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〇
年
六
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二
五
日
判
決

︵
P
u
tz
事
件
︶

│
│
人
工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中
止
に
関
す
る
新
し
い
判
例
動
向
│
│

神

馬

幸

一

一

概
説

近
時
︑
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
が
人
工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中

止
に
関
す
る
刑
事
事
件
と
し
て
︑
興
味
深
い
判
決
を
下
し
た

︵
B
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U
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こ
の
事
件
は
︑
ド
イ
ツ
国
内
で
一
般
的
に

﹁
P
u
tz
事
件
︵
D
e
r
F
a
ll
P
u
tz︶﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
の
通
称

は
︑本
件
の
被
告
人
で
あ
り
︑医
事
法
を
専
門
と
す
る
弁
護
士
で
も
あ

る
W
o
lfg
a
n
g
P
u
tz
氏
に
由
来
す
る
︵

︶
︒
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
状

1

況
は
︑
五
年
近
く
昏
睡
状
態
に
あ
っ
た
被
害
者
︵
E
rik
a
K
ü
llm
e
r︶

に
対
し
︑
民
法
上
の
﹁
世
話
人
︵
B
e
tre
u
e
r︶
︵

︶﹂
に
任
命
さ
れ
た
娘

2

︵
E
lk
e
G
lo
o
r︶
が
本
件
被
告
人
で
あ
る
P
u
tz
氏
の
助
言
に
応
じ
て
︑

胃
瘻
の
管
を
切
断
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
こ

の
切
断
行
為
は
︑
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
を
惹
き
起
す
こ
と
も

な
く
︑
被
害
者
は
︑
そ
の
後
も
︑
数
週
間
︑
生
き
続
け
た
︵
原
審
の

フ
ル
ダ
地
方
裁
判
所
判
決
で
は
︑
娘
の
G
lo
o
r
夫
人
は
︑
無
罪
と
な

り
︑
P
u
tz
氏
は
︑
故
殺
未
遂
罪
の
共
同
正
犯
で
有
罪
と
さ
れ
︑
執

行
猶
予
付
き
の
自
由
刑
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
︶︒
被
害
者
は
︑
人

工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中
止
を
判
断
能
力
が
あ
る
時
期
に
口
頭
で
表

示
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
︑
被
告
人
は
︑
無

罪
を
主
張
し
︑
そ
れ
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
と
し
て
の
判
断
が

求
め
ら
れ
て
い
た
︒
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本
件
は
︑
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
状
況
︵
死
期
が
切
迫
し
て
い
な

い
段
階
︑
生
命
維
持
の
た
め
の
医
療
的
処
置
に
対
す
る
口
頭
で
の
事

前
の
拒
否
的
意
思
表
示
︶
に
関
し
て
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
前
の
判

例
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
︑
解
決
困
難
な
法
的
問
題
に
一
定
の
結
論

を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
従
前
の
判
例
と
異
な
る
点
と
し
て
は
︑
今

3

回
︑
初
め
て
第
三
次
世
話
法
改
正
以
後
に
お
け
る
新
し
い
民
法
第
一

九
〇
一
条
ａ
以
下
と
刑
法
と
の
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
︵

︶
︒
こ
の
新
し
い
民
事
法
上
の
制
度
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
従

4

前
の
判
例
・
医
療
実
務
の
動
向
を
考
慮
に
入
れ
て
︑
二
〇
〇
九
年
九

月
よ
り
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
患
者
の
事
前
指
示

︵
P
a
tie
n
te
n
v
e
rfü
g
u
n
g
：
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
に
相
当
す
る
も

の
︶﹂
に
関
す
る
法
制
度
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
患

者
の
推
定
的
意
思
に
関
す
る
手
続
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
よ

5

う
な
民
事
法
上
の
規
定
が
﹁
法
的
秩
序
の
統
合
︵
本
判
決
二
五
段

落
︶﹂
と
い
う
観
点
に
お
い
て
︑
刑
法
上
︑
ど
こ
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
得
る
も
の
な
の
か
と
い
う
論
点
が
本
判
決
で
は
整
理
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
︵

︶
︒
6

日
本
で
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
患
者
の
事
前
指
示
に
関
す

る
世
話
人
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
︑
そ
の
ま

ま
の
か
た
ち
で
ド
イ
ツ
の
議
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し

か
し
︑
本
件
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
最
高
裁
決
定
︵

︶
7

が
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
︑
終
末
期
医
療
の
在
り
方
を
巡
り
︑
混

沌
と
し
て
い
る
日
本
の
法
的
状
況
に
対
し
︑
一
定
の
示
唆
を
有
す
る

も
の
と
も
思
わ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
し
い

動
向
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
︑
先
ず
は
︑
参
考
資
料
と
し
て
︑

本
件
判
決
文
を
訳
出
す
る
も
の
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
本
件
に
対
す
る

ド
イ
ツ
国
内
で
の
反
応
を
幾
つ
か
紹
介
す
る
に
留
め
︑
こ
の
判
例
に

関
す
る
詳
細
な
検
討
は
︑
他
の
機
会
に
期
し
た
い
︒

二

判
決
文
︵
翻
訳
︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
︵

︶
8

判
決
要
旨

一

一
旦
︑
開
始
さ
れ
た
医
療
的
処
置
の
不
作
為
︑
制
限
又
は
終
結

︵
治
療
の
中
止
︶
に
よ
る
臨
死
介
助
は
︑
こ
れ
が
事
実
的
な
患
者

の
意
思
又
は
推
定
的
な
患
者
の
意
思
に
合
致
し
︵
民
法
第
一
九
〇

一
条
ａ
︶︑
か
つ
︑
治
療
し
な
い
こ
と
で
死
に
至
る
病
気
の
進
行

が
成
り
行
き
に
任
せ
ら
れ
る
場
合
︑
適
法
と
さ
れ
る
︒

二

治
療
の
中
止
は
︑
不
作
為
の
み
な
ら
ず
︑
積
極
的
な
作
為
に
よ

っ
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
︒

三

あ
る
者
の
生
命
に
対
す
る
意
図
的
な
侵
害
が
医
療
的
処
置
の
中
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止
に
関
連
し
な
い
も
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
同
意
に
よ
り
適
法
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

主
文

一

被
告
人
の
上
告
に
お
い
て
︑
二
〇
〇
九
年
四
月
三
〇
日
に
お
け

る
フ
ル
ダ
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
す
る
︒

被
告
人
は
︑
無
罪
︒

二

検
察
の
上
記
判
決
に
対
す
る
上
告
は
︑
理
由
が
な
い
も
の
と
し

て
︑
棄
却
す
る
︒

三

訴
訟
費
用
及
び
被
告
人
の
必
要
経
費
は
︑
こ
れ
を
国
庫
が
負
担

す
る
︒判

決
理
由

地
方
裁
判
所
は
︑
被
告
人
に
対
し
︑
故
殺
未
遂
の
罪
で
九
月
の

[1]
自
由
刑
の
判
決
を
下
し
︑
そ
の
執
行
を
猶
予
し
た
︒
被
告
人
は
︑

法
令
違
反
の
申
立
て
に
よ
る
上
訴
に
お
い
て
︑
こ
の
原
審
判
決
の

破
棄
及
び
被
告
人
の
無
罪
を
主
張
し
た
︒
検
察
は
︑
法
令
違
反
の

申
立
て
に
よ
る
検
察
側
の
上
訴
に
お
い
て
︑
被
告
人
の
不
利
益
に

な
る
よ
う
に
︑
量
刑
に
関
す
る
異
議
を
唱
え
て
い
る
︒
こ
の
被
告

人
の
上
訴
は
︑
そ
の
全
部
に
お
い
て
︑
認
容
さ
れ
︑
検
察
の
主
張

に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
さ
れ
た
︒

Ａ
地
方
裁
判
所
は
︑
次
の
よ
う
に
事
実
認
定
し
て
い
る
︒

[2]

被
告
人
は
︑
弁
護
士
で
あ
り
︑
医
事
法
を
専
門
分
野
と
し
︑
特

[3]
に
緩
和
医
療
に
精
通
し
て
い
る
者
で
あ
る
︒
二
〇
〇
六
年
か
ら
被

告
人
は
︑
一
九
三
一
年
生
ま
れ
の
Ｅ
・
Ｋ
の
二
人
の
子
供
︑
す
な

わ
ち
︑
原
審
の
共
同
被
告
人
で
あ
る
Ｇ
に
加
え
︑
そ
の
間
に
死
亡

し
た
弟
の
Ｐ
・
Ｋ
に
対
し
︑
助
言
す
る
立
場
に
あ
っ
た
︵

︶
︒
9

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
か
ら
Ｋ
夫
人
は
︑
脳
出
血
に
よ
る
昏
睡
状

[4]
態
に
あ
っ
た
︒
彼
女
は
︑
そ
の
時
点
よ
り
︑
Ｂ
・
Ｈ
地
区
︹
ヘ
ッ

セ
ン
州
の
B
a
d
H
e
rsfe
ld
の
こ
と
︺
に
あ
る
老
人
養
護
施
設
で

介
護
さ
れ
︑
い
わ
ゆ
る
経
皮
内
視
鏡
的
胃
瘻
造
設
術
に
よ
り
︑
腹

壁
を
通
し
て
人
工
的
に
栄
養
が
補
給
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
︒

骨
折
し
た
こ
と
で
二
〇
〇
六
年
に
左
腕
を
切
断
し
た
Ｋ
夫
人
は
︑

二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
時
点
に
お
い
て
︑
身
長
一
・
五
九
ⅿ
︑
体

重
四
〇
㎏
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
︒
健
康
状
態
の
改
善
は
︑
も
は

や
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

Ｇ
夫
人
は
︑
二
〇
〇
二
年
に
彼
女
の
父
︵

︶
が
脳
出
血
に
倒
れ
︑
そ

[5]

10

の
際
︑
か
ろ
う
じ
て
重
篤
な
健
康
侵
害
を
受
け
無
か
っ
た
こ
と
を

受
け
て
︑
二
〇
〇
二
年
末
︑
彼
女
の
母
︹
Ｋ
夫
人
の
こ
と
︺
に
対

し
︑
Ｋ
夫
人
の
身
に
何
か
不
幸
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
︑
彼
女
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と
そ
の
弟
は
︑
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
を
質
問
し
た
︒
そ

の
質
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
︑
彼
女
︹
Ｋ
夫
人
の
こ
と
︺
が
意

識
不
明
に
な
り
︑
も
は
や
何
も
発
話
で
き
な
く
な
っ
た
よ
う
な
場

合
︑
彼
女
︹
Ｋ
夫
人
の
こ
と
︺
は
︑
人
工
的
な
栄
養
補
給
及
び
人

工
呼
吸
の
よ
う
な
延
命
処
置
を
希
望
し
て
お
ら
ず
︑
何
か
﹁
複
数

の
管
﹂
に
接
続
さ
れ
た
状
態
に
は
し
な
い
で
欲
し
い
と
述
べ
て
い

た
︒当

初
は
︑
Ｋ
夫
人
の
た
め
に
︑
彼
女
の
夫
︵

︶
が
世
話
人
に
任
命
さ

[6]

11

れ
︑
そ
の
後
に
職
権
で
選
任
さ
れ
た
女
性
の
職
業
世
話
人
︵

︶
の
援
助

12

を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
被
世
話
人
の
夫
が
死
亡
し
た
後
︑

二
〇
〇
五
年
末
よ
り
︑
彼
女
の
世
話
は
︑
こ
の
職
業
世
話
人
一
人

に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
︒
二
〇
〇
六
年
三
月
に
Ｇ
夫
人
は
︑

こ
の
職
業
世
話
人
に
対
し
︑
母
親
が
尊
厳
を
も
っ
て
死
ぬ
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
胃
瘻
の
取
り
外
し
を
彼
女
と
そ
の
弟
が
希
望
し
て

い
る
旨
を
伝
え
た
︒
こ
の
際
に
︑
Ｇ
夫
人
は
︑
二
〇
〇
二
年
九
月

に
お
け
る
彼
女
の
母
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
内
容
を

告
げ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
容
は
︑
こ
れ
を
彼
女
︹
Ｋ
夫
人
の
こ

と
︺
の
夫
︵

︶
と
協
議
し
︑
そ
の
後
に
書
面
に
記
し
て
欲
し
い
と
の
娘

13

の
懇
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
文
書
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
職
業
世
話
人
は
︑
被
世
話
人
の
不
明
確
な
推
定
上
の
意
思
を

根
拠
に
し
て
︑
胃
瘻
を
取
り
外
す
こ
と
を
拒
否
し
︑
そ
の
間
に
委

任
を
受
け
た
被
告
人
︹
P
u
tz
氏
の
こ
と
︺
の
度
重
な
る
介
入
に

対
し
て
も
︑
そ
れ
を
拒
否
す
る
態
度
を
採
り
続
け
た
︒

被
告
人
は
︑
そ
の
後
に
お
い
て
も
︑
Ｇ
夫
人
と
そ
の
弟
と
共
に

[7]
人
工
的
な
栄
養
補
給
の
中
止
の
た
め
に
尽
力
し
た
︒
彼
の
申
立
て

に
よ
り
︑
こ
の
二
人
の
子
供
は
︑
二
〇
〇
七
年
八
月
に
お
い
て
︑

母
の
た
め
の
世
話
人
に
任
命
さ
れ
た
︒
担
当
の
家
庭
医
に
よ
れ
ば
︑

人
工
的
な
栄
養
補
給
は
︑
医
学
的
適
応
が
な
く
︑
も
は
や
継
続
す

る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
所
見
を
有
し
て
お
り
︑
こ
の
世
話
人
の

見
解
に
賛
同
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
尽
力
は
︑
老
人

養
護
施
設
の
施
設
長
と
施
設
職
員
の
抵
抗
に
あ
っ
た
︒
人
工
的
な

栄
養
補
給
の
中
止
に
関
す
る
医
師
の
明
確
な
指
示
が
介
護
職
員
に

よ
り
従
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
︑
施
設
長
は
︑
最
終
的
に
︑

あ
る
妥
協
を
提
案
し
た
︒
そ
れ
は
︑
全
て
の
関
係
者
に
お
け
る
道

徳
的
観
念
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
︑
Ｇ
夫
人
と
Ｐ
・
Ｋ
氏
︵

︶
が
自

14

ら
胃
瘻
に
よ
る
栄
養
補
給
の
中
止
を
行
い
︑
必
要
な
緩
和
的
処
置

を
実
施
し
︑
死
に
至
る
母
に
付
き
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
に
︑

職
員
も
狭
義
に
お
け
る
介
護
活
動
を
続
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

被
告
人
と
の
協
議
を
経
て
︑
Ｇ
夫
人
と
Ｐ
・
Ｋ
氏
︵

︶
は
︑
こ
れ
を
了

15

承
し
た
︒

そ
れ
に
従
っ
て
︑
Ｇ
夫
人
は
︑
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
〇
日
に

[8]
胃
瘻
に
よ
る
栄
養
補
給
を
終
結
し
︑
同
様
に
水
分
補
給
も
制
限
し
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た
︒
し
か
し
︑
翌
日
に
お
い
て
︑
施
設
管
理
会
社
の
社
長
が
施
設

長
に
対
し
︑
即
座
に
人
工
的
な
栄
養
補
給
を
再
開
す
る
よ
う
に
指

示
し
た
︒
Ｇ
夫
人
と
Ｐ
・
Ｋ
氏
︵

︶
は
︑
こ
れ
に
同
意
し
な
い
場
合
に

16

は
︑
施
設
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
と
警
告
さ
れ
た
︒
こ
れ
に

関
し
て
︑
被
告
人
は
︑
同
日
中
に
電
話
で
︑
施
設
の
胃
瘻
に
よ
る

栄
養
補
給
の
違
法
な
継
続
に
対
し
︑
効
果
的
な
法
益
保
護
は
︑
も

は
や
短
期
間
の
内
に
期
待
で
き
る
状
況
に
は
な
い
と
し
て
︑
直
接
︑

腹
壁
上
に
出
て
い
る
胃
瘻
の
管
を
切
断
す
る
こ
と
を
二
人
に
助
言

し
た
︒
そ
の
状
況
に
お
い
て
︑
彼
︹
被
告
人
の
こ
と
︺
は
︑
ど
の

病
院
も
新
し
い
胃
瘻
の
管
を
挿
入
す
る
権
限
を
有
す
る
は
ず
が
な

く
︑
そ
の
こ
と
か
ら
︑
Ｋ
夫
人
は
︑
死
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
い
う
法
的
評
価
を
下
し
た
︒
Ｇ
夫
人
は
︑
こ
の
よ
う
な
助
言

に
従
い
︑
そ
の
助
言
の
数
分
後
に
彼
女
の
弟
の
力
を
借
り
て
︑
そ

の
管
を
切
断
し
た
︒
そ
れ
か
ら
更
に
数
分
後
︑
そ
の
よ
う
な
状
況

を
介
護
職
員
が
発
見
し
︑
施
設
長
が
警
察
へ
の
介
入
を
依
頼
し
た

後
︑
彼
女
の
子
供
達
の
意
思
に
反
し
て
︑
検
察
官
は
︑
Ｋ
夫
人
を

病
院
に
搬
送
す
る
命
令
を
下
し
︑
新
し
い
経
皮
内
視
鏡
的
胃
瘻
造

設
術
の
管
が
挿
入
さ
れ
︑
人
工
的
な
栄
養
補
給
が
再
び
開
始
さ
れ

た
︒
そ
の
病
院
に
お
い
て
︑
彼
女
は
︑
二
〇
〇
八
年
一
月
五
日
に
︑

そ
の
病
気
を
起
因
と
し
て
自
然
死
を
迎
え
た
︒

Ｂ
地
方
裁
判
所
は
︑
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
一
日
に
Ｇ
夫
人
と
共

[9]
同
し
て
惹
起
さ
れ
た
積
極
的
な
作
為
に
よ
る
故
殺
未
遂
と
い
う
被

告
人
の
行
為
は
︑
Ｋ
夫
人
の
推
定
上
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
も
︑

緊
急
救
助
の
原
則
又
は
正
当
化
緊
急
避
難
と
し
て
適
法
化
さ
れ
る

も
の
で
も
な
い
と
判
示
し
た
︒
同
様
に
︑
免
責
的
緊
急
避
難
に
も

該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
︒
こ
の
行
為
が
法
的
に
許
容
さ
れ
る
か
に

関
す
る
錯
誤
︵

︶
に
お
い
て
︑
彼
は
︑
こ
の
分
野
︹
医
事
法
︺
を
専
門

17

と
す
る
弁
護
士
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒

共
同
被
告
人
で
あ
る
Ｇ
夫
人
に
対
し
︑
被
告
人
の
法
的
助
言
を

[10]
勘
案
す
れ
ば
︑
法
的
に
許
容
さ
れ
る
か
に
関
す
る
錯
誤
は
︑
彼
女

に
お
い
て
回
避
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
︑
そ
の
行
為
に

責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
︑
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
︒

Ｃ
Ⅰ

被
告
人
の
上
訴

[11]

被
告
人
は
︑
そ
の
上
訴
に
お
い
て
︑
実
体
法
違
反
を
主
張
す
る
︒

[12]
こ
の
違
反
は
︑
原
審
の
破
棄
及
び
被
告
人
の
無
罪
を
導
く
も
の
で

あ
る
︒
被
告
人
Ｐ
の
行
為
及
び
刑
法
第
二
五
条
第
二
項
︹
共
同
正

犯
に
関
す
る
規
定
︺
に
よ
り
彼
に
帰
責
さ
れ
︑
彼
の
助
言
に
よ
り
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行
わ
れ
た
前
述
の
共
同
被
告
人
Ｇ
に
よ
る
経
皮
内
視
鏡
的
胃
瘻
造

設
術
の
管
の
切
断
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
故
殺
未
遂
と
し
て
︑
同
意

に
よ
っ
て
も
︑
他
の
適
法
化
事
由
に
お
け
る
介
入
の
理
由
付
け
に

よ
っ
て
も
︑
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
る
地
方
裁
判
所
の
前
提
は
︑

法
的
審
査
の
結
論
と
し
て
維
持
で
き
な
い
︒

一

有
罪
判
決
の
根
拠
と
し
て
認
定
さ
れ
た
行
為
に
先
行
す
る

[13]
一
連
の
状
況
の
明
確
な
法
的
評
価
が
地
方
裁
判
所
で
は
行
わ
れ
て

い
な
い
︒
し
か
し
︑
世
話
人
の
意
思
及
び
被
害
者
の
自
己
決
定
権

を
法
的
に
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
担
当
医
の
意
見
に
反
し
て
︑
施

設
経
営
者
に
よ
り
人
工
的
な
栄
養
補
給
が
意
図
的
に
再
開
さ
れ
た

と
す
る
原
審
の
見
解
は
︑
そ
れ
に
先
行
す
る
栄
養
補
給
の
終
結
が

適
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
関
す
る
地
方

裁
判
所
の
所
論
は
︑
妥
当
で
あ
る
︒

ａ

既
に
一
九
九
四
年
九
月
一
三
日
判
決
︵
1
S
tR
3
5
7
/
9
4
=

[14]
B
G
H
S
t
4
0
,
2
5
7
,
2
6
1︶︹
い
わ
ゆ
る
﹁
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
﹂
の
こ

と
︺
に
お
い
て
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
第
一
部
は
︑
回
復
不
可

能
な
状
態
の
重
篤
な
脳
損
傷
を
受
け
︑
判
断
能
力
の
な
い
患
者
に

関
し
て
︑
世
話
人
に
任
命
さ
れ
た
息
子
と
担
当
医
の
協
議
に
よ
り

人
工
的
な
栄
養
補
給
を
中
止
し
た
事
件
に
判
断
を
下
し
て
い
る
︒

そ
こ
に
お
け
る
判
決
理
由
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
本
件
と
同
様
に
︑

死
に
至
る
経
過
が
切
迫
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
刑
事
第

一
部
が
事
実
認
定
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
事
件
は
︑
当
時
の
ド
イ
ツ

連
邦
医
師
会
の
﹁
臨
死
介
助
の
た
め
の
指
針
﹂︵
D
e
u
tsch
e
s

Ä
rz
te
b
la
tt
1
9
9
3
B
-
1
7
9
1
f.を
参
照
︶
の
基
準
で
言
わ
れ
る
と

こ
ろ
の
﹁
消
極
的
臨
死
介
助
﹂
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
︒
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
は
﹁
本
件
の
よ
う
な
限

界
事
例
に
お
け
る
特
段
の
事
情
を
鑑
み
︑
医
療
上
の
治
療
又
は
処

置
の
中
止
に
よ
り
死
に
至
る
こ
と
に
関
し
て
︑
そ
の
患
者
が
中
止

に
推
定
的
な
同
意
を
与
え
て
い
た
限
り
で
︑
例
外
的
に
︑
そ
の
中

止
の
許
容
さ
れ
る
余
地
が
当
初
よ
り
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
︑
患
者
の
自
己
決
定
権
が

尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
意
思
に
反
し
て
︑
医

療
上
の
治
療
は
︑
原
則
的
に
開
始
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
く
︑
継
続

さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
﹂
と
判
示
し
て
い
る
︵
B
G
H
S
t
4
0
,
2
5
7
,

2
6
2︶︒

し
か
し
︑
失
外
套
症
候
群
に
罹
患
し
た
患
者
に
関
す
る
二
〇
〇

[15]
三
年
三
月
一
七
日
決
定
︵
X
II
Z
B
2
/
0
3
-
B
G
H
Z
1
5
4
,
2
0
5
=

N
JW

2
0
0
3
,
1
5
8
8︶︹
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
事
件
﹂
の
こ

と
︺
に
お
い
て
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
七
部
は
︑
同
意
能
力

の
な
い
患
者
の
生
命
維
持
又
は
延
命
処
置
の
不
作
為
に
関
し
て
︑

そ
れ
が
事
実
上
表
示
さ
れ
る
か
︑
推
定
さ
れ
る
患
者
の
意
思
に
合

致
す
る
こ
と
に
加
え
︑
起
因
と
な
る
病
気
が
﹁
死
に
向
か
う
不
可
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逆
的
な
経
過
﹂
を
K
っ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
︒
こ
の

こ
と
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
消
極
的
臨
死
介
助
﹂
の
許
容
性
に
関
し

て
︑
こ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
の
判
例
と
刑
事
の
判

例
の
間
に
は
︑
方
針
転
換
が
図
ら
れ
た
も
の
と
学
説
は
︑
度
々
に

わ
た
り
推
論
し
て
き
た
︵
例
え
ば
︑
H
ö
flin
g
/
R
ix
e
n
JZ
2
0
0
3
,

8
8
4
,8
8
5
ff.;In
g
e
lfin
g
e
r
JZ
2
0
0
6
,8
2
1
;O
tto
N
JW

2
0
0
6
,2
2
1
7
,

2
2
1
8
f.;S
a
lig
e
r
M
e
d
R
2
0
0
4
,2
3
7
,2
4
0
f.;S
te
rn
b
e
rg
-
L
ie
b
e
n

in
F
S
fü
r
E
se
r
(2
0
0
5
)
S
.
1
1
8
5
,
1
1
9
8
ff.;
V
e
rre
l,
G
u
ta
ch
te
n

z
u
m
6
6
.
D
JT
,
2
0
0
6
,
C
4
3
ff.を
参
照
︶︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑

二
〇
〇
五
年
六
月
八
日
に
お
け
る
民
事
第
七
部
の
費
用
に
関
す
る

決
定
︵
X
II
Z
R
1
7
7
/
0
3
-
B
G
H
Z
1
6
3
,
1
9
5
=
N
JW

2
0
0
5
,

2
3
8
5︶
が
出
さ
れ
た
後
で
あ
っ
て
も
︑
維
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
決
定
で
は
︑
世
話
人
と
医
師
に
お
い
て
更
な

る
栄
養
補
給
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
意
見
が
一
致
し
て
い
る
場

合
︑
施
設
経
営
者
は
︑
判
断
能
力
の
な
い
失
外
套
症
候
群
に
罹
患

し
た
患
者
に
お
い
て
︑
そ
の
世
話
人
に
よ
り
拘
束
力
を
有
す
る
か

た
ち
で
表
示
さ
れ
た
患
者
の
意
思
に
反
し
︑
人
工
的
な
栄
養
補
給

を
継
続
す
る
権
限
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
点
に
関
し
て

世
話
裁
判
所
も
判
断
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
︒
そ

し
て
︑
そ
の
決
定
に
よ
れ
ば
︑
起
因
と
な
る
病
気
に
よ
り
死
が
切

迫
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
も
前
提
と

は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
通
し
て
︑
患
者
の
意
思
を
根
拠
と
す
る
生
命
維
持
治

[16]
療
の
終
結
を
許
容
す
る
要
件
と
射
程
範
囲
の
不
明
確
性
が
公
的
に

も
認
知
さ
れ
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
世
話
法
第
三
次
改
正

︵
B
G
B
l
I
2
2
8
6︶
に
よ
り
︑
少
な
く
と
も
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ

第
三
項
の
限
り
に
お
い
て
は
︑
病
気
の
種
類
及
び
段
階
は
︑︵
も

は
や
︶
重
要
視
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︵
こ
れ
に
関
す

る
詳
細
は
︑
後
述
︶︒

ｂ

し
か
し
︑
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
所
論
が
妥
当
と
さ
れ
た

[17]
よ
う
に
︑
前
述
の
共
同
被
告
人
及
び
そ
の
弟
に
よ
り
不
作
為
な
い

し
は
栄
養
素
を
含
有
す
る
液
体
の
流
入
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
る

人
工
的
な
栄
養
補
給
の
終
結
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
行
為
時
点
で
一

般
的
に
認
め
ら
れ
た
権
利
を
根
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
た
理
由
は
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
消
極
的
臨
死
介
助
﹂
に
お
い
て
適
法
な
治
療
の
中
止

の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
公
認
さ
れ
た
要
件
に
該
当
し
た
か
ら
で
あ

る
︒
本
件
で
は
︑
同
意
能
力
が
失
わ
れ
る
段
階
の
以
前
に
お
い
て

明
示
的
に
述
べ
ら
れ
た
真
摯
な
意
思
が
疑
い
な
く
事
実
認
定
で
き

る
こ
と
か
ら
︑
個
別
の
事
案
で
は
︑
事
実
認
定
が
困
難
と
さ
れ
る

よ
う
な
︵
B
G
H
S
t
4
0
,2
5
7
,2
6
0
f.︶
被
害
者
の
推
定
的
な
意
思
が

問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
世
話
人
と
担
当
医
の
間
で
人
工
的

な
栄
養
補
給
の
中
止
が
患
者
の
意
思
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
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い
う
相
互
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
要
件
下
に
お

い
て
は
︑
世
話
裁
判
所
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
︑
又
は
︑

そ
の
よ
う
な
世
話
裁
判
所
の
命
令
が
下
さ
れ
る
必
要
も
な
く
︑
人

工
的
な
栄
養
補
給
の
継
続
中
止
は
︑
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
件
で
施
設
長
の
通
報
に
よ
り
人
工
的
な
栄
養
補
給
が
再
開
さ

[18]
れ
た
こ
と
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
患
者
に
お
け
る
身
体
の
完
全
性
及

び
自
己
決
定
権
を
違
法
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
地
方
裁
判
所

が
判
示
す
る
と
こ
ろ
に
法
的
な
誤
り
は
な
い
︒
こ
の
行
為
時
点
に

お
け
る
通
説
的
な
法
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
患
者
の
自
己
決
定
権
を
排

除
す
る
権
限
及
び
身
体
の
無
瑕
性
と
い
う
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権

利
を
独
断
で
侵
害
す
る
権
限
は
︑
施
設
と
の
契
約
に
お
い
て
も
︑

施
設
長
又
は
介
護
職
員
の
良
心
の
自
由
︵
基
本
法
第
四
条
第
一

項
︶
に
お
い
て
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
︵
B
G
H
Z
1
6
3
,
1
9
5
,
2
0
0
;

D
irk
se
n
G
e
sR
2
0
0
4
,
1
2
4
,
1
2
8
;
H
ö
flin
g
JZ
2
0
0
6
,
1
4
5
,
1
4
6
;

H
u
fe
n
N
JW

2
0
0
1
,
8
4
9
,
8
5
3
;
d
e
rs.
Z
R
P
2
0
0
3
,
2
4
8
,
2
5
2
;

In
g
e
lfin
g
e
r
JZ
2
0
0
6
,8
2
1
,8
2
9
;L
ip
p
F
a
m
R
Z
2
0
0
4
,3
1
7
,3
2
4
;

M
ü
lle
r
D
N
o
tZ
2
0
0
5
,
9
2
7
,
9
2
8
f.;
S
te
rn
b
e
rg
-
L
ie
b
e
n
in
F
S

fü
r
E
se
r︵
2
0
0
5︶
S
.
1
1
8
5
,
1
2
0
3
;
U
h
le
n
b
ru
ck
N
JW

2
0
0
3
,

1
7
1
0
,
1
7
1
1
f.;
V
e
rre
l,
G
u
ta
ch
te
n
z
u
m
6
6
.
D
JT
,
2
0
0
6
,
C
4
1

ff.;
W
a
g
e
n
itz
F
a
m
R
Z
2
0
0
5
,
6
6
9
,
6
7
0
f.;
そ
の
他
に

O
L
G

M
ü
n
ch
e
n
N
JW

2
0
0
3
,1
7
4
3
,1
7
4
5
;L
G
T
ra
u
n
ste
in
N
JW
-
R
R

2
0
0
3
,
2
2
1
,
2
2
4
を
参
照
︶︒

二

地
方
裁
判
所
が
有
罪
判
決
を
言
い
渡
す
際
︑
被
告
人
及
び

[19]
共
同
被
告
人
の
行
為
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
人
工
的
な
栄
養
補
給
の

違
法
な
再
開
を
阻
止
し
︑
そ
こ
に
お
い
て
身
体
の
無
瑕
性
及
び
自

己
決
定
権
の
侵
害
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
理
由
に
︑
緊
急

救
助
︹
正
当
防
衛
の
一
種
︺︵
刑
法
第
三
二
条
︶
の
規
定
に
よ
り

正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
論
拠
を
地
方
裁
判
所
が
否
定
し
た
こ
と
は
︑

妥
当
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
前
述
の
通
り
︑
被
告
人
及
び
世
話
人
に

お
い
て
は
︑
刑
法
第
三
二
条
の
意
味
で
の
正
当
防
衛
状
況
が
生
じ

て
お
り
︑
刑
法
第
三
二
条
第
二
項
で
正
当
化
さ
れ
う
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
本
件
に
お
い
て
︑
そ
の
防
衛
行
為
は
︑
そ

の
侵
害
者
の
法
益
︵
管
の
切
断
に
よ
る
器
物
損
壊
︶
に
対
し
て
の

み
な
ら
ず
︑
更
に
高
次
の
も
の
と
さ
れ
る
被
侵
害
者
の
別
個
の
法

益
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
被
侵
害
者
の

生
命
と
い
う
法
益
に
対
す
る
侵
害
は
︑
そ
の
同
一
人
物
に
お
け
る

身
体
の
無
瑕
性
と
自
己
決
定
権
と
い
う
侵
害
に
対
す
る
緊
急
救
助

と
し
て
︑
明
ら
か
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑

独
立
し
た
法
益
侵
害
と
し
て
︑
緊
急
救
助
の
状
況
に
左
右
さ
れ
な

い
固
有
の
正
当
化
事
由
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
︒

同
じ
く
︑
地
方
裁
判
所
の
所
論
に
お
い
て
妥
当
と
さ
れ
る
よ
う

[20]
に
︑
本
件
に
お
け
る
被
告
人
の
侵
害
は
︑
刑
法
第
三
四
条
︹
正
当
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化
緊
急
避
難
に
関
す
る
規
定
︺
の
意
味
に
お
け
る
現
在
の
危
難
に

脅
か
さ
れ
て
い
る
者
の
身
体
の
無
瑕
性
及
び
自
己
決
定
と
い
う
法

益
の
た
め
に
︑
そ
の
侵
害
が
被
害
者
の
高
次
の
法
益
︵
生
命
︶
に

対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
刑
法
第
三
四
条
に
よ
る

緊
急
避
難
の
観
点
か
ら
の
正
当
化
も
排
除
さ
れ
る
︵
反
対
説
と
し

て
︑
O
tto
,
G
u
ta
ch
te
n
z
u
m
5
6
.
D
JT
,
1
9
8
6
,
D
4
4
ff.;
M
e
rk
e
l

Z
S
tW

B
d
.
1
0
7︵
1
9
9
5︶
S
.
4
5
4
,
5
7
0
f.;
d
e
rs.,
F
rü
h
e
u
th
a
n
a
-

sie︵
2
0
0
0︶
S
.5
2
3
ff.;N
e
u
m
a
n
n
N
K
-
S
tG
B
v
o
r

§

2
1
1
R
n
.

1
2
7
;H
.S
ch
n
e
id
e
r
in
M
ü
K
o
-
S
tG
B
v
o
r

§§
2
1
1
ff.R
n
.1
1
1
f.;

C
h
r.
S
ch
n
e
id
e
r,
T
u
n
u
n
d
U
n
te
rla
sse
n
b
e
im

A
b
b
ru
ch

le
b
e
n
se
rh
a
lte
n
d
e
r
m
e
d
iz
in
isch
e
r
B
e
h
a
n
d
lu
n
g
1
9
9
8
S
.

2
4
2
ff.︶︒
同
様
に
︑
刑
法
第
三
五
条
︹
免
責
的
緊
急
避
難
に
関

す
る
規
定
︺
又
は
﹁
超
法
規
的
﹂
緊
急
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
の

判
断
も
排
除
さ
れ
る
︒

三

し
た
が
っ
て
︑
本
件
に
お
け
る
殺
人
行
為
は
︑
世
話
人
で

[21]
あ
る
Ｋ
夫
人
の
子
供
に
対
し
て
有
効
に
な
さ
れ
た
被
害
者
の
意
思

に
お
い
て
の
み
︑
す
な
わ
ち
︑
人
工
的
な
栄
養
補
給
を
中
断
し
︑

そ
の
継
続
又
は
再
開
を
行
わ
な
い
と
す
る
彼
女
の
意
思
に
お
い
て

の
み
︑
適
法
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

従
前
の
連
邦
通
常
裁
判
所
が
判
断
し
た
事
案
と
は
異
な
り
︑
人

[22]
工
的
な
栄
養
補
給
の
再
開
を
回
避
し
よ
う
と
直
接
的
な
生
命
の
終

結
を
意
図
し
た
先
の
共
同
被
告
人
に
お
け
る
特
段
の
事
情
に
関
し

て
︑
地
方
裁
判
所
は
︑
そ
の
事
情
が
法
的
な
誤
り
な
く
刑
法
第
二

五
条
第
二
項
に
よ
り
固
有
の
行
為
と
し
て
被
告
人
に
帰
責
し
う
る

と
し
︑
原
則
と
し
て
︑
そ
の
行
為
は
︑
不
作
為
で
は
な
く
︑
積
極

的
な
作
為
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
案
に
関

し
て
︑
従
前
の
判
例
に
お
け
る
﹁
臨
死
介
助
﹂
の
観
点
の
下
で
は
︑

直
接
的
な
生
命
終
結
の
処
置
に
正
当
化
の
余
地
は
な
い
と
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
当
法
廷
は
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九

日
の
第
三
次
世
話
法
改
正
︵
B
G
B
l
I
2
2
8
6︶
に
よ
り
改
正
さ
れ

た
民
法
の
状
況
を
鑑
み
︑
従
前
の
見
解
を
維
持
し
な
い
︒

ａ

立
法
者
は
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
に
お
い
て
︑
法
に

[23]
よ
り
治
療
の
限
界
を
設
定
す
る
患
者
の
意
思
に
関
す
る
世
話
法
の

枠
組
︑
い
わ
ゆ
る
事
前
指
示
法
︵
B
G
B
l
I
2
2
8
6︶
を
制
定
し
た
︒

二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
同
法
は
︑
と
り
わ

け
権
利
と
行
動
の
保
障
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

︵
B
e
sch
lu
sse
m
p
fe
h
lu
n
g

d
e
s

R
e
ch
tsa
u
ssch
u
sse
s

B
T
-

D
ru
ck
s.1
6
/
1
3
3
1
4
S
.3
f.及
び
7
f.を
参
照
︶︒
こ
の
新
し
い
法

的
秩
序
は
︑
一
方
で
︑
医
療
的
処
置
を
拒
否
す
る
権
利
に
加
え
︑

場
合
に
よ
り
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
る
延
命
処
置
を
も
拒
否
す
る
こ

と
を
含
む
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
個
人
の
自
己
決
定
権
を
指
導
原
理

と
し
︑
他
方
で
︑
刑
法
第
二
一
二
条
及
び
第
二
一
六
条
の
刑
法
的

ドイツ連邦通常裁判所二〇一〇年六月二五日判決（Putz 事件）
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規
範
の
み
な
ら
ず
︑
憲
法
的
に
も
保
護
さ
れ
る
人
間
の
生
命
を
指

導
原
理
と
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
原
理
間
で
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
︑
第
三
次
世
話

[24]
法
改
正
の
立
法
者
は
︑
広
範
な
協
議
と
聴
聞
の
機
会
に
多
く
の
知

見
と
様
々
な
種
類
の
意
見
を
基
礎
と
し
て
︑
実
際
に
同
意
能
力
の

な
い
患
者
に
お
い
て
︑
事
実
上
又
は
推
定
上
︑
お
お
よ
そ
具
体
的

に
治
療
の
希
望
に
関
し
て
表
現
さ
れ
た
意
思
は
︑
そ
の
病
気
の
種

類
及
び
段
階
と
は
無
関
係
に
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ

れ
に
世
話
人
の
み
な
ら
ず
︑
担
当
医
も
拘
束
さ
れ
る
と
判
断
し
た

︵

§

1
9
0
1
a
A
b
s.
3
B
G
B
;
法
案
の
理
由
に
関
し
て
は
︑

B
T
-
D
ru
ck
s.
1
6
/
8
4
4
2
S
.
1
1
f.;
D
ie
d
e
rich
se
n
in
P
a
la
n
d
t

B
G
B
6
9
.A
u
fl.

§

1
9
0
1
a
R
n
.1
6
ff.u
.2
9
を
参
照
︶︒
医
療
処
置

の
実
施
︑
不
作
為
又
は
中
止
の
判
断
に
関
し
て
世
話
裁
判
所
の
許

可
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
︑
医
師
及
び
世
話
人
又
は
自
ら
の
意

思
を
表
示
す
る
能
力
の
な
い
患
者
の
意
思
若
し
く
は
処
置
の
医
学

的
適
応
に
関
し
て
権
限
が
受
任
さ
れ
た
者
と
の
間
で
見
解
の
相
違

が
あ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
る
︵
民
法
第
一
九
〇
四
条
第
二
項
及
び

第
四
項
︶︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
の
規

定
は
︑
被
世
話
人
に
お
け
る
事
実
上
又
は
推
定
上
の
意
思
を
審
査

す
る
世
話
裁
判
所
の
手
続
を
含
ん
で
い
る
︵
こ
れ
に
関
し
て
は
︑

D
ie
d
e
rich
se
n
a
a
O
R
n
.
4
ff.
u
.
2
1
ff.;
D
ie
h
n
/
R
e
b
h
a
n
N
JW

2
0
1
0
,
3
2
6
;
H
ö
flin
g
N
JW

2
0
0
9
,
2
8
4
9
,
2
8
5
0
f.を
参
照
︶︒

ｂ

こ
の
よ
う
な
新
し
い
規
定
は
︑
刑
法
に
お
い
て
も
︑
そ
の

[25]
効
力
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
世
話
法
は
︑
文
言
上
︑

広
範
で
多
大
な
影
響
を
事
案
形
成
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
︑

立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
︑
殺
人
の
禁
止
に
対
し
て
許
容
さ
れ
る

臨
死
介
助
の
限
界
に
関
す
る
刑
法
独
自
の
規
制
を
包
含
す
る
も
の

で
は
な
く
︑
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
よ
う
な
世
話
法
の
条
文
に
は
︑
刑

法
第
二
一
二
条
と
第
二
一
六
条
の
規
定
に
言
及
し
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
︵
B
T
-
D
ru
ck
s.
1
6
/
8
4
4
2
S
.
7
f.
u
.
9
を
参
照
︶︒
そ

う
で
あ
っ
て
も
︑
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
の
文
言
が
原
則
的
に
無

制
限
で
様
々
な
世
話
法
上
の
事
案
形
成
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ

と
を
鑑
み
れ
ば
︑
殺
人
行
為
に
お
け
る
刑
法
的
な
適
法
化
の
問
題

が
単
に
民
事
法
に
付
随
す
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
留
ま
ら
な

い
こ
と
は
︑
既
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
︒
ど
こ
に
適
法
化
さ
れ

る
同
意
の
限
界
線
が
引
か
れ
︑
ど
こ
か
ら
が
要
求
に
基
づ
く
可
罰

的
な
殺
人
の
領
域
に
至
る
の
か
は
︑
同
意
に
よ
り
適
法
化
さ
れ
る

身
体
傷
害
の
射
程
範
囲
︵
刑
法
第
二
二
八
条
︶
の
問
題
と
同
様
に
︑

刑
法
上
の
特
殊
な
問
題
で
あ
り
︑
そ
れ
に
関
し
て
は
︑
原
則
と
し

て
自
律
的
な
実
体
刑
法
の
基
準
に
従
い
な
が
ら
も
︑
憲
法
的
秩
序

の
観
点
と
他
の
法
領
域
の
規
定
と
の
関
係
性
の
中
に
お
い
て
︑
そ

の
判
断
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
︵
同
様
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に
︑
V
e
rre
l,G
u
ta
ch
te
n
z
u
m
6
6
.D
JT
,︵
2
0
0
6︶
C
3
4
ff.u
n
d

5
7
ff.;
A
E
-
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g
G
A

2
0
0
5
,
5
3
3
,
5
6
4
も
参
照
︒

反
対
説
と
し
て
︑
L
ip
p
F
a
m
R
Z
2
0
0
4
,
3
1
7
;
N
e
u
m
a
n
n
/
S
a
l-

ig
e
r
H
R
R
S
2
0
0
6
,
2
8
0
,
2
8
4
;
前
の
世
話
法
に
お
け
る
開
か
れ
た

問
題
と
し
て
︑
B
e
rn
sm
a
n
n
Z
R
P
1
9
9
6
,8
7
,9
0︶︒
立
法
者
の
意

思
に
よ
れ
ば
︑
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
の
規
定
に
よ
り
︑
こ

の
よ
う
な
限
界
線
上
の
力
関
係
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
さ
れ
た
︵
B
T
-
D
ru
ck
s.
1
6
/
8
4
4
2
S
.
9︶︒
し
か
し
︑

民
法
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
は
︑
自
ら
意
思
表
示
す
る
こ
と
が
︵
も

は
や
︶
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
患
者
の
自
己
決
定
権
の
実
現
化
を

手
続
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
︒
そ
れ
ら
の
規
定
は
︑

同
意
能
力
の
な
い
状
態
に
至
っ
た
時
点
に
お
い
て
︑
そ
の
意
思
を

有
効
と
し
尊
重
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
︒
全
て
の
当

事
者
の
た
め
に
︑
こ
こ
で
目
指
さ
れ
る
保
障
目
的
を
明
確
に
達
成

し
よ
う
と
す
る
新
規
定
に
お
い
て
︑
法
的
秩
序
に
お
け
る
統
合
的

な
観
点
の
下
で
︵
R
e
u
s
JZ
2
0
1
0
,8
0
,8
3
f.︶︑
生
命
終
結
の
原
因

と
な
る
行
為
に
関
す
る
可
能
な
適
法
化
の
限
界
付
け
が
考
察
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

四

地
方
裁
判
所
は
︑
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
消
極

[26]
的
臨
死
介
助
と
し
て
︑
更
な
る
人
工
的
な
栄
養
補
給
の
不
作
為
が

従
前
の
法
で
は
許
容
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
︑
本
件
で
は
︑
そ
の
要

件
が
具
備
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
被
害
者
で
あ
る
患
者
の
意
思
に
よ
り
︑

被
告
人
及
び
共
同
正
犯
者
が
適
法
と
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
経
皮
内
視
鏡
的
胃
瘻
造
設
術
の
管
の
切
断
は
︑

積
極
的
な
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
患
者
の
同
意
に

よ
る
適
法
化
の
効
果
は
︑
否
定
さ
れ
る
と
す
る
︒

ａ

こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
従
前
の
判
例
及
び
学
説
に
お
い
て

[27]
圧
倒
的
に
支
持
さ
れ
た
解
釈
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
︵
一
定
の
条
件

下
で
︶
許
容
さ
れ
る
﹁
消
極
的
﹂
及
び
﹁
間
接
的
﹂
臨
死
介
助
に

対
し
︑
禁
止
さ
れ
る
﹁
積
極
的
﹂
臨
死
介
助
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
︵
一
般
的
に
は
︑
E
se
r
in
S
ch
ö
n
k
e
/

S
ch
rö
d
e
r
S
tG
B
2
7
.
A
u
fl.
V
o
rb
e
m
.

§§

2
1
1
ff.
R
n
.
2
1
ff.;

F
isch
e
r
S
tG
B
5
7
.
A
u
fl.
v
o
r

§§

2
1
1
-
2
1
6
R
n
.
1
6
ff.;
O
tto

N
JW

2
0
0
6
,
2
2
1
7

︵

︶

ff.;
R
o
x
in
in
R
o
x
in
/
S
ch
ro
th
H
a
n
d
b
u
ch

18

d
e
s
M
e
d
iz
in
stra
fre
ch
ts
4
.
A
u
fl.
S
.
8
3
ff.;
C
h
r.
S
ch
n
e
id
e
r,

T
u
n
u
n
d
U
n
te
rla
sse
n
b
e
im
A
b
b
ru
ch
le
b
e
n
se
rh
a
lte
n
d
e
r

m
e
d
iz
in
isch
e
r
B
e
h
a
n
d
lu
n
g
,1
9
9
8
S
.3
3
ff.;H
.S
ch
n
e
id
e
r
in

M
ü
K
o
-
S
tG
B
v
o
r

§§

2
1
1
ff.
R
n
.
8
8
ff.;
S
ch
ö
ch
in
F
S
fü
r

H
irsch
︵
1
9
9
9︶
S
.
6
9
3
ff.;
S
ch
re
ib
e
r
N
S
tZ
2
0
0
6
,
4
7
3
,
4
7
4

ff.;S
ch
ro
th
G
A
2
0
0
6
,5
4
9
ff.;U
lse
n
h
e
im
e
r,A
rz
tstra
fre
ch
t

in
d
e
r
P
ra
x
is
4
.
A
u
fl.︵
2
0
0
8︶
S
.
3
3
6
,
R
n
.
2
7
5
ff.そ
の
他
の

文
献
を
参
照
︒
同
様
に

S
te
rb
e
h
ilfe
u
n
d
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g
,
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B
e
rich
t
d
e
r
B
io
e
th
ik
-
K
o
m
m
issio
n
R
h
e
in
la
n
d
-
P
fa
lz
v
.2
3
.

A
p
ril
2
0
0
4
S
.
6
4
ff.を
参
照
︶︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
人
工
的
な
栄

養
補
給
の
単
な
る
中
止
は
︑
そ
の
外
見
上
に
生
じ
た
印
象
に
か
か

わ
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
刑
法
上
︑
意
味
の
あ
る
態
度
に
重
き
を
置

く
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
積
極
的
な
作
為
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
不
作
為

で
あ
り
︑﹁
消
極
的
な
﹂
態
度
と
し
て
看
做
さ
れ
て
い
た

︵
B
G
H
S
t
4
0
,
2
5
7
,
2
6
5
f.;
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
同
様
に
C
o
e
p
p
i-

cu
s
F
P
R
2
0
0
7
,6
3
;E
se
r
a
a
O
R
n
.2
7
ff.;F
isch
e
r
a
a
O
R
n
.9
2

u
.
1
0
4
ff.;
R
n
.
9
2
u
.
1
0
4
ff.

︵

︶
;
H
e
lg
e
rth
JR
1
9
9
5
,
3
3
8
,
3
3
9
;

19

K
u
tz
e
r
N
S
tZ
1
9
9
4
,
1
1
0
,
1
1
3
f.;
d
e
rs.
F
P
R
2
0
0
7
,
5
9
,
6
2
;

M
e
rk
e
l
Z
S
tW

B
d
.1
0
7︵
1
9
9
5︶
,5
4
5
,5
5
4
;H
.S
ch
n
e
id
e
r
a
a
O
;

S
ch
ö
ch
N
S
tZ
1
9
9
5
,1
5
3
,1
5
4
;S
ch
ro
th
G
A
2
0
0
6
,5
4
9
,5
5
0
ff.;

V
e
rre
l,
G
u
ta
ch
te
n
z
u
m

6
6
.
D
JT
,
2
0
0
6
,
C
1
3
ff.
u
.
C
5
6
f.;

V
o
g
e
l
M
D
R
1
9
9
5
,
3
3
7
,
3
3
8
f.;
W
e
ig
e
n
d
in
L
K
1
2
.
A
u
fl.

§

1
3
R
n
.
8
そ
の
他
の
文
献
を
参
照
︒
そ
の
基
礎
付
け
に
関
し
て
は
︑

G
e
ile
n
,
“E
u
th
a
n
a
sie
”
u
n
d
S
e
lb
stb
e
stim
m
u
n
g
,
1
9
7
5
,
S
.
2
2

ff.︶︒
許
容
さ
れ
る
べ
き
﹁
消
極
的
臨
死
介
助
﹂
は
︑
こ
の
従
前

の
通
説
的
見
解
に
よ
る
区
別
の
論
拠
に
従
っ
て
︑
常
に
法
的
意
味

に
お
け
る
不
作
為
︵
刑
法
第
一
三
条
︶
を
要
件
と
し
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
積
極
的
行

為
は
︑
常
に
刑
法
第
二
一
二
条
及
び
第
二
一
六
条
の
意
味
に
お
け

る
違
法
な
殺
人
行
為
と
し
て
可
罰
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た

︵
H
e
lg
e
rth
JR
1
9
9
5
,
3
3
8
,
3
3
9
を
参
照
︶︒

ｂ

被
害
者
で
あ
る
患
者
の
同
意
又
は
推
定
的
同
意
に
伴
っ
て

[28]
惹
起
さ
れ
る
死
に
関
す
る
適
法
と
違
法
と
の
限
界
に
お
い
て
︑
こ

の
作
為
と
不
作
為
の
外
見
上
に
生
じ
た
態
様
を
重
要
視
す
る
基
準

を
当
法
廷
は
︑
維
持
し
な
い
︒

ａ
ａ

こ
の
点
に
関
し
て
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
︑
義

[29]
務
違
反
の
不
作
為
が
同
様
に
刑
法
第
二
一
六
条
の
構
成
要
件
を
充

足
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
︑
そ
れ
自
体
︑
過
去
に
お
い
て
一
貫
し

た
態
度
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
︵
B
G
H
S
t
1
3
,1
6
2
,1
6
6
;3
2
,3
6
7
,

3
7
1︶︹
B
G
H
S
t
1
3
,1
6
2
は
︑
姑
の
自
殺
不
阻
止
に
関
す
る
事
件
︒

B
G
H
S
t
3
2
,3
6
7
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
﹂
の
こ
と
︺︒

こ
の
こ
と
が
既
に
︑
許
容
さ
れ
る
態
様
と
禁
止
さ
れ
る
態
様
の
間

に
お
け
る
限
界
に
関
し
て
︑
そ
の
境
界
線
が
外
見
上
の
行
為
の
性

質
の
み
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
法

は
︑
刑
法
第
一
三
条
第
二
項
に
お
い
て
︑
不
作
為
に
よ
り
結
果
が

惹
起
さ
れ
た
場
合
を
任
意
的
減
軽
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

確
か
に
結
果
回
避
的
な
行
為
が
求
め
ら
れ
る
場
合
の
義
務
違
反
的

な
不
作
為
と
積
極
的
に
結
果
を
惹
起
す
る
作
為
と
に
お
い
て
︑
根

本
的
に
重
要
な
区
別
を
設
け
て
い
る
︵
K
a
rg
l
G
A
1
9
9
9
,
4
5
9
ff.;

U
lse
n
h
e
im
e
r
a
a
O
S
.
3
3
6
を
参
照
︶︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
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一
般
的
な
区
別
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
生

命
が
問
題
と
さ
れ
る
状
況
の
場
合
︑
そ
こ
に
お
い
て
作
為
と
不
作

為
は
︑
価
値
的
に
同
等
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
問
題
は
︑
未
解
決
な
ま
ま
残
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒

ｂ
ｂ

許
容
さ
れ
る
臨
死
介
助
と
刑
法
第
二
一
二
条
及
び
第
二

[30]
一
六
条
に
よ
り
可
罰
的
な
殺
人
の
間
に
お
け
る
限
界
を
積
極
的
な

行
為
と
消
極
的
な
行
為
と
い
う
自
然
主
義
的
な
区
別
の
基
準
に
よ

り
決
定
す
る
こ
と
は
︑
有
意
義
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
現
実
に

相
反
す
る
規
範
的
評
価
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
解
釈
︑
す
な
わ
ち
︑

人
工
呼
吸
器
の
停
止
の
よ
う
な
事
実
上
積
極
的
な
行
為
が
﹁
消
極

的
臨
死
介
助
﹂
に
当
た
る
も
の
と
し
て
法
的
に
正
当
化
し
て
よ
い

と
す
る
目
的
か
ら
﹁
規
範
的
な
理
解
に
お
け
る
不
作
為
﹂
と
さ
れ

る
こ
と
は
︑
過
去
に
お
い
て
も
正
当
に
批
判
さ
れ
︑
独
断
的
な
許

さ
れ
ざ
る
﹁
技
巧
﹂
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
き
た
︵
例
え
ば
︑

F
isch
e
r
S
tG
B
5
7
.
A
u
fl.
v
o
r

§§

2
1
1
-
2
1
6
R
n
.
2
0
;
G
ro
p
p
in

G
S
fü
r
S
ch
lü
ch
te
r︵
2
0
0
2︶
S
.
1
7
3
,
1
8
4
;
H
irsch
in
F
S
fü
r

L
a
ck
n
e
r︵
1
9
8
7︶
S
.5
9
7
,6
0
5
;K
a
rg
l
G
A
1
9
9
9
,4
5
9
,4
7
8
ff.を

参
照
︶︒

そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
作
為
の
規
範
的
な
不
作
為
と
い
う
価
値

[31]
評
価
の
転
換
は
︑
眼
前
の
問
題
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

本
質
的
及
び
社
会
的
な
意
味
内
容
に
よ
れ
ば
︑﹁
治
療
の
中
止
﹂

が
単
な
る
無
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
論
じ
尽
く
さ
れ
て
し
ま

っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
は
︑
多
く
の
積
極
的
な
行
為
と
消
極
的

な
行
為
が
整
然
と
し
た
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑

刑
法
第
一
三
条
の
不
作
為
に
関
し
て
学
説
と
判
例
が
展
開
し
て
き

た
基
準
が
問
題
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
部
分
的
に
は
︑
単
な
る

偶
然
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
医
療
的
処
置
の
終
結
に
関
係
す
る
全
て
の
行
為
を
規
範

的
で
価
値
評
価
的
な
治
療
の
中
止
と
い
う
上
位
概
念
の
下
に
統
合

す
る
こ
と
は
︑
有
意
義
で
あ
り
︑
必
要
不
可
欠
で
あ
る
︒
そ
の
上

位
概
念
に
は
︑
客
観
的
な
行
為
要
素
に
加
え
︑
主
観
的
に
は
︑
既

に
開
始
さ
れ
て
し
ま
っ
た
医
療
的
な
治
療
処
置
を
患
者
の
意
思
に

従
う
よ
う
に
全
体
と
し
て
終
局
さ
せ
︑
又
は
︑
そ
の
被
害
者
若
し

く
は
世
話
人
の
意
思
に
合
致
す
る
範
囲
で
必
要
と
さ
れ
る
介
護
及

び
医
療
的
処
置
の
必
要
条
件
を
制
限
す
る
と
い
う
行
為
者
の
目
的

設
定
を
も
含
む
︵
こ
の
﹁
積
極
的
な
治
療
の
中
止
﹂
の
概
念
に
関

し
て
は
︑
Jä
h
n
k
e
in
L
K
-
S
tG
B
1
1
.
A
u
fl.
v
o
r

§

2
1
1
R
n
.
1
8

を
参
照
︒
類
似
の
見
解
と
し
て

R
o
x
in
in
R
o
x
in
/
S
ch
ro
th

H
a
n
d
b
u
ch
d
e
s
M
e
d
iz
in
stra
fre
ch
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4
.A
u
fl.S
.9
4
f.;

§

2
1
4

A
E
-
S
te
rb
e
h
ilfe
1
9
8
6
u
n
d

§

2
1
4
A
E
-
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g

G
A
2
0
0
5
,5
5
2
,5
6
0
f.so
w
ie
N
r.II
u
.III
d
e
r
G
ru
n
d
sä
tz
e
d
e
r
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B
Ä
K
z
u
r
ä
rz
tlich
e
n
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g
,
F
a
ssu
n
g
2
0
0
4
を

参
照
︶︒
な
ぜ
な
ら
︑
患
者
に
よ
り
治
療
の
不
作
為
が
要
求
さ
れ

て
い
る
場
合
︑
人
工
呼
吸
器
の
停
止
又
は
栄
養
補
給
管
の
除
去
と

い
う
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
行
為
は
︑
更
な
る
治
療
処
置
の
不
作
為

で
あ
ろ
う
が
積
極
的
な
作
為
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
そ

れ
ら
は
︑︵
も
は
や
︶
希
望
さ
れ
な
い
治
療
の
終
結
に
と
っ
て
︑

等
し
く
同
価
値
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
同
様
の
こ

と
が
本
件
で
も
問
題
と
さ
れ
︑
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
患
者

の
意
思
に
︵
も
は
や
︶
合
致
し
な
い
医
療
処
置
の
再
開
に
も
当
て

は
ま
る
︵
例
え
ば
︑
E
se
r
in
S
ch
ö
n
k
e
/
S
ch
rö
d
e
r/
E
se
r
S
tG
B

2
7
.
A
u
fl.
v
o
r

§

2
1
1
R
n
.
3
1
f.;
R
o
x
in
N
S
tZ
1
9
8
7
,
3
4
5
,
3
5
0
;

L
G
R
a
v
e
n
sb
u
rg
N
S
tZ
1
9
8
7
,
2
2
9︶︒

ｃ
ｃ

外
見
上
の
基
準
に
よ
る
積
極
的
行
為
と
消
極
的
行
為
の

[32]
区
別
は
︑
患
者
の
意
思
に
よ
る
医
療
的
処
置
の
不
作
為
又
は
中
止

を
承
認
す
る
限
り
に
お
い
て
︑
事
実
に
即
し
た
個
別
具
体
的
な
正

当
化
の
要
求
に
応
じ
る
限
界
を
画
す
る
た
め
に
適
切
で
は
な
い
こ

と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
区
別
を
踏
み
台
に
し
て
︑
別
の
基
準
が
当

て
は
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
基
準
は
﹁
臨
死
介
助
﹂

及
び
﹁
治
療
の
中
止
﹂
の
概
念
自
体
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

に
加
え
︑
憲
法
的
秩
序
を
背
景
と
す
る
被
害
者
の
法
益
に
お
い
て

の
比
較
衡
量
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒

治
療
の
不
作
為
︑
制
限
又
は
中
止
に
よ
る
臨
死
介
助
の
概
念
は
︑

[33]
被
害
者
が
生
命
に
お
い
て
危
機
的
な
病
気
に
罹
患
し
︑
当
該
処
置

が
生
命
の
維
持
又
は
延
長
に
関
し
て
医
療
的
に
適
切
で
あ
る
こ
と

を
要
件
と
し
て
い
る
︒
こ
の
厳
格
な
関
連
性
に
お
い
て
の
み
﹁
臨

死
介
助
﹂
の
概
念
は
︑
体
系
的
で
刑
法
的
な
正
当
性
の
意
義
を
有

す
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
病
気
の
医
療
的
処
置
に
関

連
す
る
事
柄
以
外
に
お
い
て
意
図
さ
れ
る
故
意
の
生
命
終
結
的
な

行
為
は
︑
同
意
に
よ
り
当
初
か
ら
適
法
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

す
な
わ
ち
︑
そ
れ
は
︑
刑
法
第
二
一
六
条
及
び
第
二
二
八
条
の
範

囲
か
ら
出
な
い
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
規
定
は
︑
我
々
の
法
秩

序
に
お
け
る
評
価
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
︒

臨
死
介
助
が
同
意
に
よ
る
行
為
と
し
て
適
法
化
さ
れ
る
た
め
に

[34]
は
︑
更
に
︑
そ
れ
が
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
︑
直
接
的
な
か
た

ち
で
前
述
し
た
意
味
に
お
け
る
医
療
的
処
置
に
関
連
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
生
命
維
持
治
療
の
不

作
為
又
は
中
止
に
は
︑
医
学
的
に
必
要
な
緩
和
処
置
の
副
作
用
に

よ
り
死
亡
時
期
が
潜
在
的
に
早
ま
る
こ
と
を
甘
受
す
る
も
の
と
し

て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
間
接
的
臨
死
介
助
﹂
に
類
型
化
さ
れ
る
行
為
も

含
ま
れ
る
︒

基
本
法
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
か
ら
導
か
れ
る
個

[35]
人
の
自
己
決
定
権
は
︑
そ
の
身
体
の
無
瑕
性
に
加
え
︑
他
者
か
ら
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の
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
な
い
生
命
及
び
死
の
過
程
に
お
い
て
︑
希
望

さ
れ
な
い
侵
害
に
対
し
︑
そ
の
拒
否
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
医
療
的
処
置
と
は
無
関
係
の
場
面
に
お
い
て
︑
第
三

者
が
独
自
の
生
命
侵
害
を
惹
起
す
る
権
利
は
な
く
︑
そ
れ
を
要
求

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
意
に
よ
る
適
法
化
は
︑

既
に
病
気
の
過
程
が
進
行
し
︑
そ
の
苦
痛
が
緩
和
さ
れ
な
が
ら
も
︑

︵
も
は
や
︶
病
気
が
治
療
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
最
終
的
に
患
者

が
死
に
至
る
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
を
︵
再
び
︶
生
じ

さ
せ
る
行
為
に
限
定
化
さ
れ
る
場
合
︑
考
慮
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒

こ
れ
に
反
し
て
︑
病
気
の
過
程
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
生
命
の
終
結

を
意
図
し
た
侵
害
の
場
合
は
︑
そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る

︵
こ
の
よ
う
な
区
別
に
関
し
て
は
︑
H
ö
flin
g
Ju
S
2
0
0
0
,1
1
1
,1
1
3
;

V
e
rre
l,
G
u
ta
ch
te
n
z
u
m
6
6
.
D
JT
,
2
0
0
6
,
C
6
4
を
参
照
︶︒

積
極
的
な
行
為
と
消
極
的
な
行
為
の
間
で
解
釈
論
上
の
問
題
性

[36]
を
有
し
な
が
ら
︑
実
務
的
に
も
適
用
困
難
な
従
前
の
区
別
に
比
し

て
︑
治
療
の
中
止
の
概
念
に
応
じ
た
治
療
関
連
性
の
内
在
的
基
準

及
び
治
療
に
関
連
す
る
被
害
者
の
意
思
の
現
実
化
に
よ
る
当
該
区

別
は
︑
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
被
害
者
の
法
益
に
関
す
る
比

較
衡
量
に
際
し
て
の
判
断
を
可
能
に
し
︑
全
て
の
関
与
者
の
た
め

に
明
確
な
法
的
指
針
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
︒

刑
法
第
二
一
六
条
の
構
成
要
件
的
な
限
界
は
︑
こ
こ
に
お
い
て

[37]

言
及
さ
れ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
第
三
次
世
話
法
改
正
に
お
け
る
立
法

者
の
意
図
に
お
い
て
︑
患
者
に
よ
る
医
療
処
置
の
拒
否
又
は
続
行

の
禁
止
を
考
慮
に
入
れ
た
行
為
は
︑
刑
法
第
二
一
六
条
の
意
味
に

お
け
る
要
求
に
基
づ
く
殺
人
と
分
け
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
B
T
-
D
ru
ck
s.
1
6
/

8
4
4
2
S
.
3
,
7
f.を
参
照
︶︒

ｄ
ｄ

こ
の
治
療
に
関
連
す
る
患
者
の
意
思
の
事
実
認
定
の
た

[38]
め
に
は
︑
被
害
者
の
法
益
に
お
け
る
高
度
な
重
要
性
を
配
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
厳
格
な
基
準
に
よ
る
証
明
が
当
て
は
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
︵
B
G
H
S
t
4
0
,
2
5
7
,
2
6
0
f.を
参
照
︶︒
こ
の
こ

と
は
︑
書
面
に
よ
る
患
者
の
事
前
指
示
が
欠
け
て
い
る
際
︑
過
去

に
お
い
て
口
頭
で
表
示
さ
れ
た
患
者
の
意
思
が
問
題
と
な
る
場
合
︑

特
に
当
て
は
ま
る
︒
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
の
手
続
規
定
︑

特
に
世
話
人
又
は
任
意
代
理
人
と
医
師
な
い
し
は
場
合
に
よ
り
世

話
裁
判
所
の
関
与
に
よ
り
︑
必
要
不
可
欠
な
協
議
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
基
準
の
尊
重
と
維
持
を
保
障
す
る
︒

ｃ

こ
の
前
述
さ
れ
た
治
療
の
中
止
に
関
す
る
適
法
化
原
理
の

[39]
適
用
は
︑
患
者
を
治
療
す
る
医
師
並
び
に
世
話
人
及
び
任
意
代
理

人
の
行
為
に
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
医
師
︑
世
話

人
又
は
任
意
代
理
人
か
ら
治
療
及
び
世
話
を
求
め
ら
れ
た
介
護
補

助
要
員
と
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
活
動
に
従
事
す
る
限
り
に
お
い
て
︑

ドイツ連邦通常裁判所二〇一〇年六月二五日判決（Putz 事件）
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第
三
者
の
行
為
に
も
当
て
は
め
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
通
常
︑

治
療
の
中
止
が
単
独
個
人
の
行
為
又
は
不
作
為
に
お
い
て
論
じ
尽

く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
通
常
の
場
合
︑
緩
和
医
療

処
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
︑
そ
の
中
止
が
問
題
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
問
題
を
担
当
医
自
身
が
引
き
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
︒

五

当
法
廷
が
臨
死
介
助
の
枠
組
内
で
刑
法
第
二
一
六
条
に
関

[40]
し
て
説
示
し
た
解
釈
及
び
同
意
の
適
法
化
根
拠
に
関
す
る
内
容
の

判
断
が
他
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
法
廷
に
お
い
て
従
前
支
持
さ
れ

て
い
た
裁
判
と
相
違
す
る
か
は
︑
当
法
廷
が
民
法
第
一
九
〇
一
条

ａ
以
下
の
新
し
い
法
的
規
定
の
根
拠
に
関
し
て
︑
本
件
を
裁
判
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
明
確
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
に
関

し
て
︑
裁
判
所
構
成
法
第
一
三
二
条
第
三
項
に
よ
る
照
会
は
︑
要

求
さ
れ
な
い
︵
B
G
H
S
t
4
4
,
1
2
1
,
1
2
4
;
B
G
H
N
S
tZ
2
0
0
2
,
1
6
0
f.

を
参
照
︶︒
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
よ
り
前
の
法
的
状
況
に
よ
れ

ば
︑
被
告
人
の
行
為
が
適
法
化
さ
れ
な
く
と
も
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

刑
法
第
二
条
第
三
項
︹
刑
の
変
更
に
関
す
る
規
定
︺
及
び
刑
事
訴

訟
法
第
三
五
四
条
ａ
︹
法
令
の
変
更
に
関
す
る
規
定
︺
に
よ
り
︑

こ
の
法
改
正
は
︑
被
告
人
に
対
し
有
利
に
考
慮
さ
れ
る
︒

六

被
告
人
は
︑
Ｋ
夫
人
の
世
話
人
に
よ
り
助
言
を
求
め
ら
れ

[41]
た
弁
護
士
と
し
て
︑
そ
の
世
話
人
自
身
と
同
様
に
全
く
違
法
に
行

為
し
た
者
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
は
︑
刑
事
訴
訟
法
第
三

五
四
条
第
一
項
に
従
い
︑
当
法
廷
に
よ
り
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
る
︒

Ⅱ

検
察
の
上
告
審

[42]

検
察
の
量
刑
を
対
象
と
す
る
の
み
の
上
告
審
は
︑
そ
の
全
部
に

[43]
お
い
て
理
由
が
な
く
︑
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
る
︒

三

本
判
決
に
対
す
る
反
応

本
判
決
は
︑
判
決
要
旨
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
︑
先
ず
︑
一
二
段

落
以
下
に
お
い
て
﹁
⑴
治
療
中
止
の
適
法
化
﹂
が
述
べ
ら
れ
︑
次
に
︑

二
六
段
落
以
下
に
お
い
て
﹁
⑵
治
療
中
止
に
お
け
る
積
極
的
な
作
為

と
不
作
為
の
法
的
評
価
﹂
が
述
べ
ら
れ
︑
最
後
に
︑
三
二
段
落
以
下

に
お
い
て
﹁
⑶
適
法
な
治
療
中
止
に
関
す
る
基
準
﹂
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
︵

︶
︒
そ
こ
に
含
ま
れ
る
重
要
な
内
容
と
し
て
は
︑
⑴
新
し
い
世
話

20
法
︑
特
に
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
第
三
項
の
規
定
に
鑑
み
て
︑
そ
の

病
気
の
段
階
は
︑
重
要
視
さ
れ
な
い
と
し
て
︵
一
六
段
落
︶︑
従
前

の
判
例
に
お
け
る
﹁
終
末
期
﹂
を
巡
る
争
点
を
整
理
し
よ
う
と
し
た

点
︑
⑵
本
件
の
事
情
に
お
い
て
﹁
患
者
の
意
思
﹂
が
治
療
の
中
止
の

適
法
化
根
拠
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
点
︵
二
一
段
落
︶︑
⑶
臨

死
介
助
を
巡
る
刑
法
と
民
法
に
お
け
る
射
程
範
囲
を
﹁
法
的
秩
序
に
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お
け
る
統
合
的
な
観
点
﹂
か
ら
︑
患
者
の
意
思
表
示
が
尊
重
さ
れ
る

よ
う
に
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
︵
二
五
段
落
及
び
三
七
段
落
︶︑

⑷
消
極
的
臨
死
介
助
に
お
い
て
︑
度
々
︑
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
積
極

的
な
作
為
を
規
範
的
に
不
作
為
と
解
釈
す
る
こ
と
﹂
に
関
す
る
問
題

に
決
着
を
付
け
よ
う
と
し
た
点
︵
三
一
段
落
︶︑
⑸
治
療
の
中
止
が

医
学
的
に
適
切
な
場
合
︵
医
学
的
適
応
が
認
め
ら
れ
る
場
合
︶
に
限

定
化
し
て
︑
そ
の
適
法
化
の
要
件
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
点
︵
三
三

段
落
︶︑
⑹
こ
の
治
療
中
止
に
お
け
る
適
法
化
の
法
的
効
果
は
︑
第

三
者
に
も
適
用
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
点
︵
三
九
段
落
︶
が
指
摘
で

き
よ
う
︒

本
件
は
︑
終
末
期
医
療
に
関
す
る
重
要
な
争
点
の
整
理
を
試
み
る

の
み
な
ら
ず
︑
医
事
法
を
専
門
と
す
る
弁
護
士
が
刑
事
事
件
の
被
告

人
と
さ
れ
た
こ
と
も
受
け
て
︑
ド
イ
ツ
国
内
の
一
般
世
論
に
お
い
て

も
︑
非
常
に
注
目
を
集
め
た
︒
終
末
期
の
患
者
を
抱
え
る
近
親
者
及

び
医
療
従
事
者
の
負
担
に
同
情
的
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
︑
医
療
現
場

の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
し
て
︑
本
判
決
の
内
容
を
概
ね
好
意
的
な

か
た
ち
で
受
け
止
め
た
︵

︶
︒
21

こ
の
よ
う
な
本
判
決
を
歓
迎
す
る
反
応
と
世
論
形
成
を
受
け
︑
二

〇
一
一
年
二
月
に
ド
イ
ツ
連
邦
医
師
会
は
︑
当
会
の
終
末
期
医
療
に

関
す
る
指
針
﹁
死
の
看
取
り
医
療
に
関
す
る
連
邦
医
師
会
の
諸
原

則
﹂
を
改
訂
し
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
改
訂
は
︑
従
来
の
医
師
の
役
割
に
転

22

換
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
︑
重
要
な
動
向
で
あ
る
と
ド
イ
ツ
国
内

で
は
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
の
指
針
の
﹁
序
文
﹂
に
示
さ
れ
て

23

い
る
改
訂
理
由
で
は
︑
本
判
決
を
特
に
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
改
訂
さ
れ
た
指
針
の
内
容
は
︑

終
末
期
医
療
の
状
況
を
第
三
次
世
話
法
改
正
と
本
判
決
の
内
容
に
対

応
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
︑﹁
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
︵
医
師
介
助
自

殺
︶﹂
の
在
り
方
ま
で
を
も
緩
和
化
す
る
方
向
性
に
ま
で
踏
み
込
ん

だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
れ
は
︑
本
判
決
二
九
段
落
に
お
い
て

24

﹁
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
︵
医
師
の
救
助
義
務
を
幅
広
く
設
定
す
る
こ
と

で
自
殺
の
不
阻
止
を
解
釈
上
︑
可
罰
的
な
も
の
と
し
て
理
論
構
成
し

う
る
と
し
た
事
件
︵

︶︶﹂
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

25

連
邦
通
常
裁
判
所
の
態
度
に
一
定
の
変
更
が
見
ら
れ
た
と
医
師
会
が

考
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
︒

本
判
決
に
対
し
て
は
︑
法
学
者
に
よ
っ
て
も
既
に
数
多
く
の
判
例

評
釈
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
こ
に
お
い
て
は
︑
賛
否
両
論
の
様
々

26

な
意
見
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
本
判
決
が
出
さ
れ
た
後
︑
早
い
段
階

で
公
刊
さ
れ
た
刑
事
法
学
者
の
G
a
e
d
e
に
よ
る
評
釈
︵

︶
で
は
︑
一
般

27

的
な
世
論
と
医
療
現
場
に
お
け
る
本
判
決
へ
の
歓
迎
的
雰
囲
気
に
同

調
す
る
か
の
よ
う
に
︑
本
判
決
を
好
意
的
な
か
た
ち
で
支
持
す
る
も

の
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
そ
こ
で
︑
本
判
決
へ
の
肯
定
的
な
意
見
の
代
表
と
し

28

て
︑
G
a
e
d
e
の
評
釈
を
簡
単
に
紹
介
す
る
︒
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G
a
e
d
e
は
︑
臨
死
介
助
の
不
可
罰
性
を
第
三
次
世
話
法
改
正
に

よ
り
実
施
さ
れ
た
新
し
い
事
前
指
示
法
の
内
容
に
起
因
す
る
も
の
だ

と
説
明
し
て
い
る
︵

︶
︒
彼
の
評
釈
に
よ
れ
ば
︑
本
判
決
は
︑
臨
死
介
助

29

の
不
可
罰
性
に
関
す
る
刑
法
解
釈
論
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
と
説

明
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
よ
う
な
患
者
の
同
意
に
よ
る
治

療
の
︵
積
極
的
︶
中
止
に
関
し
て
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
は
︑
違
法
性

阻
却
の
問
題
で
は
な
く
︑
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
︵
客
観
的
帰
属

論
の
範
疇
︶
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
︵

︶
︒
30一

方
で
︑
彼
は
︑
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
け
る
患
者
の
意
思
と
回

復
不
可
能
な
病
状
に
お
け
る
死
へ
の
過
程
は
︑
慎
重
に
確
認
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒
例
え
ば
︑
本
件
の
よ
う

31

に
︑
口
頭
で
の
意
思
表
示
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
︑
本
判
決
は
︑

特
に
厳
格
な
要
件
を
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
の
手
続
に
求
め
て

い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︵
三
八
段
落
︶︒
最
後
に
︑
刑
法
上
の

評
価
に
よ
り
︑
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
で
規
定
さ
れ
た
事
前
指

示
法
上
の
法
的
効
果
が
無
効
な
も
の
と
し
て
覆
さ
れ
な
い
と
い
う
本

判
決
は
︑
法
的
安
定
性
に
資
す
る
と
し
て
︑
妥
当
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
︵

︶
︒
32

こ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
釈
に
対
し
︑
本
判
決
が
著
し
い
矛
盾
を

含
ん
で
い
る
と
し
て
︑
こ
れ
を
批
判
す
る
見
解
も
あ
る
︵

︶
︒
そ
の
よ
う

33

な
本
判
決
へ
の
否
定
的
な
意
見
の
代
表
と
し
て
︑
医
事
刑
法
学
者
の

D
u
ttg
e
に
よ
る
評
釈
︵

︶
を
簡
単
に
紹
介
す
る
︒

34

先
ず
︑
D
u
ttg
e
は
︑
本
判
決
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
の
取
扱

い
に
関
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
︵

︶
︒
被
害
者
は
︑
同
意
能
力
を
有
す

35

る
段
階
で
︑
明
確
に
人
工
的
な
栄
養
補
給
や
人
工
呼
吸
の
よ
う
な
生

命
維
持
的
処
置
を
拒
否
し
て
い
た
と
本
判
決
に
よ
り
事
実
認
定
さ
れ

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
本
判
決
は
︑
こ
の
事
実
を
﹁
推
定
的
意
思
﹂
と

し
て
で
は
な
く
︑﹁
事
実
上
表
明
さ
れ
た
意
思
﹂
と
し
て
扱
っ
て
い

る
︵
一
七
段
落
︶︒
D
u
ttg
e
は
︑
こ
の
点
を
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す

る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
被
害
者
の
説
明
は
︑
治
療
の
決
定
の
直
前
に

な
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
︑
む
し
ろ
何
年
も
前
に
表
明
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
口
頭
に
よ
る
事
前
の
意
思
表
示
は
︑
ケ
ン
プ

テ
ン
事
件
の
基
本
原
則
に
よ
れ
ば
︑
単
な
る
﹁
推
定
的
意
思
﹂
と
し

て
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
︵

︶
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な

36

﹁
推
定
的
意
思
﹂
が
世
話
裁
判
所
の
審
査
を
経
る
と
い
う
よ
う
な
手

続
的
保
障
が
得
ら
れ
る
機
会
も
な
く
︑
十
分
に
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま
︑

事
実
認
定
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
︑
非
常
に
問
題
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
37

次
に
︑
本
判
決
は
︑
刑
法
第
二
一
六
条
︵
要
求
に
基
づ
く
殺
人
︶

に
お
け
る
﹁
同
意
の
制
限
﹂
と
世
話
法
に
よ
る
﹁
自
己
決
定
権
の
拡

張
﹂
が
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
な
が
ら
も
︵
三
七
段
落
︶︑
治
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療
の
中
止
が
医
学
的
適
応
性
を
有
す
る
限
り
で
︑
患
者
の
自
己
決
定

権
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
前
提
が
採
用
さ
れ
て
い
る
︵
二
四
段
落
︶︒

し
か
し
︑
彼
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
世
話
法
の
導
入
を
根
拠
に
し

た
説
明
は
︑
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
な
ぜ
な
ら
︑

38

世
話
法
の
導
入
が
当
然
の
よ
う
に
何
の
理
由
付
け
も
な
く
﹁
要
求
に

基
づ
く
殺
人
﹂
を
許
容
す
る
︵
こ
の
刑
法
規
定
の
適
用
を
制
限
す

る
︶
方
向
性
で
読
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵

︶
︒
D
u
ttg
e
に
よ

39

れ
ば
︑
そ
れ
と
は
逆
の
結
論
を
導
く
よ
う
に
世
話
法
の
導
入
を
自
己

決
定
権
の
効
力
と
範
囲
を
制
限
す
る
方
向
性
で
読
み
込
む
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
よ
う

な
逆
の
方
向
性
で
読
み
込
ま
れ
な
い
理
由
付
け
が
本
判
決
で
は
︑
全

く
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
同
様
に
︑
刑
法

40

第
二
一
二
条
︑
第
二
一
六
条
︑
第
一
三
条
と
い
う
実
体
法
的
な
基
準

に
関
す
る
問
題
が
︑
な
ぜ
︑
民
法
第
一
九
〇
一
条
ａ
以
下
の
手
続
規

定
に
劣
位
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
理
由
が
不
明
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
ま
た
︑
治
療
の
中
止
に
関
す
る
適
法
化
原
理

41

の
適
用
が
﹁
患
者
を
治
療
す
る
医
師
並
び
に
世
話
人
及
び
任
意
代
理

人
の
行
為
に
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
医
師
︑
世
話
人

又
は
任
意
代
理
人
か
ら
治
療
及
び
世
話
を
求
め
ら
れ
た
介
護
補
助
要

員
﹂
と
い
う
第
三
者
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
︑
民
法
第
一

九
〇
一
条
ａ
以
下
に
全
く
根
拠
を
置
か
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い

る
︵

︶
︒
42

更
に
︑
積
極
的
臨
死
介
助
と
消
極
的
臨
死
介
助
を
﹁
作
為
と
不
作

為
に
お
け
る
外
見
上
の
現
象
形
態
﹂
に
対
応
さ
せ
て
論
破
し
よ
う
と

す
る
本
判
決
の
態
度
も
荒
唐
無
稽
な
話
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︵

︶
︒
43

な
ぜ
な
ら
︑
本
判
決
が
適
法
化
さ
れ
る
治
療
の
中
止
の
場
面
を
﹁
既

に
病
気
の
過
程
が
進
行
し
︑
そ
の
苦
痛
が
緩
和
さ
れ
な
が
ら
も
︑

︵
も
は
や
︶
病
気
が
治
療
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
最
終
的
に
患
者
が

死
に
至
る
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
を
︵
再
び
︶
生
じ
さ
せ

る
行
為
︵
三
五
段
落
︶﹂
に
限
定
化
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
単
な

る
因
果
関
係
︵
よ
り
正
確
に
言
え
ば
︑
客
観
的
帰
属
論
︶
の
規
範
的

評
価
に
よ
り
︑
十
分
に
対
応
し
う
る
問
題
で
あ
り
︑
取
り
立
て
て
論

じ
る
必
要
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
44

本
判
決
は
︑
正
当
防
衛
︵
刑
法
第
三
二
条
︶︑
緊
急
避
難
︵
刑
法

第
三
四
条
・
第
三
五
条
︶
等
の
理
由
に
よ
る
本
件
行
為
の
正
当
化
を

拒
絶
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
理
由
は
︑
そ
の
行
為
が
被
害
者
の

自
己
決
定
権
を
守
る
た
め
に
︑
よ
り
高
次
な
被
害
者
の
生
命
と
い
う

法
益
が
同
時
に
侵
害
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
︵
一

九
段
落
・
二
〇
段
落
︶︒
し
か
し
︑
本
判
決
の
全
体
か
ら
導
け
る
趣

旨
に
よ
れ
ば
︑
こ
こ
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
生
命
と

い
う
法
益
は
︑
既
に
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の

か
と
D
u
ttg
e
は
︑
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
法
益
主
体
で
あ
る
被
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害
者
は
﹁
治
療
の
中
止
を
要
求
で
き
る
﹂
と
い
う
意
味
で
自
由
な
裁

量
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
本
判
決
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
り
︑
治
療
の
中
止
を
要
求
し
た
段
階
で
︑
そ
の
法
益
主
体
た
る
資

格
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
い
︑
こ
の
生
命
と
い
う
抽
象
的
な
法
益
を
守

る
べ
き
理
由
は
︑
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
批
判
さ

れ
て
い
る
︵

︶
︒
45

こ
の
よ
う
に
︑
本
判
決
は
︑
賛
否
両
論
含
め
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
治

療
の
中
止
﹂
に
関
す
る
刑
法
上
及
び
民
法
上
の
理
論
的
課
題
の
み
な

ら
ず
︑
制
度
的
な
課
題
を
も
呈
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
よ

う
な
意
味
で
︑
ド
イ
ツ
国
内
で
も
極
め
て
重
要
な
判
決
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
今
後
に
お
い
て
も
︑
本
判
決
を
巡
る
ド
イ
ツ
の

46

議
論
動
向
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒

︵

︶

P
u
tz
氏
は
︑
原
審
の
共
同
被
告
人
で
あ
る
G
lo
o
r
夫
人
と
共

1
に
︑
当
該
事
件
に
関
す
る
著
書
S
te
rb
e
d
ü
rfe
n
,
H
o
ffm
a
n
n
u
n
d

C
a
m
p
e
,︵
2
0
1
1︶
を
公
刊
し
た
︒
な
お
︑
本
判
決
を
訳
出
す
る
に

当
た
り
︑
判
決
文
の
文
言
か
ら
だ
け
で
は
︑
不
明
な
部
分
に
関
し

て
︑
P
u
tz
氏
と
の
電
子
メ
ー
ル
︵
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
付
け
︶

で
の
情
報
交
換
に
よ
り
︑
そ
の
内
容
の
確
認
を
し
て
い
る
︒
P
u
tz

氏
の
法
律
事
務
所
に
関
す
る
情
報
及
び
連
絡
先
に
関
し
て
は
︑

w
w
w
.p
u
tz
-
m
e
d
iz
in
re
ch
t.d
e
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵

︶

ド
イ
ツ
世
話
法
︵
B
e
tre
u
n
g
sg
e
se
tz︶
に
関
し
て
は
︑
数
多

2
く
の
論
稿
に
よ
り
︑
そ
の
制
度
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
最
近

の
も
の
と
し
て
︑
神
野
礼
斉
﹁
ド
イ
ツ
世
話
法
の
概
要
﹂
新
井
誠

ほ
か
編
﹃
成
年
後
見
法
制
の
展
望
﹄
日
本
評
論
社
︵
二
〇
一
一
︶

一
四
八
頁
以
下
参
照
︒
世
話
法
に
お
け
る
訳
語
は
︑
こ
の
論
稿
に

よ
っ
て
い
る
︒

︵

︶

本
件
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
﹁
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
︵
D
e
r

3
K
e
m
p
te
n
e
r
F
a
ll︶﹂
及
び
﹁
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
事
件
︵
D
e
r
L
ü
-

b
e
ck
e
r
F
a
ll︶﹂
の
分
析
に
関
し
て
は
︑
武
藤
眞
朗
﹁
人
工
的
栄
養

補
給
の
停
止
と
患
者
の
同
意
﹂
東
洋
法
学
四
九
巻
一
号
一
頁
以
下

が
詳
し
い
︒﹁
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
﹂
が
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
︑

大
き
く
注
目
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
︑
甲
斐
克
則
﹃
尊
厳
死
と

刑
法
﹄
成
文
堂
︵
二
〇
〇
四
︶
二
三
三
頁
以
下
参
照
︒
ま
た
︑﹁
ケ

ン
プ
テ
ン
事
件
﹂
以
降
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
動
向
を
紹
介
す
る
も

の
と
し
て
︑
甲
斐
克
則
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
終
末
期
医
療
を
め
ぐ

る
法
的
・
倫
理
的
論
議
の
最
近
の
動
向
﹂
年
報
医
事
法
学
二
二
号

︵
二
〇
〇
七
︶
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
︒

︵

︶

R
e
ch
tsp
re
ch
u
n
g
:
S
te
rb
e
h
ilfe
d
u
rch
U
n
te
rla
sse
n
︵
B
e
-

4
h
a
n
d
lu
n
g
sa
b
b
ru
ch
︶
:P
ro
b
le
m
ste
llu
n
g
,M
e
d
R
2
9
/
1
,︵
2
0
1
1︶
,

S
.
3
2
.

︵

︶

第
三
次
世
話
法
改
正
の
内
容
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
︑
山
口

5
和
人
﹁
患
者
の
指
示
︵
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
︶﹂
法
の
制
定
﹂
外

国
の
立
法
二
四
〇
-
二
号
︵
二
〇
〇
九
︶
一
〇
頁
以
下
︑
松
田
純
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﹁
ド
イ
ツ
事
前
指
示
法
の
成
立
と
そ
の
審
議
過
程
﹂
医
療
・
生
命
と

倫
理
・
社
会
九
号
三
四
頁
以
下
︑
新
谷
一
朗
﹁
世
話
法
の
第
３
次

改
正
法
︵
患
者
の
指
示
法
︶﹂
年
報
医
事
法
学
二
五
号
︵
二
〇
一

〇
︶
二
〇
一
頁
以
下
を
参
照
︒
こ
の
改
正
法
に
至
る
ま
で
の
経
緯

に
関
し
て
は
︑
山
本
達
監
訳
・
松
田
純
ほ
か
共
訳
﹃
ド
イ
ツ
連
邦

議
会
審
議
会
中
間
答
申
：
人
間
ら
し
い
死
と
自
己
決
定
﹄
知
泉
書

院
︵
二
〇
〇
六
︶
が
詳
し
い
︒
立
法
過
程
の
概
説
と
し
て
︑
渡
邉

斉
志
﹁
尊
厳
死
法
制
化
に
関
す
る
最
近
の
動
向
﹂
外
国
の
立
法
二

二
七
号
︵
二
〇
〇
六
︶
一
五
二
頁
以
下
︑
同
﹁
海
外
情
報
ド
イ
ツ

│
患
者
の
指
示
法
案
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
八
号
︵
二
〇
〇
八
︶

一
二
二
頁
参
照
︒

︵

︶

第
三
次
世
話
法
改
正
以
前
に
お
い
て
も
︑
世
話
法
と
刑
法
の
関

6
係
は
︑
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
点
に
関
し
て
は
︑
中
井
亜
弓

﹁
治
療
中
止
と
裁
判
所
の
事
前
の
役
割
﹂
法
学
政
治
学
論
究
六
七
巻

︵
二
〇
〇
五
︶
三
七
頁
以
下
参
照
︒

︵

︶

最
決
平
二
一
年
一
二
月
七
日
︵
刑
集
六
三
巻
一
一
号
一
八
九
九

7
頁
以
下
︶︒
こ
の
事
件
も
含
め
︑
日
本
に
お
い
て
も
︑
治
療
行
為
の

中
止
は
︑
継
続
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
既

に
多
数
の
論
稿
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
︒
最
近
に
お
け
る
も
の
と
し

て
︑
現
代
刑
事
法
研
究
会
﹁
終
末
期
医
療
と
刑
法
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
三
七
七
号
︵
二
〇
〇
九
︶
八
〇
頁
以
下
︑
井
田
良
﹁
終
末
期
医

療
と
刑
法
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
九
号
︵
二
〇
〇
七
︶
四
四
頁
以

下
︑
町
野
朔
﹁
患
者
の
自
己
決
定
権
と
医
師
の
治
療
義
務
﹂
刑
事

法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
号
︵
二
〇
〇
七
︶
五
二
頁
以
下
︑
辰
井
聡
子

﹁
治
療
不
開
始
／
中
止
行
為
の
刑
法
的
評
価
﹂
明
治
学
院
大
学
法
学

研
究
八
六
号
︵
二
〇
〇
九
︶
七
六
頁
以
下
︑
鈴
木
雄
介
﹁
治
療
行

為
の
中
止
と
刑
事
責
任
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
号
︵
二
〇
一

〇
︶
五
一
頁
以
下
参
照
︒

︵

︶

訳
文
中
︑
[

]内
は
︑
判
決
文
に
お
け
る
段
落
番
号
︒
傍
線
部

8
分
は
︑
本
判
決
で
下
線
が
引
か
れ
て
い
る
箇
所
︒
ゴ
シ
ッ
ク
体
部

分
は
︑
本
判
決
で
イ
タ
リ
ッ
ク
体
︒︹

︺
内
は
︑
訳
者
補
足
︒

︵

︶

P
u
tz
氏
の
回
答
に
よ
れ
ば
︑
被
害
者
E
rik
a
K
ü
llm
e
r
夫
人

9
の
娘
E
lk
e
G
lo
o
r
夫
人
は
︑
一
九
五
四
年
生
ま
れ
で
あ
り
︑
息
子

の
P
e
te
r
K
ü
llm
e
r
氏
は
︑
一
九
五
八
年
生
ま
れ
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
︒

︵

︶

P
u
tz
氏
の
回
答
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
父
﹂
と
は
︑
G
lo
o
r
夫
人

10
の
父
で
あ
り
︑
K
ü
llm
e
r
夫
人
の
夫
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

︵

︶

P
u
tz
氏
の
回
答
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
夫
﹂
と
は
︑
前
段
落
に

11
お
い
て
脳
出
血
で
倒
れ
た
と
さ
れ
る
G
lo
o
r
夫
人
の
父
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
︒

︵

︶

世
話
法
上
の

B
e
ru
fsb
e
tre
u
u
n
g
に
当
た
る
︒
世
話
を
実
施

12
す
る
適
切
な
個
人
が
い
な
い
場
合
に
︑
世
話
裁
判
所
に
よ
り
選
任

さ
れ
る
無
給
の
専
門
職
の
こ
と
︒
民
法
第
一
八
九
七
条
第
六
項
を

参
照
︒
神
野
・
前
掲
論
文
︵
二
︶・
一
五
四
頁
参
照
︒

︵

︶

P
u
tz
氏
の
回
答
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
夫
﹂
と
は
︑
前
段
落
に

13
お
い
て
脳
出
血
で
倒
れ
た
と
さ
れ
る
G
lo
o
r
夫
人
の
父
と
の
こ
と
で
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あ
っ
た
︒

︵

︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
八
月
一
八
日
の
決
定
に
よ
り

14﹁
Ｋ
氏
﹂
か
ら
﹁
Ｐ
・
Ｋ
氏
﹂
に
更
正
さ
れ
た
︒

︵

︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
八
月
一
八
日
の
決
定
に
よ
り

15﹁
Ｋ
氏
﹂
か
ら
﹁
Ｐ
・
Ｋ
氏
﹂
に
更
正
さ
れ
た
︒

︵

︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
八
月
一
八
日
の
決
定
に
よ
り

16﹁
Ｋ
氏
﹂
か
ら
﹁
Ｐ
・
Ｋ
氏
﹂
に
更
正
さ
れ
た
︒

︵

︶

E
rla
u
b
n
isirrtu
m
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
︑
ド
イ
ツ
刑
法
第

17
一
七
条
に
お
け
る
﹁
禁
止
の
錯
誤
︵
V
e
rb
o
tsirrtu
m
︶﹂
の
一
種

と
し
て
処
理
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
︒

︵

︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
八
月
一
八
日
の
決
定
に
よ
り

18﹁
2
2
1
4﹂
か
ら
﹁
2
2
1
7﹂
に
更
正
さ
れ
た
︒

︵

︶

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
八
月
一
八
日
の
決
定
に
よ
り

19﹁
R
n
.
1
9
ff.﹂
か
ら
﹁
R
n
.
9
2
u
.
1
0
4
ff.﹂
に
更
正
さ
れ
た
︒

︵

︶

こ
の
よ
う
な
整
理
は
︑
N
JW
-
Ü
b
e
rsich
t,
N
JW

4
0
/
2
0
1
0
,

20︵
2
0
1
0︶
,
S
.
2
9
6
3
に
よ
る
︒

︵

︶

例
え
ば
︑
ド
イ
ツ
情
報
雑
誌
界
の
旗
手
で
あ
る
D
e
r
S
p
ie
g
e
l

21
の
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
U
T
L
E
R
,
S
im
in
e
,
B
G
H
-
U
rte
il
z
u
S
te
rb
e
-

h
ilfe
:R
e
ch
t
re
v
o
lu
tio
n
a
r,S
p
ig
e
l-
O
n
lin
e
v
.2
5
.Ju
n
i
2
0
1
0
は
︑

本
判
決
を
﹁
革
命
的
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
内
容
に
好
意
的
な

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ

の
代
表
的
情
報
雑
誌
で
あ
る
D
ie
Z
e
it
の
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
で
は
︑

刑
事
法
学
者
で
あ
る
K
re
u
z
e
r
に
よ
る
寄
稿
文
を
掲
載
し
て
お
り
︑

そ
こ
で
は
︑
本
判
決
の
内
容
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
︒
K
R
E
U
Z
E
R
,

A
rth
u
r,
F
re
isp
ru
ch

fü
r
R
e
ch
tsa
n
w
a
lt
im

K
a
m
p
f
u
m

m
e
n
sch
e
n
w
ü
rd
ig
e
s
S
te
rb
e
n
:
B
u
n
d
e
sg
e
rich
tsh
o
f
b
e
e
n
d
e
t

e
in
e
T
ra
g
ö
d
ie
in
H
e
im
p
fle
g
e
u
n
d
S
tra
fju
stiz
,
B
e
itra
g
fü
r

Z
e
it
O
n
lin
e
a
m
2
5
.Ju
n
i
2
0
1
0
.た
だ
し
︑
批
判
的
な
論
調
の
新
聞

報
道
と
し
て
は
︑
T
O
L
M
E
IN
,
O
liv
e
r,
S
e
lb
stju
stiz
a
m

K
ra
n
-

k
e
n
b
e
tt,
F
ra
n
k
fu
rte
r
A
llg
e
m
e
in
e
Z
e
itu
n
g
v
o
m

1
8
.
A
u
g
.

2
0
1
0
.

︵

︶

G
ru
n
d
sä
tz
e
d
e
r
B
u
n
d
e
sä
rz
te
k
a
m
m
e
rz
u
r
ä
rz
tlich
e
n

22
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g
,
D
e
u
tsch
e
s
Ä
rz
te
b
la
tt
1
0
8
/
7
,︵
2
0
1
1︶
,
S
.

A
3
4
6
ff.
S
te
rb
e
b
e
g
le
itu
n
g
は
︑﹁
臨
死
介
添
﹂
と
訳
出
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
︒
こ
の
指
針
の
翻
訳
に
関
し
て
は
︑
松
田
純
﹁
ド
イ

ツ
連
邦
医
師
会
﹃
看
取
り
医
療
に
関
す
る
連
邦
医
師
会
の
諸
原

則
﹄﹂
︵
w
w
w
.
h
ss.
sh
iz
u
o
k
a
.
a
c.
jp
/
sh
a
k
a
i/
n
in
g
e
n
/
sta
ffs/

m
a
tsu
d
a
/
2
0
1
1
0
3
2
6
_
2
.p
d
f︶
を
参
照
︵
二
〇
一
一
年
四
月
一
日

確
認
︶︒

︵

︶

L
A
N
Z
E
R
A
T
H
,D
irk
,S
te
rb
e
h
ilfe
u
n
d
ä
rz
tlich
e
B
e
ih
ilfe

23
z
u
m

S
u
iz
id

-

P
o
sitio
n
sw
a
n
d
e
l
in

d
e
r
Ä
rz
te
sch
a
ft
?,

A
n
a
ly
se
n
&
A
rg
u
m
e
n
te
9
0
,︵
2
0
1
1︶
,
S
.
6
ff.

︵

︶

こ
の
指
針
改
定
に
関
す
る
動
向
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
︑
松
田

24
純
﹁
ド
イ
ツ
医
師
会
︑
自
殺
幇
助
容
認
か
？
﹂︵
w
w
w
.h
ss.

sh
iz
u
o
k
a
.
a
c.
jp
/
sh
a
k
a
i/
n
in
g
e
n
/
sta
ffs/
m
a
tsu
d
a
/
2
0
1
1
0
3
2
1
_

1
.p
d
f︶
を
参
照
︵
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
確
認
︶︒
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︵

︶

ド
イ
ツ
に
お
い
て
︑
自
殺
幇
助
は
︑
刑
法
上
︑
不
可
罰
と
さ
れ

25
て
い
る
︒
し
か
し
︑
一
九
八
四
年
七
月
四
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所

判
決
︵
B
G
H
S
t
3
2
,
3
6
7︶︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
﹂
に
お

い
て
︑
そ
の
自
殺
幇
助
の
不
可
罰
性
に
理
論
的
動
揺
が
生
じ
た
︒

し
か
し
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
的
な
見
解
は
︑
自
己
答
責
的
な

自
殺
幇
助
は
︑
あ
く
ま
で
も
不
可
罰
と
考
え
て
お
り
︑
そ
れ
を
明

確
に
法
制
化
し
よ
う
と
い
う
対
案
も
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
ド

イ
ツ
の
自
己
答
責
的
な
自
殺
を
巡
る
議
論
に
関
し
て
は
︑
塩
谷
毅

﹃
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
﹄
法
律
文
化
社
︵
二
〇
〇
四
︶
一

九
一
頁
以
下
が
詳
し
い
︒
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
に
関
し
て
は
︑
甲
斐

克
則
﹃
安
楽
死
と
刑
法
﹄
成
文
堂
︵
二
〇
〇
三
︶
六
七
頁
以
下
参

照
︒
ま
た
︑
医
師
介
助
自
殺
に
関
す
る
比
較
法
的
な
概
説
と
し
て

は
︑
拙
稿
﹁
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
︵
医
師
介
助
自
殺
︶﹂
甲
斐
克

則
＝
谷
田
憲
俊
編
﹃
シ
リ
ー
ズ
生
命
倫
理
学
第
五
巻
：
安
楽
死
・

尊
厳
死
﹄
丸
善
︵
二
〇
一
一
近
刊
予
定
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵

︶

主
た
る
も
の
と
し
て
︑
G
A
E
D
E
,
K
a
rste
n
,
D
u
rch
o
h
n
e
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r
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h
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u
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g
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n
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2
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.
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D
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o
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0
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,
B
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H

v
.
2
5
.
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0
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e
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P
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,
K
la
u
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Z
u
r
g
e
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n

S
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e
h
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d
u
rch

B
e
h
a
n
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n
g
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b
b
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,
JU
R
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1
/
2
0
1
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,

︵
2
0
1
1︶
,
S
.
8
;
W
A
L
T
E
R
,
T
o
n
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,
S
te
rb
e
h
ilfe
:
T
e
le
o
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g
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e

R
e
d
u
k
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n
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e
s

§

2
1
6
S
tG
B
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n
g
!
O
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e
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d
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r
D
o
g
m
a
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/
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0
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U
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G
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G
u
n
n
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S
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e
h
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d
u
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U
n
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n
︵
B
e
-

h
a
n
d
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n
g
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b
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ru
ch
︶
:
A
n
m
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u
n
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,
M
e
d
R
2
9
/
1
,︵
2
0
1
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,
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3
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E
D
E
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a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
2
9
2
5
ff.
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︵

︶

同
様
に
︑
本
判
決
に
好
意
的
な
批
評
と
し
て
︑
H
IR
S
C
H
,
a
.a
.O
.

28︵
2
6︶
,S
.3
7
ff.が
挙
げ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
H
IR
S
C
H
,a
.a
.O
.︵
2
6︶
,

S
.
3
9
で
は
︑
本
判
決
が
説
明
す
る
世
話
法
上
の
効
果
と
刑
法
の
関

係
性
は
︑
若
干
︑
不
明
確
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

G
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E
D
E
,
a
.a
.O
.︵
2
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た
だ
し
︑
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で
も

31
H
IR
S
C
H
,a
.a
.O
.︵
2
6︶
,S
.3
9
と
同
様
に
︑
本
判
決
が
説
明
す
る
世

話
法
上
の
効
果
と
刑
法
の
関
係
性
は
︑
若
干
︑
不
明
確
で
あ
る
と

評
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶
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D
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.O
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S
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︵

︶

同
様
に
︑
本
判
決
に
否
定
的
な
批
評
と
し
て
︑
W
A
L
T
E
R
,
a
.
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.
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ff.︑
結
論
自
体
は
︑
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持
す
る
一
方
で
︑
全
体
的

に
否
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な
論
調
と
し
て
︑
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A
N
D
L
A
,
a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
6
9
8
ff.︑

作
為
と
不
作
為
に
お
け
る
外
見
上
の
現
象
形
態
に
対
応
さ
せ
る
基

準
を
本
判
決
が
放
棄
す
る
点
は
︑
支
持
す
る
一
方
で
︑
全
体
的
に

批
判
的
な
論
調
と
し
て
︑
K
U
B
IC
IE
L
,
a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
6
5
6
ff.が

あ
る
︒
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懸
念
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A
L
-

37
B
R
E
C
H
T
,
a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
4
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に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
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︵

︶

D
U
T
T
G
E
,
a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
3
7
.
こ
の
よ
う
な
評
価
は
︑
前
述

44
し
た
よ
う
に
︑
G
A
E
D
E
,
a
.a
.O
.︵
2
6︶
,
S
.
2
9
2
7
で
も
示
さ
れ
て
い

る
︒
G
a
e
d
e
は
︑
本
判
決
が
争
点
を
整
理
し
た
こ
と
を
高
く
評
価

す
る
の
に
対
し
︑
D
u
ttg
e
は
︑
そ
も
そ
も
︑
こ
の
争
点
は
︑
整
理

す
る
ま
で
も
な
い
と
し
て
低
く
評
価
す
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
︒

︵

︶

D
U
T
T
G
E
,a
.a
.O
.︵
2
6︶
,S
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8
.同
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に
︑
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L
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45︵
2
6︶
,
S
.
6
9
9
で
も
︑
本
判
決
が
正
当
防
衛
に
よ
る
正
当
化
を
拒
否

し
た
こ
と
に
関
す
る
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

既
に
︑
本
判
決
を
引
用
し
た
上
で
判
断
を
下
し
た
連
邦
通
常
裁

46
判
所
決
定
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
判
決
で
も
︑
本
判
決
内
容
が

支
持
さ
れ
て
い
る
︒
B
G
H
B
e
sch
l.
v
.
1
0
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2
0
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