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第
⚖
章

専
断
的
治
療

仮
定
的
承
諾
は
法
理
論
的
に
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
前
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
医
師
が
患
者
の
現
実
の
承
諾

や
推
定
的
承
諾
な
し
に
治
療
す
る
場
合
、
そ
の
行
為
を
傷
害
罪
で
処
罰
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
、
と
り
わ
け
、
医
的
侵
襲
が
成

功
し
た
場
合
に
は
い
っ
そ
う
そ
う
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
の
一
つ
の
解
決
の
方
向
を
示
す
の
が
専
断
的

治
療
（
Eigenm
ächtige
H
eilbehandlung）
を
構
成
要
件
化
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
示
唆
に
富
む
規

定
で
あ
る
。
本
最
終
章
で
は
、
先
ず
、
日
本
と
同
様
、
専
断
的
治
療
の
規
定
を
も
た
な
い
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
傷
害
罪
（
第
二
二

三
条
）
の
成
否
と
の
関
連
で
専
断
的
治
療
に
関
す
る
論
争
が
あ
る
の
で
、
先
ず
、
そ
の
諸
説
を
、
次
い
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
一

〇
条
を
概
観
し
、
最
後
に
日
本
の
法
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

Ⅰ

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
治
療
侵
襲
と
傷
害
罪
の
関
係

ド
イ
ツ
刑
法
に
は
専
断
的
治
療
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
治
療
侵
襲
が
そ
も
そ
も
構
成
要
件
、
殊
に
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
が
論
争
の
焦
点
で
あ
る
。

（
ａ
）
構
成
要
件
不
該
当
説
（
治
療
行
為
非
傷
害
説
）
本
説
は
、
病
人
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
処
置
は
身
体
（
利
益
）
侵
害
で
な
い
の

で
、
治
療
侵
襲
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
解
す
る
。
治
療
侵
襲
の
要
件
に
関
し
て
は
、
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
三
説
に
分
け

ら
れ
る
。

（
aa
）
成
功
説
（
Erfolgstheorie）
本
説
は
侵
襲
が
成
功
し
た
か
失
敗
し
た
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
治
療
侵
襲
に
と
っ
て
決
定
的
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に
重
要
な
こ
と
は
個
々
の
部
分
行
為
（
注
射
、
麻
酔
、
切
開
、
切
断
等
）
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
見
た
成
果
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
結

果
と
し
て
身
体
の
健
康
が
総
体
的
に
回
復
し
た
か
改
善
し
た
か
、
少
な
く
と
も
悪
化
し
な
か
っ
た
場
合
、
治
療
侵
襲
の
社
会
的
意
味
か
ら

し
て
傷
害
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
侵
襲
が
失
敗
し
た
と
き
、
つ
ま
り
、
患
者
が
、
侵
襲

が
な
か
っ
た
場
合
よ
り
も
悪
い
状
態
に
お
か
れ
た
場
合
、
傷
害
罪
の
客
観
的
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
る
が
、
医
師
が
失
敗
し
た
結
果
を
故

意
又
は
過
失
で
招
来
し
た
の
で
な
い
限
り
、
主
観
的
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
。
患
者
の
自
己
決
定
権
を
無
視
し
た
と
い
う
点
は
、
強

要
罪
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
う
る
が
、
強
要
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
⚑
）。
又
、
医
学
的
適
応
が
あ

り
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
と
り
成
功
し
た
手
術
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
が
、
治
癒
も
し
な
い
し
病
状
の
悪
化
を
止
め
ら
れ

な
い
手
術
と
か
、
他
の
よ
り
侵
襲
度
の
軽
い
方
法
で
処
置
で
き
た
と
い
っ
た
医
学
的
適
応
性
の
な
い
場
合
は
傷
害
罪
の
外
的
構
成
要
件
を

充
足
す
る
が
、
承
諾
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
（
⚒
）。
し
た
が
っ
て
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
も
と
よ
り
医
師
は
結
果
次
第
で
刑
事
責

任
を
問
わ
れ
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
帰
結
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
医
療
技
術
規
準
説
で
あ
る
（
⚓
）。

（
bb
）
医
療
技
術
規
準
説
（
方
式
説
）（
Lex-A
rtis-T
heorie）
本
説
に
よ
れ
ば
、
傷
害
と
い
う
概
念
は
外
見
的
に
理
解
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
身
体
利
益
侵
害
を
意
味
す
る
。
治
癒
傾
向
に
基
づ
く
医
的
侵
襲
は
身
体
の
利
益
侵
害
を
意
味
し
な
い
か
ら
、
成
功
し
た
、
医
療
技

術
規
準
に
則
っ
た
治
療
は
傷
害
に
当
ら
な
い
。
失
敗
し
た
が
、
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
た
治
療
も
同
様
で
あ
る
。
医
療
技
術
規
準
に
則
っ

と
ら
な
い
で
行
わ
れ
失
敗
し
た
治
療
に
は
故
意
又
は
過
失
の
傷
害
罪
が
成
立
す
る
。
当
人
の
意
思
に
反
し
た
が
、
成
功
し
た
治
療
に
は
傷

害
が
否
定
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
自
由
剥
奪
罪
、
強
要
罪
が
成
立
す
る
（
⚔
）。
本
説
に
よ
る
と
、
医
学
的
適
応
が
認
め
ら
れ
、
医
療
技
術
規
準

に
則
っ
て
い
た
場
合
、
四
肢
の
切
断
で
す
ら
治
療
侵
襲
の
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
患
者
の
正
当
化
承
諾
は
端
か
ら
問
題

と
な
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
、
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
た
も
の
の
、
専
断
的
治
療
侵
襲
だ
っ
た
場
合
、
患
者
の
身
体
関
係
的
自
己
決
定
権
と
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い
う
視
点
か
ら
は
些
細
な
と
は
い
え
な
い
保
護
の
間
隙
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
（
⚕
）。

し
か
し
、
こ
の
間
隙
を
強
要
罪
（
第
二
四
〇
条
）
の
適
用
を
も
っ
て
し
て
も
不
完
全
に
し
か
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が

生
ず
る
。
例
え
ば
、
交
通
事
故
で
搬
送
さ
れ
た
被
害
者
が
医
師
か
ら
腰
か
ら
す
ぐ
下
の
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
脚
を
切
断
し
な
い
と
命
は
助
か

ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
云
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
脚
が
切
断
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
云
っ
て
、
足
の
切
断
を
断
固
拒
否

し
て
い
る
状
況
で
、
医
師
は
手
術
を
開
始
し
た
が
、
手
術
中
に
や
は
り
大
腿
を
切
断
し
な
い
と
患
者
の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判

断
し
、
患
者
の
拒
絶
意
思
に
縛
ら
れ
る
必
要
も
な
い
と
考
え
、
大
腿
切
断
手
術
を
し
た
と
い
う
場
合
、
切
断
手
術
を
す
る
た
め
、
患
者
の

意
思
に
反
し
て
麻
酔
を
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
医
師
は
⽛
暴
行
に
よ
り
⽜（
麻
酔
を
か
け
る
）⽛
受
忍
⽜（
脚
切
断
の
受
忍
）
を
強
要

と
い
う
こ
と
で
、
強
要
罪
が
成
立
す
る
が
、
患
者
の
了
解
を
得
て
麻
酔
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
強
要
罪
の
成
立
は
な
い
。
加
え
て
、

専
断
的
侵
襲
そ
れ
自
体
（
大
腿
切
断
手
術
）
が
そ
の
受
忍
の
強
要
と
は
評
価
で
き
な
い
こ
と
は
、
殺
人
行
為
そ
れ
自
体
が
そ
の
受
忍
の
強

要
と
評
価
で
き
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
（
⚖
）。
そ
こ
で
、
一
方
で
患
者
の
健
康
の
維
持
と
自
己
決
定
権
の
尊
重
の
利
益
、
他
方
で
医
師
を

蔑
視
す
る
こ
と
と
刑
法
上
の
危
険
か
ら
解
放
さ
れ
た
活
動
の
利
益
の
均
衡
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
治
療
侵
襲
を
原
則
と
し
て
傷
害

罪
の
構
成
要
件
不
該
当
と
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
専
断
的
治
療
を
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
し
な
い
限
り
、
満
足
の
い
く
解

決
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
の
が
次
の
物
質
説
（
修
正
医
療
技
術
規
準
説
）
で
あ
る
（
⚗
）。

（
cc
）
物
質
説
（
Sustanztheorie）
本
説
は
、
専
断
的
治
療
の
構
成
要
件
化
が
実
現
し
な
い
限
り
、
第
二
二
三
条
を
包
括
的
（
無
限

定
で
は
な
い
が
）
保
護
構
成
要
件
と
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
と
説
く
（
⚘
）。
第
六
次
刑
法
改
正
法
に
よ
り
そ
れ
ま
で
の
⽛
第
一
七
章

傷
害
⽜
か

ら
⽛
第
一
七
章

身
体
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
罪
⽜
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
医
的
治
療
侵
襲
を
社
会
的
意
味
内
容
か
ら
理
解
し
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や
す
く
な
っ
て
い
る
。
本
説
は
、
成
功
説
も
医
療
技
術
規
準
説
も
専
ら
結
果
の
総
括
や
医
療
技
術
規
準
に
注
意
を
向
け
る
説
で
あ
っ
て
、

と
ど
の
つ
ま
り
患
者
を
⽛
医
師
の
理
性
高
権
⽜
の
客
体
と
化
し
、
処
置
を
基
本
的
に
医
師
の
業
務
権
（
Berufsrecht）
か
ら
正
当
化
す
る

も
の
で
あ
り
、
患
者
の
意
思
を
全
く
度
外
視
し
て
い
る
と
批
判
し
た
上
で
、
重
大
な
物
質
欠
損
を
伴
わ
ず
に
成
功
し
た
治
療
処
置
の
場
合

と
重
大
な
物
質
変
動
の
あ
っ
た
場
合
に
分
け
て
論
ず
る
（
⚙
）。

（
α
）
重
大
な
物
質
欠
損
が
生
じ
な
い
場
合

重
大
な
物
質
欠
損
を
伴
わ
ず
回
復
、
改
善
を
も
た
ら
す
、
又
は
さ
も
な
け
れ
ば
危
惧

さ
れ
う
る
疾
病
経
過
に
比
べ
て
と
も
か
く
も
健
康
悪
化
を
も
た
ら
さ
な
い
治
療
処
置
の
成
功
を
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
上
、⽛
身
体
の
健
康

を
損
な
う
悪
い
、
不
相
当
な
処
置
⽜
と
も
、
第
二
二
三
条
の
意
味
で
の
⽛
健
康
障
害
⽜
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
見
る
た
め
に
は

結
果
無
価
値
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
成
功
し
た
（
物
質
欠
損
と
い
う
代
償
を
払
う
こ
と
の
な
い
）
治
療
の
場
合
、
構
成
要
件
不
該

当
性
は
患
者
の
了
解
と
も
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
但
し
、
方
式
（
lex
artis）
に
重
大
な
違
反
が
あ

り
、
そ
こ
に
第
二
二
三
条
の
意
味
で
の
⽛
虐
待
⽜（
例
え
ば
、
全
く
不
十
分
な
麻
酔
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
別
で
あ
る
。
こ
の
場

合
過
失
が
あ
れ
ば
、
過
失
致
傷
罪
（
第
二
二
九
条
）
の
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
成
功
し
た
専
断
的
処
置
は
、
非
医
師

に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
（
例
え
ば
、
鎮
痛
剤
を
飲
ま
せ
る
）、
刑
法
上
は
せ
い
ぜ
い
自
由
剥
奪
罪
（
第
二
三
九
条
）、
強
要
罪
（
第
二
四

〇
条
）、
侮
辱
罪
（
第
一
八
五
条
）
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。

（
β
）
重
大
な
物
質
変
化
が
生
じ
た
場
合

四
肢
の
切
断
、
機
能
の
抑
圧
、
変
更
、
脳
定
位
外
科
や
向
精
神
薬
に
よ
る
人
格
変
容
と

い
っ
た
重
大
な
物
質
変
化
が
生
ず
る
場
合
、
侵
襲
が
全
体
と
し
て
み
る
と
健
康
改
善
を
も
た
ら
し
、
当
人
の
（
そ
の
か
ぎ
り
で
は
構
成
要

件
阻
却
の
）
了
解
が
考
慮
さ
れ
る
と
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
結
果
無
価
値
が
否
定
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
か
な
る
種
類
で
あ
っ

て
も
健
康
の
悪
化
を
も
た
ら
す
侵
襲
の
場
合
、
結
果
無
価
値
は
否
定
で
き
な
い
が
、
了
解
を
得
た
、
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
て
行
わ
れ
、

そ
れ
に
対
応
す
る
医
師
の
治
療
意
思
が
あ
る
と
き
、
行
為
無
価
値
が
欠
落
し
う
る
。
こ
の
場
合
、
構
成
要
件
阻
却
の
要
件
は
次
の
通
り
で
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あ
る
。
①
処
置
が
治
療
と
い
う
目
的
の
た
め
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
処
置
は
方
式
に
則
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
侵
襲
が
医
学

的
適
応
で
あ
り
方
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
か
否
か
は
、
生
じ
た
結
果
か
ら
回
顧
的
に
判
断
さ
れ
る
の
で
な
く
、
先
を
見
越
し
た
事
前
の
判

断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
侵
襲
に
は
患
者
の
了
解
が
必
要
で
あ
る
。
主
観
面
で
は
治
療
の
意
思
が
必
要
で
あ
る
。

（
ｂ
）
構
成
要
件
該
当
説
（
治
療
行
為
傷
害
説
）
本
説
は
、
一
八
九
四
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
基
本
判
例
以
来
、
判
例
が
一
貫
し
て
採
る

立
場
で
あ
る
が
、
身
体
の
不
可
侵
性
に
触
れ
る
治
療
侵
襲
は
、
成
功
し
た
か
失
敗
し
た
か
、
方
式
に
則
っ
て
い
た
か
否
か
に
関
係
な
く
、

全
て
傷
害
罪
の
客
観
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
（
10
）。
治
療
侵
襲
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
通
常
、
患
者
の
有
効
な
承
諾
（
11
）を
必
要

と
す
る
。
患
者
が
意
識
喪
失
状
態
に
あ
る
と
き
の
よ
う
に
、
承
諾
を
適
時
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
例
外
的
に
推
定
的
承
諾
が
あ

れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
。
本
説
が
実
務
で
維
持
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
自
然
科
学
の
途
方
も
無
い
進
歩
、
そ
れ
に
伴
う
医
療
の
猛
烈
に
速

い
進
歩
の
時
代
に
あ
っ
て
、
患
者
の
自
己
決
定
権
、
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
権
利
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
認
識
さ
れ
、
患
者
を
保
護
す

る
た
め
に
は
、
医
的
侵
襲
を
構
成
要
件
上
傷
害
と
理
解
し
、
患
者
の
承
諾
に
よ
る
正
当
化
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
（
12
）。

本
説
は
、
一
方
で
、
患
者
の
自
分
の
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
考
え
に
添
う
、
と
り
わ
け
こ
れ
を
身
体
の
利
益
と
並
ん
で
傷
害
罪

の
独
自
の
法
益
と
見
る
考
え
に
添
う
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
治
癒
に
向
け
ら
れ
、
傷
害
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
、
そ
し
て
全
体
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
医
師
の
行
為
を
⽛
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
刃
傷
沙
汰
を
起
こ
す
者
と
同
列
に
お
く
⽜
も

の
だ
と
批
判
さ
れ
る
（
13
）。
さ
ら
に
、
本
説
は
、
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
と
鎮
痛
剤
注
射
で
す
ら
、
有
効
な
承
諾
な
し
に
投
与
さ
れ
た
場
合
、
傷

害
と
し
て
扱
わ
れ
、
注
射
器
が
刑
法
第
二
二
四
条
（
重
い
傷
害
罪
）
第
一
項
第
二
号
の
⽛
危
険
な
道
具
⽜
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
外
科
医
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
刃
傷
沙
汰
を
起
こ
す
者
と
を
同
列
に
お
く
こ
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と
が
外
科
医
の
蔑
視
に
繋
が
る
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
り
、
警
察
官
や
刑
務
官
の
よ
う
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
違
法

性
の
阻
却
さ
れ
る
職
務
に
た
ず
さ
わ
る
尊
敬
す
べ
き
職
業
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
手
術
用
メ
ス
や
鉗
子
は
⽛
危
険
な
道

具
⽜
に
あ
た
ら
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
14
）。

（
ｃ
）
専
断
的
治
療
罪
の
立
法
化
の
試
み

上
述
し
た
よ
う
に
、
刑
法
上
医
的
侵
襲
の
包
括
的
解
決
策
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
は
ど
れ
も

満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
医
的
侵
襲
を
傷
害
罪
の
構
成
要
件
か
ら
取
り
除
い
て
、
専
断
的
治
療
罪
と
い
う
構
成
要
件
を
設
け
る

提
案
が
一
九
一
一
年
か
ら
幾
度
も
な
さ
れ
て
き
た
。
近
時
で
は
、
一
九
六
二
年
の
刑
法
草
案
が
、⽛
身
体
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
犯
罪
⽜
の

章
の
後
に
⽛
医
的
侵
襲
と
治
療
⽜
の
章
を
新
設
し
、⽛
治
療
目
的
の
た
め
の
専
断
的
処
置
⽜
の
規
定
を
定
め
た
。
一
九
七
〇
年
の
刑
法
代
案

は
、⽛
自
由
に
対
す
る
犯
罪
⽜
の
章
の
第
一
二
三
条
に
⽛
専
断
的
治
療
侵
襲
⽜
の
規
定
を
定
め
た
。
一
九
九
六
年
の
第
六
次
刑
法
改
正
法
草

案
は
⽛
傷
害
罪
⽜
の
章
に
⽛
専
断
的
治
療
⽜
の
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
ら
の
草
案
の
規
定
振
り
に
は
専
断
的
治
療
罪
の
法
益
の
捉
え
方
の

違
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
草
案
の
顕
著
な
違
い
は
法
定
刑
の
幅
に
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
案
の
法
定
刑
は
一
年
以
下

の
罰
金
刑
で
あ
る
が
、
一
九
六
二
年
草
案
の
法
定
刑
は
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
一
九
九
六
年
草
案
第
二
二
九
条
は
五
年
以
下
の
自
由
刑
、

特
に
重
い
場
合
に
は
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
を
定
め
て
い
る
（
15
）。
ド
イ
ツ
で
は
専
断
的
治
療
罪
の
新
設
は
不
要
で
あ
り
、
専
断
的
治
療
は
現

行
法
で
十
分
に
対
処
で
き
る
と
い
う
見
解
も
根
強
く
、
今
日
に
到
る
ま
で
そ
の
立
法
化
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

Ⅱ

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
専
断
的
治
療
罪

（
ａ
）
成
立
史

オ
ー
ス
ト
リ
ア
旧
刑
法
は
一
九
三
七
年
の
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
第
四
九
九
ａ
を
新
設
し
、⽛
人
を
そ
の
承
諾
な
し
に

治
療
目
的
で
処
置
す
る
⽜
者
を
軽
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
と
し
、⽛
行
為
者
が
、
被
処
置
者
の
生
命
又
は
健
康
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
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す
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
者
の
承
諾
を
適
時
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
⽜
場
合
を
不
処
罰
と
し
た
（
同
条
第
二
項
）。
一
九
七
四
年
の

現
行
刑
法
は
大
筋
に
お
い
て
旧
第
四
四
九
ａ
条
を
引
き
継
い
だ
が
、
二
点
の
修
正
を
し
た
。
一
点
目
は
、⽛
専
断
的
治
療
⽜
と
い
う
標
題
は

維
持
さ
れ
て
い
る
が
、⽛
治
療
目
的
で
⽜
と
い
う
構
成
要
件
要
素
が
狭
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、⽛
た
と
え
医
学
の
準
則
に
則
っ
て
も
⽜
と
い
う

表
現
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
広
く
、⽛
診
断
、
治
療
、
予
防
又
は
苦
痛
緩
和
目
的
⽜
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
標
題
は
旧
法
と
同
じ
く
⽛
専
断
的
治
療
⽜
と
さ
れ
て
い
る
の
は
最
も
重
要
な
場
合
で
あ
る
⽛
治
療
⽜
を
際
立
た
せ
る
た
め
で

あ
る
。
二
点
目
は
、
不
処
罰
の
規
定
が
改
め
ら
れ
、
補
充
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
一
〇
条
第
二
項
は
行
為
者
の
主
観
面
に
焦
点
を
合

わ
せ
て
、
行
為
者
が
、
承
諾
を
得
る
た
め
に
必
要
な
⽛
処
置
の
延
期
を
す
る
な
ら
被
処
置
者
の
生
命
又
は
健
康
が
重
大
な
危
険
に
曝
さ
れ

る
⽜
と
想
定
し
た
場
合
、
こ
の
想
定
が
過
失
に
基
づ
く
と
き
に
限
り
、
処
罰
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
（
16
）。

一
九
七
四
年
の
現
行
刑
法
は
各
則
第
三
章
⽛
自
由
に
対
す
る
可
罰
的
行
為
⽜
の
第
一
一
〇
条
に
⽛
専
断
的
治
療
⽜
の
規
定
を
設
け
て
い

る
。第

一
一
〇
条
（
専
断
的
治
療
）
①
た
と
え
医
学
の
準
則
に
則
っ
て
も
、
他
人
を
そ
の
承
諾
な
く
処
置
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
自
由
刑

又
は
三
六
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
に
処
す
る
。

②
行
為
者
が
、
処
置
を
延
期
す
る
な
ら
被
処
置
者
の
生
命
又
は
健
康
が
重
大
な
危
険
に
曝
さ
れ
る
と
想
定
し
て
、
そ
の
者
の
承
諾
を
得

な
か
っ
た
と
き
は
、
想
定
し
た
危
険
が
存
在
せ
ず
か
つ
必
要
な
注
意
を
払
え
ば
（
第
六
条
）
そ
の
こ
と
を
認
識
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
、
第
一
項
に
よ
り
こ
れ
を
罰
す
る
。

③
行
為
者
は
、
専
断
的
に
処
置
を
受
け
た
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
の
み
訴
追
さ
れ
う
る
。
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（
ｂ
）
第
一
項
に
つ
い
て
（
17
）

（
aa
）
傷
害
罪
と
の
関
係

専
断
的
治
療
罪
の
構
成
要
件
を
構
想
す
る
に
当
り
、
立
法
者
は
、
治
療
（
H
eilbehandlung）、
つ
ま
り
、

医
学
的
適
応
の
、
医
学
の
知
識
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
侵
襲
は
一
般
的
に
傷
害
と
し
て
は
可
罰
的
で
な
い
こ
と
、
し
か
も
、
患
者
の
承
諾
な

く
し
て
行
わ
れ
た
と
き
で
す
ら
傷
害
と
し
て
は
可
罰
的
で
な
い
こ
と
か
ら
出
立
し
た
（
18
）。
立
法
者
は
、
傷
害
罪
が
治
療
に
は
適
用
で
き
な
い

こ
と
か
ら
生
ず
る
可
罰
性
の
間
隙
を
第
一
一
〇
条
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
は
第
一
一
〇
条
の
解
釈

に
あ
た
っ
て
必
ず
し
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
（
下
記
（
bb
）
参
照
）
（
19
）。
専
断
的
治
療
罪
の
構
成
要
件
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は

反
転
し
て
傷
害
罪
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
医
学
的
適
応
の
、
方
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
治
療
は
、
患
者
の

承
諾
が
な
く
て
も
、傷
害
罪
と
し
て
は
処
罰
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、さ
も
な
け
れ
ば
、専
断
的
治
療
罪
は
結
局
の
と
こ
ろ
余
計
と
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
20
）。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
実
際
上
の
結
論
は
変
わ
ら
な
い
の
で
、
理
論
構
成
上
の
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
治
療
は
傷
害
罪
の
構

成
要
件
に
該
当
し
な
い
の
か
（
構
成
要
件
解
決
策
）
（
21
）、
治
療
は
な
る
ほ
ど
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
点
で
、
承

諾
と
は
無
関
係
の
、
独
自
の
正
当
化
事
由
が
介
入
す
る
の
か
（
正
当
化
事
由
説
）
（
22
）

に
関
し
て
、
学
説
は
分
か
れ
る
の
だ
が
、
正
当
化
事
由

説
は
結
局
の
と
こ
ろ
説
得
力
に
欠
け
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
（
23
）。
な
ぜ
な
ら
、
治
療
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
適
法
と
い
う

の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
少
な
く
と
も
患
者
の
承
諾
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
違
法
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
第
一
一
〇
条
に
よ
っ
て

可
罰
的
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
同
一
の
侵
襲
が
一
方
で
正
当
化
さ
れ
、
他
方
で
可
罰
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
侵
襲
が
正
当
化
さ
れ
、
第
一
一
〇
条
で
は
自
己
決
定
権
の
侵
害

だ
け
が
可
罰
的
な
の
だ
と
い
う
反
論
（
24
）が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
説
得
力
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
一
〇
条
も
身
体
の
不
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可
侵
性
を
特
定
の
専
断
的
侵
襲
か
ら
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
う
る
自
己
決
定
権
を
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
帰
属
の
考
え
で
も
っ
と
も
良
く
基
礎
づ
け
ら
れ
る
構
成
要
件
解
決
策
が
妥
当
と
云
う
こ
と
に

な
る
。
必
要
と
さ
れ
る
治
療
侵
襲
は
そ
れ
に
確
実
に
又
は
可
能
的
に
伴
う
中
間
又
は
副
次
結
果
と
と
も
に
、
原
疾
患
な
い
し
原
傷
害
の

―
間
接
的
な
―
付
随
な
い
し
後
続
現
象
と
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
治
療
に
場
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
好
ま
し
く
な
い
結

果
に
医
師
な
い
し
そ
の
他
の
治
療
者
が
責
め
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
治
療
侵
襲
は
こ
れ
ら
の
者
の
⽛
業
⽜
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

責
め
を
負
う
の
は
原
疾
患
な
い
し
原
傷
害
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
方
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
治
療
侵
襲
に

も
妥
当
す
る
。
例
え
ば
、
重
篤
の
患
者
が
必
要
と
さ
れ
る
喉
頭
手
術
の
た
め
に
声
を
失
う
と
い
っ
た
場
合
、
第
八
五
条
の
定
め
る
重
い
持

続
的
な
結
果
を
伴
う
傷
害
と
い
う
結
果
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
は
結
局
の
と
こ
ろ
原
疾
患
の
残
念
な
結
果
で
あ
っ
て
、

医
師
に
⽛
そ
の
業
⽜
と
し
て
、
つ
ま
り
、
医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
傷
害
と
し
て
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
医
学
的
に
適

切
な
手
術
が
行
わ
れ
も
の
の
致
死
に
到
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
死
の
結
果
を
医
師
に
⽛
そ
の
業
⽜
と
し
て
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

過
失
犯
の
成
立
も
否
定
さ
れ
る
（
25
）。

第
一
一
〇
条
は
行
為
者
に
優
遇
効
果
を
も
た
ら
す
。
第
一
に
、
法
定
刑
は
六
月
の
自
由
刑
で
あ
り
、
こ
れ
は
傷
害
罪
（
第
八
三
条
）
の

法
定
刑
の
半
分
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
重
い
侵
襲
な
い
し
結
果
が
生
じ
て
も
第
八
四
条
以
下
の
加
重
構
成
要
件
の
適
用
が
な
い
。
第
三

に
、
第
一
一
〇
条
は
私
訴
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
（
26
）。

（
bb
）
保
護
法
益

第
一
一
〇
条
は
自
己
決
定
の
自
由
の
側
面
、
つ
ま
り
、
処
置
を
許
容
す
る
こ
と
に
関
す
る
決
定
の
自
由
を
保
護
す

る
と
い
う
の
が
通
説
（
27
）で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
正
当
に
も
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
通
説
は
、
第
一
一
〇
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条
が
⽛
自
由
に
対
す
る
可
罰
的
行
為
⽜
の
章
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
断
的
治
療
を
自
由
に
対
す
る
犯
罪
と
捉
え
る
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
第
一
一
〇
条
の
本
質
と
目
的
を
的
確
に
捉
え
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
第
一
一
〇
条
は
、
例
え
ば
、
強
要
罪
（
第
一
〇
五

条
）
と
は
異
な
っ
て
、
意
思
形
成
・
活
動
そ
れ
自
体
を
保
護
し
て
い
る
の
で
な
く
、
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
侵
襲
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
保
護
は
特
殊
の
侵
襲
、
つ
ま
り
、
ま
さ
に
専
断
的
処
置
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
云
え

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
は
、
身
体
の
不
可
侵
性
を
全
体
と
し
て
見
る
と
（
専
断
的
）
虐
待
（
M
ißhandlungen）
な
い
し

傷
害
及
び
健
康
障
害
（
第
八
三
条
以
下
）
か
ら
だ
け
で
な
く
、
専
断
的
処
置
（
eigenm
ächtigeBehandlungen）
か
ら
も
保
護
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
思
形
成
・
活
動
の
自
由
（
な
い
し
自
己
決
定
権
）
は
、
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
侵
襲
が
ま
さ
に
被
害
者
の
同
意

な
し
に
行
わ
れ
る
限
り
で
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
侵
襲
に
関
す
る
こ
の
特
殊
の

側
面
は
身
体
の
不
可
侵
性
の
保
護
の
な
か
に
と
も
に
含
ま
れ
て
い
て
、
独
自
の
法
益
で
は
な
い
。
こ
れ
は
第
八
三
条
以
下
の
規
定
（
傷
害

罪
）
で
も
身
体
侵
襲
を
拒
否
す
る
自
由
が
内
在
的
に
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
第
一
一
〇
条
が
被
害
者
の
⽛
承

諾
な
き
⽜
行
為
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
（
形
式
的
）
事
情
だ
け
で
は
本
条
を
自
由
侵
害
罪
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

第
一
三
六
条
の
定
め
る
乗
り
物
の
無
権
限
使
用
も
自
由
侵
害
罪
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
、
た
い
て
い
の
個
人
法
益
に
対

す
る
犯
罪
が
自
由
に
対
す
る
犯
罪
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
構
成
要
件
要
素
と
し
て
、

通
常
、
被
害
者
の
⽛
承
諾
な
き
⽜
行
為
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
保
護
法
益
は
被
害
者
の
承
諾
が
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
生
ず
る
の
で
な
く
、被
害
者
の
承
諾
な
し
に
損
な
わ
れ
る
上
述
の
法
的
利
益
か
ら
生
ず
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
。
第
一
一
〇
条
で
は
、

こ
れ
は
専
断
的
処
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
身
体
の
不
可
侵
性
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
一
九
六
二
年
及
び
一
九
九
六
年
刑
法
草
案
参
照
）。

（
医
学
的
適
応
の
、
方
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
）
治
療
の
た
め
に
第
八
三
条
以
下
の
適
用
が
な
い
場
合
に
、
第
一
一
〇
条
に
よ
っ
て
身
体
の

不
可
侵
性
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
理
解
か
ら
、
処
置
（
Behandlung）
と
い
う
概
念
の
限
定
解
釈
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
（
28
）。
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（
cc
）
処
置

第
一
一
〇
条
は
行
為
主
体
を
医
師
と
す
る
身
分
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、看
護
師
、

治
療
師
、
薬
草
の
知
識
を
有
す
る
者
、
奇
跡
を
お
こ
な
う
治
療
師
（
W
underheiler）、
患
者
の
親
族
、
過
度
に
熱
心
な
隣
人
も
犯
罪
主
体

と
な
る
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
第
一
一
〇
条
の
中
心
概
念
は
⽛
処
置
（
Behandlung）⽜
で
あ
る
。
第
一
一
〇
条
の
標
題
は
治
療
（
H
eilbehandlung）

と
な
っ
て
い
る
が
、
法
文
中
に
は
こ
の
概
念
は
使
わ
れ
ず
、⽛
処
置
⽜
と
い
う
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
処
置
が
治
療
処
置
（
thera-

peutischeM
aßnahm
e）（
狭
義
の
治
療
）
を
含
む
だ
け
で
な
く
、
診
断
処
置
（
diagnostischeM
aßnahm
e）（
疾
病
確
定
）
及
び
予
防

処
置
（
prophylaktischeM
aßnahm
e）（
疾
病
予
防
）
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
含
む
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
一
切
の
広
義
で
の
（
医
学
的
適

応
の
）
治
療
（
H
eilbehandlung）
を
含
む
こ
と
、
そ
し
て
、⽛
た
ん
な
る
⽜
鎮
痛
も
治
療
処
置
に
含
ま
れ
る
。
処
置
に
一
定
の
（
最
低
）

強
度
は
要
求
さ
れ
な
い
。
処
置
の
概
念
は
⽛
全
医
的
行
為
⽜
（
29
）、⽛
一
切
の
医
的
処
置
⽜
（
30
）、⽛
一
般
に
医
学
の
準
則
に
従
う
⽜
一
切
の
行
為
（
31
）と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
処
置
を
広
く
理
解
す
る
見
解
に
よ
る
と
、
医
学
的
適
応
の
無
い
、
そ
れ
故
、
広
義
で
の
治
療

と
も
い
え
な
い
処
置
、
例
え
ば
、
純
粋
に
美
容
の
た
め
の
手
術
、
羊
水
検
査
、
生
体
外
受
精
の
た
め
の
卵
子
採
取
、
ド
ー
ピ
ン
グ
薬
物
、

性
交
能
力
増
強
剤
あ
る
い
は
経
口
避
妊
薬
の
投
与
と
い
っ
た
処
置
に
も
第
一
一
〇
条
の
適
用
が
あ
る
（
32
）。
治
療
に
限
定
さ
れ
な
い
と
な
る

と
、
第
三
者
の
た
め
の
医
的
侵
襲
、
例
え
ば
、
血
液
提
供
者
と
か
臓
器
提
供
者
側
の
血
液
採
取
と
か
臓
器
摘
出
す
ら
も
処
置
の
概
念
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
必
然
的
に
、
純
粋
に
学
問
的
目
的
の
た
め
の
医
的
処
置
も
第
一
一
〇
条
の
対
象
と
な
る
（
33
）。

こ
の
通
説
に
対
し
て
、
第
一
一
〇
条
は
、
さ
も
な
い
と
（
医
学
的
適
応
の
、
方
式
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
）
治
療
を
第
八
三
条
以
下

の
傷
害
罪
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
可
罰
性
の
間
隙
を
埋
め
る
た
め
に
の
み
設
け
ら
れ
た
の
だ
と
捉
え
る
立
場
か
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ら
、⽛
処
置
⽜
概
念
の
限
定
的
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
八
三
条
以
下
で
は
、
可
罰
性
の
た
め
の
強
度
閾
と
し
て
傷
害
や
健
康

障
害
の
発
生
が
要
求
さ
れ
る
が
、
平
手
打
ち
を
加
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
虐
待
⽛
だ
け
⽜
で
は
、
傷
害
や
健
康
障
害
を
も
た
ら
さ
な
い
限

り
、
不
処
罰
に
止
ま
る
。
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、
解
熱
の
た
め
に
腓
腹
湿
布
を
貼
る
と
か
背
中
按
摩
の
よ
う
な
、
傷
害
や
健
康
障
害
の
強

度
閾
に
端
か
ら
達
し
な
い
、
治
癒
に
向
け
ら
れ
た
行
為
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
治
癒
に
向
け
ら
れ
た
処
置
を
損
傷
に
向
け
ら
れ
た
虐

待
よ
り
も
広
く
処
罰
す
る
こ
と
、
例
え
ば
、（
承
諾
な
く
し
て
行
わ
れ
た
）
平
手
打
ち
を
不
処
罰
と
す
る
一
方
、
専
断
的
腓
腹
湿
布
を
処
罰

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
う
に
も
理
解
し
難
い
。
そ
れ
故
、
第
一
一
〇
条
の
⽛
処
置
⽜
概
念
は
、
医
学
的
適
応
を
別
と
す
れ
ば
、
傷
害
や
健

康
障
害
の
強
度
閾
に
達
し
て
い
る
侵
襲
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
腓
腹
湿
布
を
貼
る
と
か
按
摩
と
い
っ
た
よ

う
な
⽛
侵
襲
な
き
処
置
⽜
は
承
諾
が
な
く
と
も
不
処
罰
で
あ
る
（
34
）。
た
い
て
い
の
場
合
、
た
ん
な
る
治
療
会
話
も
、
傷
害
や
健
康
障
害
の
強

度
に
達
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
第
一
一
〇
条
の
適
用
が
な
い
。
揺
す
る
、
頭
に
手
を
架
け
る
、
患
者
の
前
で
儀
礼
行
為
を
す
る

と
い
っ
た
心
霊
療
法
（
Geistheilung）
と
か
、
一
回
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
と
か
、
健
康
に
は
無
害
の
調
合
薬
剤
を
投
与
す
る
と
い
う
の
も

第
一
一
〇
条
の
対
象
と
な
ら
な
い
（
35
）。

第
一
一
〇
条
は
、
第
八
三
条
以
下
の
適
用
を
排
除
す
る
効
果
を
も
つ
の
で
、
主
と
し
て
治
療
侵
襲
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
そ
れ

故
、
標
題
も
治
療
と
な
っ
て
い
る
）、
し
か
し
、
治
癒
に
役
立
た
な
い
身
体
侵
襲
で
あ
っ
て
も
第
一
一
〇
条
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
場
合
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
医
学
的
適
応
の
、
方
式
に
則
っ
た
）
治
療
侵
襲
だ
け
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
、⽛
た
と
え
医

学
の
準
則
に
則
っ
て
も
⽜
と
い
う
法
文
が
無
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
治
療
外
の
専
断
的
侵
襲
で
は
第
八
三
条
以
下
の
故

意
傷
害
罪
の
適
用
が
あ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
第
一
一
〇
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
特
別
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
行
為
者
が
、

専
断
的
侵
襲
に
当
っ
て
、
医
学
的
適
応
が
あ
る
、
あ
る
い
は
方
式
に
則
っ
て
い
る
と
誤
認
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
の
故
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意
は
第
八
三
条
以
下
の
意
味
で
の
虐
待
、
傷
害
あ
る
い
は
健
康
障
害
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
故
意
傷
害
罪
で
処
罰
で
き
な
い
が
、

し
か
し
、⽛
少
な
く
と
も
⽜
専
断
的
処
置
の
故
に
処
罰
可
能
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
法
定
刑
は
過
失
の
（
単
純
）
傷
害
罪
よ
り
も
重
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
可
能
と
す
る
に
は
、
こ
の
種
の
―
客
観
的
に
は
適
切
で
な
い
―
専
断
的
処
置
も
第
一
一
〇
条
に
含
ま
れ

る
と
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
但
し
、
行
為
者
に
医
学
的
適
応
の
無
い
こ
と
あ
る
い
は
方
式
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
の
故
意
が
あ
る
と
き
、

第
八
三
条
以
下
が
適
用
さ
れ
、
第
一
一
〇
条
の
適
用
は
無
い
。
医
学
的
適
応
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
侵
襲
が
方
式
の
範
囲
内
に
あ
る

と
考
え
た
こ
と
が
過
失
に
基
づ
く
と
き
、
第
八
八
条
（
過
失
致
傷
罪
）
は
第
一
一
〇
条
と
真
正
の
競
合
関
係
に
立
つ
（
36
）。

自
然
療
法
あ
る
い
は
（
医
学
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
）
素
人
療
法
に
も
、
そ
れ
が
傷
害
あ
る
い
は
健
康
障
害
の
強
度
閾
に
達
し

て
い
な
い
限
り
（
例
え
ば
、
頭
に
手
を
架
け
る
、
言
葉
に
よ
る
降
霊
術
、
治
療
会
話
、
無
害
の
薬
草
そ
の
他
の
無
害
物
質
の
投
与
）、
第
一

一
〇
条
の
適
用
は
無
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
い
っ
た
専
断
的
処
置
が
強
度
閾
を
越
え
る
と
、
医
学
的
適
応
あ
る
い
は
方
式
の
遵
守
が

な
い
の
で
、
第
八
三
条
以
下
の
故
意
傷
害
あ
る
い
は
故
意
健
康
障
害
が
あ
り
、
第
一
一
〇
条
の
適
用
は
無
い
。
処
置
が
医
学
的
適
応
で
あ

り
、
方
式
に
則
っ
て
い
る
と
行
為
者
が
誤
認
す
る
特
別
の
場
合
に
だ
け
、
第
一
一
〇
条
に
よ
る
処
罰
が
可
能
で
あ
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は

第
八
八
条
と
真
正
の
競
合
関
係
に
立
つ
）
（
37
）。

（
ｃ
）
第
二
項
に
つ
い
て

（
aa
）
理
論
構
造

第
一
一
〇
条
第
二
項
は
正
当
化
事
由
を
定
め
て
い
る
。
承
諾
を
得
よ
う
と
し
て
延
期
す
る
と
生
命
又
は
健
康
に
重

大
な
危
険
を
及
ぼ
す
ほ
ど
治
療
侵
襲
が
急
を
要
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
き
、
専
断
的
処
置
は
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
正
当
化
は
、

こ
う
い
っ
た
危
険
状
況
が
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
込
み
で
実
際
に
存
在
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
（
38
）。
行
為
者
が
こ
う
い
っ
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た
危
険
な
状
況
が
あ
る
と
想
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
こ
の
錯
誤
に
過
失
が
あ
る
場
合
、⽛
第
一
項
に
よ
り
⽜、
す
な
わ
ち
故
意
犯
に
応

じ
た
処
罰
が
な
さ
れ
る
。
一
般
に
、
正
当
化
事
情
の
誤
想
が
あ
る
と
き
、
第
八
条
（
正
当
化
事
情
の
誤
想
）
に
よ
り
、
錯
誤
に
過
失
が
あ

れ
ば
過
失
犯
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
一
〇
条
第
二
項
は
こ
れ
と
異
な
っ
た

法
効
果
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
一
一
〇
条
第
二
項
は
、
結
局
、
第
九
条
（
法
の
錯
誤
＝
禁
止
の
錯
誤
）
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
本
条
項
は
第
八
条
か
ら
は
ず
れ
た
、
許
容
構
成
要
件
錯
誤
の
特
別
規
定
と
い
う
こ
と
と
な
る
（
39
）。

（
bb
）
自
己
決
定
権
の
基
本
的
優
位

第
一
一
〇
条
第
二
項
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
範
囲
は
比
較
的
狭
い
。
正
当
化
は
、
処
置
を
す

る
こ
と
の
承
諾
を
十
分
迅
速
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
逆
に
こ
こ
か
ら
、
自
己
答
責
の
患
者
が
現
に
質

問
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
処
置
に
同
意
し
な
い
と
き
、
処
置
は
例
外
な
く
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

治
療
拒
否
を
現
に
表
明
し
て
い
る
と
き
、
患
者
の
自
己
決
定
権
に
一
般
的
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
も
っ
と
も
と
は
思
わ
れ

な
い
決
定
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
40
）。

治
療
拒
否
の
拘
束
力
は
生
命
に
危
険
な
状
況
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
（
41
）。⽛
治
療
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
疾
病
を
そ
の
進
行
に

任
せ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
関
し
て
、
生
命
に
危
険
な
疾
病
に
襲
わ
れ
た
人
の
自
由
な
処
分
が
認
め
ら
れ
、
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
生
命
の
危
険
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
さ
も
な
け
れ
ば
、
患
者
が
重
い

身
体
障
害
を
も
っ
て
生
き
続
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
死
に
た
い
と
の
真
剣
な
意
思
表
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
患
者
の
両
脚
を
救
命
の

た
め
に
切
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
、
不
処
罰
と
な
っ
て
し
ま
う
⽜
（
42
）。
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患
者
が
自
殺
未
遂
の
結
果
と
し
て
生
命
の
危
険
な
状
態
に
あ
る
と
き
で
も
、
患
者
の
現
在
の
意
思
に
反
す
る
治
療
が
許
さ
れ
な
い
の
か

に
関
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
基
本
的
に
は
許
さ
れ
な
い
が
（
43
）、自
殺
者
が
処
置
に
関
す
る
自
己
答
責
の
決
定
を
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
限
り
で
承
諾
を
得
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
精
神
的
例
外
状
態
に
あ
る
場
合
に
だ
け
、
治
療
は
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
44
）。
こ
れ
に
対

し
て
、
基
本
的
に
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
第
七
八
条
（
自
殺
関
与
罪
）
は
自
殺
未
遂
直
後
の
時
点
に
も
関
係
す
る
。
自
殺
患
者

は
、
自
然
疾
病
に
罹
っ
て
い
る
、
第
一
一
〇
条
の
定
め
る
標
準
患
者
に
突
然
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
師
が
こ
う
い
っ
た
場
合
自
殺
患

者
を
そ
の
意
思
無
し
に
又
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
処
置
す
る
と
き
、
自
殺
者
の
死
の
意
思
は
第
七
八
条
に
よ
っ
て
尊
重
で
き
な
い
の
で
、

専
断
治
療
の
適
用
は
な
い
（
45
）。
自
殺
阻
止
に
は
第
一
一
〇
条
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
つ
き
、
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
第
一
一
〇
条
は
、

傷
害
や
健
康
障
害
の
⽛
処
置
⽜
か
ら
の
自
由
だ
け
を
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
自
殺
や
積
極
的
自
損
を
保
障
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
自
殺
阻
止
は
第
一
一
〇
条
の
意
味
で
の
⽛
処
置
⽜
で
は
な
い
（
46
）。

（
cc
）
正
当
化
の
要
件

第
一
一
〇
条
第
二
項
は
緊
急
避
難
の
側
面
を
推
定
的
承
諾
の
側
面
と
結
び
付
け
た
規
定
と
理
解
さ
れ
る
。
正

当
化
さ
れ
る
の
は
、
承
諾
が
一
時
的
に
得
ら
れ
な
く
、
し
か
も
、
次
に
決
定
を
得
ら
れ
る
機
会
ま
で
処
置
を
延
期
す
れ
ば
被
処
置
者
の
生

命
や
健
康
に
重
大
な
危
険
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
法
文
中
に
は
承
諾
と
あ
る
が
、
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て

は
拒
否
す
る
こ
と
も
あ
る
⽛
決
定
⽜
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
治

療
を
現
時
点
で
拒
否
し
て
い
る
患
者
が
、
ま
さ
に
拒
否
し
て
い
る
が
故
に
⽛
承
諾
⽜
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
専
断
的
に
処
置
さ

れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
患
者
は
先
ず
承
諾
を
す
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
処
置
を
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延
期
す
る
な
ら
患
者
の
生
命
や
健
康
が
危
険
に
な
る
と
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
患
者
の
自
己
答
責
の

決
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
専
断
的
治
療
は
決
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
。
同
じ
理
由
か
ら
、
患
者
は
、
質
問
さ
れ
た
ら
、
到
底
も
っ

と
も
と
は
い
え
な
い
理
由
か
ら
同
意
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
、
専
断
的
処
置
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
患
者
は
、
処
置
を
も
っ
と
も
と
は
思
わ
れ
な
い
理
由
か
ら
拒
否
す
る
権
利
も
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ

故
、
こ
う
い
っ
た
決
定
が
蓋
然
的
で
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
質
問
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
、
患
者
が
、
特
に
精
神
的
障
礙

の
た
め
に
、
決
定
の
射
程
距
離
を
十
分
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
最
初
か
ら
第
一

一
〇
条
第
二
項
の
適
用
を
考
え
て
は
な
ら
ず
、
通
常
は
代
理
決
定
の
た
め
に
成
年
後
見
人
（
Sachw
alter）
が
選
任
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
47
）。

被
処
置
者
の
生
命
又
は
健
康
が
重
大
な
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
に
は
、
次
に
可
能
な
質
問
ま
で
、
あ
る
い
は
、

未
成
年
後
見
人
（
O
bsorgeberechtigter）、
成
年
後
見
人
又
は
裁
判
所
の
決
定
に
到
る
ま
で
の
時
間
に
、
具
体
的
な
生
命
の
危
険
又
は

第
八
四
条
第
一
項
（
重
い
傷
害
罪
）
の
定
め
る
程
度
の
健
康
障
害
の
危
険
が
切
迫
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
48
）。

第
一
一
〇
条
第
二
項
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
事
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
49
）。

①
意
識
喪
失
の
、
若
し
く
は
精
神
的
衝
撃
、
強
力
な
薬
剤
又
は
苦
痛
の
た
め
に
一
時
的
に
承
諾
能
力
の
無
い
患
者
の
処
置
に
つ
い
て
は
、

承
諾
能
力
の
回
復
ま
で
じ
っ
と
待
つ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
意
識
喪
失
の
患
者
の
専
断
的
処
置
が
正
当
化
さ
れ
る
特
別
の
事
例

は
、
手
術
中
に
更
に
続
け
た
又
は
付
加
的
な
治
療
侵
襲
が
緊
急
に
必
要
と
な
る
場
合
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
拡
大
手
術
）
（
50
）。

②
現
に
承
諾
能
力
の
あ
る
患
者
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
処
置
が
緊
急
を
要
す
る
の
に
、
質
問
す
る
あ
る
い
は
有
効
な
承
諾
に
必
要
な
先
行

す
る
医
学
的
説
明
を
す
る
だ
け
で
も
あ
ま
り
に
も
多
く
の
時
間
を
費
や
す
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
故
後
そ
の
他
の
危
急
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の
場
合
で
、
即
座
に
集
中
治
療
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
適
時
に
有
効
な
承
諾
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
凡
そ
患
者
に
質
問
す
る
こ
と
な
く
、
若
し
く
は
、
断
片
的
又
は
通
り
一
遍
の
説
明
し
か
せ
ず
に
処
置
を
し
て
も
、

医
師
は
正
当
化
さ
れ
る
。
但
し
、
患
者
が
こ
う
い
っ
た
場
合
に
自
分
か
ら
又
は
通
り
一
遍
の
説
明
の
後
処
置
を
拒
否
す
る
と
き
、
処
置
は

許
さ
れ
な
い
。

③
未
成
年
後
見
人
、
成
年
後
見
人
又
は
裁
判
所
の
承
諾
が
必
要
だ
が
、
し
か
し
、
十
分
に
迅
速
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

④
③
の
分
類
に
入
る
の
だ
が
、
未
成
年
後
見
人
の
決
定
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
治
療
の
同
意
を
拒
否
し
て
い
て
、
そ
れ
が
明
ら
か
に

未
成
年
者
の
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
同
意
拒
否
が
権
利
濫
用
と
云
え
る
場
合
。
こ
う
い
っ
た
権
利
濫
用
の
拒
否
は
、
刑
法
上
、
未

成
年
後
見
人
の
決
定
が
全
く
無
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
の
手
続
き
（
一
般
民
法
第
一
七
六
条
第
一
項
）

が
間
に
合
わ
な
い
と
き
、
第
一
一
〇
条
第
二
項
の
適
用
が
許
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
事
故
に
あ
っ
た
子
の
両
親
が
（
例
え
ば
、
イ
エ
ホ
ヴ
ァ

の
証
人
）
子
の
救
命
の
た
め
に
必
要
な
輸
血
を
拒
否
し
て
い
て
、
し
か
も
裁
判
所
の
手
続
き
が
待
て
な
い
と
き
、
意
思
は
直
ち
に
輸
血
を

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
医
師
は
輸
血
の
義
務
も
あ
る
の
で
、
救
命
を
し
な
い
と
い
う
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
す
る
。

（
ｄ
）
第
三
項
に
つ
い
て

第
一
一
〇
条
は
極
め
て
稀
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
専
断
的
治
療
罪
は
私
訴
犯
罪
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
第
一
一
〇
条
に
よ
る
有
罪
判
決
の
下
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
患
者
は
、
訴
訟
費
用
を
引
き
受
け
る
危
険
を

冒
す
と
き
、
私
訴
よ
り
も
民
事
損
害
賠
償
を
提
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
専
断
的
治
療
を
今
の
よ
う
な
事
実
上
の
非
犯
罪
化
に
し
た
く
な
い

な
ら
、
親
告
罪
に
変
え
る
の
も
一
案
で
あ
る
。
患
者
の
死
後
の
私
訴
も
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
あ
る
（
患
者
の
死
は
医
師
の

幸
運
）
（
51
）。
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Ⅲ

日
本
刑
法
に
お
け
る
専
断
的
治
療

専
断
的
治
療
の
規
定
を
有
し
な
い
ド
イ
ツ
刑
法
お
い
て
、
そ
の
傷
害
罪
の
成
否
に
つ
き
諸
説
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
は
り
、

専
断
的
治
療
に
関
す
る
規
定
を
も
た
な
い
日
本
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
に
ほ
ぼ
対
応
し
た
諸
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
ａ
）
構
成
要
件
不
該
当
説

（
aa
）
成
功
説

金
澤
は
成
功
説
の
立
場
か
ら
、
成
功
し
た
専
断
的
治
療
に
つ
い
て
は
傷
害
罪
の
成
立
も
自
由
に
対
す
る
罪
の
成
立
も

否
定
し
、
失
敗
し
た
専
断
的
治
療
に
つ
い
て
は
限
定
的
に
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
る
（
52
）。⽛
治
療
行
為
を
病
気
の
治
療
と
い
う
目
的
に
向
け

ら
れ
た
一
つ
の
統
一
的
行
為
と
し
て
見
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
（
身
体
的
完
全

性
）
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
に
見
え
る
と
し
て
も
、
全
体
的
・
永
続
的
に
見
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
。
…
…
そ
れ
が
成
功
し
て

健
康
を
回
復
・
増
進
し
た
場
合
に
は
も
は
や
法
益
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
な
い
⽜⽛
成
功
し
た
専
断
的
治
療
行
為
に
つ
い
て
は
傷
害
の
罪
と

し
て
の
可
罰
性
は
否
定
す
べ
き
で
あ
⽜
り
、⽛
逮
捕
・
監
禁
罪
や
強
要
罪
な
ど
自
由
に
対
す
る
罪
…
…
の
成
立
も
ま
た
通
常
は
考
え
ら
れ
な

い
⽜⽛
結
局
、
専
断
的
治
療
行
為
は
成
功
し
て
い
る
か
ぎ
り
不
可
罰
に
と
ど
ま
り
、
民
事
的
な
不
法
行
為
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
⽜。
失

敗
し
た
治
療
行
為
に
つ
い
て
は
、
失
敗
が
医
学
的
適
性
を
欠
い
て
い
た
と
き
に
は
過
失
犯
が
成
立
す
る
が
、
医
学
的
適
応
と
医
術
的
適
正

が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
患
者
の
明
確
な
意
思
に
反
し
て
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
の
み
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当

性
が
認
め
ら
れ
る
。

北研 54 (1・20) 20

論 説

北研 54 (1・21) 21

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑻・完



（
bb
）
医
療
技
術
規
準
説

大
谷
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
を
図
る
た
め
、⽛
十
分
な
説
明
を
し
た
う
え
で
の
同
意
⽜
を
重
視
す

べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、⽛
し
か
し
、
患
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
治
療
の
目
的
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の

手
段
・
方
法
が
医
学
上
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
社
会
通
念
上
是
認
し
う
る
限
り
、
人
の
身
体
の
外
形
な
い
し
生
理
的
機

能
を
不
良
に
変
更
す
る
行
為
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
⽜
と
し
て
、
専
断
的
治
療
行
為
に
つ
い
て
、⽛
医

学
上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
同
意
の
な
い
治
療
行
為
は
傷
害
罪
に
当
ら
な
い
⽜
と
す
る
（
53
）。

（
cc
）
同
意
説

斉
藤
は
、
基
本
的
に
治
療
行
為
の
構
成
要
件
不
該
当
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
専
断
的
治
療
に
つ
い
て
は
傷
害

罪
の
成
立
を
認
め
る
（
54
）。
①
患
者
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
治
療
行

為
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
、
②
患
者
が
医
師
か
ら
十
分
な
説
明
を
受
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
知
識
を
も
ち
、

そ
の
上
で
治
療
行
為
を
拒
ん
だ
と
き
は
、⽛
た
と
え
そ
の
治
療
行
為
が
、
医
学
的
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
に
医
療
と
し
て
の
規
準

に
あ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
と
し
て
も
、（
そ
う
し
て
、
た
と
え
そ
の
治
療
行
為
が
う
ま
く
い
っ
た
と
し
て
も
、
患
者
の
身
体
に
な
に
か
の

生
理
的
機
能
を
害
す
る
と
い
う
結
果
が
の
こ
る
以
上
は
、）
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
あ
た
る
⽜。
③
患
者
が
治
療
行
為
を
受
け
る
か
ど
う
か

と
い
う
意
思
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
て
い
な
い
場
合
で
、（
α
）
意
識
を
喪
失
し
て
い
る
と
き
は
推
定
的
承
諾
の
法
理
に
よ
り
治
療
行
為
は

許
さ
れ
る
。（
β
）
癌
患
者
に
は
意
識
が
あ
り
、
そ
の
承
諾
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
病
状
や
治
療
の
結
果
に
つ
い
て
十
分
な
説
明

を
し
た
な
ら
、
患
者
に
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
か
え
っ
て
治
療
の
結
果
を
悪
く
す
る
の
で
十
分
な
説
明
を
し
て
承
諾
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
医
師
は
治
療
の
結
果
が
か
え
っ
て
悪
く
な
ら
な
い
程
度
の
説
明
を
す
れ
ば
足
り
、
こ
の
一
種
の
錯
誤
に
陥
れ
て
得
た

⽛
承
諾
⽜
が
あ
れ
ば
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
。
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（
ｂ
）
構
成
要
件
該
当
説

大
塚
は
、⽛
医
療
行
為
の
中
に
は
、
患
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
含
む
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
社
会
的

相
当
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
構
成
要
件
該
当
性
ま
で
は
阻
却
し
な
い
⽜
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
、
そ
れ
が
治
療
の
目
的
で
、
承
諾

も
し
く
は
推
定
的
承
諾
の
も
と
に
、
医
学
上
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
き
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
傷

病
者
の
意
に
反
し
て
行
わ
れ
る
専
断
的
治
療
行
為
は
治
療
の
目
的
を
達
し
て
も
違
法
で
あ
る
と
論
ず
る
（
55
）。
専
断
的
治
療
行
為
の
場
合
に

は
、⽛
医
師
は
、
自
己
の
行
為
が
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
暴
行
罪
に
は
あ
た
り
う
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
行
為
を
行
っ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
く
結
果
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
暴
行
罪
の
結
果
的
加
重
犯
と
し
て
の
傷
害
罪
ま
た
は
傷
害
致
死
罪

が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
医
師
が
、
承
諾
に
関
す
る
不
備
を
知
り
つ
つ
も
、
同
時
に
、
真
摯
に
患
者
を
治
療
し
よ
う
と

す
る
意
思
の
も
と
に
そ
の
医
療
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
患
者
を
死
傷
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
容
を
欠
く
も
の
と
し
て
死
傷
の

結
果
に
対
す
る
故
意
の
責
任
を
問
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
⽜。
医
師
に
そ
の
業
務
上
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
過
失
が
あ
っ
た
場
合
、

業
務
上
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
。

町
野
も
専
断
的
治
療
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
が
、
優
越
的
利
益
の
判
断
に
当
っ
て
患
者
の
意
思
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
す
る
。⽛
治
療
行

為
は
暴
行
・
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
違
法
・
有
責
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
罪
を
含
め
た
致
死

傷
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
⽜
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
、
専
断
的
治
療
行
為
の
可
罰
性
を
肯
定
し
、
治
療
行
為
の
医
学
的
正

当
性
の
み
が
傷
害
結
果
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
は
な
く
、
治
療
行
為
が
身
体
利
益
の
増
進
と
い
う
客
観
的
に
見
た
優
越
的
利
益
を
維

持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、⽛
い
ず
れ
の
身
体
利
益
も
患
者
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
意
思
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
な
比
較

衡
量
に
よ
っ
て
優
越
的
利
益
の
判
断
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
⽜。⽛
医
学
的
に
い
か
に
非
合
理
的
に
見
え
る
拒
絶
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
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が
患
者
自
身
の
身
体
的
利
益
に
関
す
る
有
効
な
選
択
で
あ
る
以
上
、
医
師
は
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
の
現
実
的
な
拒

絶
意
思
は
治
療
行
為
の
合
法
性
の
絶
対
的
な
限
界
、⽝
柵
⽞
で
あ
る
⽜
と
論
ず
る
（
56
）。

内
藤
は
町
野
と
同
じ
く
専
断
的
治
療
の
可
罰
性
を
限
定
す
る
。
治
療
行
為
の
違
法
性
阻
却
の
根
拠
は
優
越
的
利
益
の
原
理
に
基
づ
く

が
、
そ
の
具
体
的
衡
量
に
当
っ
て
は
、
医
学
的
適
応
性
と
医
学
的
正
当
性
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、⽛
患
者
の
選
択
に
反
し

な
い
と
い
う
意
味
で
の
⽝
患
者
の
同
意
⽞
が
必
要
⽜
で
あ
る
が
、⽛
患
者
の
個
人
的
選
択
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
治
療
行
為
に
限
っ
て

違
法
で
あ
る
⽜
（
57
）。
治
療
目
的
と
い
う
の
も
、
行
為
者
の
主
観
的
治
療
目
的
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
な
く
、
客
観
的
治
療
傾
向
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
（
58
）。

浅
田
も
内
藤
説
と
同
様
に
専
断
的
治
療
の
可
罰
性
を
限
定
す
る
。
治
療
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
患
者
の
同
意
、
医

学
的
適
応
性
と
医
術
的
正
当
性
が
必
要
で
あ
る
が
、
治
療
目
的
と
い
う
の
は
行
為
の
客
観
的
目
的
（
治
療
傾
向
）
と
捉
え
れ
ば
足
り
る
。

専
断
的
治
療
行
為
に
つ
い
て
は
、⽛
傷
害
罪
の
法
益
も
、
た
ん
な
る
身
体
の
健
康
か
ら
、
法
益
主
体
た
る
個
人
の
意
思
に
基
づ
く
身
体
の
健

康
へ
と
、
広
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
⽜
の
で
、
傷
害
罪
と
し
て
違
法
で
あ
る
が
、
手
術
が
成
功
し
た
場
合
、
一
般
に
は
可
罰
的
違

法
性
に
欠
け
る
と
論
ず
る
（
59
）。

（
ｃ
）
評
価

成
功
説
及
び
医
療
技
術
規
準
説
に
は
問
題
が
あ
る
。
専
断
的
治
療
の
結
果
が
成
功
し
た
か
失
敗
し
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

又
、
そ
れ
が
医
療
技
術
規
準
に
適
っ
て
い
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
患
者
が
明
確
に
治
療
を
拒
絶
し
て
い
る
場
合
に
は
、
医
師
は
患
者

の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
治
療
侵
襲
を
加
え
る
権
限
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
医
学
的
に
は
成
功
し
た
と
評
価
さ
れ
る
治
療
侵
襲
で
あ
っ
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て
も
、
患
者
に
重
大
な
物
質
的
喪
失
が
あ
る
と
き
に
ま
で
傷
害
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
の
で
は
、
患
者
は
不
本
意
に
も
治
療
を
甘
ん
じ
て

受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
人
の
自
己
の
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
憲
法
第
一
三
条
）
を
保
護
す
る
の
に
十
分
で
な
い
。
い
わ
ん
や
、

治
療
行
為
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
こ
と
は
ま
す
ま
す
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
意
説
が
妥
当
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
患
者
の
自
己
決
定
権
を
保
護
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
己
決
定
権
と
い
う
の
も

そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
、
常
に
、
身
体
の
不
可
侵
性
と
関
係
し
た
自
己
決
定
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
身
体

の
不
可
侵
性
は
法
共
同
体
の
客
観
的
価
値
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
不
可
侵
性
と
い
う
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
不
法
が
現
実

化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
法
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
特
別
の
正
当
化
事
由
、
つ
ま
り
、
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。
日
進
月
歩
の
医
療
技

術
の
発
展
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
い
や
や
も
す
れ
ば
、
患
者
が
治
療
の
た
ん
な
る
客
体
と
さ
れ
か
ね
な
い
と
す
れ
ば
、
専
断
的
治
療
を
格

別
に
定
め
て
い
な
い
日
本
刑
法
に
お
い
て
は
、基
本
的
に
専
断
的
治
療
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
60
）。

治
療
行
為
に
傷
害
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
、
違
法
性
の
段
階
で
、
そ
の
詳
細
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
行
為
者
の
主
観
的
要
素
と

し
て
は
、
主
観
的
治
療
の
意
思
（
主
観
的
正
当
化
要
素
）
が
必
要
で
あ
り
、
一
部
の
学
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
者
の
主
観
的
治
療
目

的
を
不
要
と
し
て
、
客
観
的
治
療
傾
向
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

結
局
、
人
の
自
己
の
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
憲
法
第
一
一
条
、
一
二
条
、
一
三
条
）
を
十
全
に
保
障
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

専
断
的
治
療
は
、
現
行
法
上
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
専
断

的
治
療
罪
の
検
討
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
傷
害
罪
は
専
断
的
治
療
と
い
う
特
殊
の
不
法
内
実
を
評
価
す
る
の
に
最
適
と
も
い
え
な
い
。
そ

こ
で
、
立
法
論
と
し
て
は
、
傷
害
罪
と
は
別
個
の
、
身
体
の
不
可
侵
性
を
あ
る
種
の
専
断
的
侵
襲
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
専
断
的
治
療
罪

が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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章

注

（
1
）
P.Bockelm
ann,StrafrechtdesA
rztes,1968,66
ff.;ders.,O
perativerEingriffund
Einw
illigung
desV
erletzten,JZ
1962,525,528;ders.,

StrafrechtBT
2,1977,59;W
.H
ardw
ig,Betrachtungen
zur
Frage
des
H
eileingriffs,GA
1965,161,162
f.

（
2
）
R
.Frank,D
as
Schtrafgesetzbuch
für
das
D
eutsche
Reich,18.A
ufl.,1931,II3
vor
§
223.

近
時
の
成
功
説
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
①
適
正
且
つ
成
功
し
た
侵
襲
は
、
患
者
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
構
成
要
件
阻
却
か
違
法
性
阻
却
か
に
か
か
わ
り
な
く

不
処
罰
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
手
術
中
に
想
定
外
の
所
見
が
あ
り
手
術
拡
張
を
す
る
場
合
の
よ
う
に
患
者
の
承
諾
が
な
い
と
き
は
、
推
定
的
承
諾
の
法
理
が

働
く
。
承
諾
な
く
手
術
を
行
う
医
師
に
は
、
専
断
的
治
療
罪
の
規
定
が
な
い
限
り
、
強
要
罪
、
自
由
剥
奪
罪
が
成
立
し
う
る
。
②
失
敗
に
終
わ
っ
た
適
切
な

侵
襲
も
不
処
罰
で
あ
る
。
故
意
が
通
常
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
救
助
目
的
が
故
意
を
排
除
す
る
か
ら
で
あ
り
、
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
一
般
的
注
意

義
務
違
反
が
欠
如
す
る
か
ら
で
あ
る
。
③
処
置
過
誤
の
た
め
に
失
敗
し
た
侵
襲
の
場
合
、
未
必
の
故
意
が
あ
れ
ば
故
意
犯
が
、
個
人
的
注
意
義
務
違
反
が
あ

れ
ば
過
失
犯
が
成
立
す
る
。
R
.M
aurach,F.-Ch.Schroeder
u.M
.M
aiw
ald,StrafrechtBT
1,9.A
ufl.,2003,§
8
Rn
23
ff.

（
3
）
V
gl.A
.E
ser,D
.Sternberg-Lieben,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch,28.A
ufl.,2010,§
223
Rn
30.

（
4
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K
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ngisch,D
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Bedeutung
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ärztlichen
O
peration,1958,20;ders.,Ä
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und
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illigung,

ZStW
58
(1939),1,5;E
b.Schm
idt,D
er
A
rztim
Strafrecht,1939,69
ff.;F.Schaffstein,Soziale
A
däquanz
und
T
atbestandsm
äßigkeit,

ZStW
72
(1960),369,378（
医
的
行
為
の
社
会
的
相
当
性
か
ら
同
じ
結
論
を
導
く
）;H
.Blei,StrafrechtII,BT
,12.A
ufl.,1983,57
ff.（
重
要
性
説
か
ら

は
、医
療
規
準
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
侵
襲
は
過
失
致
死
罪
、傷
害
罪
に
ふ
さ
わ
し
い
因
果
関
係
の
意
義
か
ら
し
て
問
題
と
な
ら
な
い
）;W
elzel,(Fn.I-7),289.

ヒ
ル
シ
ュ
は
、
治
療
侵
襲
が
成
功
し
た
場
合
に
は
客
観
的
構
成
要
件
不
該
当
、
医
療
技
術
規
準
に
則
っ
た
が
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
少
な
く
と
も
主
観
的
構

成
要
件
不
該
当
と
す
る
。
H
.-J.H
irsch,Zur
Frage
eines
Straftatbestandes
der
eigenm
ächtigen
H
eilbehandlung,in:Zipf-Geds,353;ders.,

Leipziger
K
om
m
entar
StGB,11.A
ufl.,§
228
Rn
37.

（
5
）
V
gl.E
ser/Sternberg-Lieben
(Fn.3),§
223
Rn
30.

（
6
）
J.Baum
ann,G
.A
rztu.U
.W
eber,Strafrechtsfälle
und
Lösungen,6.A
ufl.,1986,68;G
.G
rünw
ald,D
ie
A
ufklärungspflichtdesA
rztes,

ZStW
73
(1961),5,9
f.;V
.K
rey,StrafrechtBT
,Bd.1,12.A
ufl.,2002,§
3
Rn
208,218;H
.Schröder,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch,

K
om
m
entar,17.A
ufl.,1974,§
223
Rn
19;J.W
essels,M
.H
ettinger,StrafrechtBT
1,36.A
ufl.,2012,§
6
Rn.326.

（
7
）
E
ser/Sternberg-Lieben,(Fn.3),§
223
Rn
31.

（
8
）
E
ser/Strenberg-Lieben,(Fn.3),§
223
Rn
31.

北研 54 (1・26) 26

論 説

北研 54 (1・27) 27

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑻・完



（
9
）
E
ser/Sternberg-Lieben,(Fn.3),§
223
Rn
32
ff.

（
10
）
RG
St25,375（
自
然
療
法
の
信
奉
者
で
あ
る
父
親
が
事
前
に
拒
絶
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
は
足
首
の
骨
に
結
核
性
の
膿
潰
を
病
ん
で
い
た
七

歳
の
女
児
に
二
回
に
わ
た
っ
て
足
の
手
術
を
行
い
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
切
断
し
た
と
い
う
事
案
。
原
審
は
、
女
児
の
健
康
は
手
術
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
刑
法
第
二
二
三
条
の
意
味
で
の
⽛
虐
待
⽜
や
⽛
健
康
障
害
⽜
に
当
ら
ず
、
医
師
が
女
児
の
父
親
の
意
思
に
反
し
て
手
術
を
し
た
か
否
か

は
法
的
意
味
を
有
し
な
い
と
し
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
外
科
手
術
は
傷
害
に
あ
た
り
、
そ
の
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
た
め
に
は
患
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
）;BGH
St11,111,113⽛
基
本
法
第
二
条
第
二
項
第
一
文
〔
各
人
は
、
生

命
、
身
体
を
害
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
―
筆
者
挿
入
〕
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
身
体
の
不
可
侵
性
へ
の
権
利
は
、
生
命
に
危
険
な
病
気
か
ら
解
放
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
身
体
の
不
可
侵
の
放
棄
を
拒
絶
す
る
人
に
あ
っ
て
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
…
…
と
い
う
の
も
、
生
命
の
危
う
い
病
人
で

あ
っ
て
す
ら
、
手
術
を
拒
否
す
る
納
得
の
い
く
そ
し
て
人
間
的
に
も
倫
理
的
に
も
尊
敬
に
値
す
る
理
由
を
も
ち
う
る
の
で
あ
り
、
手
術
に
よ
っ
て
し
か
病
気

か
ら
解
放
で
き
な
い
場
合
で
す
ら
そ
う
な
の
で
あ
る
⽜;16,309;BGH
N
StZ
1996,34.参
照
、
町
野
朔
⽝
患
者
の
自
己
決
定
権
と
法
⽞
一
九
八
六
・
三
八
頁

以
下
。
J.Baum
ann,StrafrechtA
T
,5.A
ufl.,1968,§
15
III3c⽛
身
体
の
不
可
侵
性
と
い
う
法
益
に
対
す
る
侵
襲
は
…
…
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当

し
、
違
法
性
の
点
で
十
分
に
疑
わ
し
い
の
で
、
正
確
な
違
法
性
阻
却
の
検
証
を
す
る
方
が
よ
い
ほ
ど
十
分
に
違
法
性
の
点
で
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
、
医
師
に

手
術
の
実
施
の
た
め
の
特
許
状
を
授
け
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
被
侵
害
者
の
承
諾
か
推
定
的
承
諾
、
あ
る
い
は
、
超
法
規
的

緊
急
避
難
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
正
確
に
知
り
た
い
。
病
人
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
手
術
は
、
ど
こ
と
な
く
お
か
し
い
許
さ
れ
な
い
治
療
あ
る
い
は

一
種
の
強
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
基
本
法
第
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
身
体
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
真
の
侵
襲
で
あ
る
⽜。

（
11
）
BGH
(Zivilsenat)JZ
1989,901⽛
患
者
が
、
即
刻
且
つ
包
括
的
な
医
師
の
処
置
の
き
っ
か
け
と
な
る
切
迫
し
た
状
態
に
関
す
る
（
本
件
で
は
細
網
細
胞
肉

腫
―
悪
性
腫
瘍
―
）
情
報
を
与
え
ら
れ
ず
、
必
要
と
さ
れ
る
医
師
の
助
言
も
与
え
ら
れ
な
い
場
合
、
重
い
医
師
の
治
療
過
誤
が
認
め
ら
れ
る
。
近
親
者
へ

の
治
療
の
説
明
は
、
そ
も
そ
も
患
者
の
承
諾
な
し
に
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
通
常
は
意
思
と
患
者
の
間
の
話
し
合
い
の
代
わ
り
と
は
な
り
え
な
い
⽜。

（
12
）
P.Cram
er,Ein
Sonderstraftatbestand
für
die
eigenm
ächtige
H
eilbehandlung,in:Lenckner-FS,1998,763.

（
13
）
Bockelm
ann,(Fn.1),62.

（
14
）
K
rey,(Fn.6),§
3
Rn
220
f.

（
15
）
V
gl.Ch.K
atzenm
eier,Ein
Sonderstraftatbestand
der
eigenm
ächtigen
H
eilbehandlung,ZRP
1997,156.

（
16
）
EBRV
,1971,241
f.;K
.Schm
oller,Salzburger
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,5.Lfg,§
110
Rn
1
f.

（
17
）
本
梗
概
は
主
と
し
て
Schm
oller,(Fn.16),§
110
に
依
拠
す
る
。
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（
18
）
EBRV
(Fn.16),241.

（
19
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
4.

（
20
）
Ch.Bertel,K
.Schw
aighofer,Ö
sterreichisches
StrafrechtBT
I,9.A
ufl.,2006,§
110
Rn
12;Fuchs,(Fn.I-17),16.K
ap
Rn
46.

ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
は
、
専
断
的
治
療
罪
の
構
成
要
件
が
無
い
の
で
、
仮
に
専
断
的
治
療
に
傷
害
罪
の
適
用
が
な
い
と
す
れ
ば
、
専
断
的
治
療
は
不
処
罰

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
基
本
的
に
は
傷
害
罪
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
、
有
効
な
承
諾
が
あ
っ
た
場
合
に
だ
け
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
6.

（
21
）
Bertel/Schw
aighofer,(Fn.20),§
110
Rn
12;Burgstaller/Fabrizy,(Fn.I-8),§
83
Rn
30.

（
22
）
Fuchs,(Fn.I-17),16.K
ap
Rn
45.

（
23
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
7.

（
24
）
Fuchs,(Fn.I-17),16.K
ap
Rn
44.

（
25
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
7.

（
26
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
9.

（
27
）
Bertel/Schw
aighofer,(Fn.20),§
110
Rn
1;E
.E
.Fabrizy,Strafgesetzbuch,11.A
ufl.,2013,§
110
Rn
1;E
.Foregger,G
.K
odek,StGB
6.

A
ufl.,§
110
A
nm
I;H
.Zipf,Problem
e
eines
Straftatbestandes
der
eigenm
ächtigen
H
eilbehandlung,in:Bockelm
ann-FS,1978,577,578.

（
28
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
12.

（
29
）
Foregger/K
odek,(Fn.27),§
110
A
nm
.I.

（
30
）
Zipf,(Fn.27),581.

（
31
）
D
.K
ienapfel,Grundriß
des
österreichischen
Strafrechts
BT
I,4.A
ufl.,1997,§
110
Rn
7.

（
32
）
Ch.Bertel,K
.Schw
aighofer,Ö
sterreichisches
StrafrechtBT
I,4.A
ufl.,1995,§
110
Rn
2
f.;Zipf,(Fn.27),580
f.

（
33
）
Bertel/Schw
eighofer,(Fn.32),§
110
Rn
3.

（
34
）
K
.Schm
oller,Zum
T
atbestand
der
T
äusung,JBl1989,10,21
f.

（
35
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110Rn
26f.オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
法
院
（
O
GH
11.9.1984,JBl1985,304）
は
、
小
児
科
診
療
所
で
両
親
を
騙
し
て
危
険
の
無
い
、

し
か
し
、
胃
ゾ
ン
デ
の
挿
入
を
伴
う
科
学
的
実
験
を
乳
児
に
行
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
人
間
の
専
断
的
科
学
的
実
験
は
他
人
に
役
立
つ
侵
襲
で
あ
っ
て
広
義

に
お
い
て
も
第
一
一
〇
条
の
意
味
で
の
⽛
処
置
で
は
な
い
⽜
と
説
示
し
て
、
第
一
〇
八
条
（
欺
罔
罪
）
を
適
用
し
た
。
本
判
決
に
よ
る
と
、
血
液
提
供
、
臓
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器
提
供
と
い
っ
た
他
人
に
役
立
つ
侵
襲
は
す
べ
て
第
一
一
〇
条
の
適
用
外
と
な
る
。
本
判
決
に
対
し
て
、学
説
の
一
部
は
第
一
一
〇
条
の
適
用
を
主
張
す
る
。

Bertel/Schw
aighofer,(Fn.20),§
110Rn
3.こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、
科
学
的
実
験
の
よ
う
な
第
三
者
の
た
め
の
医
学
的
侵
襲
に
基
本
的
に
第

一
一
〇
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
と
は
関
係
な
く
、
構
成
要
件
が
傷
害
や
健
康
障
害
の
強
度
か
ら
の
侵
襲
に
限
定
し
て
い
る
と
き
、
本
事
案
に
第
一

一
〇
条
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
主
張
す
る
。
専
断
的
医
学
的
実
験
は
治
療
で
は
な
い
か
ら
、
先
ず
、
第
八
三
条
以
下
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規

定
で
は
、
い
か
な
る
強
度
か
ら
身
体
の
不
可
侵
性
の
侵
害
が
刑
法
上
重
要
と
な
る
か
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
医
学
的
実
験
が
こ
の
強
度
閾
の
下
に
止
ま
る
な

ら
、
第
一
一
〇
条
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
。
一
方
で
、
そ
の
他
の
（
専
断
的
）
乳
児
虐
待
が
身
体
的
損
害
又
は
健
康
損
害
と
と
も
な
わ
な
い
と
き
（
例
え
ば
、

殴
打
、
粗
暴
な
扱
い
）
不
処
罰
で
あ
り
、
他
方
で
、
専
断
的
（
無
害
の
）
医
学
的
実
験
が
第
一
一
〇
条
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
理
解
し
難
い

か
ら
で
あ
る
。
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
28.

（
36
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
29
f.

（
37
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
32.

（
38
）
Ch.Bertel,W
ienerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,2000,§
110
Rn
27;Bertel/Schw
aighofer,(Fn.32),§
110
Rn
8;Schm
oller,

(Fn.16),§
110
Rn
74.

（
39
）
Bertel/Schw
aighofer,(Fn.32),§
110
Rn
10;Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
74.

（
40
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
75.

（
41
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
76.

（
42
）
EBRV
,(Fn.18),242
r.

（
43
）
Bertel,(Fn.38),§
110
Rn
30;Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
77.

（
44
）
K
ienapfel,(Fn.31),§
110
Rn
34;Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
77.

（
45
）
M
oos,(Fn.I-5),§
78
Rn
10,32.

（
46
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
77.

（
47
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
79
f.

（
48
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
82.

（
49
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
83.

（
50
）
Bertel,(Fn.38),§
110
Rn
32.
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（
51
）
Schm
oller,(Fn.16),§
110
Rn
83.

（
52
）
金
澤
文
雄
⽛
医
療
と
刑
法
⽜（⽝
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
⽞
所
収
・
一
九
七
九
年
・
一
二
五
頁
以
下
）
一
二
八
頁
以
下
。

（
53
）
大
谷
（
Ⅱ
-44
）
二
六
〇
頁
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
山
中
（
Ⅰ
-55
）
六
〇
三
頁
⽛
患
者
の
自
己
決
定
権
（
Selbstbestim
m
ungsrecht）
は
尊
重

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
患
者
の
同
意
の
存
在
は
、
治
療
行
為
の
正
当
化
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
⽜。

な
お
、
最
決
平
成
一
七
・
七
・
一
九
刑
集
五
九
・
六
・
六
〇
〇
〔
同
棲
の
者
と
口
論
の
末
、
ナ
イ
フ
の
刺
突
に
よ
る
刺
創
を
負
い
救
急
病
院
に
搬
送
さ
れ

た
被
告
人
に
対
し
、
医
師
甲
は
そ
の
刺
創
が
腎
臓
に
達
し
て
い
る
と
必
ず
血
尿
が
出
る
こ
と
か
ら
尿
検
査
の
実
施
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
同
被
告
人
は
こ
れ

を
強
く
拒
絶
し
た
。
甲
は
Ｃ
Ｔ
検
査
等
の
画
像
診
断
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
腹
腔
内
の
出
血
は
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
急
性
期
の
た
め
未
だ
出
血
し
て
い

な
い
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
と
考
え
、
採
尿
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
旨
同
被
告
人
を
説
得
し
た
。
同
被
告
人
は
、
も
う
帰
る
な
ど
と
云
っ
て
こ

れ
を
聞
か
な
か
っ
た
が
、
甲
は
な
お
も
約
三
〇
分
間
に
わ
た
っ
て
説
得
を
続
け
、
最
終
的
に
止
血
の
た
め
に
被
告
人
に
麻
酔
を
か
け
て
縫
合
手
術
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
を
説
明
し
、
そ
の
際
に
尿
管
を
入
れ
る
こ
と
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
同
被
告
人
は
拒
絶
し
な
か
っ
た
。
甲
は
、
麻
酔
に
よ
る
同
被
告
人

の
睡
眠
中
に
、
縫
合
手
術
を
実
施
し
た
上
、
カ
テ
ー
テ
ル
で
採
尿
し
た
と
こ
ろ
、
採
取
し
た
尿
か
ら
血
尿
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
被
告
人
が
興

奮
状
態
に
あ
り
、
刃
物
で
自
分
の
背
中
を
刺
し
た
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
薬
物
に
よ
る
影
響
も
考
え
、
そ
の
尿
に
簡
易
な
薬
物
検
査
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
の
陽
性
反
応
が
出
た
と
い
う
事
案
〕⽛
上
記
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
甲
医
師
は
、
救
急
患
者
に
対
す
る
治
療
の
目
的
で
、
被
告
人

か
ら
尿
を
採
取
し
、
採
取
し
た
尿
に
つ
い
て
薬
物
検
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
医
療
上
の
必
要
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
た
と
え
同
医
師
が
こ

れ
に
つ
き
被
告
人
か
ら
承
諾
を
得
て
い
た
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
同
医
師
の
し
た
上
記
行
為
は
、
医
療
行
為
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
、
医
師
が
、
必
要
な
治
療
又
は
検
査
の
過
程
で
採
取
し
た
患
者
の
尿
か
ら
違
法
な
薬
物
の
成
分
を
検
出
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
捜
査
機
関
に
通
報
す
る

こ
と
は
、
正
当
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
医
師
の
守
秘
義
務
に
違
反
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
る
と
、
警
察
官
が
被
告
人

の
尿
を
入
手
し
た
過
程
に
違
法
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
医
師
の
し
た
上
記
各
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
被
告
人
の
尿
に
関
す
る

鑑
定
書
等
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
所
論
は
、
前
提
を
欠
き
、
こ
れ
ら
の
証
拠
の
証
拠
能
力
を
肯
定
し
た
原
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
⽜。

（
54
）
斉
藤
誠
二
⽝
刑
法
講
義
各
論
Ⅰ
⽞［
新
訂
六
版
］
一
九
八
二
・
一
九
二
頁
以
下
。
な
お
、
前
田
（
Ⅱ
-39
）
三
四
〇
頁
以
下
⽛
医
的
侵
襲
内
容
を
完
全
に
認
識

し
た
上
で
の
真
摯
な
同
意
（
完
全
な
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）
が
存
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
被
害
者
の
法
益
の
完
全
な
放
棄
が
認
め
ら
れ
、
不
可

罰
と
す
べ
き
で
あ
る
。
逆
に
、
患
者
の
意
思
に
反
す
る
専
断
的
治
療
行
為
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
正
当
化
の
た
め
の
要
件
は
、

治
療
行
為
の
ほ
と
ん
ど
が
生
命
身
体
等
に
重
要
な
法
益
侵
害
を
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
緊
急
避
難
類
似
の
厳
格
な
も
の
が
要
求
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
余
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地
は
少
な
い
⽜。

（
55
）
大
塚
（
Ⅱ
-43
）
四
二
三
頁
以
下
、
福
田
平
、
大
塚
仁
⽝
刑
法
総
論
Ⅰ
⽞
一
九
七
九
・
二
一
六
頁
以
下
。
木
村
（
Ⅱ
-41
）
二
八
八
頁
以
下
は
、
治
療
行
為
の

違
法
性
阻
却
の
根
拠
に
つ
き
、
治
療
目
的
説
、
す
な
わ
ち
、⽛
治
療
す
な
わ
ち
個
人
の
健
康
を
維
持
し
、
病
気
の
悪
化
を
防
止
し
、
健
康
の
回
復
を
は
か
る
こ

と
は
国
家
的
に
承
認
せ
ら
れ
た
共
同
生
活
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
治
療
行
為
は
、
こ
の
目
的
達
成
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
違
法
性
が
阻
却
せ
ら
れ

る
⽜
と
し
た
上
で
、
本
人
の
承
諾
又
は
配
偶
者
・
保
護
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
な
さ
れ
る
専
断
的
治
療
行
為
は
違
法
で
あ
る
こ
と
、

主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
の
治
療
目
的
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。

（
56
）
町
野
朔
⽝
患
者
の
自
己
決
定
権
と
法
⽞
一
九
八
六
・
一
一
六
頁
、
一
八
四
頁
。
そ
の
他
、
専
断
的
治
療
行
為
違
法
説
に
立
つ
学
説
に
、
川
端
（
Ⅱ
-45
）
三

三
一
頁
、
高
橋
（
Ⅱ
-204
）
三
三
三
頁
。

（
57
）
町
野
朔
⽛
治
療
行
為
に
お
け
る
患
者
の
意
思
―
刑
法
上
の
違
法
阻
却
論
と
の
関
連
に
お
い
て
（
2
）⽜
上
智
法
学
論
集
二
四
・
二
（
一
九
八
一
）
四
一
頁

以
下
、
五
六
頁
以
下
。
同
旨
、
中
山
（
Ⅱ
-44
）
三
〇
一
頁
注
⚔
、
井
上
裕
司
⽛
被
害
者
の
同
意
⽜（⽝
刑
法
講
座
二
巻
⽞
所
収
・
一
九
六
三
・
一
六
〇
頁
以
下
）

一
七
一
頁
。

（
58
）
内
藤
（
Ⅱ
-46
）
五
二
七
頁
以
下
。

（
59
）
浅
田
（
Ⅰ
-55
）
一
九
七
頁
以
下
。

（
60
）
V
gl.D
.Strenberg-Lieben,Strafbarkeiteigenm
ächtiger
Genom
analyse,GA
1990,289,293
f.
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被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑻・完




