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は
じ
め
に

治療行為の傷害構成要件該当性について

現
代
の
我
々
の
社
会
に
お
い
て
、
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
は
日
常
的
な

も
の
で
あ
り
、
ま
た
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
そ

の
よ
う
な
行
為
は
、
民
事
的
な
そ
し
て
刑
事
的
な
問
題
を
引
き
起
し
て
い

る
。
民
事
法
の
領
域
に
お
け
る
医
事
関
係
訴
訟
事
件
は
、
毎
年
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
平
成
十
五
年
の
医
事
関
係
訴
訟
の
件
数
は
十
年
前

(1) 

の
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
(
九
八
七
件
)

0

ま
た
警
察
庁
に
な
さ
れ
た
医

療
事
故
に
関
す
る
届
出
も
、
平
成
十
二
年
か
ら
急
増
し
始
め
て
、
平
成
十

(2) 

五
年
に
は
十
年
前
の
約
十
倍
の
数
値
(
二
四
八
件
)
を
記
録
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
事
件
と
し
て
立
件
さ
れ
た
の
は
、

平
成
十
二
年
の
七
一
件
(
届
出
一
二
四
件
)
を
ピ

l
ク
に
減
少
し
、
平
成

十
五
年
は
二
一
件
と
非
常
に
少
な
い
。
警
察
が
医
療
過
誤
事
件
に
消
極
的

な
態
度
を
と
る
の
は
、
法
廷
に
お
い
て
、
医
師
の
過
失
を
証
明
す
る
こ
と

が
困
難
だ
と
い
う
事
情
、
そ
し
て
そ
の
他
の
重
大
事
件
と
の
関
係
で
警
察

側
が
十
分
に
そ
れ
を
調
査
す
る
体
制
が
と
れ
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ

(3) 

う
で
あ
る
。

ま
た
、
治
療
行
為
と
関
係
し
て
、
近
年
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
い
る
の

は
、
医
師
の
説
明
義
務
で
あ
る
。

民
事
法
の
分
野
で
は
、
医
師
の
業
務
遂
行
に
当
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
「
危

険
防
止
の
た
め
に
実
験
上
必
要
と
さ
れ
る
最
善
の
注
意
義
務
」
の
内
容
が
、

(
4
)
 

い
わ
ゆ
る
エ
ホ
パ
の
証
人
輸
血
事
件
を
契
機
に
「
患
者
の
治
癒
・
救
命
・

延
命
の
た
め
に
(
医
師
が
そ
う
と
信
じ
る
)
最
善
の
医
療
を
提
供
す
る
義

務
」
か
ら
「
患
者
の
自
己
決
定
を
尊
重
し
つ
つ
患
者
の
意
思
に
沿
う
医
療

(
5
)
 

を
提
供
す
る
義
務
」
に
変
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
輸

血
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
宗
教
心
に
基
づ
い
て
輸
血
を
拒
絶
し

た
患
者
に
対
し
、
手
術
中
や
む
を
得
ず
輸
血
を
し
た
医
師
ら
に
、
説
明
義

務
違
反
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
輸
血
行
為
自
体
の
違
法
性
を
認
め

た
。
医
師
ら
は
あ
く
ま
で
も
、
当
該
輸
血
行
為
が
、
医
師
の
倫
理
(
患
者

を
救
う
最
善
の
可
能
性
を
用
い
る
こ
と
)
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
医
師
の
患
者
を
助
け
た
い
と
い
う
使
命
感
は
、
病
気
に
苦
し

ん
で
い
る
の
が
医
師
で
は
な
く
患
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
患
者
の

自
己
決
定
権
を
超
え
て
尊
重
す
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
患

者
の
客
観
的
な
福
利
を
考
え
て
患
者
の
た
め
に
行
動
し
た
医
師
を
非
難
す

る
こ
と
は
酷
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
輸
血
事
件
に
お
い

て
、
医
師
側
に
課
さ
れ
た
慰
謝
料
が
五
十
万
円
と
い
う
非
常
に
少
な
い
額

(
6
)
 

に
留
ま
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
刑
事
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
医
師
の
説
明
義
務
あ
る
い
は
患

者
の
自
己
決
定
権
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
患
者

北法56(2・323)839
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の
意
思
に
反
し
て
、
し
か
し
医
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
治
療
行

為
は
、
仮
に
成
功
し
た
場
合
で
も
何
ら
か
の
罪
に
間
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

A
M

。こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
ま
ず
確
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

治
療
行
為
が
傷
害
罪
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
治
療
行
為
と
は
個
人
の
健
康
を
促
進
す
る
と
い
う
傷
害
と
は
反
対
の
目

的
を
も
っ
た
行
為
で
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
そ
れ
に
は
患
者
の
体
に
針
を

刺
し
た
り
、
メ
ス
を
入
れ
た
り
と
い
う
一
見
「
傷
害
」
に
み
え
る
行
為
を

伴
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
医
師
は
、
患
者
を
治
療
す
る
た
め
と
は
い

え
、
意
識
し
て
彼
の
体
に
針
を
刺
し
、
あ
る
い
は
彼
の
体
を
メ
ス
で
切
り

裂
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
患
者
の
意
に
反
し
た

医
師
の
治
療
行
為
が
、
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
は
、
確
か
に

存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
日
本
に
お
け
る
医
療
事
件
訴
訟
は
、

起
訴
段
階
か
ら
す
べ
て
過
失
を
問
題
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
実
務

が
「
医
療
事
件
に
は
傷
害
罪
が
成
立
し
な
い
」
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
そ
れ
が
構
成
要
件
段

階
の
判
断
な
の
か
、
違
法
性
段
階
の
判
断
な
の
か
を
よ
み
と
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
つ
ま
り
、
今
後
、
判
例
(
実
務
)
が
、
患
者
の
意
に
反
す
る
治

療
行
為
を
行
っ
た
医
師
に
対
し
て
必
ず
傷
害
罪
の
適
用
を
排
除
す
る
と
は

(
7
)
 

い
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

(8) 

日
本
の
通
説
に
よ
る
と
、
治
療
行
為
は
独
自
の
正
当
化
事
由
で
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
個
々
の
行
為
は
そ
の
つ
ど
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
る
。
刑
法
三
五
条
に
分
類
さ
れ
る
治
療
行
為
は
、
ニ
疋
の
医
師

の
説
明
義
務
、
患
者
の
同
意
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て

は
そ
の
よ
う
な
行
為
は
傷
害
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他

方
ド
イ
ツ
の
通
説
で
は
、
治
療
行
為
は
そ
も
そ
も
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に

(9) 

は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
患
者
の
同
意
の
な
い
治
療
行
為
、

い
わ
ゆ
る
専
断
的
治
療
行
為
で
あ
っ
て
も
傷
害
罪
を
構
成
す
る
可
能
性
は

(
問
)

な
い
の
で
あ
る
。

北法56(2・324)840

治
療
行
為
は
、
果
た
し
て
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
治
療
行
為
と
患
者
の
同
意
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
治
療
行
為
の
傷
害
構
成
要
件

該
当
性
に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
学
説
と
判
例

を
紹
介
・
検
討
し
、
次
に
日
本
の
学
説
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
ま
た
そ
れ

に
基
づ
い
て
患
者
の
同
意
が
治
療
行
為
を
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と

に
影
響
を
与
え
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
改
め
て
治
療
行
為
と
傷

害
罪
の
関
係
を
聞
い
な
お
す
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
価
値
多
元
的
な
現
代

社
会
に
お
け
る
患
者
の
意
思
と
治
療
行
為
、
そ
し
て
刑
法
の
関
係
を
明
確

に
す
る
基
礎
と
し
た
い
。



第
一
章

ド
イ
ツ
の
学
説

第
一
節

ド
イ
ツ
傷
害
罪
の
規
定

治療行為の傷害構成要件該当性について

ド
イ
ツ
刑
法
二
二
三
条
は
、
『
穴
凡
凶
『
唱
。
吋
〈
開
門
戸
。
同
包
括
(
傷
害
罪
)
』
の
タ

イ
ト
ル
の
下
「
他
人
を
身
体
的
に
虐
待
し
た
者
、
あ
る
い
は
健
康
を
侵
害

し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
あ
る
い
は
罰
金
に
処
す
よ
と
規
定
し
、

傷
害
罪
の
構
成
要
素
が
「

EH対
立
喜
白
星
田
町

Z
E
z
a
(身
体
的
虐
待
。

以
下
星
回
目

E
E
z
a
と
略
す
こ
あ
る
い
は
「
。

2
5
S皇
官
民

E
忌

mE口開

(
健
康
侵
害
)
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
富
田
田

E
E
z
a」
と
は
、
人
の
健
全
性
(
君
。

zgmmzE

向
日

g)
を
侵
害
す
る
こ
と
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
身
体
的
な
完
全
性
(
己
干

(
日
)

samEBFS)
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
身
体
的
な
基
盤

(
印

E
Z
E
R
)
を
傷
つ
け
た
り
、
失
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
(
例
え
ば
こ
ぶ

や
裂
傷
。
手
足
・
歯
・
内
臓
を
奪
う
こ
と
て
あ
る
い
は
髪
を
切
る
と
い
っ

た
身
体
的
な
外
観
を
変
更
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
「
玄

51

E
E
-
E加
」
は
、
そ
の
結
果
が
さ
さ
い
で
は
な
い
程
度
で
あ
り
、
更
に
そ

の
行
為
が
「

CEn・
5
2
m
m
g
g
z
s
回目

F
g
a
g伺
(
邪
悪
で
不
適
切
な
行

(ロ)

為
)
」
で
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
「
。
四

Z
E
z
m
5
g
n
z
E
G
E
m」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
病
的
な
状

(
日
)

態
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
そ
の
状
態
を
促
進
す
る
こ
と
を
い
う
。
性
病
を

う
っ
す
行
為
も
こ
れ
に
あ
た
る
。

「玄

E
E
E
Zロ
伺
」
は
「
。
2
5
S
E
Z
R
E
a
F
m
E
D
m」
の
開
始
に
よ
っ

て
終
了
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
二
つ
の
行
為
様
式
は
同
時
に
実

現
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
玄

5
7
2
a
g巴
と
「
の

2
5
s
g
σ
g
n
z
e明
z
a」

の
関
係
は
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
の
関
係
の
中
で
互
い
に
存
在
し
て
い
る
の

(M) 

で
は
な
く
て
、
二
つ
の
交
差
し
た
円
と
い
う
関
係
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
行
為
の
側
面
か
ら
事
象
を
観
察
し
た
も
の
が
「
ζ
Z∞
FEE-E加」

で
あ
り
、
結
果
の
側
面
か
ら
観
察
し
た
も
の
が
「
。

2
5
S
2宮
お
『
広
島
l

関
口
晶
」
で
あ
る
一
方
で
、
二
つ
の
概
念
は
生
じ
た
結
果
と
行
為
を
同
時
に

カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
は
必
ず
し
も
重
な
り
合
う
わ

け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
騒
音
に
よ
っ
て
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
よ

う
な
「
富
岡
田
谷

g
e
E開
」
に
よ
ら
な
い
「
。

2
5舎
E
Z
R
Z
E
F加
E
加
」
が

存
在
す
る
し
、
髪
や
髭
を
切
る
行
為
の
よ
う
に
、
「
。

2
5
S
Z
Z
R
E
'

(
日
)

e加
ロ
ロ
伺
」
を
伴
わ
な
い
「
玄

5
z
g
a
zロ
伺
」
も
存
在
す
る
。

以
上
が
ド
イ
ツ
の
傷
害
罪
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
基

づ
い
て
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
治
療
行
為
の
傷
害
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定

す
る
傾
向
に
あ
る
。
治
療
行
為
の
個
々
の
行
為
(
例
え
ば
注
射
・
開
腹
・

臓
器
の
摘
出
・
縫
合
)
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
生
じ
た
結

果
(
治
癒
)
を
伴
う
全
体
的
な
行
為
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い

北J去56(2・325)841
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ぇ
、
治
療
行
為
に
お
け
る
侵
襲
の
種
類
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
四
肢
の
切
断
な
ど
重
大
な
結
果
を
伴
う
も
の
も
あ
る
し
、
ま
た
必
ず

し
も
侵
襲
が
功
を
奏
し
、
治
癒
の
結
果
が
生
じ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ゆ
え

に
、
治
療
行
為
を
傷
害
罪
の
構
成
要
件
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
す
学
説
で

あ
っ
て
も
、
常
に
そ
れ
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に

そ
の
よ
う
な
限
界
を
認
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
認
め
な
い
か
は

論
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
以
下
で
は
ド
イ
ツ
の
学
説
が
、
治
療
行
為

の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
論
じ
て
い

き
た
い
と
思
う
。
な
お
こ
こ
で
い
う
治
療
行
為
と
は
、
身
体
的
な
健
康
の

改
善
・
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
様
々
な
行
為
の
こ
と
を
い
い
、
単
な
る

美
容
目
的
や
純
粋
な
研
究
目
的
、
健
康
の
改
善
を
伴
わ
な
い
臓
器
移
植
の

ド
ナ

I
側
に
な
さ
れ
る
手
術
な
ど
は
、
議
論
の
対
象
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と

(
凶
)

と
な
る
。
ま
た
、
以
下
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
医
的
侵
襲
」
と
は
多

か
れ
少
な
か
れ
身
体
の
「
ω
E
Z
g
N
(基
盤
)
」
の
侵
害
を
伴
う
治
療
行

(
げ
)

為
の
一
つ
で
あ
る
。
実
務
上
、
致
死
な
ど
の
結
果
が
多
く
生
じ
、
ゆ
え
に

学
説
上
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
の
は
治
療
行
為
の
中
で
も
、
そ
の
「
医
的

侵
襲
」
の
領
域
で
あ
り
、
開
腹
手
術
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
二
節

治
療
行
為
非
傷
害
説

(
l
)
身
体
的
利
益
の
侵
害
を
重
視
す
る
見
解

ド
イ
ツ
に
お
け
る
治
療
行
為
非
傷
害
説
は
上
述
の
よ
う
に
現
在
通
説
的

な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
の
基
礎
と
な
っ
た
、
治
療
行

為
と
傷
害
構
成
要
件
の
関
係
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
は
、
一
九
二
九
年

の
ベ

l
リ
ン
グ
の
論
文
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ベ

l
リ
ン
グ
は
「
択
。
?

苦
言

E
2包
括
(
傷
害
)
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
身
体
的
利
益
の
侵
害
」

(
同
国
)

の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
身
体
的
利
益
と
は
、
①
身
体
的
な

健
康
(
ぞ
c
z
z
g
)
②
精
神
的
な
健
全
性
(
君
。
7
5
色
E
g
)
③
外
観
(
匹
E

m
お
お
肘
窃

n
z
g
Eロ
伺
)
で
あ
る
と
解
し
、
そ
れ
ら
に
不
利
益
な
結
果
を
生

(
ゆ
)

ぜ
し
め
る
行
為
が
傷
害
罪
だ
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
行
為

が
①
1
③
の
要
素
に
対
し
て
不
利
益
な
結
果
、
利
益
に
な
る
結
果
を
同
時

に
生
ぜ
し
め
る
場
合
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
傷

害
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
関
係
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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ベ
l
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
痛
み
や
外

観
を
変
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
健
康
(
当
D
E
E
E
)
が
得
ら
れ
な
い
と
き

は
、
そ
の
健
康
を
痛
み
(
者
。
Z
5
0
2
E
g
の
侵
害
)
や
外
観
の
変
更
(
匹
午

(
初
)

出
回
旬
開
国
間
n
F
g
d
E
ロ
加
の
侵
害
)
で
あ
が
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

つ
ま
り
、
上
述
三
要
素
の
中
で
、
も
っ
と
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
①
の

「要。
E
E
E」
で
あ
り
、
「
者
c
z
g
m
E
a
g」
や
「
U
E
E
B
即∞
n
z
a
E
E加」



治療行為の傷害構成要件該当牲について

は
、
「
君
。

zzaロ
」
に
利
益
が
な
い
と
き
に
の
み
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ベ

l
リ
ン
グ
は
「
者
C
F
Z
g
E
」
の
侵
害
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
よ
り
高
い
価
値
を
も
っ
「
要
。

E
5ロ
」
を
守
っ
た
の
で
あ
れ

(
幻
)

ば
、
そ
の
行
為
は
傷
害
罪
に
は
該
当
し
な
い
と
主
張
し
た
。

そ
の
上
で
ベ

l
リ
ン
グ
は
、
傷
害
罪
の
文
一
言
に
関
し
て
も
同
様
に
解
し
、

刑
法
二
二
三
条
に
お
け
る
「
。

2
5
S皇
宮
前

n
E忌
官
話
」
は
、
「
要
。
E
'

E
ロ
」
の
侵
害
で
あ
り
、
「

E
Z
E
S
S
E
m」
は
「
巧

OF50出
E
S」
と
「

PEo

g
g
m
開岡田

nrzsm」
の
侵
害
で
あ
る
が
、
両
者
の
前
提
と
し
て
、
最
終

結
果
が
身
体
的
利
益
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
よ
り

価
値
の
低
い
も
の
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
あ
る
い
は
、
確
か
に
身
体
的
利
益

は
侵
害
し
て
い
る
が
全
体
的
に
み
れ
ば
身
体
あ
る
い
は
生
命
と
い
う
利
益

の
た
め
に
有
用
で
あ
る
行
為
は
、
「
。

g
E
E
Z
5
2
n
E
e明
白
口
開
」
で
も

(
幻
)

「玄

E
E
E
-
E加
」
で
も
な
い
と
主
張
し
た
。
ゆ
え
に
治
癒
の
結
果
を
招

い
た
行
為
は
、
当
然
「
。

g
z
E
F叩
喜
四
回
目

E
島
田

E
a」
で
も
「
玄

E
E
E

一
言
加
」
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ベ

l
リ
ン
グ
は
、
と
り
わ
け
解
釈

の
余
地
が
あ
る
文
言
「
玄

Z
E
E
-
E加
」
に
関
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
は

あ
く
ま
で
も
結
果
の
惹
起
な
の
で
、
医
学
的
な
準
則
に
反
し
て
い
る
こ
と

や
、
行
為
の
目
的
と
い
っ
た
も
の
は
、
構
成
要
件
で
は
な
く
次
の
段
階
の

(
幻
)

問
題
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
仮
に
「
冨

E
z
g
a
E
m」

を
結
果
で
は
な
く
行
為
に
結
び
つ
け
る
と
、
後
に
そ
の
有
効
性
が
認
め
ら

れ
、
ま
た
当
時
、
患
者
の
命
を
救
っ
た
手
術
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の

時
の
準
則
に
違
反
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
傷
害

(
E
Z
E
E
-
Eロ
加
)
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
一
方
で
手
術
ゆ
え
に
患
者
が
死
ん
だ
り
そ
の
病
状
が

悪
化
し
た
り
し
て
も
準
則
に
さ
え
従
っ
て
い
れ
ば
傷
害
で
は
な
い
と
い
う

小
当
な
結
論
が
導
か
れ
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ベ

l
リ
ン
グ

に
よ
る
と
、
行
為
が
適
切
か
不
適
切
か
と
い
う
の
は
、
「
冨
広
島
田

E
-
E
m」

の
結
果
と
は
別
の
、
違
法
性
段
階
で
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
治
癒
の
目
的

(μ) 

と
い
う
の
は
責
任
段
階
で
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
成
功
に

終
わ
っ
た
治
療
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
せ
ず
、
一
方
で
失
敗
に
終
わ
っ

た
治
療
行
為
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

特
別
な
正
当
化
事
由
(
た
と
え
ば
患
者
の
同
意
)
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

「
治
療
の
目
的
」
が
故
意
・
過
失
の
問
題
と
し
て
責
任
の
段
階
で
考
慮
さ

れ
る
。
な
お
、
故
意
は
、
行
為
者
が
、
当
該
行
為
に
関
し
て
、
傷
害
と
呼

べ
る
よ
う
な
悪
い
結
果
を
そ
も
そ
も
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は

侵
害
を
上
回
る
よ
う
な
被
害
者
の
身
体
的
利
益
の
促
進
が
生
じ
る
こ
と
を

(
お
)

想
定
し
て
い
た
場
合
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
ベ

i
リ
ン
グ
の
研
究
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
構

成
要
件
の
成
立
が
偶
然
に
発
生
し
た
結
果
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

医
師
に
と
っ
て
は
酷
で
あ
る
点
、
ま
た
「
行
為
」
の
段
階
で
な
さ
れ
る
べ

き
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
が
、
結
果
発
生
の
段
階
で
な
さ
れ
て
い
る
点

北法56(2・327)843
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(
お
)

で
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
2
)
利
益
衡
量
に
基
づ
く
見
解

ベ
l
リ
ン
グ
に
続
い
て
、
治
療
行
為
の
法
的
観
察
に
尽
力
し
た
の
は
、

エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
で
あ
っ
た
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
に
よ
る
と
、
「
関
。
弓
伺
2
2
-
a
'

包
括
(
傷
害
)
」
の
概
念
は
、
外
面
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
身

体
的
利
益
の
侵
害
、
従
っ
て
健
康
(
君
。
Z
R加
各
自
)
あ
る
い
は
精
神
的

な
健
全
性
(
ぞ
o
z
g
m
E
a
g
)
あ
る
い
は
健
康
的
外
観
(
ぞ
O
F
E
E回
目
白
『
何
回
)

と
い
う
利
益
の
侵
害
を
意
味
す
る
の
で
、
主
と
し
て
そ
の
利
援
(
生
命
も

含
む
)
を
守
る
治
療
行
為
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
つ
ま
り
最
終
的
な

結
果
を
見
れ
ば
、
身
体
的
利
益
の
侵
害
で
は
あ
り
え
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
、

た
と
え
個
々
の
副
次
的

(
5
8
a
g
E
2
3
)
利
益
が
損
害
を
与
え
ら
れ

(
幻
)

た
場
合
に
も
同
じ
で
あ
る
と
解
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
優
越
的

(
お
)

利
益
の
原
則
が
介
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
治

療
行
為
が
傷
害
罪
に
該
当
し
な
い
の
で
は
な
く
、
優
越
的
な
利
益
を
侵
害

し
な
い
、
あ
る
い
は
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
行
為
の
み
が
傷
害
罪
の
範
囲
外

に
あ
る
治
療
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
こ
の
よ
う
な
最
終
的
な
結
果
の
み
に
基
づ
く
構
成
要
件
判
断
は
医
師

に
と
っ
て
は
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
当
該
行
為
が
優
越
的
利
益
を

保
護
し
て
い
る
か
否
か
は
偶
然
的
な
結
果
で
は
な
く
、
期
待
さ
れ
て
い
た

結
果
が
ふ
さ
わ
し
い
と
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
は
考
え
た
。
つ
ま
り
そ
の
判
断
は

(
却
)

「
事
前
に

(
3
8
8
)
」
な
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

利
益
衡
量
に
際
し
て
は
、
患
者
の
同
意
も
考
慮
さ
れ
る
の
で
、
純
客
観
的

に
見
て
侵
害
結
果
の
ほ
う
が
大
き
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
患
者
の
同
意
を

プ
ラ
ス
要
素
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
侵
害
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ

(
初
)

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
患
者
の
意
思
は
、
利
益
衡
量
の
一
材
料

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
は
、
医
師
の
治
療
行

為
の
前
提
と
し
て
①
医
師
の
資
格
が
あ
る
こ
と
、
②
治
療
目
的
で
あ
る
こ

(
出
)

と
、
③
侵
襲
が
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
要
す
る

に
客
観
的
に
優
越
的
な
利
益
を
保
護
し
、
資
格
あ
る
医
師
の
、
準
則
に
従
っ

た
治
療
行
為
の
み
が
、
構
成
要
件
該
当
の
傷
害
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
傷
害
結
果
の
事
前

判
断
と
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
が
出
発
点
と
す
る
テ

i
ゼ
、
す
な
わ
ち
「
優
越
的

な
身
体
利
益
を
侵
害
す
る
あ
る
い
は
危
険
に
さ
ら
す
行
為
は
傷
害
罪
で
あ

(
明
記
)

る
」
と
い
う
テ
l
ゼ
と
が
矛
盾
す
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
の
理
論
は
、
治
療
行
為
を
個
々
の
具
体
的
事
例
ご

と
に
観
察
し
、
利
益
衡
量
に
基
づ
き
最
終
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
が
発
生

し
な
か
っ
た
こ
と
を
構
成
要
件
の
阻
却
根
拠
と
し
て
い
る
の
に
、
実
際
は

結
果
の
事
前
判
断
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
が
見
込
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
の
み
で
構
成
要
件
が
阻
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
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う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
事
前
的
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
傷
害
か
否
か
を
判
断

し
、
そ
の
先
の
偶
然
的
経
過
は
考
慮
し
な
い
と
す
る
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
の
理

論
に
よ
れ
ば
、
「
傷
宣
己
の
実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
た
後
に
は
「
結
果
が

発
生
し
な
い
」
と
い
う
事
態
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
未
遂
の
成
立

を
考
え
る
余
地
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い

(
お
)

る。

治療行為の傷害構成要件該当性について

(
3
)
身
体
と
い
う
法
益
の
相
対
性
を
根
拠
と
す
る
見
解

上
述
の
よ
う
な
学
説
の
変
遷
を
経
て
、
現
在
、
通
説
的
地
位
を
占
め
て

い
る
の
は
、
身
体
と
い
う
法
益
の
相
対
性
を
根
拠
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ

の
見
解
は
、
傷
害
罪
の
法
益
で
あ
る
「
身
体
」
に
つ
い
て
、
人
の
身
体
的

状
態
は
人
ご
と
に
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
ご

と
に
違
う
の
で
あ
っ
て
、
健
康
が
侵
害
さ
れ
た
と
一
言
う
た
め
に
は
、
よ
い

状
態
に
あ
る
も
の
を
悪
く
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
悪
い
状
態
の

(
狗
)

も
の
を
、
さ
ら
に
悪
く
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま

り
悪
い
状
態
に
あ
る
も
の
を
回
復
す
る
、
あ
る
い
は
さ
ら
な
る
悪
化
を
防

ぐ
行
為
は
、
傷
害
罪
と
ま
っ
た
く
反
対
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
条
文
の
文
言
上
と
り
わ
け
問
題
に
な
る
の
は
「

ζ
5・

E
邑
z
a
(身
体
的
虐
待
ご
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
こ
の

見
解
は
、
「
。

g
z
E
U岳
吉
田
町

E
e加
ロ
ロ
加
し
と
「
吉
田
由

Z
E
-
g
m」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
、
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
関
係
し
て
い
る

の
で
、
健
康
の
改
善
を
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
目
的
と
し
た
行
為

(
お
)

は
「
星
回
目

E
E
-
g
m」
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
「

E
a
g
E
E昌
」
の
要

(
お
)

件
で
あ
る
、
「
邪
悪
で
不
適
切
な
行
為
」
が
存
在
し
な
い
と
解
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
成
功
し
た
侵
襲
に
お
い
て
は
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
要

素
で
あ
る
「
冨

E
E
E
Z
Z巴
と
「
。

2
5
S
2号
g
n
v
Eお
g
m」
が
生
じ

ず
、
医
的
侵
襲
は
常
に
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

他
方
で
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
医
的
侵
襲
は
「
星
回
目

E
E
Z呂
」
や
「
。
o

z
E
E
S
F
g
n
E
E
G
E加
」
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
、
客
観
的
な
構
成
要
件

は
充
足
し
、
次
に
主
観
的
構
成
要
件
、
つ
ま
り
故
意
の
問
題
の
検
討
へ
と

移
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
確
か
に
侵
襲
は
成
功
に
終
わ
っ

た
が
、
治
療
行
為
が
手
足
の
喪
失
を
導
く
な
ど
、
身
体
的
な
基
盤
を
損
な

う
よ
う
な
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
、
「
。

2
5舎
町
民
宮
田
町

ES

円
四
国
加
巴
口
問
」
が
成
立
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
冨

Z
E
E
-
E
E
の
成
立

を
認
め
る
か
否
か
で
さ
ら
に
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

I
.
「玄

g
z
s
a
E
m」
の
成
立
を
認
め
な
い
見
解

こ
の
説
に
よ
る
と
、
医
的
侵
襲
の
評
価
は
①
成
功
し
た
侵
襲
と
②
失
敗

し
た
が
準
則
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
侵
襲
③
準
則
違
反
ゆ
え
に
失
敗
に
終

(
幻
)

わ
っ
た
侵
襲
、
と
い
う
区
別
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

①
成
功
し
た
侵
襲
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
傷
害
罪
の
構
成
要
件

北法56(2・329)845
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要
素
で
あ
る
「
星
回
目

E
E
z
a」
も
「
の

2
5昏
包
宮
田
町
志
仏
国
関
口
口
加
」
も
生

じ
て
い
な
い
の
で
、
医
的
侵
襲
は
常
に
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な

(
お
)

い
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
医
的
侵
襲
は
「
ζ
5
l

z
E
-
E色
、
「
。

2
5
S
2号
g
n
z庄一

m
E加
」
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
、
客

観
的
な
構
成
要
件
を
充
足
す
る
。
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
医
師
の

主
観
で
あ
り
、
患
者
の
傷
害
結
果
を
容
認
し
て
い
な
か
っ
た
行
為
者
は
、

(
お
)

傷
害
罪
の
故
意
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
成
功
し
た
医
的
侵
襲
は
、

傷
害
罪
の
客
観
的
な
構
成
要
件
を
充
足
し
な
い
の
で
、
成
功
(
健
康
の
回

復
)
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ
た
医
的
侵
襲
に
も
傷
害
罪
の
故
意
が
欠
け
る
こ

(
紛
)

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
故
意
の
阻
却
を
確
定
す
る

要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
準
則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ

り
、
②
医
学
的
な
準
則
に
従
っ
た
行
為
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
仮
に
失
敗
し

て
も
、
そ
の
よ
う
な
侵
襲
に
は
常
に
傷
害
罪
の
故
意
が
欠
け
る
こ
と
と
な

(
叫
)

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
医
師
は
手
術
の
失
敗
と
い
う
リ
ス
ク
を
負
わ
ず
に

す
む
。
ま
た
そ
の
場
合
に
は
、
注
意
義
務
に
も
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
に

(
必
)

な
る
の
で
、
過
失
傷
害
罪
も
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
方

で
③
準
則
違
反
ゆ
え
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
医
的
侵
襲
は
、
傷
害
罪
と
の
関

係
で
は
医
師
の
結
果
に
対
す
る
実
際
の
意
思
態
度
(
故
意
)
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
、
過
失
傷
害
罪
と
の
関
係
で
は
行
為
者
が
彼
に
個
人
的
に
可
能
で

(

刊

日

)

あ
っ
た
注
意
義
務
を
遵
守
し
た
か
否
か
に
左
右
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か

ら
こ
の
見
解
に
従
う
と
、
患
者
の
同
意
は
、
傷
害
罪
の
成
立
に
関
し
て
、

な
ん
ら
影
響
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
医
師
が
そ
の
と
き
ど
う
行
為
す

べ
き
で
あ
っ
た
か
と
、
そ
の
行
為
が
可
罰
的
か
ど
う
か
は
違
う
の
で
あ
っ

て
、
少
な
く
と
も
傷
害
罪
と
の
関
係
で
は
、
治
療
行
為
の
際
に
患
者
の
同

(
糾
)

意
は
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
患
者
の
治
療
の
た
め
に
行
為
し

た
医
師
は
常
に
傷
害
罪
の
故
意
を
欠
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
宙
寸
断
的
治
療
行

為
は
刑
法
一
八
五
条
(
侮
辱
罪
)
、
二
三
九
条
(
監
禁
罪
)
、
二
四
O
条
(
強

(
川
町
)

要
罪
)
で
の
み
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自

由
に
対
す
る
罪
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
然
そ
の
罪
の
条
文
が
要
求

す
る
構
成
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場

合
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宙
寸
断
的
治
療
行
為
が
ど
の
よ
う
な

重
大
な
結
果
を
招
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
の
罪
も
成
立
し
な
い
と
い
う
処

{
日
刊
)

罰
の
間
隙
を
広
く
み
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
こ
の
説
の
論
者
は
専
断
的
治
療
行
為
を
処
罰
す
る
た
め
の
新
た
な
条
文

(
灯
)

(
自
由
に
対
す
る
罪
)
を
し
ば
し
ば
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
見
解
は
、
確
か
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
導
き

出
し
た
帰
結
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
見

解
に
基
づ
く
と
、
非
常
に
広
い
範
囲
で
傷
害
罪
の
構
成
要
件
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
医
師
の
資
格
を
も
た
ず
、
準
則
を
遵
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守
し
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
に
傷
害
結
果
を
招
い
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
傷

害
罪
か
否
か
の
判
断
が
、
最
終
的
に
行
為
者
の
故
意
に
基
づ
く
の
で
、
治

療
行
為
あ
る
い
は
そ
れ
を
目
指
し
た
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
行
為
が
、
少
な
く
と
も
傷
害
罪
の
故
意
を
充
足
し
な
い
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
治
療
の
た
め
に
行
っ
た
行
為
は
、
ど
れ
ほ
ど
無

謀
で
あ
っ
て
も
常
に
傷
害
罪
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
厳
格
に
最
終
的
な
傷
害
の
結
果
を
要
求
す
る
の
で
、
相
手
を

傷
害
し
よ
う
と
思
っ
て
突
き
立
て
た
ナ
イ
フ
が
偶
然
膿
の
た
ま
っ
て
い
た

部
分
に
あ
た
り
、
そ
の
膿
が
治
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
傷
害
罪
の
結
果

(
必
)

は
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
専
断
的
治
療
行
為
の
条
文
の
な

い
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
宙
寸
断
的
治
療
行
為
は
常
に
不
可
罰
と
な
る

の
で
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

(
的
)

の
で
あ
る
。

H
.
身
体
の
本
質
的
部
分
の
喪
失
が
あ
る
場
合
に
「
吉
田
由

E
E
Z
Z」

の
成
立
を
認
め
る
見
解

こ
の
説
は
上
述

I
説
を
基
礎
に
し
な
が
ら
も
、
広
が
り
す
ぎ
た
不
可
罰

の
範
囲
を
狭
め
る
た
め
に
、
侵
襲
が
た
と
え
治
癒
の
結
果
を
招
い
た
と
し

て
も
、
身
体
の
本
質
的
部
分
の
喪
失
(
例
え
ば
四
肢
の
切
断
)
を
惹
起
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
侵
襲
は
「
玄

-
Z
E
E
-
s
m」
に
あ
た
り
、
傷
害
罪
の

(ω) 

構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
解
す
る
。
こ
の
説
の
論
者
に
よ
る
と
、
傷
害
罪

で
重
要
な
の
は
客
観
的
な
健
康
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
患
者
の
自
己

決
定
権
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
三
条
(
傷

害
罪
)
は
自
己
決
定
権
そ
の
も
の
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
益

と
関
係
し
た
処
分
権
と
し
て
保
護
し
て
い
る
の
で
、
物
質
的
な
喪
失
が
あ

(
日
)

る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
患
者
の
自
己
決
定
権
が
問
題
と
な
る
。
ゆ
え
に
、

成
功
に
終
わ
り
、
本
質
的
な
部
分
の
喪
失
が
な
い
医
的
侵
襲
は
例
え
そ
れ

に
対
す
る
患
者
の
同
意
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
傷
害
罪
の

構
成
要
件
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
本
質
的
な

部
分
の
喪
失
が
発
生
し
た
医
的
侵
襲
は
、
健
康
状
態
の
改
善
し
た
場
合
、

つ
ま
り
侵
襲
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
患
者
の
同
意
が
あ
る
時
の
み
結
果

無
価
値
が
欠
け
る
こ
と
と
な
り
、
健
康
状
態
が
悪
化
し
た
場
合
、
つ
ま
り

侵
襲
が
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
患
者
の
同
意
と
技
術
的
適
合
性
(
準
則
に

従
っ
て
い
る
こ
と
て
そ
し
て
医
師
の
治
療
意
思
が
あ
る
時
に
は
、
行
為

(
臼
)

無
価
値
が
か
け
る
こ
と
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
「
傷
害
」
と
よ
ぶ

べ
き
結
果
を
惹
起
し
、
そ
れ
に
対
し
て
患
者
の
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た

医
師
は
傷
害
罪
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
-
説
の
論
者
か
ら
、
「
確
か
に
身
体
的
な
基

盤
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
身
体
の
完
全
性
は
外
見
上
減
っ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
あ
る
人
が
切
断
に
よ
っ
て
手
足
の
数
が
減
っ
た
こ
と
は
独

立
し
て
考
慮
し
う
る
の
で
は
な
く
、
病
気
の
手
足
に
よ
っ
て
弱
っ
て
い
る
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手
術
前
の
全
身
体
的
状
態
が
、
手
足
の
切
除
手
術
の
成
功
に
よ
っ
て
、
比

較
的
よ
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

(
日
)

て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
関
係
し
て
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
内
部
で
「
自
己

決
定
権
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
的
な
部
分

の
喪
失
を
招
い
た
場
合
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
も
重
要

と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
己
決
定

権
が
二
二
三
条
の
法
益
に
処
分
権
と
い
う
形
で
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の

(
日
)

で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
常
に
そ
れ
が
生
じ
な
い
の
か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
た

し
か
に

E
説
に
よ
れ
ば
、
重
大
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
専
断
的
治
療
行
為

を
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
で
き
る
し
、
他
方
で
そ
の
よ
う
な
結
果
な
く
治
癒

の
効
果
を
生
ぜ
し
め
た
専
断
的
治
療
行
為
は
不
可
罰
と
い
う
妥
当
な
解
決

を
期
待
で
き
る
が
、
な
ぜ
傷
害
と
い
う
領
域
の
中
で
も
本
質
的
な
部
分
の

喪
失
が
生
じ
た
場
合
の
み
傷
害
結
果
が
生
じ
て
い
る
と
解
し
、
そ
こ
に
だ

け
患
者
の
処
分
権
を
要
求
す
る
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
エ

l
ザ

l
は
、
「

ζ
5
E
E
-
g
m」
の
内
容
と
し

て
存
在
す
る
「
身
体
の
完
全
性
」
に
着
目
し
、
例
え
ば
無
断
で
女
性
の
髪

を
切
る
場
合
の
よ
う
に
、
重
要
部
分
の
喪
失
は
、
患
者
の
同
意
が
な
け
れ

(
日
)

ば
「
玄

5
Z
E
-
E加
」
に
あ
た
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
「
身
体
の
完

全
性
」
、
と
り
わ
け
外
貌
の
変
更
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
手

術
の
傷
あ
と
が
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
物
質
的
喪
失
を
問
題

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
腫
傷
に
侵
さ
れ
て
い
る
臓
器
の
一
部
の
切
除

が
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
が
明
白
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、

こ
の
見
解
は
、
重
要
部
分
の
喪
失
が
な
い
こ
と
を
傷
害
罪
の
限
界
と
す
る

根
拠
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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(
4
)
危
険
削
減
理
論
(
。
丸
谷

2
0
5ロ
常
包
括

2zgn)

上
述
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
に
対
し
て
、
玄
烈
・
マ
イ
ヤ

l
は
、
必
要

で
準
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
は
、
治
癒
目
的
ゆ
え
に
、
た
と
え
患
者

に
激
し
い
痛
み
を
与
え
た
り
、
健
康
を
害
し
て
も
常
に
問
題
と
は
な
ら
な

い
と
す
る
帰
結
は
不
当
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
行

為
は
、
確
か
に
「
。

2
5
S
E
Z
2
E
&
m
z
a」
で
は
な
い
が
「
玄

5
・

E
E
-
5色
、
つ
ま
り
邪
悪
で
不
適
切
な
行
為
で
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま

(
日
)

う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
を
出
発
点
と
し
て
、

マ
イ
ヤ
l
は
、
行
為
が
法
益
の
客
体
に
迫
っ
た
危
険
を
も
っ
ぱ
ら
減
ら
す

た
め
に
十
分
で
あ
り
、
そ
う
す
る
意
思
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
時

に
の
み
、
二
二
三
条
の
構
成
要
件
(
冨

5
F
S門
出
口
口
問
)
が
欠
如
す
る
と
主

張
し
、
そ
の
理
論
を
「
危
険
削
減
理
論
(
。
広
島
ヨ
凹
ヨ
=
加
刊
日
呂
田
円

Z
S刊)」

と
名
づ
け
た
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
危
険
を
減
ら
す
行
為
が
大
き
な
リ

ス
ク
や
傷
害
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
に
は
、
も
は
や
危
険
を
削
減
す
る

だ
け
で
は
な
い
の
で
、
構
成
要
件
は
欠
如
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
な
お
そ



の
際
、
構
成
要
件
の
欠
如
は
事
前
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
考
慮
し
た
結
果
に

基
づ
く
の
で
、
実
際
そ
の
侵
襲
が
成
功
し
た
か
失
敗
だ
っ
た
か
は
、
そ
れ

(
日
)

と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
生
命
を
救
う
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
も

は
や
機
能
し
て
い
な
い
内
臓
な
ど
の
身
体
の
構
成
要
素
を
切
除
す
る
こ
と

(
関
)

は
、
傷
害
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
侵
害
は
差
し
迫
っ
た
危
険
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
そ
れ
を
そ
ら
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
新
た
な
危
険
が
発
生

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
客
観
的
に
構
成
要
件
に
該
当
し
た
医

的
侵
襲
は
、
同
意
が
あ
れ
ば
同
じ
く
構
成
要
件
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な

(
印
)

る。

治療行為の傷害構成要件該当性について

し
か
し
こ
の
見
解
は
、
あ
る
行
為
が
「
富

Z
E
E
-
E
m」
か
否
か
を
判

断
す
る
の
に
際
し
、
そ
の
行
為
が
結
果
と
し
て
身
体
の
健
康
を
よ
く
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
「
邪
悪
で
不
適
切
な
行
為
」
で
あ

(ω) 

る
と
判
断
し
て
し
ま
う
点
で
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
述
の
、

身
体
の
本
質
的
部
分
の
喪
失
時
に
「
芸
回
目

E
E
-
5明
」
を
認
め
る
見
解
が
、

「玄

E
E
E
-
E
E
の
結
果
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
説
が

「富田明

Z
E
Z呂
」
と
い
う
行
為
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ヤ

l
の
見
解
は
、
「
玄

5
E
E
t

za」
の
結
果
で
は
な
く
、
行
為
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
そ
の
行
為
が
例

え
事
前
に
予
測
で
き
た
リ
ス
ク
を
実
現
し
な
く
と
も
、
患
者
の
同
意
が
な

け
れ
ば
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
ゆ
え
に
結
局
は
、

自
己
決
定
権
と
い
う
要
素
を
傷
害
罪
の
法
益
に
忍
び
込
ま
せ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
マ
イ
ヤ

l
の
「
危
険
削
減
理
論
(
。
広
島
ミ
刊
号
5
m
m
E
=由
民

zg'

号
)
」
の
考
察
方
法
は
、
客
観
的
帰
属
論
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
危
険
削
減
(
呂
田

F
E
5
5呂町『
Em)」
の
そ
れ
に
、
非
常
に
似
通
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
客
観
的
帰
属
論
に
お
け
る
「
危
険
削
減

(
m
E
E
g
E
z
m
m包
括
)
」
と
は
、
差
し
迫
っ
て
い
る
重
大
な
結
果
を
和

ら
げ
た
、
あ
る
い
は
時
間
的
に
先
に
伸
ば
し
た
行
為
に
は
、
結
果
の
帰
責

(
引
)

が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
テ
!
ゼ
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
結
果
発
生
の
リ
ス
ク
を
減
ら
し
、
迫
っ
て
い
る
法
益
侵
害
を
和
ら

げ
、
あ
る
い
は
そ
の
侵
害
を
時
間
的
に
伸
ば
す
行
為
を
禁
じ
る
こ
と
は
、

刑
法
的
な
禁
止
規
定
の
意
義
と
目
的
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
す
で
に
構
成
要
件
該
当
の
行
為
は
欠
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
行
為
が
急
迫
し
た
危
険
を
そ
ら
し
た

が
、
そ
の
際
、
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
侵
害
結
果
と
よ
べ
る
よ
う
な
、

新
た
な
独
自
の
(
法
的
に
重
要
な
)
危
険
が
基
礎
付
け
ら
れ
た
と
き
に
は
、

(

門

出

)

客
観
的
帰
属
は
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

(
臼
)

て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
消
防
士
の
事
例
で
あ
る
。
「
消
防
土

R
は、

燃
え
て
い
る
家
の
三
階
で
子
供
を
発
見
し
た
。

R
は
退
路
を
絶
た
れ
て
い

た
た
め
に
、
雨
ど
い
を
つ
た
っ
て
下
り
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
道
は
子

北法56(2・333)849



研究ノート

供
を
つ
れ
て
い
け
る
よ
う
な
道
で
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に

R
は
、
下
で
受

け
止
め
る
準
備
を
し
て
い
た
仲
間
に
、
子
供
を
投
げ
下
ろ
し
た
。
し
か
し

そ
の
子
供
は
、
仲
間
の
横
に
落
ち
て
死
亡
し
た
。
」
こ
の
事
例
に
お
い
て
、

R
は
確
か
に
子
供
を
焼
死
と
い
う
危
険
か
ら
救
っ
て
い
る
が
、
新
た
に
墜

落
死
と
い
う
危
険
を
惹
起
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

R
を
不
可
罰
に
す
る
の

は
、
帰
属
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
(
た
と
え
ば
違
法
性
)
の
問
題

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
的
に
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
治
療
行
為
の
問
題
と
客
観
的

帰
属
の
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
治

療
行
為
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
傷
害
結
果
が
な
い
の
で
、
帰
属
さ
せ
る
べ

き
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
治
療
行
為
の
傷
害
構
成
要
件
該
当

性
を
認
め
る
ド
イ
ツ
の
判
例
や
日
本
の
通
説
も
正
当
化
事
由
を
重
視
し
て

い
る
点
か
ら
、
一
般
的
に
客
観
的
帰
属
(
あ
る
い
は
因
果
関
係
論
)
を
問

題
と
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
治
療
行
為
に
は
、
新
た
な

そ
し
て
独
自
の
危
険
の
惹
起
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
消
防
士
の
事
例
の
よ
う
に
、
医
師
は
患
者
に
迫
っ
た
病
死
と
い

う
危
険
を
排
除
し
て
い
る
が
、
手
術
ミ
ス
に
よ
る
失
血
死
と
い
う
危
険
あ

る
い
は
薬
の
副
作
用
に
よ
る
死
と
い
う
新
た
な
危
険
を
惹
起
し
て
い
る
と

(
臼
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
l
は
、
自
説
に
お
い
て
手
術
自
体

に
は
新
た
な
リ
ス
ク
の
発
生
を
認
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

上
述
の
よ
う
に
、
も
は
や
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
な
い
臓
器
の
摘
出
行

為
を
、
危
険
の
削
減
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
果
た
し
て
、
マ
イ
ヤ
!
の
い
う
大
き
な
リ
ス
ク
と
は
、
何
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
た
と
え
も
は
や
役
目
を
果
た
し
て
い
な
い
臓
器

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
摘
出
す
る
よ
う
な
行
為
(
手
術
)
は
、
新
た
な
リ

ス
ク
の
惹
起
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
麻
酔
や
手
術
そ
の
も
の
は
た
い
て
い
「
大
き
な
リ
ス

ク
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
注
射
や
傷
口
の
縫
合
な

ど
の
さ
さ
や
か
な
治
療
は
、
た
い
て
い
痛
み
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
多
く

の
医
的
侵
襲
が
傷
害
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
方
向
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
、
マ
イ
ヤ
l
の
「
危
険
削
減
理
論
」
は
、
傷
害
結
果
を

限
定
す
る
役
割
を
、
な
ん
ら
果
た
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る。
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第

節

治
療
行
為
傷
害
説

上
述
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
通
説
的
見
解
と
は
反
対
に
、
医
的
侵
襲
を
、

全
体
的
に
で
は
な
く
、
個
々
の
行
為
ご
と
に
観
察
す
れ
ば
そ
こ
に
は

「
玄
広
島

g色
E
加
」
あ
る
い
は
「
。
町
田
E
a
z
g号
g
n
z
E
G
E
E
が
あ
る
と



治療行為の傷害構成要件該当性について

解
す
る
の
が
治
療
行
為
傷
害
説
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ス
は
、
ま
ず
「

ο
2
5舎
岳
宮
田
円
吉
田
島
仲
間
巴
括
」
を
基
盤
の
侵
害

(
切

Z
F
M
S
ロ
ミ
E
R包
括
)
あ
る
い
は
機
能
障
害
(
司
E
E
g
g
S
E
E
m
)
に

よ
る
身
体
的
能
力
の
侵
害
で
あ
る
と
定
義
し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
能
力

と
は
か
か
わ
り
の
な
い
身
体
の
完
全
性
の
侵
害
、
す
な
わ
ち
単
な
る
健
康

(
臼
)

状
態
の
侵
害
を
「
言
明
朗

E
E
Z昌
」
と
し
て
扱
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
一
時
的
に
せ
よ
能
力
や
健
康
を
著
し
く
侵
害
す
る
よ
う
な
医

(
叫
山
)

的
侵
襲
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
更
に
ク
ラ
ウ
ス
は
、
結
果
の
発
生
し
た
医
的
侵
襲
に
お
い
て
問
題
な
の

(

門

別

)

は
、
帰
責
と
違
法
性
で
あ
る
と
考
え
た
。
ゆ
え
に
例
え
専
断
的
治
療
行
為

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
結
果
無
価
値
が
個
人
的
な
過
誤
行
為
と
し
て

行
為
者
に
帰
責
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
意
な
ど
の
特
別
な
正
当
化
要

素
は
不
要
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
「
帰

責
性
が
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
た
め
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
社
会
的
相

当
性
が
な
い
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
犯
処
罰
の
た
め
に
必
要
不
可

欠
な
要
素
で
あ
る
。
よ
っ
て
専
断
的
治
療
行
為
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

同
意
を
得
ず
に
侵
襲
を
行
っ
た
医
師
が
社
会
的
に
相
当
に
振
舞
っ
て
い
る

(
叫
叩
)

か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
ク
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
患
者
の
同
意
は
そ
の
同

意
が
社
会
秩
序
に
反
し
て
い
な
い
限
り
、
社
会
的
相
当
性
の
判
断
に
入
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
医
的
侵
襲
は
ク
ラ
ウ
ス
が
主
張
し
た
意

味
に
お
け
る
傷
害
結
果
を
惹
起
し
た
こ
と
に
加
え
、
彼
が
治
療
行
為
に
関

す
る
患
者
の
同
意
を
入
手
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
が
身
体
の
完
全
性
保
護
の
た
め
に
一
般
的
に
規
定
さ
れ
た
医

(

的

)

(

初

)

師
の
注
意
義
務
に
反
し
た
場
合
に
傷
害
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

ク
ラ
ウ
ス
が
主
張
す
る
「
一
時
的
な
能
力
侵
害
で
あ
っ
て
も
」
と
い
う

考
察
方
法
は
、
日
本
の
そ
れ
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の

文
献
の
表
現
に
お
い
て
は
患
者
の
意
思
の
取
り
扱
い
が
、
傷
害
罪
の
法
益

で
あ
る
の
か
、
そ
の
外
側
の
要
素
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
で

あ
る
の
か
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
ク
ラ
ウ
ス
の
見
解
は
批
判

(
九
)

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
治
療
行
為
傷
害
説
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
時
代
か
ら
現
在
ま
で
受
け

(
刀
)

継
が
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
立
場
で
あ
る
。
判
例
は
あ
ら
ゆ
る
治

療
行
為
に
傷
害
構
成
要
件
該
当
性
を
み
と
め
、
そ
の
う
え
で
医
師
を
不
可

罰
と
す
る
た
め
に
は
、
患
者
の
同
意
な
ど
の
正
当
化
事
由
が
必
要
で
あ
る

(
ね
)

と
考
え
る
。
多
く
の
学
説
は
こ
の
見
解
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、

(
引
け
)

ド
イ
ツ
判
例
の
詳
細
な
検
討
は
後
述
す
る
。
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第
四
節

傷
害
罪
の
法
益
に
は
自
己
決
定
権
が
含
ま
れ
て
い
る

と
解
す
る
説
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上
述
の
全
て
の
説
は
、
傷
害
罪
の
法
益
を
身
体
(
あ
る
い
は
身
体
的
利

益
)
と
と
ら
え
、
傷
害
結
果
の
発
生
を
純
粋
に
客
観
的
に
判
断
す
る
。
し

か
し
、
近
年
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
で
「
白
己
決
定
権
」
の
果
た
す
役
割
が
大

き
く
な
る
に
従
っ
て
、
傷
害
罪
の
法
益
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
法
益
所
有
者

の
自
己
決
定
権
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

(
符
)

た

ロ
ク
シ
ン
は
、
ド
イ
ツ
の
現
行
刑
法
が
専
断
的
治
療
行
為
の
構
成
要
件

を
含
ん
で
い
な
い
限
り
で
、
身
体
の
完
全
性
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
二

二
コ
一
条
に
よ
っ
て
身
体
的
利
益
と
共
に
保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す

(
花
)

必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
同
意
の
な
い
治
療
行
為
は
常
に
傷

害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
ク
シ

ン
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
(
正
当
化
緊
急
避
難
)
に
関
し
て
も
、
患
者

が
拒
絶
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
手
術
を
す

(
打
)

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
し
、
推
定
的
承
諾
も
実
際
の
法
益
所
有
者
の

意
思
が
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
リ
ス
ク
は
許
容
し
な
い
と
考
え
る

の
で
、
患
者
の
同
意
の
存
在
し
な
い
医
的
侵
襲
は
、
患
者
の
同
意
の
有
無

が
わ
か
ら
ず
、
そ
し
て
時
機
を
失
せ
ず
に
そ
の
よ
う
な
同
意
を
え
る
可
能

(
刊
日
)

性
が
な
い
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
は
、
原

則
的
に
患
者
の
同
意
の
な
い
侵
襲
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
医
的
侵
襲

に
対
し
て
も
っ
と
も
厳
格
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

一
方
で
ホ
ル
ン
・
ヴ
オ
ル
タ

l
は
、
自
己
決
定
権
を
傷
害
罪
の
法
益
に

加
え
る
に
あ
た
っ
て
、
二
元
的
解
決

(
N
宅
四
回
目
吉
江
m
h
Eい
凶
己
口
開
)
と
呼
ば

(
均
)

れ
る
複
雑
な
解
決
を
行
う
。
二
元
的
解
決
に
基
づ
く
と
、
傷
害
罪
の
法
益

に
は
身
体
の
完
全
性
と
自
己
決
定
権
の
二
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る

攻
撃
の
種
類
も
二
種
類
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
当
事
者
の
意
思
に
か

か
わ
ら
ず
、
健
康
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
(
失
敗
し
た
手
術
等
)
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
最
終
的
な
健
康
回
復
は
関
係
な
く
、
専
断
的
に
身
体
の

完
全
性
を
侵
害
す
る
行
為
、
つ
ま
り
自
己
決
定
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ

る
。
そ
し
て
専
断
的
な
治
療
行
為
が
失
敗
に
終
わ
り
、
両
者
が
同
時
に
起

こ
っ
た
場
合
に
は
、
一
般
的
な
競
合
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

(
初
)

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ホ
ル
ン
・
ヴ
ォ
ル
タ

l
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
意
思

に
反
し
て
健
康
侵
害
が
行
わ
れ
る
、
通
常
の
傷
害
事
例
に
お
い
て
も
、
常

に
両
者
は
競
合
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
競
合
を
常
に
念
頭

に
お
い
た
傷
害
罪
の
法
益
の
理
解
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

ろ、っ。
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い
ず
れ
に
せ
よ
傷
害
罪
の
法
益
の
中
に
自
己
決
定
権
が
含
ま
れ
て
い
る

か
否
か
は
「
被
害
者
の
承
諾
」
と
も
関
係
し
た
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
二
二
三
一
条
は
自
己
決
定
権
そ
の
も
の
を
保
護

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
身
体
的
利
益
と
並
ん
で
保
護
し
て
い
る
と
解
す



治療行為の傷害構成要件該当性について

る
べ
き
な
の
で
、
客
観
的
な
身
体
の
傷
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
傷
害

罪
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
処
分
の
自

由
は
客
観
化
さ
れ
た
法
益
(
こ
こ
で
は
身
体
の
完
全
性
)
を
こ
え
て
保
護

(
剖
)

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
局
、
医
的
侵
襲
が
傷
害
罪
の
評
価
の

起
点
と
な
る
現
象
、
つ
ま
り
傷
害
を
惹
起
し
て
い
る
か
否
か
を
確
定
さ
せ

る
こ
と
が
ま
ず
必
要
と
な
る
。
客
観
的
な
法
益
侵
害
行
為
を
自
己
決
定
権

で
正
当
化
(
あ
る
い
は
構
成
要
件
阻
却
)
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
客
観

的
に
は
法
益
侵
害
で
す
ら
な
い
行
為
を
自
己
決
定
権
で
処
罰
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
説
的
見
解
の
よ
う
に
、
医
的
侵
襲
に
は
傷
害
結

果
が
発
生
し
て
い
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
自
己
決
定
権

は
問
題
と
な
ら
な
い
し
、
他
方
判
例
の
よ
う
に
医
的
侵
襲
は
傷
害
結
果
を

惹
起
し
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
自
己
決
定
権
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
傷
害

罪
は
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
傷
害
罪
の
法
益
に
自
己
決
定
権

が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
法
益
論
に
入
る
以
前
の
、
外

部
的
影
響
と
し
て
の
傷
害
結
果
の
有
無
を
検
討
す
る
、
治
療
行
為
の
傷
害

構
成
要
件
該
当
性
を
論
じ
る
場
合
に
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
お
く
べ
き
で
あ

ろ、っ。

第
二
章

ド
イ
ツ
判
例
の
見
解

医
的
侵
襲
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
裁

判
所
が
明
確
な
判
断
を
下
し
た
の
は
、
河
。
∞
月
以
-
凶
司
判
決
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
医
的
侵
襲
は

「冨
E
F
S
S
E
m」
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
学
説
の
度
重
な

(
位
)

る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
判
断
は
、
そ
れ
以
後
の
判
例
に
も
受
け
継

(
幻
)

が
れ
て
い
る
。第

一
節

-
N
C
m
円
以
-
凶
司
判
決

列
。
白
押
印
・
凶
司
の
事
実
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
九
三
年
六
月
十
三
日
、
脚
を
結
核
性
の
腫
蕩
に
侵
さ
れ
て
い
た
少

女
(
当
時
七
歳
)
が
、
母
親
に
連
れ
ら
れ
て
病
院
を
訪
れ
た
。
そ
の
病
院

の
医
師
(
以
下
被
告
人
と
す
る
)
は
結
核
に
侵
さ
れ
て
い
た
部
分
の
切
除

に
よ
り
結
核
の
進
行
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
効
果
は
得
ら
れ
ず
、
次

に
彼
は
足
そ
の
も
の
の
切
断
を
す
る
こ
と
で
結
核
の
進
行
を
と
め
よ
う
と

し
た
。
鑑
定
人
に
よ
れ
ば
、
結
核
が
さ
ら
に
広
ま
る
こ
と
で
死
の
恐
れ
も

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
措
置
自
体
は
適
切
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
は

父
親
に
そ
の
よ
う
な
手
術
に
つ
い
て
説
明
せ
ず
、
ま
た
患
者
の
父
親
は
外

科
的
手
術
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
以
前
に
表
明
し
て
い
た
。
な
ぜ
な

ら
彼
は
自
然
療
法
の
支
持
者
で
あ
り
、
ま
た
娘
を
身
体
障
害
者
に
し
た
く

北法56(2・337)853
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な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
は
結
局
、
患
者
と
そ
の
両
親
の
同
意
な

く
し
て
手
術
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
成
功
し
患
者
の
結
核
は
治
癒
し
た
。

原
審
は
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
基
づ
き
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
そ

の
理
論
構
成
は
、
手
術
の
際
に
患
者
に
加
え
ら
れ
た
侵
襲
は
「

ζ
E，

E
昆
Z
=巴
で
も
「
。
刊

m
E
E
Z
5
2
n
z
E仲
間
ロ
ロ
色
で
も
な
い
と
い
う
学
説

(
刷
出
)

の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
手
術
は
目
的
に
か
な
っ
て
お
り
、
合
理

的
で
必
要
で
さ
え
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
同
意
の
有
無
は
法
的
に
無
価
値
で
あ

る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
は
後
に
、
患
者
の
父
を
説
得
す

る
つ
も
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の
点

で
主
観
的
な
違
法
性
も
否
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
刑
法
二
二
三
条
の
「
呂
田
明

Z
E
Z昌」

と
い
う
文
言
は
、
立
法
者
意
思
に
基
づ
け
ば
、
直
接
的
、
物
理
的
に
身
体

組
織
に
加
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
傷
害
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示

し
、
少
な
く
と
も
身
体
の
本
質
的
部
分
を
失
う
こ
と
は
「
E
E
Z自
己

E同
」

で
あ
る
と
考
え
、
原
審
の
判
決
を
破
棄
、
差
し
戻
し
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

は
、
な
ぜ
医
師
だ
け
が
特
別
扱
い
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
、

ま
た
目
的
や
結
果
が
身
体
に
有
益
で
あ
る
と
か
合
理
的
で
あ
る
と
か
は
、

傷
害
罪
の
構
成
要
件
と
は
な
ん
ら
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
の
で

(
お
)

あ
る
。

第
二
節

そ
の
他
の
判
例
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列
。
∞
円
以
岨

3
u
判
例
に
対
す
る
学
説
の
評
価
は
ま
っ
た
く
否
定
的
な
も

(
鉛
)

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
学
説
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
(
以
下
回
。
旦
に
も
受

け
継
が
れ
て
い
る
。
医
的
侵
襲
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
、
図
。
国
で
最
初
に
判
断
を
下
し
た
の
は
、
回
。
国
∞
ニ
ア
コ
-

判
決
で
あ
っ
た
。

図。

z
gご
・
=
-
判
決
は
、
医
師
で
あ
る
被
告
人
が
子
宮
の
腫
蕩
を
患
っ

て
い
た
四
六
歳
の
患
者
の
子
宮
を
摘
出
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
っ
た
。
被

告
人
は
腫
蕩
の
で
き
て
い
る
子
宮
の
一
部
を
切
除
す
る
手
術
に
関
し
て
は

患
者
の
同
意
を
得
て
い
た
が
、
子
宮
そ
の
も
の
の
摘
出
に
つ
い
て
の
同
意

は
得
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
手
術
開
始
後
に
子
宮
を
す
べ
て
摘
出
し

な
け
れ
ば
、
患
者
の
臆
蕩
は
治
癒
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
認
識
に
至
り
、

ま
た
患
者
が
も
し
も
そ
の
事
情
を
知
れ
ば
同
意
す
る
だ
ろ
う
と
信
じ
た
の

で
、
患
者
の
用
意
を
得
る
こ
と
な
く
手
術
範
囲
を
拡
大
し
た
。

回
。
国
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
医
的
侵
襲
は
外
見
上
の
構
成
要
件
を

(
釘
)

充
足
し
、
同
意
が
な
け
れ
ば
違
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
当
該
事

例
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
被
告
人
に
は
患
者
の
子
宮
を
全
て
取
り
除
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
認
識
可
能
で
あ
り
、
ゆ



治療行為の傷害構成要件該当牲について

え
に
彼
は
予
め
場
合
に
よ
っ
て
は
お
こ
り
う
る
侵
襲
範
囲
の
拡
大
に
つ
い

(∞∞) 

て
も
同
意
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。
被
告

人
の
「
患
者
が
事
情
を
知
れ
ば
同
意
を
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
推
定
は
、

被
告
人
が
げ
ん
こ
つ
大
の
腫
蕩
の
存
在
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
を
患
者
に

も
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
ま
た
患
者
に
手
術
範
囲

の
拡
大
の
可
能
性
に
つ
い
て
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
「
手
術
前
に
患

者
に
余
計
な
心
配
は
さ
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
配
慮
か
ら
は
正
当
化
さ
れ

な
い
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
な
、
ぜ
な
ら
癌
の
治
療
の
た
め
場
合
に
よ
っ
て

は
子
宮
を
す
べ
て
摘
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
患
者
に
知

ら
せ
た
と
き
、
患
者
が
そ
れ
を
拒
否
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
鈎
)

ま
た
、
開
。
Z
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
基
本
法
二
条
二
項
一
文
で
保

障
さ
れ
て
い
る
身
体
の
完
全
性
と
い
う
権
利
は
、
彼
が
身
体
の
完
全
性
を

放
棄
す
る
こ
と
で
生
命
の
危
機
を
も
た
ら
す
疾
病
か
ら
解
放
さ
れ
る
時
に
、

そ
の
放
棄
を
拒
否
し
た
人
に
対
し
て
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
中

略
)
た
し
か
に
そ
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
病
気
の
患
者
を
治
療
す
る
こ
と

は
医
師
の
も
っ
と
も
重
大
な
権
利
で
あ
り
、
も
っ
と
も
本
質
的
な
義
務
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
権
利
・
義
務
は
、
原
則
的
に
そ
の
身
体
に
つ
い
て

(
卯
)

の
個
人
の
自
由
な
自
己
決
定
権
の
中
に
限
界
を
見
つ
け
る
」
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
当
該
事
例
に
お
い
て
は
図
。
出
は
、
た
と
え
手
術
範
囲
拡
大
の

必
要
性
に
手
術
開
始
後
に
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
と
し
て
も
、
被
告
人
が

手
術
前
に
場
合
に
よ
っ
て
は
起
こ
り
う
る
侵
襲
に
つ
い
て
患
者
の
同
意
を

確
認
し
な
か
っ
た
こ
と
に
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
の
過
失
責
任
を

肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
医
的
侵
襲
が
故
意
の
傷
害
罪
に
該
当
す
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
被
告
人
の
責
任
は
過
失
に
留
ま
っ
た
の
か
と
い

(
引
)

う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
明
確
な
答
え
を
突
き
つ
け
た
の
が
、

図
。
出
∞
包
少
M
食
い
で
占
め
る
。

こ
の
判
例
は
、
帝
王
切
開
の
際
に
、
患
者
の
子
宮
の
一
部
が
腹
壁
と
勝

脱
に
癒
着
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
医
師
(
以
下
被
告
人
)
が
、
患

者
の
同
意
な
く
し
て
卵
管
不
妊
手
術
(
巴
E
B
E
E
n号吋
R
吉
占
)
を
行
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、
こ
の
よ
う
な
癒
着
に
よ
っ
て
患

者
が
次
に
妊
娠
・
出
産
し
た
場
合
、
母
子
の
生
命
の
危
険
を
伴
、
つ
子
宮
破

裂
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
ま
た
患
者
が
す
で
に
三
人

の
子
供
を
も
う
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
患
者
に
事
情
を
話
せ
ば
彼
女
は
こ

の
よ
う
な
侵
襲
に
同
意
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。

切。
Z
は
、
回
。

Eg--
岨
ニ
-
判
決
と
同
様
の
解
釈
を
し
た
う
え
で
、
被

告
人
は
正
当
化
事
由
(
推
定
的
同
意
)
の
事
実
的
な
前
提
の
存
在
を
錯
誤

し
て
お
り
、
ゆ
え
に
事
実
の
錯
誤
で
被
告
人
の
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
錯
誤
が
医
師
の
過
失
に
由
来
す
る
(
と
る
べ
き
段
階

で
と
る
べ
き
同
意
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
)
当
該
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
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(

川

出

)

は
、
そ
の
医
師
は
過
失
傷
害
罪
の
責
め
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
判
示
し
た
。

つ
ま
り
、
医
師
が
、
「
も
し
患
者
が
事
実
を
知
れ
ば
同
意
を
す
る
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
推
定
的
承
諾
に
基
づ
い
て
行
為
で
き
る
と
錯
誤
し
た
こ
と
が
、

図
。
医
師
円
以
咽
官
。
や
切
の
出
ヨ
ニ
・
ご
-
に
お
い
て
、
被
告
人
の
傷
害
罪
に
お

(

川

町

)

け
る
故
意
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
判
例
で
は
、
医
的
侵
襲
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の
は
患
者
の
同
意

の
み
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
患
者
の
推
定
的
同
意
、
そ
し
て
そ
の
存
在
の
錯

(
川
田
)

誤
を
絡
め
た
柔
軟
な
解
決
を
し
て
い
る
。

第
三
節

学
説
に
よ
る
批
判

上
述
の
判
例
は
し
か
し
、
学
説
の
支
持
を
ほ
と
ん
ど
得
て
い
な
い
。
と

り
わ
け
医
師
の
治
療
行
為
を
全
体
と
し
て
捉
え
ず
に
、
個
々
の
行
為
を
観

察
し
て
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
さ
せ
る
と
い
う
判
断
は
、
医
師
の
治

療
が
消
極
的
な
も
の

(
U
O
P
5
2
5
E
Eロ
)
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批

(

白

)

(

郎

)

判
や
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

罪
刑
法
定
主
義
に
関
し
て
い
え
ば
、
確
か
に
医
的
侵
襲
は
傷
害
罪
で
は

な
い
と
解
す
る
説
に
基
づ
く
と
、
当
該
行
為
に
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
的

結
果
が
発
生
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
傷
害
罪

と
す
る
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
も
そ
も

判
例
は
医
的
侵
襲
の
個
々
の
行
為
が
傷
害
の
構
成
要
件
に
あ
た
る
と
い
う

前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
当
な
出
発

(
仰
)

点
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
こ
の
批
判
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「

o
o
p
g
z
s
E
Eロ
」
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
は

も
っ
と
も
で
あ
る
。
判
例
の
理
論
に
よ
れ
ば
治
療
行
為
は
傷
害
罪
の
構
成

要
件
に
該
当
し
、
ま
た
そ
れ
自
体
で
は
正
当
化
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ

な
い
の
で
、
他
の
正
当
化
事
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
常
に
傷
害

罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
正
当
化
事
由
と
し
て
、

(
M
m
)
 

患
者
の
同
意
、
推
定
的
承
諾
、
緊
急
避
難
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

実
際
に
は
こ
れ
ら
は
刑
法
上
の
問
題
が
生
じ
る
よ
う
な
場
面
で
は
、
ほ
と

ん
ど
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
患
者
の
同
意
は
、
被
害

(
仰
)

者
の
同
意
よ
り
も
そ
の
要
件
が
緩
や
か
で
あ
る
と
は
い
え
、
医
師
の
説
明

義
務
と
の
関
係
で
、
そ
れ
が
事
実
上
有
効
に
存
在
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
し
、
ま
た
推
定
的
承
諾
も
、
本
人
の
同
意
を
取
る
こ
と
が
で
き
た

場
合
に
は
適
用
で
き
な
い
。
緊
急
避
難
に
関
し
て
も
、
緊
急
性
の
要
件
が

そ
の
適
用
範
囲
を
狭
め
て
し
ま
い
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
事
由
の
な

い
医
的
侵
襲
は
違
法
な
傷
害
罪
で
あ
る
と
宣
言
し
、
医
師
に
常
に
患
者
の

同
意
に
気
を
配
る
よ
う
警
告
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
ろ
う
。
し
か
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し
、
そ
の
こ
と
が
医
師
に
適
切
で
時
機
を
失
し
な
い
治
療
行
為
を
隠
踏
さ

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
逆
に
傷
害
罪
が
保

護
し
よ
う
と
す
る
個
人
の
身
体
を
お
び
や
か
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

の
で
あ
り
、
実
際
判
例
も
、
そ
れ
を
避
け
る
べ
く
努
力
を
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
判
例
は
推
定
的
承
諾
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
患
者

の
同
意
を
事
前
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
お
い
て
も
、
推
定

的
承
諾
の
存
在
の
錯
誤
理
論
(
事
実
の
錯
誤
)
に
よ
っ
て
、
医
師
の
故
意

を
阻
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
必
要
な
侵
襲
を
医
師
に
断
念
さ
せ
な
い
た

め
に
、
判
例
は
「
事
実
の
錯
誤
」
と
い
う
手
段
で
、
医
師
の
リ
ス
ク
を
減

ら
そ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局

判
例
に
お
い
て
も
、
医
師
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
、
許
さ
れ
る

と
考
え
た
す
べ
て
の
侵
襲
に
は
傷
害
罪
の
故
意
が
か
け
る
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
判
例
は
、
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
と
い
い
つ
つ
、
最

終
的
に
は
一
般
的
・
客
観
的
に
合
理
的
な
医
師
の
行
為
を
、
傷
害
罪
の
(
主

観
的
)
構
成
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
判
例
の
用
い
る
推
定
的
承
諾
と
そ
の
錯
誤
の
理
論
は
、

適
切
な
医
的
侵
襲
が
ま
っ
た
く
傷
害
罪
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
い
た
め

の
間
に
合
わ
せ
の
用
語
で
し
か
な
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

(
則
)

る。
た
し
か
に
医
的
侵
襲
の
正
当
化
の
た
め
に
は
患
者
の
同
意
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
そ
の
例
外
を
非
常
に
大
き

く
認
め
る
判
例
の
立
場
は
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
学
説
の
よ
う
に
、
医
的
侵
襲
は
傷
害
罪
で
は
な
い
と
断
言
し
て
し

ま
う
の
も
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
医
的
侵
襲
は
傷

害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
そ
れ
は
患
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
正

当
化
で
き
な
い
よ
う
な
絶
対
的
に
違
法
な
も
の
で
は
な
く
、
治
療
行
為
そ

れ
自
体
が
正
当
化
事
由
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
生
じ
る
。
こ
の
見
解
は
ド

イ
ツ
で
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
で
は
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

第
三
章

ド
イ
ツ
立
法
府
の
対
応

日
本
の
学
説
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ド
イ
ツ
の
立
法
府
の
対
応
に
つ
い

て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
治
療
行

為
非
傷
害
説
が
通
説
的
地
位
を
し
め
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
専
断
的
治

(
肌
)

療
行
為
に
関
す
る
条
文
の
必
要
性
が
度
々
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
学
説
の
要
求
に
こ
た
え
る
試
み
を
、
ド
イ
ツ
立
法
府
は
す
で
に
何
度

(
即
)

か
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
九
八
年
の
刑
法
改
正
に
際
し
で
も
、
専
断

的
治
療
行
為
の
条
文
は
一
九
九
六
年
の
予
備
草
案
(
〈
2
2
Z
E
R
)
の
段

(
附
)

階
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
。
一
九
九
六
年
の
草
案
は
こ
れ
ま
で
の
改
正
草

案
が
菌
寸
断
的
治
療
行
為
を
「
自
由
に
対
す
る
罪
」
の
章
に
位
置
付
け
て
い
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た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
「
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
罪
(
傷
害
の
罪
)
」

の
章
に
位
置
づ
け
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
専
断
的

治
療
行
為
の
傷
害
罪
と
し
て
の
性
格
付
け
に
は
、
学
説
の
批
判
が
集
中
し

(
胤
)

た
。
ま
た
、
「
有
効
な
同
意
」
や
些
細
で
は
な
い
影
響
と
い
う
あ
い
ま
い

な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
ゃ
、
治
癒
目
的
の
な
い
実
験
的

な
行
為
さ
え
も
治
療
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る
点
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
美
容

整
形
や
断
種
、
臓
器
移
植
の
ド
ナ
l
側
へ
の
手
術
な
ど
が
治
療
行
為
に
含

(
防
)

ま
れ
る
か
否
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
点
に
対
し
て
も
批
判
が
な
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
二
二
九
条
の
対
象
と
な
る
治
療
行
為
の
判
断
が
、
客
観
的
に
で

は
な
く
主
観
的
な
目
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
、
治
療
行
為
が
準
則
に
従

(
刈
)

う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
な
い
点
で
も
批
判
さ
れ
た
。
他
に
も
、
些
細
な

説
明
義
務
違
反
が
故
意
犯
処
罰
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
医
師
の
責
任
が

(
問
)

厳
し
く
な
り
、
医
術
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
点
、
ま
た
、
二
三
O
条
の
「
失

(
瑚
)

敗
に
終
わ
っ
た
治
療
行
為
」
の
規
定
を
過
失
傷
害
罪
か
ら
区
別
す
る
必
要

(
問
)

性
が
疑
問
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
も
寄
せ
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
学
説

の
激
し
い
反
対
に
よ
っ
て
、
二
二
九
条
以
下
の
治
療
行
為
に
関
す
る
一
連

の
規
定
が
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
そ
れ
と
関
係
し
て
、
一
九
九
八
年
の
刑
法
改
正
で
は
、
傷
害
に

関
す
る
罪
の
章
の
見
出
し
が
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
「
穴
C
号
白

2
2
1

で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
印

E岳
民

g
宅
窓
口
仏
お

E叫
l

-
R
N
E
m
(
傷
害
の
罪
)
」

官
E
n
z
dロ〈
g
m
F
5
2
(身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
罪
)
」
に
変
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
出
し
の
変
化
は
、
自
己
決
定
権
を
、
そ
の
ま

ま
の
形
に
せ
よ
、
処
分
権
と
い
う
形
に
せ
よ
、
傷
害
罪
の
保
護
法
益
で
あ

(
川
)

る
と
考
え
る
見
解
に
、
法
的
な
支
柱
を
与
え
た
と
解
さ
れ
た
り
、
あ
る
い

は
、
そ
れ
は
本
質
的
な
も
の
を
何
も
変
え
て
お
ら
ず
、
た
だ
専
門
用
語
と

適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
「
印

E
E同
町
口
開
刊
加
問
ロ
己

g
F
S
g
(生
命
に

対
す
る
罪
)
」
と
い
う
用
語
法
と
適
合
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
だ
け
で

(
山
)

あ
る
と
解
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
更
な
る
検
討
が
必

要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
予
備
草
案
の
段
階
で
、
治
療
行
為
に

関
す
る
条
文
を
除
い
て
は
、
「
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
罪
」
の
他
の
規

定
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
傷
害
の
罪
」
の
規
定
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

変
化
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
見
出

し
の
変
化
は
、
本
来
、
宙
寸
断
的
治
療
行
為
を
傷
害
罪
と
し
て
特
徴
付
け
る

(
山
)

た
め
に
行
わ
れ
た
と
解
す
る
見
解
に
も
、
十
分
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
四
章

日
本
の
学
説

第

節

日
本
と
ド
イ
ツ
の
理
論
的
基
盤
の
相
違



治療行為の傷害構成要件該当性について

日
本
に
お
い
て
は
、
治
療
行
為
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
か

否
か
と
い
う
議
論
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
け
る
文
献
の
多
く
が
ド
イ
ツ
の
議
論
を
基
礎
と
し
て

論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
通
説
は
ド
イ
ツ
の
通

説
と
異
な
り
、
治
療
行
為
は
傷
筈
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
と
考
え
る
。

ド
イ
ツ
と
臼
本
の
通
説
が
、
ま
っ
た
く
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
根
拠

(
川
)

の
ひ
と
つ
は
、
条
文
の
違
い
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
刑
法
が

「
人
を
傷
害
し
」
と
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
「
他
人
を

身
体
的
に
虐
待
し
」
あ
る
い
は
「
健
康
を
侵
害
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て

い
る
の
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
傷
害
罪
成
立
の
た
め
に
「
身
体
的
完
全

性
」
と
い
う
保
護
法
益
を
実
質
的
に
侵
害
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
条
文
は
「
健
康
侵
害
」

と
と
も
に
「
身
体
的
虐
待
」
を
も
要
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

日
本
に
お
い
て
は
傷
害
罪
と
は
別
個
に
暴
行
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
む
し
ろ
条
文
上
は
日
本
の
ほ
う
が
、
医
的
侵
襲
を
傷
害
構
成
要
件

か
ら
は
ず
す
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判

(
山
)

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
治
療
行
為
非
傷
害
説
に
立
つ
ヒ
ル
シ
ユ
は
、

「玄

5
5ロ
ι
Zロ
加
」
と
「

ο
2
5
S
E
Z日
n
Y
E
G
g加
」
と
い
う
二
つ
の
概

念
は
、
不
要
な
包
括

3
5
2
E
5ロ
)
の
問
題
を
起
す
と
し
て
、
条
文
の

文
言
を
、
「
買
い
号
n
2
0
『
互
包
括
(
傷
害
)
」
に
変
え
る
こ
と
を
主
張
し
て

(
山
)

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
条
文
が
「
健
康
侵
害
」
と
い
う
用
語
を
含
ん
で
い
る
か

否
か
で
単
純
に
両
国
の
差
異
を
基
礎
付
け
て
し
ま
う
の
は
適
切
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
も
、
傷
害
罪
は
結
果
発
生
の
有
無
で
暴
行
罪

と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ド
イ
ツ
の
通
説

の
よ
う
に
、
行
為
の
開
始
か
ら
治
癒
と
い
う
結
果
ま
で
を
一
連
の
行
為
と

し
て
観
察
し
、
傷
害
結
果
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
ま
た
逆
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
医
師
が
患
者
の
腹
部
を
メ
ス
で
切

り
裂
い
た
時
点
を
も
っ
て
「
。

2
5
a
F
2
Zお
ま
在
官
話
」
あ
る
い
は

「玄

Z
E
E
-
E加
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
で
、
以

上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
学
説
の
差
異
は
、
条
文
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
は
一
般
的
正
当
化
事
由
を

規
定
し
た
日
本
刑
法
三
五
条
(
正
当
行
為
)
に
相
当
す
る
規
定
が
な
い
と

(
川
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
た
と
え
治
療
行
為
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件

に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
も
、
刑
法
三
五
条
に
基
づ

い
て
治
療
行
為
そ
れ
自
体
に
特
別
な
意
義
を
認
め
、
行
為
の
違
法
性
を
阻

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
ド
イ
ツ
の
刑
法
に
は
そ
の
よ
う
な
規
定
は

な
い
の
で
治
療
行
為
そ
の
も
の
を
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
な
い

限
り
は
、
当
該
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
別
の
正
当
化
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研究ノート

事
由
に
基
づ
い
て
行
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、

他
の
正
当
化
事
由
を
用
い
て
治
療
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
判
例
が
、
推
定
的
承
諾
の
存
在
に
関
す
る
錯

誤
(
事
実
の
錯
誤
)
と
い
う
複
雑
な
法
律
構
成
を
と
っ
て
な
ん
と
か
医
師

の
リ
ス
ク
を
減
ら
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
治
療
行
為
と
は
社
会
的
に
重
要
な
行
為
で
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
行
為
を
容
易
に
刑
法
の
前
に
引
き
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
要
求
が
、
一
般
的
正
当
化
事
由
を
持
た
な
い
ド
イ
ツ
の
通
説
を
治
療
行

為
非
傷
害
説
の
側
に
寄
せ
た
の
で
あ
り
、
他
方
よ
り
柔
軟
な
解
決
が
期
待

で
き
る
刑
法
三
五
条
の
存
在
が
、
日
本
の
通
説
を
治
療
行
為
傷
害
説
に
引

き
寄
せ
た
と
い
う
見
解
は
、
十
分
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

第
二
節

治
療
行
為
非
傷
害
説

ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
が
治
療
行
為
非
傷
害
説
で
あ

そ
し
て
日
本
の
通
説
が
治
療
行
為
傷
害
説
で
あ
る
こ
と
は
、
論

理
的
必
然
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も

治
療
行
為
傷
害
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
治
療
行
為

(
川
)

非
傷
害
説
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
ま
ず
そ
の
よ
う
な
見
解
に
つ

上
述
の
よ
う
に
、

ヲ
必
こ
ト
」
、

い
て
検
討
し
た
い
。

日
本
に
お
い
て
治
療
行
為
非
傷
害
説
を
支
持
す
る
論
者
は
非
常
に
少
な

い
。
し
か
し
、
数
少
な
い
論
者
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
の
通
説
に
基
づ
い
て
以

下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
治
療
行
為
を
病
気
の
治
癒
と
い
う
目
的
に
向
け
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
統

一
的
行
為
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
手
段
た
る
侵
襲
は
、
病
気
に
よ
っ
て

侵
さ
れ
て
い
る
患
者
の
健
康
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
救
助
活

動
な
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
傷
害
の
反
対
を
目
指
す
行
為
で
あ
る
。
治
療

侵
襲
は
部
分
的
・
一
時
的
に
見
れ
ば
、
侵
害
と
見
え
る
と
し
て
も
、
全
体

的
・
永
続
的
に
み
れ
ば
生
命
・
身
体
の
救
助
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
傷
害

罪
の
構
成
要
件
が
予
定
し
て
い
る
傷
害
と
は
、
そ
の
社
会
的
・
法
的
意
味

を
異
に
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
治
療
行
為
は
傷
害
罪
が
保
護

す
る
そ
の
同
じ
法
益
を
同
一
の
人
に
つ
い
て
優
越
的
に
守
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
成
功
し
て
健
康
を
回
復
・
増
進
し

(
川
)

た
場
合
に
は
、
も
は
や
法
益
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
な
い
」
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
の
通
説
と
同
様
、
成
功
し
た
専
断

的
治
療
行
為
は
自
己
決
定
権
の
侵
害
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
と
な

(
川
)

る
。
あ
る
い
は
論
者
に
よ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
有
力
説
と
同
様
に

通
常
の
医
的
侵
襲
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
が
、
自
己
決
定

権
が
健
康
の
利
益
に
優
先
す
る
よ
う
な
身
体
の
枢
要
な
部
分
・
機
能
を
恒
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久
的
に
失
わ
せ
て
し
ま
う
場
合
は
傷
害
で
あ
り
、
ゆ
え
に
専
断
的
治
療
行

為
は
後
者
の
場
合
に
お
い
て
の
み
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き

(m) 

る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
ド
イ
ツ
の
通
説
に
な
さ
れ
た
批
判
が
そ
の
ま
ま

あ
て
は
ま
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
治
療
行
為
が
傷
害
罪
の

構
成
要
件
を
充
足
す
る
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
専
断

的
治
療
行
為
を
十
分
に
カ
バ
ー
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
治
癒
の
結
果
を
重

視
す
る
こ
と
で
、
不
可
罰
の
範
囲
が
広
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
あ
る
い
は
傷
害
の
結
果
を
、
身
体
の
重
要
部
分
の
喪
失
が
あ
る
場
合

(
山
)

に
ま
で
拡
大
す
る
理
論
的
な
根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

治療行為の傷害構成要件該当性について

第
三
節

治
療
行
為
傷
害
説

す
で
に
何
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
通
説
は
治
療
行
為
傷
害
説
に

(
凶
)

た
つ
。
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
の
判
例
と
同
じ
よ
う
に
、
治
療
行
為
そ
れ
自

体
も
患
者
に
対
す
る
直
接
的
物
理
的
な
攻
撃
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
身

体
組
織
へ
の
侵
害
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
身
体
の

完
全
性
を
侵
害
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
傷
害
罪
の
構
成
要
件
該
当
性

(
凶
)

を
認
め
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
患
者
の
身
体
に
は
メ
ス
が
い
れ

ら
れ
、
あ
る
組
織
・
器
官
が
切
除
・
切
断
せ
ら
れ
排
膿
管
や
点
滴
の
た
め

の
注
射
針
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
身
動
き
で
き

な
い
ほ
ど
の
身
体
の
傷
創
あ
る
い
は
身
体
機
能
の
低
下
は
十
分
に
傷
害
の

(
凶
)

構
成
要
件
に
該
当
す
る
「
身
体
利
益
の
侵
害
」
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
判
例
と
は
異
な
り
、
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
見
解
か

ら
医
的
侵
襲
に
対
す
る
判
断
を
比
較
的
納
得
の
い
く
よ
う
に
導
く
こ
と
が

で
き
る
。
上
述
の
よ
う
に
日
本
に
は
刑
法
三
五
条
が
存
在
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
上
は
と
も
か
く
と
し
て
、
刑
法
上
、
正
当
化
事

由
と
し
て
の
「
治
療
行
為
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
つ
の
か
は
、

明
確
で
は
な
い
。
「
治
療
行
為
」
の
要
件
と
し
て
、
一
般
に
挙
げ
ら
れ
る

医
学
的
適
応
性
、
医
学
的
正
当
性
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
(
自

(
防
)

己
決
定
権
)
と
い
う
用
語
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
各
々
の
内
容
、
そ

し
て
相
互
の
関
係
を
さ
ら
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け

自
己
決
定
権
の
役
割
、
そ
し
て
そ
の
限
界
は
、
論
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ

(
凶
)

る
。
こ
れ
は
、
治
療
行
為
に
お
け
る
医
学
的
な
技
術
が
時
代
と
共
に
目
を

見
張
る
勢
い
で
発
展
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
自
己
決
定
権
と
い
う
概
念

が
い
ま
だ
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
一
因
を
な
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
法
的
安
定
性
を
要
求
さ
れ
る
刑
法
が
「
治
療
行

為
」
を
定
義
す
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
概
念
の
発
達
の
遅
れ
は
反
対
に
、
治
療
行
為
に
関
す
る

法
的
安
定
性
を
害
し
う
る
の
で
あ
り
、
一
方
で
医
師
の
地
位
を
、
そ
し
て

北法56(2・345)861
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他
方
で
患
者
の
保
護
を
リ
ス
ク
に
さ
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
い
う
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
学
説
と
判
例
の
傾
向
を
分
析
し
て

き
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
果
た
し
て
治
療
行
為
は
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る

こ
と
が
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
治
療
行
為
の

傷
害
構
成
要
件
該
当
性
の
有
無
に
関
し
て
は
「
自
己
決
定
権
」
が
機
能
す

る
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
治
療
行
為
に
と
っ
て
患
者
の
同
意

は
た
し
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
患
者
の
同
意
の

役
割
は
、
被
害
者
の
承
諾
の
そ
れ
と
同
様
、
客
観
的
な
法
益
侵
害
行
為
を

許
容
す
る
た
め
の
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
の
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は

な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
治
療
行
為
に
は
、
傷

害
罪
の
刑
法
的
-
評
価
の
発
端
と
な
る
「
傷
害
」
と
呼
ぶ
べ
き
現
象
が
生
じ

て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
器
物
損
壊
罪
の
刑
法
的
評
価
は
、
物

の
損
壊
が
存
在
し
な
い
と
始
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
傷
害
罪
の
刑
法
的
評
価

も
、
人
の
体
が
客
観
的
に
侵
害
さ
れ
な
い
と
始
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
こ
こ
で
は
、
「
自
己
決
定
権
」
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
領
域
に
は
、

ま
だ
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
治

療
行
為
非
傷
宝
口
説
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
。

治
療
行
為
非
傷
害
一
口
説
は
、
医
的
侵
襲
を
個
々
の
行
為
ご
と
に
把
握
す
る

の
で
は
な
く
、
治
癒
結
果
ま
で
あ
わ
せ
全
体
と
し
て
捉
え
る
。
こ
れ
は
刑

法
の
評
価
が
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
‘
こ
の
説

に
よ
れ
ば
、
専
断
的
治
療
行
為
は
す
べ
て
無
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
民
事
的
な
制
裁
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

(
凶
)

き
る
。
し
か
し
、
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
の
見
解
の
よ
う
に
、
医
師
に
よ
る
治
療

行
為
だ
け
を
特
別
な
も
の
と
し
て
扱
う
見
解
は
、
な
ぜ
、
構
成
要
件
判
断

で
、
医
師
だ
け
特
別
扱
い
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
十
分
な
根
拠
を
示
す
必
要

(
問
)

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
的
な
重
要
性
と
い
う
言
葉
で
は
、
治
療

行
為
傷
害
説
の
支
持
者
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
身
体
的
基
盤
の
喪
失
を
基
準
と
す
る
見
解
も
、
結
論
は
支
持
で
き
る

が
、
そ
の
基
準
に
導
く
根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
治
療
行
為
非
傷
害
説
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
「

F
A
Z
E
E
Zロ
加
」
を

も
認
め
な
い
見
解
の
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ
が
相
手
を
痛
め
つ
け
よ
う
と

思
つ
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
傷
害
結
果
が
発
生
し
て
い

な
け
れ
ば
、
既
遂
の
傷
害
罪
は
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ

で
の
傷
害
の
故
意
と
は
、
最
終
的
に
傷
害
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
で
あ
る
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か
ら
、
治
癒
目
的
の
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
無
謀
で
常
識
か

ら
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
傷
害
罪
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
、
せ
い
ぜ

い
過
失
傷
害
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
帰
結
は
傷
害
罪
の
適
用
範
囲
を
必
要
以
上
に
狭
め
て
し
ま
う
も
の

で
あ
り
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
人
間
の
身
体
と
い
う
の
は
、
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
行
為
と
結
果
が
常
に
時
間
的
に
密
着
し
て
生
じ
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
手
術
の
数
年
後
に
、
当
該
手
術
の
失
敗
の
結
果
と
し
て
、

以
前
よ
り
も
身
体
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
へ
と
導
く
よ
う
な
障
害
が
生
じ

る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
治
療
行
為
を
規
範
的
・
統
一
的
に

把
握
し
、
そ
の
結
果
無
価
値
性
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
治
癒
の
結
果
が

生
じ
た
よ
う
に
見
え
た
と
き
が
、
統
一
的
な
行
為
の
評
価
の
終
着
点
で
あ

る
か
は
、
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
時
的
に
生
じ
た
治
癒

の
結
果
ゆ
え
に
な
さ
れ
た
「
結
果
無
価
値
の
欠
如
」
判
断
が
、
そ
の
数
年

後
患
者
の
状
態
の
変
化
ゆ
え
に
「
行
為
無
価
値
(
故
意
)
の
欠
如
」
、
あ

る
い
は
全
く
の
故
意
の
傷
害
罪
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
変
化
す
る
こ
と
は
、

法
的
評
価
の
不
安
定
性
を
導
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
治
療

行
為
は
確
か
に
一
般
的
に
は
治
癒
が
期
待
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
が
、
し
か

し
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
期
待
が
常
に
失
敗
の
不
安
よ
り
も
高
い
と
は

い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
治
療
行
為
の
態
様
は
多
種
多
様
で
、
治
療
行
為

の
結
果
も
同
様
で
あ
る
。
治
療
行
為
が
傷
害
罪
と
な
る
か
否
か
は
、

的
・
抽
象
的
に
、
治
療
行
為
に
見
込
ま
れ
る
治
癒
結
果
を
過
大
に
評
価
し

て
決
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
具
体
的
事
例
ご
と
決
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
治
療
行
為
傷
害
説
は
ど
う
か
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、

日
本
に
お
い
て
、
こ
の
説
は
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
治
療
行
為
は
、
社
会
的
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
法
的
判
断
の

際
に
は
、
個
々
の
要
素
を
統
一
的
に
把
握
す
べ
き
行
為
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
医
師
は
患
者
の
腹
部
を
裂
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
必

ず
患
部
(
臓
器
)
の
摘
出
・
縫
合
・
治
癒
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
時
的
と
は
い
え
メ
ス
で
腹
部
を
切
断
し
、

あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
四
肢
を
切
断
す
る
行
為
は
、
非
常
に
重
大
で

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
大
な
行
為
を
飛
び
越
え
て
、

最
終
的
な
結
果
あ
る
い
は
最
終
的
に
追
求
し
た
目
的
の
み
を
刑
法
的
評
価

の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
傷
害
罪
の
法
益
で
あ
る
人
の
健
康
あ
る
い
は
身

体
の
完
全
性
を
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
治
療
目
的
は
あ
る
が
実
験
的
な
治
療
、
あ
る
い
は
全
く
根
拠
の
な
い

無
謀
な
治
療
行
為
か
ら
個
人
を
守
る
た
め
に
も
、
刑
法
は
治
療
行
為
の

個
々
の
部
分
を
評
価
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
な
重
要
性
に
基
づ
い
て
治
療
行
為
を
統
一
的
に
観
察
す
る
こ
と
は
、

荷量
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違
法
性
の
段
階
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、

正
当
化
事
由
で
あ
る
「
治
療
行
為
」
の
領
域
が
い
ま
だ
十
分
に
議
論
さ
れ

て
い
な
い
現
状
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
は
、
恋
意
的
な
解
決
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
実
務
で
は
医
療

事
件
訴
訟
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
過
失
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

(
凶
)

れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
そ
の
恋
意
的
な
解
決
は
患
者
に
不
利
な
方

向
で
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
刑
法
は
犯
罪
行
為
を
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
で
あ
る
医
師
に
不
利
で
な
け
れ
ば
よ
い
と
の
考
え

も
で
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
治
療
行
為
」
の
内
容
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
患
者
の
同
意
と
医
師

の
説
明
義
務
が
果
た
す
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
刑
法
の
分
野
に
お
い

て
も
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
治
療
行
為
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
、
適
切
で
あ
る
と
い

え
る
。
し
か
し
、
一
方
で
治
療
行
為
は
患
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
決
し
て

正
当
化
さ
れ
な
い
行
為
で
は
な
い
。
治
療
行
為
そ
れ
自
体
が
正
当
化
と
し

て
の
重
要
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
患
者
の
同
意
は
一
定
限
度
考
慮

さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
治
療
行
為
傷
害
説
に
も
問

題
が
あ
る
。
そ
の
問
題
は
医
師
の
治
療
義
務
と
の
関
係
で
現
れ
る
。
そ
れ

は
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
の
以
下
の
よ
う
な
主
張
に
由
来
す
る
。

つ
ま
り
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
日
本
の
刑
法
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
る
の
だ
が
、
仮
に
医
師
が
治
療
行
為
を
怠
っ
た
際
、
彼
に
は
傷
害
罪
が

(
印
)

成
立
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
は
、
争
い
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
医
師
は
場
合

に
よ
っ
て
は
手
術
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
構
成

要
件
の
実
現
を
回
避
す
る
た
め
に
行
っ
た
侵
襲
自
体
が
、
傷
害
で
あ
る
と

(
川
)

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
治
療
行
為
傷
害
説
に
基
づ

く
と
、
確
か
に
そ
の
と
き
医
師
は
刑
法
の
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
は
、
一
方

で
「
手
術
を
せ
よ
」
と
命
令
さ
れ
、
他
方
で
「
他
人
を
傷
害
す
る
な
」
と

禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
医
師
は
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
状
態
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
思
う
な
ら

ば
、
「
刑
法
は
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
な
行
為
を
す
る
な
と
い
う
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
」
と
い
う
消
極
的
構
成
要
件
の
理
論
に
基
づ
く
し
か

(m) 

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
そ
の
よ
う
な
見
解
は
一
般
的
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
ま
た
私
見
も
そ
れ
に
従
わ
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
消
極
的

構
成
要
件
の
理
論
を
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ
の
問

題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
。
と
は
い
え
、
や
は
り
治
療
行
為
は

傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
い
う
命
題
は
崩
す
べ
き
で
は
な
い
の

で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
正
当
化
事
由
で
あ
る
「
治
療
行
為
」
の
検
討
と
共

に
、
今
後
の
研
究
に
委
ね
た
い
と
思
う
。
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治療行為の傷害構成要件該当性について
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批
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見
解
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受
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ル
マ
ン
の
見
解
に
対
す
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問
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治療行為の傷害構成要件該当性について
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以
下
。

(
山
)
佐
久
間
基
「
専
断
的
治
療
行
為
と
傷
害
(
三
・
完
)
」
東
北
大
学

法
学
五
八
巻
二
号
(
一
九
九
四
)
一
五
五
頁
以
下
、
金
津
・
前
掲

論
文
二
二
六
頁
以
下
、
佐
伯
・
前
掲
論
文
一
八
八
頁
以
下
、
大
谷

貧
『
刑
法
総
論
(
第
二
版
)
』
(
二
O
O
二
・
成
文
堂
)
一
四
六
頁
。

(
川
)
金
津
・
前
掲
論
文
一
三
六
頁
以
下
。

(
川
)
大
谷
・
前
掲
書
七
九
頁
以
下
、
金
浮
・
前
掲
論
文
一
三
九
頁
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
自
己
決
定
権
侵
害
は
、
自
由
に
対
す
る
罪
(
た

と
え
ば
監
禁
罪
)
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
民
法

の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
の
み
で
あ
る
。

(
印
)
佐
伯
・
前
掲
論
文
一
八
九
頁
。

(
凶
)
な
お
失
敗
し
た
専
断
的
治
療
行
為
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
過

失
犯
を
成
立
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
金
浮
・
前
掲
論
文
二
二
九

頁
以
下
参
照
。

(
山
)
甲
斐
・
前
掲
論
文
一
一
O
頁
以
下
、
武
藤
・
前
掲
論
文
二
六
一

頁
以
下
、
町
野
・
前
掲
書
八
三
頁
以
下
、
内
藤
・
前
掲
書
五
二
七

頁
、
西
山
・
前
掲
論
文
二
九
一
頁
。

(
凶
)
武
藤
・
前
掲
論
文
二
六
二
頁
。

(
山
)
西
山
・
前
掲
論
文
二
九
一
頁
。

(
出
)
甲
斐
・
前
掲
論
文
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
凶
)
町
野
・
前
掲
書
一
六
二
頁
、
西
山
・
前
掲
論
文
二
九
一
頁
以
下
、

武
藤
・
前
掲
論
文
②
二
O
四
頁
以
下
。

(
問
)
大
谷
・
前
掲
量
百
八
五
頁
。

(四
)
Z
R
a玄関・
0
〉

3
5・
-
S
参
照
。

(
問
)
唯
一
治
療
行
為
と
傷
害
罪
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
富

士
見
産
婦
人
科
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
滋
診
濫

療
の
容
疑
が
か
け
ら
れ
た
当
該
病
院
の
医
師
ら
が
傷
害
罪
で
書
類

送
検
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
埼
玉
地
検
は
被
告
人
ら
を
容
疑
不
十

分
で
不
起
訴
処
分
に
し
た
。
(
事
件
の
詳
細
は
、
お
き
・
申
・
己
(
朝

日
新
聞
)
参
照
。
ま
た
埼
玉
地
検
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
石
∞
凶
・
∞
-

M
C
(
朝
日
新
聞
)
を
参
照
。
)

(
問
)
米
国
泰
邦
「
手
術
と
刑
事
責
任
」
中
山
研
一
・
泉
正
夫
編
『
医

療
事
故
の
刑
事
判
例
(
第
二
版
)
』
(
一
九
九
一
一
一
)
一
五
五
頁
以
下
、

。
円
。

E
g
g
-
Z』
者
-
ヨ
少
小
宮
参
照
。

(
問
)
回
。
n
r
m】

5
8
P
〉
R
S
F
ω
・

2

(
印
)
消
極
的
構
成
要
件
の
理
論
に
つ
い
て
は
。

5
・
。
百
円
相
E
8
5
E

叶
伊
丹
吉
田
門

g
a
z
E
a
q
O刊
E
E
2
8
2
L
E
g
-
3円
切
.
怠
∞
町
内
、
川
端
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治療行為の傷害構成要件該当性について

博
「
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
の
再
検
討
」
平
場
安
治
他
編

「
団
篠
博
士
古
稀
論
文
集
一
巻
』
(
一
九
八
三
・
有
斐
閣
)
一
七

九
頁
以
下
、
上
田
健
二
監
訳
「
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
転

換
期
の
刑
法
哲
学
』
(
一
九
九
三
・
成
文
堂
)
一
七
四
頁
以
下
、

葛
原
力
三
「
消
極
的
構
成
要
件
の
理
論
」
中
山
研
一
他
編
『
刑
法

理
論
の
探
求
|
中
刑
法
理
論
の
検
討
中
義
勝
先
生
古
稀
祝
賀
』

(
一
九
九
二
・
成
丈
堂
)
六
七
頁
以
下
を
参
照
。
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Zur Tatbestandm泊igkeitder Heilbehandlung 

Yoko SATO* 

Das Ziel des Aufsatzes ist， das Verh証Itniszwischen der Heilbehandlung， dem 

Tatbestand der KorperverIetzung und dem Willen des Patienten zu klaren. Einerseits 

dient die Heilbehandlung uberhaupt dem Wohlsein des Patienten， aber andererseits 

verletzt sie vorlぬfigseinem Wohlsein， vor allem bei der Operation. Sollte die 

Heilbehandlung auch den Tatbestand der Korperverletzung erftillen? Dieses Problem 

tritt vor allem im Fall hervor， in d巴m die Heilbehandlung gegen den Willen des 

Patienten erfolgt oder infolge der fehlerhaften Behandlung das erhebliche kりrperliche

Beschadigung verursacht wird. 

In Japan wird dieses Problem hauptsachlich auf Grund deutscher Lehre diskutiert 

1m Gegensatz zu der deutschen Lehre sieht die h.M. in Japan in der Heilbehandlung 

eine tatbestandm証sigeKりrperverletzung，w託hrenddie h.M. in Deutschland erfast， dass 

die Heilbehandlung den Tatbestand der Kりperverletzungauch dann nicht erftillt， wenn 

die Heilbehandlung gegen den Willen des Patient， n erfolgt. Darin stellt sich das zweite 

Problem dar， warum dieser Unterschied zwischen der japan印刷 undder deutschen 

Auffassungen巴町egtwird. Um diese Probleme zu erw証gen，geht der Aufsatz davon aus， 

die Lehren in Deutschland genau zu untersuchen， woraus die japanishe Lehre stammt. 

Dann mussen das Uロeilim RG und BGH， die Haltung d巴utchesGesetzgebers und die 

Kritik in der Lehren erwahnt werden. Und schlieslich werden die japanischen Lehren 

und eigene Auffassung erlautert. 

Dadurch wird der Ausgang des grosen und weiten Problems erreicht， in welchem 

Verh亙Itnisdas StGB zur Heilbehandlung stehen soll. 

* Doktorandin an der juristischen Fakultat der Universit託tHokkaido 
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