; Jäger, a.a.O

.

〔
注（
34
）〕, S. 3（2 

も
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。

（
（4
） Engländer, a.a.O

.

〔
注（
34
）〕, S. （（8f. 

に
よ
れ
ば
、
患
者
の
意
思
に
適
っ
た
治
療
の
中
止
は
適
法
な
状
態
を
惹
起
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
主
体
が
誰
で
あ

る
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
患
者
の
世
話
人
が
患
者
の
意
思
に
適
っ
た
治
療
の
中
止
を
拒
否
し
た
の
で
、
患
者
の
親
族
が
自
分
で
人
工
呼
吸
器
を
止
め
た

場
合
に
も
、
殺
人
罪
で
処
罰
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）


