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第
二
章

不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

Ⅱ

主
観
的
構
成
要
件

１

故
意
の
内
容
と
対
象

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
作
為
犯
と
同
様
に
、
過
失
犯
処
罰
の
規
定
が
な
い
限
り
、
故
意
の
不
作
為
だ
け
が
可
罰
的
で
あ
る
。

故
意
の
対
象
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
。
特
別
の
故
意
形
態
を
要
求
す
る
構
成
要
件
が
な
い
限
り
、
未
必
の
故
意
で
も
十
分
で

１
）

あ
る
。
但
し
、
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
作
為
に
よ
る
結
果
招
来
に
向
け
ら
れ
る
実
現
意
欲
に
代
わ
っ
て
、
客
観
的
構
成
要
件
要
素
の
全

部
及
び
切
迫
し
て
い
る
結
果
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
識
し
な
が
ら
、
不
作
為
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
意
思

が
必
要
で

２
）

あ
る
。「
構
成
要
件
の
不
法
結
果
発
生
に
向
け
た
決
断
を
す
る
」と
い
う
と
こ
ろ
に
不
作
為
故
意
と
作
為
故
意
の
共
通
点
が

３
）

あ
る
。

行
為
者
が
自
分
の
行
為
能
力
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
不
作
為
の
決
断
を
下
す
場
合
に
お
い
て
も
、
作
為
犯
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
認

識
と
意
欲
を
各
別
に
認
定
す
る
こ
と
が
で

４
）

き
る
。

「
逆
転
原
理
」に
よ
れ
ば
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
結
果
を
招
来
す
る
故
意
と
い
う
も
の
に
代
わ
り
、
結
果
を
回
避
す
る
故
意
と
い
う

も
の
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
不
作
為
犯
に
は
作
為
犯
と
は
異
な
り
因
果
経
過
の
目
的
的
操
縦
と
い
う
も
の
が
存
在
し

な
い
。「
不
作
為
故
意
」
に
は
意
思
要
素
が
欠
如
す
る
。
不
作
為
故
意
と
い
う
の
は
、
事
の
推
移
の
た
ん
な
る
認
識
（
予
見
）
か
ら
成
り
立

ち
う
る
べ
き
も
の
で
、
行
為
者
は
こ
の
事
の
推
移
に
阻
止
的
介
入
を
し
な
い
の

５
）

だ
と
。
し
か
し
、
か
か
る
故
意
と
い
う
の
は
せ
い
ぜ
い
認
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識
の
あ
る
過
失
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
結
果
「
意
欲
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
内
心
ま
っ
た
く
思
い
も
か
け

無
い
た
め
に
、
自
ら
介
入
す
る
可
能
性
を
ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
者
に
、
故
意
の
不
作
為
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

離
婚
し
た
い
夫
が
、
そ
の
妻
が
水
中
に
転
落
し
た
こ
と
を
喜
び
、
妻
の
死
を
予
期
し
た
が
、
し
か
し
、
救
助
の
可
能
性
に
つ
い
て
ま
っ
た

く
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
場
合
と
か
、
寝
た
ば
こ
を
し
な
が
ら
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
泥
酔
者
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
火
災
が
発
生
し
、
自

分
も
火
傷
を
し
て
初
め
て
そ
れ
に
気
が
つ
き
、
あ
わ
て
て
家
を
逃
げ
出
し
が
、
そ
の
際
、
自
ら
消
火
を
す
る
と
か
、
第
三
者
や
消
防
に
連

絡
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
故
意
に
命
令
さ
れ
た
作
為
を
し
な
か
っ
た
と
は
云
え
な
い
の
で

６
）

あ
る
。

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
三
形
体
の
故
意
が
あ
る
。
目
的
的
故
意
は
、
不
作
為
者
に
と
り
、
不
作
為
構
成
要
件
該
当
事
実
を
実

現
す
る
こ
と
こ
そ
が
狙
い
で
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
不
作
為
の
目
的
が
構
成
要
件
的
結
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
き
に
認
め
ら
れ

る
。
確
定
的
故
意
は
、
不
作
為
者
が
客
観
的
構
成
要
件
要
素
の
存
在
が
確
実
だ
と
考
え
る
、
つ
ま
り
、
不
作
為
に
よ
る
結
果
の
発
生
を
確

実
だ
と
考
え
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
。
未
必
の
故
意
は
、
不
作
為
者
が
客
観
的
構
成
要
件
該
当
事
実
の
実
現
、
つ
ま
り
、
構
成
要
件
該
当

の
結
果
の
発
生
を
真
剣
に
可
能
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
認
容
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
不
活
動
の
中
に
発
生
し
う
る
法
益
侵
害
へ

の
決
断
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
識
し
た
が
、
介
入
し
な
く
と
も
結
果
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
と

信
頼
す
る
と
き
、
認
識
の
あ
る
過
失
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ

７
）

な
い
。
例
え
ば
、
不
注
意
運
転
で
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
と
正
面
衝
突
し
た
自
動

車
運
転
者
は
、
そ
の
跳
ね
飛
ば
さ
れ
た
被
害
者
が
傷
害
に
因
り
致
死
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
走
り
去
る
と
き
、
殺

人
の
未
必
の
故
意
が
認
め
ら

８
）

れ
る
。

故
意
の
対
象
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
の
す
べ
て
を
含
む
。「
不
作
為
」も
故
意
の
対
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
、
作
為
義
務
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を
基
礎
付
け
る
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
、
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
認
識
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

要
求
さ
れ
た
作
為
に
出
な
い
こ
と
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
と
こ
の
不
作
為
の
決
断
が
欠
如
す
る
限
り
、
不
作
為
の
故

意
は
存
在
し
な
い
。
不
作
為
行
為
者
に
は
、
一
定
の
短
い
「
認
知
・
熟
慮
時
間
」
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
経
過
す
る
ま
で
は
不
作
為
は
故

意
が
欠
如
す
る
た
め
不
可
罰
で
あ
る
。
例
え
ば
、
轢
き
逃
げ
し
た
者
は
直
ち
に
救
護
義
務
違
反
罪
に
該
当
す
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
不
真

正
不
作
為
犯
の
決
断
は
ま
だ
無
く
、
数
分
後
に
状
況
を
完
全
に
把
握
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
直
ち
に
引
き
返
さ
ず
、
救
護
し
な

い
場
合
に
初
め
て
殺
人
の
故
意
が
認
め
ら

９
）

れ
る
。

「
保
障
人
の
地
位
」は
、
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
か
ら
、
故
意
の
対
象
に
含
ま
れ
る
。
保
障
人
の
地
位
は
そ
の
構
造
か
ら
し
て
規

範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
故
意
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
保
障
人
の
地
位
の
由
来
す
る
事
情
を
正
し
く
知

見
し
、
こ
れ
の
社
会
的
意
味
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
素
人
圏
の
平
行
評
価
」）。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
障

人
の
義
務
は
、
違
法
性
と
同
様
に
一
般
的
犯
罪
要
素
で
あ
っ
て
、
故
意
の
対
象
で
は
な
い
。
行
為
者
が
、
そ
の
直
面
し
て
い
る
事
情
が
作

為
の
法
的
義
務
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
に
及
ば

10
）

な
い
。

構
成
要
件
該
当
の
「
結
果
の
発
生
」
も
故
意
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
方
で
、
救
護
行
為
を
す
れ
ば
結
果
の
発
生
を
避
け
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
な
が
ら
、
他
方
で
、
少
な
く
と
、
危
険
に
瀕
し
て
い
る
者
が
救
護
な
し
に
は
助
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
未
必
の

故
意
が
あ
っ
て
初
め
て
保
障
人
は
可
罰
的
に

11
）

な
る
。

「（
具
体
的
）
因
果
過
程
」
は
作
為
犯
に
お
い
て
は
故
意
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
仮
定
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的
因
果
過
程
の
詳
細
は
故
意
の
対
象
で
は
な
く
、
全
体
的
表
象
で
足
り
る
。
仮
定
的
因
果
過
程
は
全
体
評
価
の
問
題
に
関
わ
る
予
測
判
断

だ
か
ら
で
あ
る
。
故
意
の
認
定
の
た
め
に
は
、
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
の
「
存
否
判
断
」
だ
け
で
十
分
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
要
求
さ
れ

て
い
る
作
為
を
行
う
な
ら
ば
結
果
の
発
生
を
回
避
で
き
る
こ
と
の
認
識
及
び
そ
の
結
果
の
発
生
を
意
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
十
分
で

12
）

あ
る
。
結
果
発
生
の
回
避
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
必
要
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
「
付
随
共
意
識
（M

itb
ew
u
ß
tsein

 
a
m
 
R
a
n
d
e

）」
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
行
為
の
可
能
性
を
漠
然
と
で
も
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
助
の

可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
た
ん
に
認
識
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
足
り
な
い
。
行
為
の
可
能
性
を
現
実
に
認
識
し
て
い
な
い
者

に
は
、
当
然
な
が
ら
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
意
欲
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で

13
）

あ
る
。
作
為
の
結
果
犯
の
場
合
に
、
行
為
者
の
結
果
発
生

の
見
込
み
判
断
が
故
意
の
存
否
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
、
不
作
為
の
結
果
犯
に
お
い
て
も
、
行
為
者
の
結
果
不
発
生
の
見
込
み
判
断

は
重
要
で

14
）

な
い
。

「
命
令
さ
れ
て
い
る
作
為
」も
詳
細
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
不
作
為
犯
者
は
、
結
果
回
避
活
動
が
で
き
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
よ
い
、
つ
ま
り
、
結
果
回
避
可
能
性
自
体
の
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
認
識
」
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
行
為
者
は
、

特
定
の
具
体
的
救
助
行
為
を
認
識
し
な
く
と
も
、
救
助
が
一
般
的
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
既
に
作
為
命
令
規
範
に
直
面
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
行
為
者
は
、
作
為
に
出
な
い
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

15
）

な
い
。

２

構
成
要
件
的
錯
誤

行
為
者
に
そ
の
義
務
を
基
礎
付
け
る
状
況
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
い
と
き
、
構
成
要
件
的
錯
誤
が
あ
る
。
例
え
ば
、
人
を
轢
い
た
こ

と
に
気
づ
か
ず
そ
の
ま
ま
走
行
し
、
帰
路
、
そ
の
事
故
現
場
を
通
っ
た
と
き
そ
こ
に
倒
れ
て
い
る
被
害
者
に
気
づ
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
走
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り
去
っ
た
場
合
で
も
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
は
認
め
ら
れ

16
）

な
い
。

行
為
者
に
実
際
に
存
在
す
る
客
観
的
救
助
可
能
性
の
認
識
が
無
い
と
き
に
も
構
成
要
件
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
川
で
溺
れ

て
い
る
者
に
向
け
て
浮
き
輪
を
投
げ
込
め
ば
助
か
る
と
こ
ろ
、
驚
愕
し
て
い
て
浮
き
輪
の
あ
り
か
を
思
い
浮
か
べ
な
か
っ
た
者
に
は
故
意

は

17
）

な
い
。

故
意
は
行
為
の
事
情
に
の
み
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
障
人
の
地
位
と
い
う
構
成
要
件
要
素
に
お
い
て
も
、
行

為
者
の
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
実
際
の
事
情
だ
け
が
認
識
の
対
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
親
が
川
で
溺
れ
て
い
る
者
を
自
分
の
子

だ
と
認
識
し
な
い
と
き
、
父
親
に
は
、
自
分
と
救
助
を
必
要
と
す
る
被
害
者
の
間
の
密
接
な
家
族
的
繫
が
り
と
い
う
保
障
人
を
基
礎
付
け

る
事
情
の
認
識
が
欠
如
す
る
。
こ
れ
は
構
成
要
件
的
錯
誤
で
あ
り
、
過
失
犯
の
可
罰
性
だ
け
が

18
）

残
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
法
秩
序
と
は
異
な
っ
た
評
価
を
し
、
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
事
情
を
認
識
し
な
が
ら
、
誤
っ
て
、

自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
保
障
人
と
し
て
介
入
す
る
義
務
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
。
結
果
回
避
義
務
は

規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
は
な
く
、
所
為
の
全
体
評
価
、
つ
ま
り
、
違
法
性
に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
作
為
の
命
令

違
反
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
の
で
、
命
令
の
錯
誤
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
錯
誤
は
回
避
で
き
な
い
と
き
に
限
っ
て
責
任
を
阻
却
す
る
。

例
え
ば
、
父
親
が
、
自
分
の
子
ど
も
が
溺
れ
て
い
る
の
を
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
子
に
水
泳
講
習
を
受
け
よ
う
に
何
度
も
言
っ
て
い
た

の
に
受
け
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
救
助
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
る
と
き
、（
避
け
る
こ
と
の
で
き
る
）
命
令
の
錯
誤
が

19
）

あ
る
。
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不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
作
為
犯
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
期
待
可
能
性
は
責
任
の
問
題
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
異
な
り
、
救
助
行
為
の
期
待
可
能
性
も
構
成
要
件
要
素
と
捉
え
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
故
意
は
こ
れ
も
対
象
と
す
る
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
行
為
者
が
そ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
自
分
に
は
適
切
な
救
助
行
為
の
着
手
が
期
待
で
き
な
い
と
の
間
違
っ
た
判
断
を

し
た
場
合
、
構
成
要
件
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

20
）

な
る
。

注１
）

E
.
S
tein

in
ger

,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2001,

2 R
n 108.;

M
.
H
ilf
,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetz-

b
u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2 R
n 132.

わ
が
国
で
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
故
意
の
ほ
か
に
、「
利
用
す
る
意
思
」
と
い
う
特
殊
の
主
観
的

要
件
を
要
求
す
る
学
説
も
あ
る
が
（
團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
年
）
一
五
一
頁
。
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
一
九
七
五
年
）
一

三
四
頁
）、
こ
れ
は
不
要
で
あ
る
。
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）

J.
W
essels,

W
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B
eu
lke
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S
tra
frech

t A
T
,
32.

A
u
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2002,
16 R

n 732.;
S
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in
ger

,
(F
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.
1),

2 R
n 108.;

H
ilf
,
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1),

2 R
n 133.

３
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S
tra
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,
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A
u
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2008,
18 R

n 125.;
W
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T
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,
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n
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2 R
n 108.

５
）

A
.
K
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fm
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n
,
D
ie D

o
g
m
a
tik d

er u
n
ech

ten U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
1959,

60 ff,
110 ff.,

148 ff.,
309 ff.;

d
ers
.
U
n
terla

ssu
n
g u

n
d

 
V
o
rsa

tz,
v
o
n W

eb
er-F

S
,
1963,

207 ff.;
H
.
W
elzel,

D
a
s d
eu
tsch

e S
tra
frech

t,
11 A

u
f.,
1969,

204 f.

６
）

F
.
N
ow
akow

ski,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1.
A
u
fl.,

1982,
2 R

n 31.;
H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 137.

７
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

31 R
n 185.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 134.

８
）

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 130.

v
g
l.
B
G
H
 
N
S
tZ 1992,

125.

９
）

H
.
F
u
ch
s
,
Ö
sterreich

sch
es S

tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,

2008,
37.

K
a
p R

n 68.;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 24.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n

 
138.

10
）

O
.
T
riffterer

,
Ö
sterreich

sch
es S

tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,

1985,
14.

K
a
p R

n 28.;
K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 129.
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11
）

F
u
ch
s
,
(F
n
.
9),

37.
K
a
p R

n 69.
12
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 110.

不
作
為
者
が
、
要
求
さ
れ
る
救
助
行
為
を
し
て
も
結
果
の
発
生
を
回
避
で
き
な
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
認
識
す
る

と
き
、
不
作
為
の
因
果
関
係
に
関
し
て
故
意
が
欠
如
し
、
未
遂
の
可
罰
性
が
排
除
さ
れ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
が
け
か
ら
転
落
し
て
重
傷
を
負
っ

た
妻
を
救
助
し
な
い
夫
が
、
救
助
行
為
に
出
て
も
助
か
る
見
込
み
が
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
と
き
、
不
作
為
の
因
果
関
係
の
故
意
が
認
め
ら
れ
ず
、
未

遂
犯
も
成
立
し
な
い
と
（F

u
ch
s
,
(F
n
.
9),

37.
K
a
p R

n 31

）。
し
か
し
、
こ
れ
は
支
持
で
き
な
い
。
不
作
為
者
が
結
果
回
避
の
見
込
み
が
五
〇
％
あ
る
と

考
え
る
と
き
、
不
作
為
者
は
ま
さ
に
こ
の
可
能
性
で
結
果
の
発
生
を
認
容
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
未
必
の
故
意
あ
る
未
遂
犯
を
認
め
る
に
十
分
で
あ
る
。

R
oxin

,
(F
n
.
3),

31 R
n 48.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 136.;

W
.
S
tree,

S
ch
on
ke
/S
ch
rod

er
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
27.

A
u
fl.,

2006,

V
o
rb
em

13 ff R
n 149.

13
）

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 126.

14
）

P
.
C
ram

er,
D
.
S
tern

berg-L
ieben

,
S
ch
on
ke
/S
ch
rod

er
,
(F
n
.
12),

15 R
n 98.

15
）

G
.
S
traten

w
erth

,
S
tra
frech

t A
T
,
4.
A
u
fl.,

2000,
13 R

n 71.;
H
.-J.

R
u
d
olph

i,
R
u
d
olph

i /H
orn

/S
am
son

/G
u
n
th
er
,
S
y
stem

a
tisch

er
 

K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
6.
A
u
fl.,

1992,
V
o
r

13 R
n 24.;

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 126.;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 110.;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

31 R
n 188.

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
オ
フ
マ
ン
と
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
不
作
為
犯
に
は
作
為
犯
の
故
意
概
念
に
相
応
す
る
故
意
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
不
作
為
者
に

は
命
令
さ
れ
た
作
為
の
実
現
方
法
が
認
識
可
能
で
あ
っ
た
い
う
こ
と
で
足
り
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
こ
と
に
初
め
か
ら

考
え
が
及
ば
な
い
冷
淡
、
無
関
心
な
行
為
者
を
優
遇
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
るK

au
fm
an
n
,
(F
n
.
5.
D
ie D

o
g
m
a
tik
),
110ff.,

309 ff.;

W
elzel,

(F
N
.
5),
204 f.

こ
の
学
説
は
支
持
で
き
な
い
。
行
為
の
可
能
性
を
現
実
に
認
識
し
て
い
な
い
者
に
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
決
断
が
見
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
構
成
要
件
の
認
識
か
ら
来
る
警
告
、
つ
ま
り
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
実
現
せ
よ
と
の
警
告
が
行
為
者
に
は
届
い
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
他
方
、
具
体
的
な
救
助
行
為
の
認
識
が
必
要
だ
と
す
る
学
説
も
あ
る
。H

.
G
ossel,

H
.
Z
ipf

,
S
tra
frech

t A
T
 
II,
7.
A
u
fl.,

1989,
46

 
R
n 113.

こ
れ
は
過
剰
な
要
求
で
あ
っ
て
支
持
で
き
な
い
。
作
為
に
出
よ
と
の
警
告
は
、
行
為
者
が
、
特
定
の
具
体
的
救
助
行
為
の
認
識
が
な
い
と
き
で
も
、

救
助
が
一
般
的
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
に
す
で
に
、
行
為
者
に
届
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。R

u
d
olph

i,
(F
n
.
15),

V
o
r

13 R
n 23 f.;

R
oxin

,

(F
n
.
3),

31 R
n 187 f.

16
）

F
u
ch
s
,
(F
n
.
9),

37.
K
a
p

2 R
n 71.

17
）

F
u
ch
s
,
(F
n
.
9),

37.
K
a
p R

n 72.
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18
）

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 128.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 140.

川
で
溺
れ
か
か
っ
て
い
る
自
分
の
子
に
つ
い
て
、
そ
の
子
が
自
分
の
子
で
あ
る
と
気
づ
か

な
い
か
ぎ
り
保
障
人
の
地
位
は
生
じ
な
い
と
し
て
、
過
失
の
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
も
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
大
谷
實
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』

（
二
〇
〇
六
年
）
七
八
頁
）、
こ
れ
は
適
切
で
は
な
い
。

19
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

31 R
n 191.;

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

18 R
n 129.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 140.;

B
G
H
S
t 16,

155
(G
ro
ß
er S

en
a
t).

こ
れ
に
対
し

て
、
構
成
要
件
的
錯
誤
と
見
る
学
説
も
あ
る
。
フ
ッ
ク
ス
（F

u
ch
s
,
(F
n
.
9),
37.K

a
p R

n 76

）
に
よ
る
と
、
保
障
人
義
務
そ
れ
自
体
は
規
範
的
構
成
要
件

要
素
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
し
に
は
保
障
人
｜
不
作
為
犯
の
犯
罪
類
型
的
不
法
が
生
ず
る
こ
と
が
が
無
く
、
故
意
を
認
め
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
そ
の
社
会

的
意
味
内
容
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
故
意
を
排
除
す
る
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
社
会
的
意
味
内
容
に
関
す
る
錯
誤
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
但
し
、
行
為
者
が
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
法
益
を
救
護
す
る
義
務
が
特
別
に
自
分
に
科
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
素
人
的
」
す
ら
認
識
し
て
い
な
い
場

合
に
限
ら
れ
る
。
行
為
者
が
社
会
的
意
味
内
容
を
少
な
く
と
も
素
人
的
に
認
識
し
て
お
れ
ば
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
も
、
そ
れ
は
無
視
さ
れ

る
べ
き
包
摂
の
錯
誤
で
あ
る
と
。

20
）

S
tree

,
(F
n
.
12),

V
o
rb
em

13 ff R
n 155.

Ⅲ

客
観
的
帰
属

客
観
的
帰
属
に
お
い
て
は
、
形
式
的
に
見
て
、
客
観
的
、
主
観
的
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
、
実
質
的
に
見
て
も
、
刑
法
規
範

の
否
認
す
る
危
険
領
域
の
内
に
あ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
規
範
の
適
用
範
囲
を
そ
の
本
来
の
適
用
範

囲
に
限
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
客
観
的
帰
属
は
形
式
的
に
充
足
さ
れ
た
構
成
要
件
の
目
的
論
的
縮
減
、
つ
ま
り
、
社
会
的
に
重

要
な
危
険
領
域
あ
る
い
は
規
範
の
保
護
目
的
へ
縮
減
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

１
）

あ
る
。

１

行
為
帰
属

客
観
的
帰
属
は
伝
統
的
に
は
結
果
負
責
と
関
連
付
け
ら
れ
、
客
観
的
構
成
要
件
に
お
け
る
因
果
関
係
の
検
証
を
補
遺
す
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る
も
の
、
つ
ま
り
、
等
価
説
の
無
限
定
性
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
等
価
説
が
結
果
負
責
を
自
然
主
義
的
基
準

に
よ
っ
て
基
礎
付
け
、
客
観
的
帰
属
が
こ
の
負
責
を
規
範
的
基
準
に
よ
っ
て
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
、
客
観
的
帰
属

論
は
、
こ
の
結
果
関
係
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
す
で
に
行
為
の
段
階
に
お
い
て「
社
会
違
反
行
為
」、
す
な
わ
ち
、
行
為
の
抽
象
的
経
験
的
危

険
と
社
会
的
相
当
性
（
許
さ
れ
た
危
険
）
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
は
、
そ
の
一
般
的
社
会
倫
理
的

容
認
の
故
に
、
結
果
が
実
際
に
発
生
し
た
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
不
法
内
容
を
有
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、
未
遂

す
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
行
為
帰
属
が
肯
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
結
果
帰
属
の
存
否
が
議
論
の
対
象
と
な
る
の
で

２
）

あ
る
。

ａ

等
価
値
性
修
正

客
観
的
帰
属
は
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
。
不
作
為
は
作
為
に
よ
る
構
成
要
件
該
当
行
為
と
等
価
値

で
あ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
不
法
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
等
価
値
性
修
正
」
に
よ
っ
て
等
価
値
性
が
肯
定
さ
れ
て
は
じ
め
て

保
障
人
の
不
作
為
が
可
罰
的
と
な
る
。
不
作
為
の
作
為
と
の
等
価
値
性
で
は
、
行
為
の
経
験
的
危
険
が
肯
定
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
行
為
の

規
範
的
危
険
の
側
面
か
ら
の
検
証
、
つ
ま
り
、
不
作
為
の
「
社
会
的
意
味
内
容
」
の
検
証
が
問
題
と
な
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る

客
観
的
帰
属
は
、
行
為
者
の
特
殊
保
障
人
の
地
位
と
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
形
で
、
規
範
の
保
護
目
的
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
。
結
果
回
避
の
た
め
に
命
令
さ
れ
た
作
為
に
出
な
か
っ
た
こ
と
の
不
法
内
容
が
、
作
為
の
行
為
と
比
較
す
る
と
、
不
作
為
者
に
法
義
務

を
帰
属
し
得
な
い
ほ
ど
微
弱
な
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
当
該
不
作
為
は
な
お
社
会
的
相
当
性
の
範
囲
内
に
あ
る
か
ら
で

３
）

あ
る
。
等
価

値
性
修
正
は
、
保
障
人
の
地
位
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
き
に
、
こ
れ
を
穴
埋
め
す
る
た
め
の
も
の
で
は

４
）

な
く
、
保
障
人
の
義
務
を
限

定
す
る
役
割
を
有

５
）

す
る
。

等
価
値
性
修
正
は
、
詐
欺
罪
の
よ
う
に
「
欺

」
と
い
っ
た
一
定
の
行
為
態
様
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
を
要
求
す
る
い
わ
ゆ
る
「
行
為
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態
様
被
拘
束
犯
（V

erh
a
lten

sg
eb
u
n
d
en
e D

elik
te

）」
ば
か
り
で
な
く
、
殺
人
罪
の
よ
う
に
行
為
と
結
果
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば

足
り
る
構
成
要
件
、
つ
ま
り
、「
純
粋
結
果
犯
」に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
否
定
説
は
、
行
為
被
拘
束
犯
罪
で
は
、
結
果
を

招
来
す
る
特
別
の
行
為
態
様
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
保
障
人
の
義
務
違
反
の
不
作
為
と
結
果
の
発
生
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
が
認
め

ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
は
十
分
だ
と
す
る
も
の
で

６
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
説
は
支
持
で
き
な
い
。
保
障
人
の

う
っ
か
り
し
た
作
為
義
務
違
反
が
、
純
粋
結
果
犯
に
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
軽
く
、
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
が
作
為
の
不
法
内
容
に
達
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で

７
）

あ
る
。

客
観
的
帰
属
で
は
、
実
際
に
生
じ
た
結
果
と
は
無
関
係
に
、
先
ず
、
行
為
無
価
値
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
等
価
値
性
が
否
定

さ
れ
た
場
合
、
未
遂
犯
す
ら
成
立
し
な
い
。
等
価
値
性
は
責
任
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
責
任
で
は
、
動
機
の
一
身
専
属
的
、
主
観
的
帰
属

が
問
題
と
な
る
か
ら
で

８
）

あ
る
。

ｂ

消
極
的
安
楽
死

生
命
維
持
措
置
を
と
ら
な
い
い
わ
ゆ
る
消
極
的
安
楽
死
、
例
え
ば
、
人
が
生
命
維
持
の
医
療
措
置
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
ぬ
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
医
師
又
は
他
の
自
ら
救
命
義
務
の
あ
る
第
三
者
（
例
え
ば
、
親
族
）
が
介
入
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
の
故
に
死
が
生
ず

る
場
合
が
不
処
罰
と
さ
れ
る
の
は
行
為
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で

９
）

あ
る
。
生
命
維
持
措
置
が
ま
っ
た
く
開
始
さ
れ
な
い
か
又

は
継
続
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
し
、
そ
の
際
、
殺
害
を
直
接
の
目
的
と
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
間
接
的
に
生
命
を
止
め
る
こ
と
に

な
る
苦
痛
除
去
の
た
め
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
親
族
や
医
師
と
い
っ
た
関
係
者
に
生
命
維
持
義
務
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
自
体
殺
害
に
関

す
る
構
成
要
件
を
充
足
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
積
極
的
安
楽
死
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
可
罰
性
は
大
幅
に
後
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退
す
る
。
死
病
患
者
の
治
療
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
意
思
が
消
極
的
安
楽
死
を
不
処
罰
と
す
る
中
核
的
要
素
で
あ
る
。
苦
痛
が
非
可
逆
的

に
死
に
至
る
、
な
い
し
最
終
段
階
に
あ
り
、
死
が
切
迫
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
患
者
が
治
療
を
受
け
れ
ば
生
命
を
維
持
で
き
る
場
合
で

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
治
療
に
関
し
て
、
個
人
主
義
の
自
律
性
原
理
を
家
父
長
的
原
理
よ
り
も
高
く
評
価
す
る
自
由
な
社
会
に
お
い

て
は
、
患
者
の
個
人
道
徳
的
決
定
、
自
己
決
定
権
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
死
病
者
が
望
ま
な
い
形
で
、
そ
の
者
の
運
命
的
に

免
れ
な
い
死
、
内
因
的
死
因
（
自
然
死
因
）
を
妨
げ
る
こ
と
は
そ
の
親
族
や
医
師
の
任
務
で
は
な
い
。
他
人
か
ら
見
て
、
そ
の
判
断
が
無

分
別
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
無

10
）

責
任
と
思
わ
れ
よ
う
と
、
患
者
の
治
療
拒
否
権
は
尊
重
さ

11
）

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
が
保
障

人
義
務
を
限
定
す
る
、
つ
ま
り
、
結
果
回
避
の
た
め
の
保
障
人
の
義
務
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る（「
保
障
人
義
務
遮
断
」）。
治
療
に

当
た
っ
て
い
る
医
師
に
は
患
者
の
「
自
然
死
」
へ
の
権
利
に
応
え
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
不
作
為
の
義
務
が
生
ず
る
の
で

12
）

あ
る
。
も
と
よ
り
、

逆
に
、
治
療
を
望
む
患
者
に
あ
っ
て
は
、
結
果
回
避
義
務
の
あ
る
医
師
は
、
患
者
を
助
け
た
り
、
延
命
す
る
た
め
に
、
自
分
に
可
能
な
こ

と
は
す
べ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
は
ど
の
道
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
的
因
果
関
係
は
無
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

命
に
関
わ
ら
な
い
病
人
の
場
合
、
不
作
為
が
死
に
繫
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
師
が
、
こ
う
い
っ
た
患
者
の
嘱
託
に
応
じ
て
死
な
せ
る

こ
と
、
例
え
ば
、
餓
死
さ
せ
る
こ
と
は
「
治
療
行
為
」
の
不
作
為
と
は
い
え
ず
、
消
極
的
安
楽
死
と
は
関
係
が
な
い
。
不
作
為
に
よ
る
嘱

託
殺
人
が
成
立

13
）

す
る
。

消
極
的
安
楽
死
は
、
死
病
患
者
の
苦
痛
が
非
可
逆
的
に
死
に
至
る
、
あ
る
い
は
、
最
終
段
階
に
あ
り
、
死
が
直
接
迫
っ
て
い
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
患
者
が
治
療
を
受
け
れ
ば
生
命
を
維
持
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
消
極
的
安
楽
死
と
し
て
不
処
罰
で

14
）

あ
る
。
逆
に
、
患
者

が
引
き
続
き
医
師
の
治
療
行
為
を
望
む
な
ら
ば
、
消
極
的
安
楽
死
は
許
さ
れ

15
）

な
い
。
患
者
の
明
示
の
意
思
表
示
も
な
く
、
又
、
そ
の
推
定
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的
意
思
も
認
定
で
き
な
い
と
き
、
医
師
は
通
常
の
治
療
義
務
を
負
い
、
消
極
的
安
楽
死
は
可
罰
的
で

16
）

あ
る
。

一
方
的
治
療
中
止
も
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
非
可
逆
的
意
識
喪
失
者
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、
治
療
中
止
を

求
め
る
明
示
の
意
思
表
示
も
な
い
し
、
そ
の
推
定
的
意
思
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
患
者
が
、
な
お
意
識
が
あ
る
と
き

に
口
頭
で
ま
た
は
書
面
の
指
図
に
よ
っ
て
、
生
命
維
持
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
も
し
も
、
患
者
の
意
思
だ
け
が
治
療
の
不
作

為
を
正
当
化
す
る
と
す
る
な
ら
、
患
者
の
意
思
が
不
明
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
患
者
が
治
療
の
継
続
を
望
ん
で
い
る
と
き
、
非
可
逆
的
意

識
喪
失
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
生
命
の
終
わ
り
ま
で
、
医
療
技
術
的
に
可
能
な
限
り
、
人
工
的
に
生
命
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
医
学
的
に
見
て
意
識
を
取
り
戻
す
こ
と
は
も
は
や
無
い
と
確
実
に
い
え
る
者
、
つ
ま
り
、
非
可
逆
的
意
識
喪
失
者

は
そ
の
生
命
を
も
は
や
精
神
的
に
「
体
験
」
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
事
実
（
生
物
学
的
生
命
は
存
在
す
る
が
、
主
体
的
又
は
社
会
的
死
と

云
え
る
状
態
）
に
鑑
み
る
と
、
一
方
的
治
療
中
止
を
厳
格
に
禁
止
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
だ
死
期
は
迫
っ
て
い
な
い
が
、
し

か
し
、
永
久
に
意
識
が
な
い
か
、
ほ
ぼ
意
思
疎
通
能
力
の
な
い
大
脳
の
き
わ
め
て
重
い
障
害
者
（
例
え
ば
、
皮
質
欠
損
を
伴
う
大
脳
損
傷

に
よ
っ
て
意
思
疎
通
の
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
一
定
形
態
の
失
外
套
症
候
群
）
と
い
う
極
端
な
事
例
そ
れ
で

17
）

あ
る
。
患
者
が
非

可
逆
的
意
識
喪
失
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
善
の
見
込
み
が
無
く
極
度
に
苦
し
ん
で
い
て
、
医
的
集
中
治
療
で

し
か
生
命
が
維
持
で
き
な
い
か
、
も
う
直
に
死
ぬ
と
い
え
る
瀕
死
者
に
お
い
て
も
、
患
者
の
明
示
の
意
思
表
示
又
は
推
定
的
意
思
が
無
く

と
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
患
者
の
意
思
に
反
し
て
も
治
療
中
止
は
許
さ
れ
よ
う
。
人
間
の
生
と
死
の
尊
厳
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
純
粋
に

生
物
的
生
命
と
な
っ
た
患
者
を
一
種
の
「
生
き
て
い
る
医
学
の
缶
詰
」
と
し
て
そ
の
露
命
を
つ
な
げ
る
こ
と
を
命
令
し
、
一
方
的
治
療
中

止
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
生
命
維
持
措
置
を
継
続

す
る
こ
と
の
客
観
的
「
規
範
的
期
待
不
可
能
性
（n

o
rm
a
tiv
e U

n
zu
m
u
tb
a
rk
eit

）」
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で

18
）

あ
り
、
社
会
倫
理
的
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寛
容
の
見
地
か
ら
、
こ
の
不
作
為
は
作
為
と
同
値
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
結
果
回
避
の
法
的
命
令
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
作
為
へ
の

法
義
務
、
つ
ま
り
、
保
障
人
義
務
は
否
定
さ
れ
、
結
局
、
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
医
師
は
患
者
の
生
命
を
集
中
医
療

処
置
に
よ
っ
て
延
長
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
に
し
て
も
、
基
礎
看
護
は
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
工
栄
養
補
給
の
中
止
が
許
さ

れ
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
不
作
為
が
死
に
繫
が
る
処
置
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
の
処
置
を

し
な
い
こ
と
が
既
に
死
へ
と
影
響
を
与
え
る
と
き
、
人
工
栄
養
補
給
を
中
止
す
る
べ
き
で
は

19
）

な
い
。

自
殺
未
遂
に
お
け
る
消
極
的
安
楽
死
は
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
可
罰
的
で
あ
る
。
自
殺
未
遂
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、

故
意
に
且
つ
自
己
答
責
的
に
、
致
死
的
自
傷
行
為
を
行
い
、
な
お
も
自
殺
意
思
を
継
続
し
、
他
人
に
よ
る
生
命
救
助
を
許
さ
な
い
者
は
、

そ
の
自
己
決
定
権
に
つ
き
、
上
述
の
死
病
患
者
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
扱
い
を
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
刑
法
第
二
〇
一
条
の

自
殺
関
与
罪
は
自
殺
行
為
そ
れ
自
体
を
可
罰
的
と
は
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
第
三
者
に
よ
る
自
殺
関
与
（
自
殺
共
犯
）
を
処
罰
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
殺
行
為
そ
れ
自
体
が
、
法
的
に
中
立
で
あ
る
も
の
の
、
社
会
倫
理
的
に
見
る
と
非
難
に
値
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
第
三
者
の
自
殺
関
与
の
処
罰
を
説
明
で
き
な
い
。
自
殺
が
社
会
倫
理
的
に
非
難
で
き
な
い
行
為
な
ら
ば
、

そ
れ
に
関
与
す
る
行
為
も
非
難
に
値
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
殺
は
法
律
上
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
適
法
で
は
あ
る
も
の
の
、
刑

法
の
実
質
的
基
礎
で
あ
る
社
会
倫
理
的
規
範
に
違
反
す
る
が
故
に
正
当
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
自
殺
関
与
罪
の
規
定
は
自

己
決
定
権
よ
り
も
家
父
長
的
原
理
に
優
位
性
を
認
め
て
い
る
の
で

20
）

あ
る
。
直
接
自
殺
に
関
与
す
る
自
殺
関
与
罪
に
お
い
て
は
、
間
接
自
殺

の
形
態
で
あ
る
同
意
殺
人
罪
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
自
殺
者
の
死
ぬ
意
思
は
無
意
味
で

21
）

あ
る
。
上
述
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
死
因
」
を
そ

の
成
り
行
き
に
任
せ
る
こ
と
と
、
死
因
が
外
因
的
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
不
自
然
な
方
法
で
生
命
か
ら
別
れ
を
告
げ
る
自
殺
と
は
根
本
的
に

異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
殺
未
遂
後
の
自
殺
患
者
の
治
療
拒
否
は
非
難
に
値
す
る
自
殺
を
直
接
的
に
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
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る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
と
第
三
者
は
不
作
為
に
よ
っ
て
自
殺
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
死
因
の
場
合
と
は
異
な
り
、

結
果
回
避
の
た
め
の
保
障
人
義
務
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
は
頑
強
に
自
己
の
自
殺

意
思
に
固
執
し
、
後
に
、
救
命
を
感
謝
す
る
自
殺
者
を
救
う
こ
と
に
も
な
る
の
で

22
）

あ
る
。

２

結
果
帰
属

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
因
果
関
係
の
問
題
と
負
責
の
問
題
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
作
為
の
因
果
関
係
は
、
負
責

を
根
拠
付
け
る
出
立
点
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
続
き
、
結
果
の
客
観
的
帰
属
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ａ

相
当
性
連
関

不
作
為
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
確
実
性
に
境
を
接
す

る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
具
体
的
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
た
と
い
う
認
定
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
認
定
さ
れ
る
場
合
、
命
令
さ
れ
た
作

為
が
行
わ
れ
な
い
な
ら
、
結
果
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
客
観
的
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
認
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ

れ
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
既
に
不
作
為
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
命
令
さ
れ
た
不
作
為
と
結
果
の
発
生
の
間
の
非
類

型
的
因
果
関
係
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
性
連
関
に
は
限
ら
れ
た
適
用
領
域
し
か
残
ら
な
い
。
結
果
が
後
続
の

作
為
に
基
づ
き
、「
ま
っ
た
く
非
類
型
的
態
様
で
」発
生
す
る
と
き
、
例
外
的
に
、
不
作
為
の
因
果
関
係
は
あ
る
が
、
相
当
性
連
関
が
欠
如

23
）

す
る
。
例
え
ば
、
玄
関
前
の
地
面
の
雪
が
凍
結
し
て
非
常
に
滑
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
訪
問
客
が
滑
っ
て
怪
我
を
す
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
家
の
所
有
者
が
、
滑
り
止
め
の
措
置
を
と
ら
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
案
の
定
、
訪
問
客
が
滑
っ
て

大
腿
骨
骨
折
の
大
怪
我
を
し
、
病
院
で
手
術
を
受
け
、
そ
の
手
術
は
成
功
し
た
が
、
手
術
後
、
ガ
ス
壊
疽
で
死
亡
し
た
と
き
、
家
の
所
有

者
に
訪
問
客
の
傷
害
の
結
果
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
死
亡
の
結
果
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

24
）

な
い
。
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ｂ

危
険
連
関

前
述
の
例
に
お
い
て
、
麻
酔
医
の
重
大
な
医
療
過
誤
に
よ
り
、
患
者
が
手
術
台
の
上
で
死
亡
し
た
と
き
、
こ
の
結
果

を
家
の
所
有
者
に
客
観
的
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

25
）

な
い
。

ｃ

仮
定
的
代
替
適
法
行
為

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、仮
定
的
代
替
適
法
行
為
の
問
題
は
因
果
関
係
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
、

な
ぜ
な
ら
、
仮
定
的
代
替
適
法
行
為
と
い
う
の
は
義
務
に
違
反
し
て
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
作
為
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
仮
定
的
代
替

行
為
の
結
果
発
生
へ
の
仮
定
的
作
用
は
既
に
不
作
為
の
因
果
関
係
を
認
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
見
解
が

26
）

あ
る
。
こ
れ

は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
不
作
為
の
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
て
も
な
お
危
険
増
加
の
欠
如
の
故
に
結
果
を
行
為
者
に
帰

属
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
命
令
さ
れ
た
（
救
助
）
行
為
を
し
て
い
れ
ば
疑
い
も
無
く
（
つ
ま
り
、
確
実
性
に
境
を
接

す
る
蓋
然
を
も
っ
て
）
危
機
に
瀕
し
て
い
る
法
益
を
維
持
す
る
（
つ
ま
り
、
構
成
要
件
該
当
結
果
を
回
避
す
る
）
見
込
み
が
著
し
く
高
か
っ

た
か
否
か
の
検
証
が
必
要
で

27
）

あ
る
。
例
え
ば
、
母
子
二
人
暮
ら
し
の
マ
ン
シ
ョ
ン
四
階
の
一
室
で
火
災
が
発
生
し
、
炎
に
包
ま
れ
て
い
る

中
で
、
幼
児
を
救
う
に
は
建
物
の
外
で
待
機
し
て
い
る
救
助
隊
員
の
腕
に
投
げ
落
と
す
し
か
母
親
に
は
方
法
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
子
を
投
げ
落
と
し
て
も
死
の
危
険
は
あ
る
。
下
か
ら
投
げ
落
と
せ
と
い
う
救
助
隊
の
声
が
聞
こ
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
は
逡

巡
す
る
。
幼
児
は
窒
息
死
す
る
が
、
母
親
は
間
一
髪
救
助
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
母
親
の
不
作
為
と
そ
の
子
の
窒
息
死
の
間
に
は
因
果
関

係
が
あ
る
。
命
令
さ
れ
た
作
為
（
窓
か
ら
救
助
隊
員
の
腕
に
投
げ
落
と
す
と
い
う
作
為
）
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
具
体
的
結
果
（
幼
児
の
窒

息
死
）
は
蓋
然
性
と
境
を
接
す
る
確
実
性
を
も
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
命
令
さ
れ
た
救
助
行
為
が
疑
い

も
無
く
幼
児
の
生
命
を
維
持
す
る
見
込
み
を
著
し
く
高
め
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
客
観
的
帰
属
は
否
定
さ
れ
る
べ
き

な
の
で

28
）

あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
ト
リ
フ
テ
ラ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
等
価
値
性
は
、
客
観
的
構
成
要
件
に
お
け
る
保
障
人
の
地
位
の
直
後
に
位
置
付
け
ら
れ

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
客
観
的
帰
属
の
規
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
論
ず
る
。「
た
し
か
に
、
等
価
値
性
で
は
、
行
為
が
一
定
の
構
成
要
件
実
現
と
関
連
し

て
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
行
為
者
が
法
的
に
是
認
さ
れ
な
い
危
険
を
創
出
し
た
か
否
か
、
ま
さ
に
こ
の
危
険
が
実
際

に
実
現
し
た
の
か
否
か
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
に
結
果
の
帰
属
が
で
き
る
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
類
型
に
一
般
的
に
提
起
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
一

定
の
不
作
為
が
作
為
と
『
社
会
的
に
意
味
が
等
し
い
』
か
否
か
の
調
査
が
必
要
な
の
は
む
し
ろ
作
為
と
不
作
為
の
特
殊
な
社
会
的
差
異
か
ら
生
ず
る
。
し
た

が
っ
て
、
等
価
値
性
は
不
作
為
の
概
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
結
果
発
生
前
の
不
作
為
の
属
性
と
し
て
調
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。O

.

T
riffterer

,
Ö
sterreich

sch
es S

tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,

1985,
14.

K
a
p R

n 67.

こ
の
見
解
は
、
客
観
的
帰
属
を
専
ら
結
果
の
帰
属
と
の
み
関
連
付

け
、
行
為
の
帰
属
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
で
は
、
等
価
値
性
は
不
作
為
の
故
意
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
キ
ー
ナ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、

作
為
犯
で
は
、
行
為
に
先
立
ち
積
極
的
決
断
が
あ
る
が
、
作
為
義
務
者
に
は
こ
の
種
の
決
断
の
見
ら
れ
ず
に
行
動
に
出
な
い
こ
と
が
多
い
、「
必
要
と
さ
れ
る

よ
う
に
す
ば
や
く
決
心
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
か
、
状
況
の
せ
い
で
葛
藤
状
態
に
陥
り
、
こ
こ
か
ら
抜
け
出
る
決
心
が
ど
う
に
も
つ
か
な
い
と

か
、
決
断
を
迫
る
状
況
に
あ
る
と
は
ま
っ
た
く
感
じ
ず
、
そ
の
た
め
行
為
刺
激
を
感
じ
な
い
の
で
あ
れ
」
そ
う
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
不
作

為
犯
の
一
般
的
規
準
と
し
て
「
ど
う
に
も
決
心
が
つ
か
な
い
こ
と
か
ら
行
動
に
出
な
い
と
い
う
の
は
…
…
『
現
実
の
』
不
作
為
故
意
と
『
同
視
さ
れ
る
』
べ

き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
。D

.
K
ien
apfel,

Z
u
r G

leich
w
ertig

k
eit v

o
n T

u
n u

n
d U

n
terla

ssen
,
Ö
JZ
 
1976,

197
 

ff.,
201.

し
か
し
、
故
意
に
は
未
必
の
故
意
が
あ
り
、
こ
れ
は
不
作
為
犯
で
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
作
為
義
務
を
基
礎
付
け
る
事
情
を

認
識
し
な
が
ら
、
消
極
的
態
度
か
ら
抜
け
出
る
動
機
を
生
じ
さ
せ
ず
、
且
つ
、
行
為
に
出
な
い
こ
と
で
構
成
要
件
該
当
事
実
が
生
ず
る
こ
と
を
少
な
く
と
も

認
容
す
る
者
に
は
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
。T

riffterer
,
(F
n
.
5),

14.
K
a
p R

n 69.
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M
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2 R
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n
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「
行
為
被
拘
束
犯
で
も
純
粋
惹
起
犯
で

も
性
急
に
客
観
的
構
成
要
件
に
お
い
て
『
等
価
値
性
条
項
と
い
う
安
全
弁
』
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
」。

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
の
等
価
値
性
条
項
に
つ
い
て
、
特
別
予
防
、
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。「
社
会
的
に
完
全
に
適
応
し
て
い
る
不

作
為
犯
に
対
し
て
刑
法
上
の
制
裁
を
科
す
る
特
別
予
防
の
理
由
の
無
い
こ
と
が
多
い
。
場
合
に
よ
っ
て
一
般
予
防
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不

作
為
犯
の
多
く
の
場
合
、
作
為
犯
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
。K

.
S
eelm

an
n
,
N
o
m
o
s-K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2003,

13 R
n 70.

し
か
し
、
論
者
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
当
罰
性
検
証
は
そ
の
輪
郭
が
不
明
確
に
す
ぎ
問
題
解
決
に
は
役
立
た
な
い
と
い
え
よ
う
。

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
の
定
め
る
等
価
値
要
件
に
つ
い
て
、
特
に
、
純
粋
結
果
犯
に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
多
数
説
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
岩
間
康
夫
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
の
構
成
要
件
同
価
値
性
に
つ
い
て
（
一
）、（
二
）」
愛
媛
法
学
第
一
八
巻
第
一
号
（
一
九
九
一
年
）

二
九
頁
以
下
、
第
一
八
巻
第
二
号
（
一
九
九
一
年
）
九
一
頁
以
下
が
詳
し
い
。

我
が
国
で
は
、
同
価
値
性
の
要
件
は
、
た
ん
な
る
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
の
構
成
要
件
の
解
釈
原
理
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
作
為
義
務

の
限
定
原
理
で
も
、
不
作
為
犯
の
成
立
を
限
定
す
る
独
立
の
原
理
で
も
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
八
年
）

二
二
九
頁
）、
作
為
と
の
同
価
値
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
違
反
の
疑
問
が
解
消
で
き
る
と
論
ず
る
説
も
あ
る
（
川
端
博
『
刑
法
総
論
講

義
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
九
頁
）。

我
が
国
の
同
価
値
性
を
め
ぐ
る
特
殊
な
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
岩
間
康
夫
「
我
が
国
に
お
け
る
構
成
要
件
同
価
値
性
論
」
愛
媛
法
学
第
一
八
巻

第
三
号
（
一
九
九
一
年
）
七
七
頁
以
下
。

８
）

M
oos

,
(R
n
.
1),

75 R
n 22.

キ
ー
ナ
ッ
ペ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
等
価
値
性
が
責
任
要
素
で
あ
る
故
意
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
論
ず
る
。
作
為
犯
で

は
、
行
為
に
先
立
っ
て
常
に
行
為
に
出
る
積
極
的
判
断
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
作
為
犯
で
は
、「
必
要
と
さ
れ
る
迅
速
な
決
断
が
そ
も
そ
も
で
き
な
い
と
か
、

出
来
事
の
た
め
に
葛
藤
状
況
に
陥
り
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
て
『
思
い
切
っ
た
決
断
を
す
る
』
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
か
、
状
況
が
緊
迫
し
て
い
る
と

は
ま
っ
た
く
感
じ
ず
、
ま
っ
た
く
行
為
に
出
る
刺
激
を
感
じ
な
い
と
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
種
の
決
断
を
下
す
こ
と
が
な
い
」
た
め
に
、
作
為
義
務
者
が

作
為
に
出
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
こ
で
、
不
決
断
だ
け
か
ら
の
不
作
為
も
「
現
実
の
」
不
作
為
故
意
と
「
同
視
」
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
。D

.
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K
ien
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leich
w
ertig

k
eit v
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ssen
,
Ö
JZ 1976,

197 ff.,
201.

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
故
意
概
念
は
、

作
為
犯
、
不
作
為
犯
に
共
通
で
あ
り
、
客
観
的
構
成
要
件
を
実
現
す
る
意
思
、
少
な
く
と
も
認
容
す
る
意
思
を
必
要
と
す
る
。
作
為
義
務
を
基
礎
付
け
る
事

情
を
知
り
な
が
ら
、
消
極
性
か
ら
抜
け
出
る
動
機
を
も
た
ず
、
客
観
的
構
成
要
件
が
不
作
為
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
認
容
す
る
者
に
は
未

必
の
故
意
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
思
慮
に
あ
る
い
は
結
果
の
不
発
生
を
信
頼
し
て
い
る
者
に
は
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。O

.
T
riffterer

,
(F
n
.
5),

14.
K
a
p R

n 69.

９
）

我
が
国
で
は
、
内
藤
謙
（『
刑
法
講
義
総
論
（
上
）』（
一
九
八
三
年
）
五
三
七
頁
）
が
、
患
者
が
注
射
な
ど
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て

措
置
を
拒
否
し
て
い
る
と
き
は
、
患
者
の
拒
否
に
反
し
て
、
健
康
の
回
復
に
ま
っ
た
く
役
立
つ
こ
と
な
く
死
苦
を
長
引
か
せ
る
に
す
ぎ
な
い
措
置
を
と
る
べ

き
刑
法
上
の
作
為
義
務
（
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
）
は
医
師
に
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
。
甲
斐
克

則
（「
治
療
行
為
中
止
お
よ
び
安
楽
死
の
許
容
要
件
」
法
学
教
室
一
七
八
号
（
一
九
九
五
年
）
三
七
頁
以
下
、
四
〇
頁
）
も
、「
違
法
論
の
レ
ベ
ル
で
、
治
療

行
為
と
い
う
場
を
設
定
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
生
命
維
持
利
益
の
ほ
か
に
治
療
に
直
接
関
係
す
る
対
抗
利
益
（
主
と
し
て
苦
痛
除
去
利
益
な
い
し
必
要
以
上

に
干
渉
を
受
け
た
く
な
い
利
益
）
が
生
ず
る
場
合
が
治
療
拒
絶
の
範
疇
で
あ
り
、
発
生
し
て
い
る
作
為
義
務
（
治
療
義
務
）
が
患
者
の
延
命
拒
否
に
よ
り
解

除
さ
れ
（
緊
急
状
況
下
で
生
命
維
持
利
益
よ
り
対
抗
利
益
が
優
越
）、
正
当
化
が
導
か
れ
る
」（
緊
急
避
難
、
又
は
少
な
く
と
も
そ
の
準
用
）
と
論
じ
て
、
作

為
義
務
を
否
定
し
な
が
ら
、
構
成
要
件
不
該
当
で
は
な
く
、
違
法
性
阻
却
と
捉
え
る
。

10
）

C
.
R
oxin

,
Z
u
r stra

frech
tlich

en B
eu
rteilu

n
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er S
terb

eh
ilfe,

in
:
C
.
R
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,
U
.
S
ch
roth
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rsg

.),
M
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izin

stra
frech

t,
2.
A
u
fl.,

2001,

93 ff.,
100.;

B
V
erfG

E
 
32,

98 ff.

〔
四
人
の
子
供
の
い
る
母
親
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
救
命
に
必
要
な
輸
血
を
拒
否
し
た
〕。

11
）

患
者
の
中
に
は
、
ま
だ
完
全
な
意
識
が
あ
る
と
き
に
、
書
面
で
治
療
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
患
者
遺
言
」
と
か
「
患
者
指
図
」
と
呼
ば
れ

る
。
そ
れ
が
、
完
全
に
具
体
的
な
、
現
在
の
又
は
切
迫
し
て
い
る
状
況
に
関
係
し
て
い
る
と
き
に
は
拘
束
力
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は

問
題
が
生
ず
る
。
そ
れ
が
一
般
的
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
非
常
に
長
期
に
わ
た
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
患
者
が
他
で
も
な
く
具
体
的
症
例
の
こ

と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
か
否
か
が
ま
す
ま
す
不
確
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
患
者
指
図
は
、
医
師
に
、
尊
重
さ
れ
る
べ

き
推
定
的
意
思
の
根
拠
を
与
え
る
。
外
国
に
お
け
る
患
者
指
図
に
関
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
の
紹
介
論
文
の
一
つ
と
し
て
、
参
照
、
吉
田
敏
雄
「
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
患
者
指
図
に
関
す
る
連
邦
法
（
一
）（
二
）」
北
海
学
園
大
学
『
法
学
研
究
』
第
四
二
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
三
一
頁
以
下
、
第
四
三
巻
第
一

号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
五
頁
以
下
。

12
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後
掲

注
12
）横
浜
地
裁
「
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
判
決
」
は
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
消
極
的
安
楽
死
は
治
療
行
為
の
中
止
と
し
て
そ
の
許
容
性
を
考
え
れ

ば
足
り
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。「
一
般
論
と
し
て
末
期
患
者
に
対
す
る
治
療
行
為
の
中
止
の
許
容
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
治
療
不
可
能
な
病
気

に
お
か
さ
れ
た
患
者
が
回
復
の
見
込
み
が
な
く
、
治
療
を
続
け
て
も
迫
っ
て
い
る
死
を
避
け
ら
れ
な
い
と
き
、
な
お
延
命
の
た
め
の
治
療
を
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
意
味
の
な
い
延
命
治
療
を
中
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
の
が
治
療
行
為
の
中
止
の
問
題
で
あ
り
、
無
駄
な
延
命
治
療

を
打
ち
切
っ
て
自
然
な
死
を
迎
え
る
こ
と
を
望
む
い
わ
ゆ
る
尊
厳
死
の
問
題
で
も
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
、
治
療
行
為
の
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を

考
え
て
み
る
。
一

患
者
が
治
癒
不
可
能
な
病
気
に
冒
さ
れ
、
回
復
の
見
込
み
が
な
く
死
が
避
け
ら
れ
な
い
末
期
状
態
に
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

…
…
治
療
の
中
止
が
患
者
の
自
己
決
定
権
に
由
来
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
権
利
は
、
死
そ
の
も
の
を
選
ぶ
権
利
、
死
ぬ
権
利
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
死

の
迎
え
方
な
い
し
死
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
の
選
択
権
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
治
癒
不
可
能
な
病
気
と
は
い
え
治
療
義
務
の
限
界
を

安
易
に
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
早
す
ぎ
る
治
療
の
中
止
を
認
め
る
こ
と
は
、
生
命
軽
視
の
一
般
的
風
潮
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
の
で
、
生
命
を
救
助

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
単
に
延
命
を
図
る
だ
け
の
措
置
し
か
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
じ
め
て
、
そ
う
し
た
延
命
の
た
め
の
措

置
が
、
中
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
の
検
討
の
対
象
と
な
る
…
…
二

治
療
行
為
の
中
止
を
求
め
る
患
者
の
意
思
表
示
が
存
在
し
、
そ
れ
は
治
療
行

為
の
中
止
を
行
な
う
時
点
で
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
中
止
を
検
討
す
る
段
階
で
患
者
の
明
確
な
意
思
表
示
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
患
者

の
推
定
的
意
思
に
よ
る
こ
と
を
是
認
し
て
よ
い
…
…
患
者
の
事
前
の
意
思
表
示
が
何
等
存
在
し
な
い
場
合
…
…
家
族
の
意
思
表
示
か
ら
患
者
の
意
思
を
推
定

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
…
…
家
族
の
意
思
表
示
か
ら
患
者
の
意
思
を
推
定
す
る
に
は
、
家
族
の
意
思
表
示
が
そ
う
し
た
推
定
を
さ
せ
る
に
足
り
る
だ
け
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
意
思
表
示
を
す
る
家
族
が
、
患
者
の
性
格
、
価
値
観
、
人
生
観
等
に
つ
い
て
十
分
に
知
り
、
そ
の
意
思
を

的
確
に
推
定
し
う
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
患
者
自
身
が
意
思
表
示
を
す
る
場
合
と
同
様
、
患
者
の
病
状
、
治
療
内
容
、
予
後
等
に
つ

い
て
、
十
分
な
情
報
と
正
確
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
患
者
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
の
真
摯
な
考
慮
に
基
づ
い
た
意
思
表
示

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
家
族
の
意
思
表
示
を
判
断
す
る
医
師
側
に
お
い
て
も
、
患
者
及
び
家
族
と
の
接
触
や
意
思
疎
通
に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

患
者
自
身
の
病
気
や
治
療
方
針
に
関
す
る
考
え
や
態
度
、
及
び
患
者
と
家
族
の
関
係
の
程
度
や
密
接
さ
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
患
者
及
び

家
族
を
よ
く
認
識
し
理
解
す
る
的
確
な
立
場
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
三

治
療
行
為
の
中
止
の
対
象
と
な
る
措
置
は
、
薬
物
投
与
、
化
学
療
法
、

人
工
透
析
、
人
工
呼
吸
器
、
輸
血
、
栄
養
・
水
分
補
給
な
ど
、
疾
病
を
治
療
す
る
た
め
の
治
療
措
置
、
さ
ら
に
は
生
命
維
持
の
た
め
の
治
療
措
置
な
ど
、
す

べ
て
が
対
象
と
な
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
何
時
ど
の
時
点
で
中
止
す
る
か
は
、
死
期
の
切
迫
の
程
度
、
当
該
措
置
の
中

止
に
よ
る
死
期
へ
の
影
響
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
、
医
学
的
に
も
は
や
無
意
味
で
あ
る
と
の
適
正
さ
を
判
断
し
、
自
然
の
死
を
迎
え
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
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沿
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」。
本
判
決
は
、
佐
伯
仁
志
「
末
期
医
療
と
患
者
の
意
思
」（
樋
口
範
雄
（
編
著
）『
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
イ

生
命
倫
理
と

法
』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
二
〇
〇
四
年
所
収
八
六
頁
）
の
影
響
受
け
た
と
見
ら
れ
、
患
者
の
自
己
決
定
論
と
治
療
義
務
限
界
論
を
基
礎
に
し
て
正
当
化
要
件

を
導
出
し
て
い
る
が
、
両
者
の
相
互
関
係
を
未
決
に
し
て
い
る
。

横
浜
地
判
平
成
一
七
・
三
・
二
五
〔
川
崎
協
同
病
院
事
件
。
被
害
者
の
主
治
医
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
気
管
支
喘
息
発
作
に
伴
う
低
酸
素
性
脳
損
傷
と
な

り
昏
睡
状
態
が
続
い
て
い
た
被
害
者
に
対
し
、
延
命
を
続
け
る
こ
と
で
そ
の
肉
体
が
細
菌
に
冒
さ
れ
る
な
ど
し
て
汚
れ
て
い
く
前
に
、
で
き
る
限
り
自
然
な

か
た
ち
で
息
を
引
き
取
ら
せ
て
看
取
り
た
い
と
の
気
持
ち
を
抱
き
、
器
官
確
保
の
た
め
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
器
官
内
の
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
き
取
り
（
治
療
行
為

の
中
止
）、
死
亡
す
る
の
を
待
っ
た
が
、
予
期
に
反
し
て
、
被
害
者
が
身
体
を
海
老
の
よ
う
に
反
り
返
ら
せ
る
な
ど
し
て
苦
し
そ
う
に
見
え
る
呼
吸
を
繰
り
返

し
、
鎮
静
剤
を
大
量
に
投
与
し
て
も
そ
の
呼
吸
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
家
族
ら
に
見
せ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い

と
考
え
、
筋
弛
緩
剤
で
窒
息
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
、
筋
弛
緩
剤
を
注
射
し
て
死
亡
さ
せ
た
（
積
極
的
安
楽
死
）
と
い
う
事
案
〕
も
、
横
浜
地
裁
「
東
海
大
安

楽
死
事
件
判
決
」で
示
さ
れ
た
一
般
的
要
件
に
し
た
が
っ
て
判
決
を
下
し
た
。「
末
期
医
療
に
お
い
て
患
者
の
死
に
直
結
し
う
る
治
療
中
止
の
許
容
性
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
治
療
中
止
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
と
医
学
的
判
断
に
基
づ
く
治
療
義
務
の
限
界
を
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る

…
…
末
期
、
と
り
わ
け
そ
の
終
末
期
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
は
、
自
殺
や
死
ぬ
権
利
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
間

の
尊
厳
、
幸
福
追
求
権
の
発
露
と
し
て
、
各
人
が
人
間
存
在
と
し
て
自
己
の
生
き
方
、
生
き
様
を
自
分
で
決
め
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
を
貫
徹
し
、

全
う
す
る
結
果
、
最
後
の
行
き
方
、
す
な
わ
ち
死
の
迎
え
方
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
い
わ
ば
反
射
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
自
己
決
定
に
は
、
回
復
の
見
込
み
が
な
く
死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
患
者
が
正
確
に
理
解
し
判
断

能
力
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
も
っ
と
も
…
…
患
者
本
人
の
任
意
な
自
己
決
定
及
び
そ

の
意
思
の
表
明
や
真
意
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
前
記
自
己
決
定
の
趣
旨
に
で
き
る
だ
け
沿
い
、

こ
れ
を
尊
重
で
き
る
よ
う
に
、
患
者
の
真
意
を
探
求
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。
…
…
そ
の
探
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
意
が
不
明
で
あ
れ
ば
、『
疑
わ
し
き
は
生
命

の
利
益
に
』
医
師
は
患
者
の
生
命
保
護
を
優
先
さ
せ
、
医
学
的
に
最
も
適
応
し
た
諸
措
置
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る
。
治
療
義
務
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
…
…

医
師
が
可
能
な
限
り
の
適
切
な
治
療
を
尽
く
し
医
学
的
に
有
効
な
治
療
が
限
界
に
達
し
て
い
る
状
況
に
至
れ
ば
、
患
者
が
望
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
医
学
的
に
み
て
有
害
あ
る
い
は
意
味
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
治
療
に
つ
い
て
は
、
医
師
に
お
い
て
そ
の
治
療
を
続
け
る
義
務
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を

行
な
う
義
務
は
法
的
に
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
も
そ
の
限
度
で
の
治
療
の
中
止
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
実
際
に
は
、
医
師
が
、

患
者
や
家
族
の
納
得
な
ど
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
治
療
を
続
け
る
場
合
も
あ
り
得
る
が
そ
れ
は
法
的
義
務
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。）」。本
件
に
お
い

て
は
、「
回
復
不
可
能
で
死
期
が
切
迫
し
て
い
る
場
合
」
に
当
た
る
と
は
云
え
ず
、
又
、「
患
者
本
人
に
治
療
中
止
の
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
よ
う
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な
事
情
」
は
な
い
。
殺
人
罪
が
成
立
。
懲
役
三
年
、
執
行
猶
予
五
年
。
本
判
決
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
論
と
治
療
義
務
限
界
論
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
正
当

化
理
由
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
一
九
・
二
・
二
八
判
タ
一
二
三
七
号
一
五
三
頁
）
は
、
治
療
を
中
止
す
べ
く
患
者
の
意
思
を
推
定
す
る
に
足
り

る
家
族
か
ら
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
上
で（
原
審
判
決
は
家
族
の
承
諾
は
な
か
っ
た
と
認
定
し
て
い
た
）、
終
末
期
の
患
者
の
生
命
を
短
縮
さ
せ

る
治
療
中
止
行
為
の
適
法
要
件
に
関
し
て
、
患
者
の
自
己
決
定
権
と
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
か
ら
の
捉
え
方
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
法
に
も
限
界
が
あ

る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
患
者
の
意
思
は
不
明
で
あ
る
し
、
又
、
患
者
の
死
期
が
切
迫
し
て
い
た
と
も
い
え
な
い
と
判
示
し
て
、
職
権
に
よ
り
量
刑
不
当
と

し
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
殺
人
罪
で
懲
役
一
年
六
月
、
執
行
猶
予
三
年
を
言
い
渡
し
た
。
最
三
決
平
成
二
一
・
一
二
・
七
は
、
延
命
治
療
中
止
が
許
さ
れ
る

一
般
的
要
件
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
被
告
人
の
上
告
を
棄
却
し
た
。「
被
害
者
が
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
を
起
こ
し
て
入
院
し
た
後
、
本
件
抜
管
時
ま
で

に
、
同
人
の
余
命
等
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
脳
波
等
の
検
査
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
発
症
か
ら
い
ま
だ
二
週
間
の
時
点
で
も
あ
り
、
そ
の
回

復
可
能
性
や
余
命
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
を
下
せ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
は
、
本
件
時
、
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
は
、
被
害
者
の
回
復
を
あ
き
ら
め
た
家
族
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

要
請
は
上
記
の
状
況
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
お
り
被
害
者
の
病
状
等
に
つ
い
て
適
切
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
上
で
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
上
記
抜
管
が
被
害
者

の
推
定
的
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
上
記
抜
管
行
為
は
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
け
る
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
行
為
を
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
の
投
与
行
為
と
併
せ
殺
人
行
為
を
構
成
す
る
と
し
た
原
判
断

は
、
正
当
で
あ
る
」。

こ
こ
で
、
そ
の
他
の
形
態
の
「
安
楽
死
」
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
先
ず
、
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
苦
痛
緩
和

の
た
め
の
薬
剤
（
例
え
ば
、
モ
ル
ヒ
ネ
）
を
投
与
す
る
が
、
そ
の
副
作
用
と
し
て
患
者
の
生
命
力
を
弱
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
発
生
を
早
め
た
場
合

で
あ
っ
て
、
薬
剤
の
投
与
と
死
の
発
生
の
間
に
等
価
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
死
に
お
け
る
介
助
（H

ilfe im
 
S
terb

en

）」）。
こ
の
副
作

用
を
認
識
し
、
し
か
も
認
容
し
て
い
る
医
師
に
は
殺
す
確
定
的
故
意
又
は
未
必
の
故
意
が
あ
る
。
医
師
が
患
者
に
強
い
薬
剤
を
処
方
す
る
ほ
ど
、
患
者
の
死

は
ま
す
ま
す
早
ま
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
な
お
自
己
決
定
能
力
の
あ
る
患
者
の
苦
痛
緩
和
を
望
む
意
思
を
考
慮
す
る
と
き
、
医
師
の
行
為
は

客
観
的
に
社
会
的
相
当
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
故
意
行
為
自
体
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
が
い
か
な
る
種
類
の
故

意
で
生
命
短
縮
行
為
を
し
て
い
る
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
い
っ
た
場
合
、
鎮
痛
剤
を
望
む
患
者
の
意

思
が
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
苦
痛

緩
和
措
置
を
し
て
も
ら
う
こ
と
な
く
死
に
た
い
、
つ
ま
り
、
治
療
を
拒
否
す
る
患
者
の
意
思
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
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の
適
用
は
な
い
。
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
苦
痛
を
伴
う
生
命
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
死
病
患
者
に
鎮
痛
剤
に
よ
っ

て
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
生
命
を
耐
え
る
も
の
に
す
る
と
い
う
「
治
療
行
為
」
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
医
療
処
置
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
、
残

さ
れ
る
選
択
肢
は
、
患
者
を
苦
痛
か
ら
解
放
し
な
い
か
、
そ
の
こ
と
は
思
い
や
り
の
欠
如
を
意
味
す
る
が
、
又
は
患
者
を
即
座
に
殺
す
こ
と
で
あ
る
。
い
ず

れ
の
選
択
肢
も
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
痛
医
学
の
更
な
る
発
展
も
期
待
で
き
よ
う
。
な
お
、
間

接
的
積
極
的
安
楽
死
は
、
苦
痛
緩
和
の
た
め
に
医
学
的
適
応
の
投
薬
量
の
み
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
が
、
苦
痛
が
激
し
い
ほ
ど
、
投
薬
量
は
そ
れ
だ
け
多
く

な
る
。
明
白
な
過
剰
投
薬
量
は
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
に
移
行
す
る
の
で
あ
り
、
可
罰
的
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
判
例
（B

G
H
S
t 42,301

）
も
、「
患
者
の
明
示
ま
た
は
推
定
的
意
思
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
る
医
療
上
必
要
な
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
投
薬
は
、
意

図
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
甘
受
さ
れ
る
死
の
発
生
と
い
う
避
け
が
た
い
副
次
効
果
を
早
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
許
さ
れ
な
い
わ
け

で
は
な
い
」
と
し
て
、
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
は
不
可
罰
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
法
的
根
拠
を
未
決
に
し
て
い
る
。
学
説
で
は
、
承
諾
又
は
推
定
的
承
諾
を

根
拠
に
す
る
説
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
に
お
い
て
は
、
患
者
自
身
の
比
較
考
量
の
結
果
、
で
き
る

だ
け
長
く
生
命
を
維
持
す
る
義
務
が
苦
痛
を
緩
和
す
る
義
務
に
劣
後
す
る
こ
と
に
な
る
。
激
痛
を
伴
わ
な
い
幾
分
短
か
く
な
る
生
命
の
方
が
耐
え
が
た
い
苦

痛
を
伴
う
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
と
は
い
え
な
い
生
命
よ
り
も
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
。R

oxin
,
(F
n
.10),97.

し
か
し
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク（R

.

D
.
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erech

tfertig
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o
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g im

 
N
o
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n
d
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1996,

3043 ff.,
3048

）
は
、
間
接
的
積
極
的
安
楽
死
に
お
い
て

は
緊
急
避
難
の
法
理
の
適
用
は
考
え
ら
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
、
生
命
延
長
に
は
患
者
自
身
の
（
推
定
的
）
承
諾
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
当
事
者
の
生

命
利
益
」
が
欠
如
し
、
他
方
で
、「
自
然
消
滅
」
の
形
で
死
が
発
生
す
る
と
い
う
性
格
は
失
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
「
他
者
の
禁
忌
尊
重
利
益
」
も
充

足
さ
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
利
益
衝
突
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
社
会
的
相
当
行
為
を
理
由
と
す
る
結
果
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ

る
べ
き
だ
と
論
ず
る
。

我
が
国
で
は
、
内
藤
謙

注
９
）五
三
六
頁
が
、
医
学
的
適
応
性
（
患
者
の
激
し
い
苦
痛
を
除
去
・
緩
和
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
）、
医
術
的

正
当
性（
現
代
の
医
術
の
基
準
に
合
致
し
た
方
法
で
な
さ
れ
る
）、
死
期
を
早
め
る
危
険
性
の
あ
る
方
法
に
よ
っ
て
苦
痛
を
緩
和
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
患
者

の
同
意
（
現
実
の
同
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
推
定
的
同
意
で
は
た
り
な
い
）
の
要
件
が
そ
ろ
え
ば
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
。

最
後
に
、
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
、
す
な
わ
ち
、
患
者
の
救
済
の
た
め
に
「
死
の
注
射
」
を
打
ち
、
死
の
予
定
時
期
よ
り
も
早
め
、
生
命
を
「
力
ず
く
で
」

断
絶
さ
せ
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
死
に
向
け
て
の
介
助
（H

ilfe zu
m
 
S
terb

en
）」
の
場
合
は
可
罰
的
で
あ
る
。
患
者
は
ど
の
道
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮

定
的
因
果
関
係
は
、
積
極
的
介
入
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
重
要
な
意
味
を
有
し
な
い
。
患
者
に
死
の
希
望
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
が
い
か
に
説
得
的
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
こ
の
積
極
的
介
入
形
態
の
安
楽
死
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
他
人
の
作
為
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
否
か
と
い
っ
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た
こ
と
が
当
の
死
ぬ
意
思
の
あ
る
本
人
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
重
要
で
は
な
い
。
死
病
者
に
許
さ
れ

な
い
こ
と
は
、
瀕
死
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
耐
え
難
い
苦
し
み
の
患
者
に
お
い
て
も
許
さ
れ
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
生
活
に
飽
き
た
健
常
者
に
お
い
て
も

許
さ
れ
な
い
。

直
接
的
積
極
的
安
楽
死
が
違
法
で
あ
る
法
律
体
系
的
理
由
は
自
殺
関
与
罪
、
同
意
殺
人
罪
の
存
在
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
の
意
思
の
あ
る
患
者
へ
の
治

療
の
差
し
控
え
、
停
止
と
い
っ
た
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
本
人
の
死
ぬ
意
思
と
い
う
も
の
は
、
生
命
に
対
す
る
他
者
か
ら
の
い
か
な
る
侵
害
に
あ
っ
て
も
、

無
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
命
の
不
可
侵
性
は
他
者
か
ら
の
侵
害
か
ら
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
社
会
倫
理
的
根
拠
が
付
け
加
わ
る
。
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
は
、
患
者
に「
自
然
死
」へ
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
直
接
的
消
極
的
安
楽
死
と
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
社
会
倫
理
的
性
質
を
有
す
る
。
医
師
は
「
自
然
死
因
」
に
自
己
の
運
命
を
委
ね
る
患
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
命
を
力

ず
く
で
断
絶
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
不
自
然
な
死
因
」
に
基
づ
く
死
は
、
病
気
な
い
し
傷
害
の
結
果
で
は
な
く
、
直
接
的
に
他
者
の
「
仕
業
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
積
極
的
作
為
の
形
態
に
お
け
る
殺
人
行
為
の
内
的
抑
制
閾
（
規
範
的
障
壁
）
は
消
極
的
形
態
に
お
け
る
殺
人
行
為
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
と
い

え
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
作
為
の
殺
人
行
為
は
よ
り
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
こ
と
も
指
摘
で
き
、
こ
の
点
で
も
、
両
者
を
同
値
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

直
接
的
積
極
的
安
楽
死
を
不
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
が
一
般
的
に
よ
り
効
果
的
に
保
護
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
相
続
人
、
看
護
職
そ
の
他
経
済
的

条
件
か
ら
、
医
師
が
自
然
死
に
先
手
を
打
つ
べ
き
と
の
圧
力
に
晒
さ
れ
る
危
険
も
無
く
な
る
。

個
人
主
義
的
功
利
主
義
的
観
点
か
ら
、
緊
急
避
難
の
法
理
を
用
い
て
、
激
痛
か
ら
の
救
済
と
い
う
利
益
と
長
短
は
あ
れ
生
存
期
間
の
維
持
と
い
う
利
益
を

衡
量
す
る
こ
と
で
、
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
「
最
終
的
に
」
除
去
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
考
え
（R

.
M
erkel,Ä

rztlich
e

 
E
n
tsch

eid
u
n
g
en u

b
er L

eb
en u

n
d T

o
d in d

er N
eo
n
a
ta
lm
ed
izin

,
JZ 1996,

p
p
.
1145 ff.,

1151.;
d
ers.,

F
ru
h
eu
th
a
n
a
sie 552,

578,
639;

R
.

D
.
H
erzberg

,
D
er F

a
ll H

a
ck
eth

a
l:
S
tra
fb
a
re T

o
tu
n
g a

u
f V

erla
n
g
en
?,
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JW
 
1986,

1635 ff.,
1639.

）、
同
じ
く
緊
急
避
難
の
法
理
を
用
い
る

が
、
利
益
衡
量
を
主
観
化
さ
せ
る
考
え
、
す
な
わ
ち
、
安
楽
死
の
場
合
、
利
益
主
体
は
患
者
一
人
し
か
い
な
く
、
そ
う
す
る
と
、「
苦
痛
の
あ
る
生
命
」と「
苦

痛
の
な
い
生
命
」
の
優
越
性
判
断
は
患
者
自
身
の
自
己
決
定
に
よ
る
と
す
る
考
え
（
町
野
朔
「
安
楽
死
｜

一
つ
の
視
点
（
二
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
三
一
号
（
一

九
七
七
年
）
一
一
四
頁
以
下
、
一
二
一
頁
。
後
に
、
患
者
が
短
い
生
命
よ
り
死
苦
の
除
去
を
望
み
、
さ
ら
に
客
観
的
な
優
越
利
益
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ

り
、
生
命
の
後
見
的
保
護
の
必
要
性
が
脱
落
し
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
修
正
。「
被
害
者
の
承
諾
」（
西
原
春
夫
他
編『
判
例
刑
法
研
究
』（
一
九
八
一
年
）

所
収
一
六
五
頁
以
下
、
一
九
三
頁
以
下
。
同
旨
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
四
年
）
一
九
一
頁
）、
さ
ら
に
、「
最
も
基
本
的
な
権
利
で

あ
る
生
命
権
の
具
体
的
内
容
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
生
命
・
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
承
認
す
る
」
人
権
論
の
立
場
か
ら
、「
自
律
的
生
存
（
自
己
決
定
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を
な
し
得
る
主
体
）
の
可
罰
性
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
死
の
意
思
の
真
実
性
を
担
保
す
る
客
観
的
な
条
件
を
考
慮
し
て
本
人
の
自
己
の
生
命
に
対
す
る

処
分
権
」が
許
容
さ
れ
、「
死
期
が
切
迫
し
て
い
る
状
況
下
で
、
苦
痛
と
催
眠
状
態
を
繰
り
返
し
、
あ
る
い
は
催
眠
状
態
に
置
か
れ
放
し
に
な
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
本
人
の
意
思
を
実
現
す
る
行
為
と
し
て
の
積
極
的
安
楽
死
は
正
当
行
為
」
で
あ
る
と
の
考
え
（
福
田
雅
章
「
安
楽
死
」（
莇
立
明
、
中
井
美
雄
編
『
医

療
過
誤
法
入
門
』
一
九
七
九
年
所
収
）
二
三
七
頁
以
下
、
二
五
一
頁
以
下
。
同
「
安
楽
死
を
め
ぐ
る
二
つ
の
論
点
』
｜

安
楽
死
は
タ
ブ
ー
か
」
自
由
と
正
義

第
三
四
巻
第
七
号
（
一
九
八
三
年
）
四
八
頁
以
下
）
は
支
持
で
き
な
い
。
社
会
的
に
あ
る
い
は
生
物
的
に
低
価
値
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
生
存

に
値
し
な
い
生
命
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
苦
痛
の
あ
る
生
命
で
あ
っ
て
も
苦
痛
か
ら
の
解
放
よ
り
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
価
値

を
有
す
る
。
生
命
の
価
値
は
そ
の
見
込
ま
れ
る
期
間
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
積
極
的
安
楽
死
を
正
当
化
す
る
方
向
に
向
け
て
「
生
命
利

益
の
欠
如
」
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
極
限
的
事
例
に
お
い
て
は
、
慈
悲
殺
の
超
法
規
的
責
任
阻
却
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

M
oos

,
(F
n
.
12.S

terb
eh
ilfe),15 ff.

（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
「
臨
死
介
助
、
自
殺
及
び
自
殺
患
者
に
対
す
る
医
師
の
治
療
義
務
（
上
）」
北
海
学
園
大
学
『
法

学
研
究
』
第
四
三
巻
第
二
号
・
二
〇
〇
七
年
・
四
六
九
頁
以
下
）。M

oos
,
(F
n
.
1),
V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 20
30.

甲
斐
克
則
「
治
療
行
為
中
止
お
よ

び
安
楽
死
の
許
容
要
件
」
法
学
教
室
一
七
八
号
（
一
九
九
五
年
）
三
七
頁
以
下
、
四
四
頁
。

以
下
に
、
我
が
国
の
積
極
的
安
楽
死
関
連
判
決
を
列
挙
す
る
。
①
東
京
地
判
昭
和
二
五
・
四
・
一
四
裁
判
所
時
報
五
八
号
四
頁
〔
脳
溢
血
で
半
身
不
随
と

な
り
、
し
か
も
帰
鮮
の
望
み
を
絶
た
れ
て
失
望
落
胆
し
た
母
か
ら
「
早
く
殺
し
て
く
れ
」
と
頼
ま
れ
、
青
酸
カ
リ
を
服
用
さ
せ
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
。

嘱
託
殺
人
罪
。
懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
二
年
。
本
判
決
は
、
被
害
者
の
苦
悩
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
激
烈
で
あ
っ
て
も
、
疾
病
に
よ
る

肉
体
的
苦
痛
が
な
い
以
上
、
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
〕。
②
名
古
屋
高
判
昭
和
三
七
・
一
二
・
二
二
高
刑
集
一
五
巻
九
号
六
七

四
頁
〔
脳
溢
血
で
倒
れ
、
衰
弱
し
て
激
痛
を
訴
え
、「
早
く
死
に
た
い
」、「
殺
し
て
く
れ
」
な
ど
と
叫
ぶ
父
に
有
機
燐
殺
虫
剤
入
り
の
牛
乳
を
飲
ま
せ
て
殺
害

し
た
と
い
う
事
案
。
嘱
託
殺
人
。
懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
二
年
。
本
判
決
は
、
安
楽
死
の
違
法
性
阻
却
要
件
と
し
て
、
⑴
病
者
が
現
代
医
学
の
知
識
と
技
術

か
ら
見
て
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
⑵
病
者
の
苦
痛
が
甚
だ
し
く
、
何
人
も
真
に
こ
れ
を
見
る
に
忍
び
な
い
程

度
の
も
の
な
る
こ
と
、
⑶
も
っ
ぱ
ら
病
者
の
死
苦
の
緩
和
の
目
的
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
⑷
病
者
の
意
識
が
な
お
明
瞭
で
あ
っ
て
意
思
を
表
明
で
き
る
場
合
に

は
、
本
人
の
真
摯
な
嘱
託
又
は
承
諾
の
あ
る
こ
と
、
⑸
医
師
の
手
に
よ
る
こ
と
を
本
則
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
得
な
い
場
合
に
は
医
師
に
よ
り
え
な
い
と
首
肯

す
る
に
足
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
こ
と
、
⑹
そ
の
方
法
が
倫
理
的
に
も
妥
当
な
も
の
と
し
て
認
容
し
う
る
も
の
な
る
こ
と
の
六
点
を
挙
げ
、
本
事
案
に
つ
い

て
は
⑸
、
⑹
の
要
件
に
欠
け
、
違
法
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
小
野
清
一
郎
「
安
楽
死
の
問
題
」（
一
九
五
〇
年
。
同
『
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・
そ
の
他
』

（
一
九
五
五
年
）
所
収
）
が
同
情
心
・
慈
悲
心
・
惻
隠
の
情
を
基
礎
に
展
開
し
た
安
楽
死
の
適
法
要
件
を
受
け
継
い
で
い
る
。
本
判
決
の
示
す
安
楽
死
の
要
件

を
お
お
む
ね
妥
当
と
評
価
す
る
の
が
、
大
塚
仁
『
刑
法
論
集
⑴
』（
一
九
七
六
年
）
一
五
一
頁
以
下
〕。
③
鹿
児
島
地
判
昭
和
五
〇
・
一
〇
・
一
判
時
八
〇
八
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号
一
一
二
頁
〔
肺
結
核
等
で
療
養
中
の
妻
の
苦
悶
す
る
姿
を
見
か
ね
て
、
同
女
の
数
回
に
わ
た
る
哀
願
を
容
れ
、
絞
殺
し
た
と
い
う
事
案
。
嘱
託
殺
人
罪
。

懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
二
年
。
本
判
決
は
、
⑴
妻
の
病
は
現
代
医
学
上
必
ず
し
も
不
治
の
病
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
⑵
そ
の
程
度
も
死
期
が
目
前

に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
⑶
殺
害
の
方
法
と
し
て
も
、
医
学
的
処
置
に
よ
る
こ
と
な
く
絞
頸
の
方
法
に
よ
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
は
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
行
為
と
し
て
、
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
〕。
④
神
戸
地
判
昭
和
五
〇
・
一
〇
・

二
九
判
時
八
〇
八
号
一
一
三
頁
〔
激
し
い
痙
攣
発
作
を
起
こ
す
病
弱
老
齢
の
母
の
病
気
が
治
癒
し
な
い
も
の
と
悲
観
し
、
同
女
が
就
寝
中
ま
た
も
や
痙
攣
発

作
を
起
こ
し
た
と
こ
ろ
を
絞
殺
し
た
と
い
う
事
案
。
殺
人
罪
。
懲
役
三
年
、
執
行
猶
予
四
年
。
本
判
決
は
、
⑴
被
害
者
が
現
代
医
学
の
水
準
か
ら
み
て
不
治

の
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
死
が
目
前
に
切
迫
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
な
状
態
に
あ
っ
た
と
は
認
め
難
く
、
⑵
そ
の
苦
痛
の

程
度
も
何
人
も
見
る
に
忍
び
な
い
よ
う
な
死
に
ま
さ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
⑶
被
害
者
自
身
が
被
告
人
に
殺
し
て
く
れ
る
よ
う
嘱
託
し
あ

る
い
は
積
極
的
に
死
を
希
望
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
他
の
要
件
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
と
判
示
し
た
〕。
⑤
大

阪
地
判
昭
和
五
二
・
一
一
・
三
〇
判
時
八
七
九
号
一
五
八
頁
〔
末
期
胃
癌
に
よ
る
激
痛
に
悩
み
、
二
回
に
わ
た
っ
て
自
殺
を
図
っ
て
い
た
妻
の
泣
訴
哀
願
を

入
れ
て
刺
身
包
丁
で
こ
れ
を
刺
殺
し
た
と
い
う
事
案
。
嘱
託
殺
人
罪
。
懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
二
年
。
本
判
決
は
、
前
記
名
古
屋
高
裁
判
決
の
挙
げ
る
六
要

件
を
前
提
と
し
て
、
⑴
被
害
者
は
病
院
に
入
院
中
で
、
医
師
の
医
療
行
為
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
医
師
の
手
に
よ
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
の

事
情
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、
⑵
刺
身
包
丁
で
胸
部
を
二
回
突
刺
し
て
い
る
が
、
刃
物
を
用
い
た
殺
害
方
法
が
果
た
し
て
倫
理
的
に
妥
当
な
も
の
と
い

え
る
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
し
て
、
正
当
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
〕。
⑥
高
知
地
判
平
成
二
・
九
・
一
七
判
時
一
三
六
三
号
一
六
〇
頁
〔
軟
骨
肉
腫

の
末
期
症
状
で
激
痛
に
悩
む
妻
が
剃
刀
自
殺
を
図
っ
た
が
失
敗
し
た
の
で
夫
に
剃
刀
で
首
を
切
っ
て
く
れ
と
頼
み
、夫
が
実
行
し
た
も
の
の
う
ま
く
行
か
ず
、

つ
い
に
頚
部
を
締
め
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
。
嘱
託
殺
人
罪
。
懲
役
三
年
、
執
行
猶
予
一
年
。
本
判
決
は
、
前
記
名
古
屋
高
裁
判
決
の
⑸
を
「
医
師
の
手

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
に
、
⑹
を
「
安
楽
死
の
方
法
が
そ
れ
自
体
社
会
通
念
上
、
相
当
な
方
法
で
あ
る
こ
と
」
へ
と
修
正
し
て
い
る
〕。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
事
例
も
近
親
者
が
行
為
者
で
あ
り
、
前
記
②
名
古
屋
高
裁
判
決
が
そ
の
後
の
実
務
に
大
き
な
影
響
与
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
次
の

東
海
大
安
楽
死
事
件
判
決
で
は
医
師
の
処
置
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
、
そ
の
間
に
学
界
で
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
患
者
の
「
自
己
決
定
権
」
を
機
軸
と

し
た
新
た
な
安
楽
死
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
横
浜
地
判
平
成
七
年
三
月
二
八
日
判
時
一
五
三
〇
号
二
八
頁
〔
東
海
大
安
楽
死
事
件
。
被
告
人
は
、
東

海
大
学
付
属
病
院
に
多
発
性
骨
髄
腫
で
入
院
し
て
い
た
患
者
（
当
時
五
八
歳
）
に
対
し
、
患
者
が
既
に
末
期
状
態
に
あ
り
死
が
迫
っ
て
い
た
も
の
の
、
苦
し

そ
う
な
呼
吸
を
し
て
い
る
様
子
を
見
た
長
男
か
ら
、
そ
の
苦
し
そ
う
な
状
態
か
ら
解
放
し
て
や
る
た
め
す
ぐ
に
息
を
引
き
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と

強
く
要
請
さ
れ
て
、
患
者
に
息
を
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
を
決
意
し
、
殺
意
を
も
っ
て
、
徐
脈
、
一
過
性
心
停
止
等
の
副
作
用
の
あ
る
不
整
脈
治
療
剤
で
あ
る

塩
酸
ベ
ラ
パ
ミ
ル
製
剤
（
商
品
名
「
ワ
ソ
ラ
ン
」
注
射
液
）
の
通
常
の
二
倍
の
使
用
量
に
当
た
る
二
ア
ン
プ
ル
四
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
患
者
に
静
脈
注
射
し
た
。
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し
か
し
、
患
者
の
脈
拍
等
に
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
、
続
い
て
、
心
臓
伝
道
障
害
の
副
作
用
が
あ
り
、
希
釈
し
な
い
で
使
用
す
れ

ば
心
停
止
を
惹
き
起
こ
す
作
用
の
あ
る
塩
化
カ
リ
ウ
ム
製
剤
（
商
品
名
「
Ｋ
Ｃ
Ｌ
」
注
射
液
）
を
、
希
釈
す
る
こ
と
な
く
静
脈
注
射
し
た
。
途
中
患
者
の
心

電
図
モ
ニ
タ
ー
に
異
常
を
発
見
し
た
看
護
士
が
、
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
を
病
室
に
運
ん
で
き
て
、「
心
室
細
動
が
出
て
い
ま
す
」と
声
を
か
け
た
が
、
被
告
人
は

そ
の
ま
ま
注
射
を
続
け
て
打
ち
終
え
、
間
も
無
く
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
で
心
停
止
す
る
の
を
確
認
し
、
心
音
や
脈
拍
、
瞳
孔
等
を
調
べ
て
「
ご
臨
終
で
す
」
と

告
げ
、
よ
っ
て
、
患
者
を
急
性
高
カ
リ
ウ
ム
血
症
に
基
づ
く
心
停
止
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕「
回
復
の
見
込
み
が
な
く
死
が
避
け
ら
れ
な
い
状
態

に
あ
る
末
期
患
者
が
、
な
お
も
激
し
い
苦
痛
に
苦
し
む
と
き
、
そ
の
苦
痛
を
除
去
・
緩
和
す
る
た
め
死
期
に
影
響
す
る
よ
う
な
措
置
を
し
、
さ
ら
に
は
そ
の

苦
痛
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
積
極
的
に
死
を
迎
え
さ
せ
る
措
置
を
施
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
…
…
こ
こ
で
は
、
安
楽
死
が
許
容
さ
れ

る
た
め
の
要
件
を
考
察
す
る
…
…
一

ま
ず
、
患
者
に
耐
え
が
た
い
激
し
い
肉
体
的
苦
痛
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
こ
の
苦
痛
の
存
在
と
い

う
こ
と
は
、
現
に
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
生
じ
る
こ
と
が
確
実
に
予
想
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
…
…
二

次
に
、
患
者
に
つ
い
て
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
か

つ
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
た
だ
、
…
…
積
極
的
安
楽
死
に
つ
い
て
は
、
死
期
の
切
迫
性
は
高
度
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
が
、
間
接

的
安
楽
死
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
低
い
も
の
で
足
り
る
…
…
三

さ
ら
に
、
患
者
の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
末
期
状
態
に
あ
る
患
者
が
耐
え
が
た

い
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
苦
痛
に
耐
え
な
が
ら
生
命
の
存
続
を
望
む
か
、
生
命
の
短
縮
が
あ
っ
て
も
苦
痛
か
ら
の
解
放
を
望
む
か
、
そ
の
選
択

を
患
者
自
身
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
患
者
の
自
己
決
定
権
の
理
論
が
、
安
楽
死
を
許
容
す
る
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
か
ら
、
安
楽
死
の
た
め
に
は
患
者

の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
四

そ
こ
で
、
安
楽
死
の
方
法
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
許
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
…
…
消
極
的
安
楽
死
と
い
わ

れ
る
方
法
は
、
…
…
治
療
行
為
の
中
止
と
し
て
の
許
容
性
を
考
え
れ
ば
足
り
る
。
間
接
的
安
楽
死
と
い
わ
れ
る
方
法
は
、
死
期
の
迫
っ
た
患
者
が
な
お
激
し

い
肉
体
的
苦
痛
に
苦
し
む
と
き
、
そ
の
苦
痛
の
除
去
・
緩
和
を
目
的
と
し
た
行
為
を
、
副
次
的
効
果
と
し
て
生
命
を
短
縮
す
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
行
な
う
と
い
う
場
合
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
行
為
は
、
主
目
的
が
苦
痛
の
除
去
・
緩
和
に
あ
る
医
学
的
適
正
性
を
も
っ
た
治
療
行
為
の
範
囲
内
の
行
為

と
み
な
し
得
る
こ
と
と
、
た
と
え
生
命
の
短
縮
の
危
険
が
あ
っ
た
と
し
て
も
苦
痛
の
除
去
を
選
択
す
る
と
い
う
患
者
の
自
己
決
定
権
を
根
拠
に
、
許
容
さ
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
間
接
的
安
楽
死
の
場
合
、
前
記
要
件
と
し
て
の
患
者
の
意
思
表
示
は
、
明
示
の
も
の
は
も
と
よ
り
、
こ
の
間
接
的
安
楽
死
が
客
観

的
に
医
学
的
適
正
性
を
も
っ
た
治
療
行
為
の
範
囲
内
の
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
…
…
患
者
の
推
定
的
意
思
（
家
族
の
意
思
表
示

か
ら
推
定
さ
れ
る
意
思
も
含
む
。）で
も
足
り
る
…
…
積
極
的
安
楽
死
と
い
わ
れ
る
方
法
は
、
苦
痛
か
ら
解
放
し
て
や
る
た
め
と
は
い
え
、
直
接
生
命
を
絶
つ

こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
、
そ
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
な
お
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
。
…
…
そ
れ
は
、
苦
痛
か
ら
免
れ
る
た
め
他
に
代
替
手
段
が
な
く
生
命

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
の
選
択
も
許
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
緊
急
避
難
の
法
理
と
、
そ
の
選
択
を
患
者
の
自
己
決
定
に
委
ね
る
と
い
う
自
己
決
定
権
の
理
論
を
根

拠
に
、
認
め
ら
れ
る
…
…
こ
の
積
極
的
安
楽
死
が
許
さ
れ
る
た
め
の
患
者
の
自
己
決
定
権
の
行
使
と
し
て
の
意
思
表
示
は
、
生
命
の
短
縮
に
直
結
す
る
選
択
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で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
行
な
う
時
点
で
の
明
示
の
意
思
表
示
が
要
求
さ
れ
、
間
接
的
安
楽
死
の
場
合
と
異
な
り
、
前
記
の
推
定
的
意
思
で
は
足
り
な
い
…
…

本
件
で
起
訴
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
末
期
患
者
に
対
す
る
致
死
行
為
が
、
積
極
的
安
楽
死
と
し
て
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

①
患
者
が
耐
え
が
た
い
肉
体
的
苦
痛
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
、
②
患
者
は
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
③
患
者
の
肉
体
的
苦
痛
を

除
去
・
緩
和
す
る
た
め
に
方
法
を
尽
く
し
他
に
代
替
手
段
が
な
い
こ
と
、
④
生
命
の
短
縮
を
承
諾
す
る
患
者
の
明
示
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。」。
本
判
決
は
、
本
事
案
起
訴
事
実
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
安
楽
死
の
前
提
と
な
る
①
を
充
足
せ
ず
、
さ
ら
に
、
③
、
④
も
充
足
し
て
い
な
い

と
し
て
、
被
告
人
に
懲
役
二
年
、
執
行
猶
予
二
年
の
刑
を
言
い
渡
し
た
。
本
判
決
の
犯
罪
理
論
上
の
問
題
点
は
、
安
楽
死
の
不
処
罰
根
拠
を
違
法
性
阻
却
に

見
て
、
間
接
的
安
楽
死
の
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
患
者
の
自
己
決
定
権
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
積
極
的
安
楽
死
の
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
緊
急
避
難
の
法

理
と
自
己
決
定
権
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

13
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 32.

14
）

B
G
H
S
t 40,

260

〔
患
者
が
非
可
逆
的
に
判
断
能
力
を
失
っ
て
い
る
場
合
、
人
工
呼
吸
、
輸
血
あ
る
い
は
人
工
栄
養
補
給
と
い
っ
た
生
命
延
長
措
置
を
採

ら
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
る
〕。

15
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 32.

16
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 37.

17
）

甲
斐
克
則
（「
集
末
期
医
療
・
尊
厳
死
と
医
師
の
刑
事
責
任
｜

川
崎
協
同
病
院
第
一
審
判
決
に
寄
せ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九

八
頁
以
下
、
一
〇
三
頁
）
は
、
遷
延
性
植
物
状
態
の
患
者
に
つ
い
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
観
点
か
ら
、
延
命
治
療
の
打
ち
切
り
を
肯
定
す
る
。
井
田
良
（「
生

命
維
持
治
療
の
限
界
と
刑
法
」
法
曹
時
報
第
五
一
巻
第
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
、
一
九
頁
）
は
、
治
癒
不
可
能
な
疾
病
の
た
め
に
死
期
が
迫
り
、

し
か
も
意
識
を
失
っ
て
お
り
回
復
が
不
可
能
又
は
困
難
と
い
う
と
き
、
本
人
や
近
親
者
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
治
療
義
務
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
論

ず
る
。
町
野
朔
「
法
律
問
題
と
し
て
の
『
尊
厳
死
』」（
加
藤
一
郎
、
森
島
昭
夫
編
『
医
療
と
人
権
』（
一
九
八
四
年
）
所
収
）
二
〇
九
頁
以
下
、
二
三
八
頁
以

下
は
、
医
師
の
生
命
維
持
義
務
を
阻
却
す
る
患
者
の
回
復
不
能
性
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
生
命
の
回
復
不
可
能
性
で
あ
り
、
意
識
の
回
復
不
可

能
性
で
は
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、「
意
識
回
復
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
尊
厳
死
を
行
な
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
患
者
の
生
命
を

維
持
す
る
こ
と
は
医
師
の
義
務
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
患
者
が
末
期
状
態
に
入
り
、
生
命
回
復
の
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
の
み
、
延
命
措
置

中
断
が
許
さ
れ
る
」
と
論
ず
る
。
諸
学
説
の
検
討
は
、
内
藤
五
五
五
頁
以
下
が
詳
し
い
。
参
照
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヒ
ル
シ
ュ
（
福
田
平
、
宮
澤
浩
一

監
訳
）『
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
』（
一
九
八
七
年
）
一
六
〇
頁
。

18
）

A
.
E
ser,

S
ch
on
ke
/S
ch
rod

er
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
27.

A
u
fl.,

2006,
V
o
rb
em

211 ff.,
n 29.
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19
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 39
42.;

d
ers.,

(F
n
.
12.

S
terb

eh
ilfe),

13.;
B
G
H
S
t 32,

367,
379 f.

「
消
え
つ
つ
あ
る
生
命
を
な
ん

と
し
て
で
も
維
持
す
る
と
い
う
法
的
義
務
は
存
在
し
な
い
。
生
命
延
長
の
処
置
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
不
可
欠
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
従
来
の
限
界
を
超
え
る
医
学
技
術
の
進
歩
に
鑑
み
、
装
置
の
効
率
で
は
な
く
、
生
命
及
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
を
基
準
と
す
る
個
別

事
例
判
断
が
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
を
決
す
る
」。

心
肺
装
置
な
い
し
人
工
呼
吸
器
の
遮
断
も
価
値
的
に
は
一
方
的
治
療
中
止
と
同
じ
扱
い
を
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
脳
機
能
が
無
傷
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
心
肺
装
置
な
い
し
人
工
呼
吸
器
を
遮
断
す
る
こ
と
は
、
自
然
主
義
的
に
見
る
と
作
為
で
あ
る
が
、
見
込
み
の
な
い
医
学
状
況
に
お
い
て
は
、
生
命
維
持
処

置
を
と
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
よ
り
も
当
罰
的
と
は
い
え
な
い
。
社
会
的
意
味
に
よ
る
と
、
医
学
的
｜
治
療
的
処
置
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
医
師
が
偶
然
に
機
器
を
遮
断
す
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
始
動
さ
せ
な
い
か
、
病
室
の
空
気
へ
切
り
替
え
る
か
は
、
規
範
的
に
は
重
要
で
な

い
。
こ
の
点
で
、
自
然
主
義
的
作
為
の
規
範
的
客
観
的
帰
属
は
不
作
為
の
規
範
的
客
観
的
帰
属
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
作
為
が
許
容
さ
れ
る
不
作

為
と
異
な
っ
た
評
価
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
。M

oos
,
(F
n
.
1),
V
o
rb
em
 
zu

75
79 R

n 45.;
M
oos

,
(F
n
.
12.

S
terb

eh
ilfe),

21.;
R
oxin

,
(F
n
.
10),

101 f.

も
っ
と
も
、
作
為
と
見
て
も
、
薬
剤
治
療
を
し
な
い
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
機
械
を
使
用
す
る
治
療
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
許
さ
れ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
、
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
問
題
は
可
罰
性
の
問
題
の
結
論
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
又
、
医
師
以
外
の
者
、
例
え
ば
、
看
護
師
、
親
族

が
心
肺
装
置
な
ど
の
の
取
り
外
し
を
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。E

ser
,
(F
n
.
18),

V
o
rb
em

211 ff.
R
n 32.;

L
G R

a
v
en
sb
u
rg
,
N
S
tZ 87,

229

〔
麻

痺
が
進
行
し
て
い
く
と
終
末
段
階
に
は
喉
頭
及
び
呼
吸
筋
に
麻
痺
に
至
る
、
不
治
の
脊
髄
病
に
罹
患
し
て
い
る
妻
を
そ
の
夫
は
仕
事
を
な
げ
う
っ
て
面
倒
を

見
て
い
た
。
死
が
避
け
ら
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
、
妻
は
入
院
し
、
人
工
呼
吸
器
を
取
り
付
け
ら
れ
た
。
妻
は
特
別
の
電
動
筆
記
器
具
の
助
け
を
借
り
て
、

も
は
や
耐
え
難
い
の
で
死
に
た
い
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
よ
い
、
心
か
ら
お
願
い
す
る
と
訴
え
た
。
夫
は
、
病
室
に
は
他
に
誰
も
い
な
い
時
を
見
計
ら
っ
て

人
工
呼
吸
器
を
取
り
外
し
、
心
臓
が
停
止
す
る
ま
で
看
取
っ
た
と
い
う
事
案
。
ラ
フ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
、
妻
の
真
摯
な
死
の
願
望
が
夫
の
臨
死

介
助
を
正
当
化
す
る
と
し
て
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
に
関
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
〕。

20
）

欧
州
会
議
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
二
条
「
す
べ
て
の
者
の
有
す
る
生
命
へ
の
権
利
は
法
律
で
保
護
さ
れ
る
」
に
つ
き
、
法
益
主
体
の
承
諾
が
あ
っ
て
も
、

第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
私
的
領
域
の
尊
重
が
同
条
約
第
八
条
第
二
項
の
定
め
る
社
会
「
倫
理
」
の
保
護

の
留
保
の
下
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。M

oos
,
(F
n
.
12.

S
terb

eh
ilfe),34

（
翻
訳

六
二
四
頁
）;G

.
D
u
ttge

,S
terb

eh
ilfe a

u
s rech

tsp
h
ilo
so
p
h
is-

ch
er S

ich
t,
G
A
 
2001,

158 ff.,
175.

こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
、
上
田
健
二
（「
生
命
倫
理
学
の
視
点
か
ら
見
た
臨
死
介
助
の
重
要
問
題
」
現
代
刑
事
法
四
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
六
頁

以
下
、
三
五
頁
以
下
）
は
、
自
殺
そ
れ
自
体
は
違
法
で
も
適
法
で
も
な
く
、「
法
的
に
自
由
な
領
域
（R

ech
tsfreier R

a
u
m

）」
に
属
す
る
か
ら
、
自
殺
者
の
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明
示
的
且
つ
真
摯
な
死
へ
の
意
思
を
前
提
と
し
て
、
自
殺
援
助
も
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
に
属
す
る
の
で
、
自
殺
援
助
は
あ
た
か
も
「
適
法
で
あ
る
」
と

し
て
扱
う
の
と
同
じ
法
的
効
果
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
と
論
じ
、
刑
法
第
二
〇
二
条
の
改
正
条
文
を
提
案
し
て
い
る
。「
他
人
の
自
殺
行
為
へ
の
関
与
お
よ
び
彼

の
要
求
に
基
づ
く
殺
人
は
、
そ
れ
が
自
殺
者
ま
た
は
被
殺
者
の
真
摯
な
意
思
の
尊
重
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
罰
せ
ら
れ
な
い
」。

21
）

自
殺
関
与
罪
も
同
意
殺
人
罪
も
処
罰
さ
れ
、
し
か
も
殺
人
罪
に
比
し
て
そ
の
法
定
刑
が
軽
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
の
生
命
の
維
持
が
そ
の
個
人
を

超
え
る
社
会
的
次
元
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
個
人
が
有
す
る
そ
の
生
命
を
維
持
す
る
利
益
が
あ
り
、
他
方
で
、
法
共
同
体
が

有
す
る
他
人
か
ら
の
生
命
の
不
可
侵
性
へ
の
利
益
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
個
人
は
そ
の
利
益
に
関
し
て
法
的
に
は
自
由
に
処
分
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
自
殺

未
遂
は
不
処
罰
で
あ
る
が
、
個
人
は
法
共
同
体
の
利
益
を
処
分
で
き
な
い
。
後
者
の
側
面
が
「
殺
害
禁
忌
」
に
繫
が
る
。R

.
M
oos

,W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r

 
zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2002,
77 R

n 8;
d
ers
.
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl,
2002,

78 R
n 3.

22
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

V
o
rb
em
 
zu

75
79,

R
n 46

51.;
d
ers
.,
(F
n
.
12.

S
terb

eh
ilfe),

28 ff.

（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
「
臨
死
介
助
、
自
殺
及
び
自
殺
患

者
に
対
す
る
医
師
の
治
療
義
務
（
下
）」
北
海
学
園
大
学
『
法
学
研
究
』
第
四
三
巻
第
三
・
四
号
・
二
〇
〇
八
年
・
六
一
九
頁
以
下
）。

自
殺
関
与
の
処
罰
規
定
の
な
い
ド
イ
ツ
で
も
、
連
邦
裁
判
所
は
可
罰
性
を
肯
定
す
る
。B

G
H
S
t 32,

367 ff.

〔
重
病
で
、
夫
に
先
立
た
れ
、
生
活
に
疲
れ

た
七
六
歳
の
女
性
が
モ
ル
ヒ
ネ
の
過
剰
摂
取
と
睡
眠
薬
で
死
の
う
と
決
意
し
た
。
彼
女
が
残
し
た
遺
書
に
は
、
入
院
も
、
集
中
治
療
も
望
ま
な
い
、
生
命
延

長
の
た
め
の
投
薬
の
必
要
も
な
い
と
書
か
れ
て
い
た
。
尊
厳
の
あ
る
死
を
迎
え
た
い
と
。
医
師
（W

ittig

）
が
回
診
の
た
め
に
訪
問
し
と
き
に
は
、
こ
の
女
性

は
意
識
は
無
か
っ
た
が
、
ま
だ
生
き
て
い
た
。
医
師
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
死
を
迎
え
さ
せ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
医
師
を
無
罪
と
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、

患
者
が
救
わ
れ
た
と
し
て
も
重
い
、
非
可
逆
的
損
傷
が
残
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
集
中
治
療
室
に
は
入
れ
な
い
と
い
う
医
師
の
良
心
判
断
を
擁

護
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
普
通
の
場
合
は
、
医
師
が
自
殺
者
の
死
の
願
望
に
屈
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
許
さ
れ
な
い
と
〕。
し
か
し
、
学
説

は
一
般
に
可
罰
性
を
否
定
す
る
。
自
殺
者
に
心
理
的
障
害
が
あ
れ
ば
、
救
助
・
治
療
義
務
も
肯
定
で
き
よ
う
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
患
者
の
自
律
的

決
定
を
自
殺
の
場
合
に
尊
重
し
な
い
と
い
う
合
理
的
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
。R

oxin
,
(F
n
.
10),

101.

23
）

H
ilf
,
W
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en
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r zu
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S
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2 R

n 63.
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）
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）

K
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S
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ch
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A
u
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6 R

n 64 ff.;

d
ers.,

W
ien
er K

o
m
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r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2001,
80 R

n 72 ff.
82.
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B
u
rgstaller

,
6 R

n 78.;
d
ers.,

80 R
n 66.;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1)

2 R
n 124.
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K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
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6),
Z 29 R

n 12c.;
H
ilf
,
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n
.
23),

2 R
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J.
W
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W
.
B
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u
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R
n 713.;
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