
一

は
じ
め
に

本
日
の
テ
ー
マ
は
、｢

医
療
安
全
と
法｣

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
皆
さ

ん
方
も
医
療
事
故
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
ニ
ュ
ー
ス
で
見
た
り
、
あ
る
い

は
新
聞
で
読
ん
だ
り
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
医
療
安
全
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
、
時

代
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
内
容
で
す
。
こ
の
問
題
を
ど
う
扱
う
か
、
い

ろ
い
ろ
な
切
り
口
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
過
失
犯
の
研
究
も
や
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
医
療
事
故
の
研
究
を
し
て
き
た
わ
け
で
す

が
、
単
な
る
事
後
処
理
型
の
法
解
釈
論
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
、
つ

ま
り
広
い
意
味
で
の
制
度
設
計
の
提
言
で
な
い
と
、
医
療
安
全
と
い
う
問

題
は
展
望
を
描
け
な
い
と
い
う
ふ
う
に
最
近
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、

本
日
話
す
よ
う
な
内
容
を
研
究
し
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
日
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は
、｢

持
続
可
能
な
医
療
安
全
の
確
保｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
医
療
と
い
う
の
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う

え
で
は
不
可
欠
で
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
医
学
と
法
学
の
二
つ
は
古
い

時
代
か
ら
人
類
社
会
に
と
っ
て
必
ず
な
く
て
は
な
ら
な
い
両
輪
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
他
に
も
重
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
学
と
医
学
と

は
、
ま
さ
に
社
会
の
両
輪
と
言
っ
て
も
よ
い
で
す
。
医
療
は
、
人
間
の
身

体
、
精
神
の
疾
患
を
治
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
は
、
社
会

病
理
を
治
し
て
い
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
意
味
で
共
通
点
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
は
、
と
き
ど
き
い
が
み
合
っ
た
り
し
て
緊

張
関
係
に
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に
、
こ
の
医
療
事
故
の
処

理
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
し
か
し
、
両
者
が
い
つ
ま
で
も
い
が
み
合
っ
て

い
て
も
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
か
こ
の
両
輪
を
つ
な
げ
て
、
で

き
る
だ
け
安
全
性
を
確
保
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
国
民
に
対
し
て
果
た

す
べ
き
責
務
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

｢

持
続

可
能
性｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
医
療
安
全
の
意
義
に
は
三
つ
あ
り
、
一
つ
目
は
、
言
う
ま

で
も
な
く

｢

医
療
事
故
の
防
止｣

で
す
。
こ
れ
は
医
療
を
人
が
行
う
以
上

は
避
け
て
通
れ
な
い
、
宿
命
と
言
っ
て
も
よ
い
テ
ー
マ
で
す
。
し
か
し
、

医
療
事
故
を
絶
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
最
小
限
に
抑
え
る

こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
点
が

一
つ
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
医
療
関
係
者
だ
け
が
気
を
付
け
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い

問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

｢

医
薬
品
の
安
全
確
保｣

で
す
。
医
薬
品
は
、
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も
ち
ろ
ん
研
究
段
階
で
は
医
学
関
係
者
が
関
与
し
ま
す
が
、
製
薬
会
社
、

メ
ー
カ
ー
等
が
深
く
関
わ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
医
療
の
専
門

家
で
な
い
人
も
そ
こ
に
は
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
れ
を

認
可
す
る
厚
生
労
働
省
の
よ
う
な
官
庁
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う

観
点
か
ら
の
安
全
の
確
保
、
こ
れ
が
二
つ
目
の
柱
で
す
。

そ
し
て
、
三
つ
目
に
、｢

医
療
供
給
体
制
の
確
保｣

と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
ご
存
じ
の
方
も
い
る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
今
は
地
域
医
療
の

在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
と
見
直
し
が
進
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

人
口
を
見
る
と
、
高
齢
社
会
で
、
地
域
で
の
人
口
の
格
差
が
あ
る
こ
と
で
、

医
療
供
給
体
制
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
直
す
た
め
に
、
後

か
ら
も
出
て
き
ま
す
が
、
国
を
挙
げ
て
地
域
医
療
を
見
直
そ
う
と
い
う
こ

と
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
人
材
の
確

保
が
、
あ
る
分
野
で
は
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
も
産
科
婦
人
科

領
域
で
は
医
師
が
減
っ
て
お
り
、
小
児
科
で
も
減
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
、
人
材
が
必
要
と
思
わ
れ
る
分
野
で
減
っ
て
い
て
、
あ
る
い
は
美
容
整

形
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
逆
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
も
あ
り
ま
す
し
、
地
域
で
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
あ
る
わ
け
で
す
。
長

期
的
に
国
民
の
幸
福
を
考
え
た
場
合
に
は
、
あ
る
程
度
ま
ん
べ
ん
な
く
安

全
な
医
療
を
提
供
で
き
る
体
制
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で

す
。
こ
の
三
つ
が
今
日
の
講
演
の
柱
の
中
心
で
す
。

二

持
続
可
能
な
医
療
安
全
確
保
の
意
義

ま
ず
、
な
ぜ
あ
え
て

｢

持
続
可
能
性｣

と
い
う
こ
と
を
持
ち
出
し
た
の

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
持
続
可
能

性

(��������������)

と
い
う
言
葉
は
、
環
境
法
を
勉
強
し
た
人
は
よ
く

聞
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
法
律
家
や
法
学
部
生
で
な
く
て
も
、
よ

く
聞
く
言
葉
で
す
。
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
に
必
ず
出
て
く
る
こ
の
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
環
境
法
で
は
、
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
資
源

利
用
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
人
類
が
共
存

し
て
い
く
た
め
に
、
い
か
に
持
続
的
に
人
類
が
住
み
や
す
い
環
境
を
確
保

し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

医
療
も
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
て
み
る
と
、
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
今

か
ら
は
医
療
の
専
門
家
だ
け
で
な
く
て
、
一
般
社
会
に
お
い
て
自
覚
的
に

こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
持
続
可
能
社
会
の
中
で
の
医
事
法
の
役
割
と
い
う
観
点
で
お

話
し
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
社
会
が
持
続
的
に
発
展
す
る
た

め
に
は
、
医
療
が
不
可
欠
で
す
。
二
一
世
紀
の
今
日
、
そ
の
医
療
を
支
え

る
に
は
ど
の
よ
う
な
法
的
制
度
的
枠
組
み
が
必
要
か
、
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
考
え
直
す
時
期
に
来
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
方
の
社
会
は
、
ポ
ス
ト

ゲ
ノ
ム
社
会
で
す
。
二
一
世
紀
ま
で
の
医
療
は
、
病
気
に
な
っ
た
か
ら
治

す
と
い
う
と
こ
ろ
に
ウ
エ
イ
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
も
今
後
も

変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
が
二
〇
〇
三
年

に
解
読
さ
れ
て
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
経
ち
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
遺
伝
情
報

医療安全と法
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等
、
人
体
の
構
成
が
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
解

明
が
進
み
、
さ
ら
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
ゲ
ノ
ム
の
解
読
が
で
き
る
よ
う
に
も
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
医
薬
品
の
分
野
で
も
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
医
療
と

い
う
言
葉
が
最
近
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
将
来
の
自
分
の
疾
患

を
予
知
し
、
発
症
す
る
前
に
予
防
し
ま
す
。
医
薬
品
も
、
そ
う
い
う
観
点

か
ら
開
発
し
て
い
く
と
い
う
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

今
後
そ
の
よ
う
な
方
向
は
ま
す
ま
す
進
む
で
し
ょ
う
。
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
、
病
気
に
な
っ
た
か
ら
治
す
と
い
う
医
療
の
ほ
か
に
、
い
わ
ゆ
る
予
知

医
学
、
予
防
医
学
と
い
う
、
将
来
を
見
通
し
た
医
療
安
全
と
い
う
も
の
を

よ
り
積
極
的
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
が
、
今
の
時
代
、
あ
る
い
は
今
後

の
時
代
で
す
。
そ
の
中
で
出
て
き
て
い
る
学
問
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
レ

ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス

(�����������������)
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
最
後
の
ほ
う
で
ま
と
め
て
話
し
ま
す
。

ま
た
、
医
薬
品
を
開
発
す
る
際
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
リ
ス
ク
が
付
き
物

で
す
。
現
代
社
会
は
、｢

リ
ス
ク
社
会｣

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
リ
ス

ク
と
い
う
の
は
、
デ
ン
ジ
ャ
ー
と
は
違
い
ま
す
。
あ
る
こ
と
を
技
術
を
用

い
て
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
一
定
の
確
率
で
伴
う
の
が
リ
ス
ク
と
い
う
も
の
で

す
。
そ
の
中
で
、
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑
え
て
、
で
き
る
だ
け
ベ
ネ
フ
ィ
ッ

ト

(

利
益)

を
優
先
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
医
療
安
全
の
柱
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
事
前
に
予
測
を
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン

ト

(��������������������)
と
呼
ば
れ
る
予
測
、
評
価
を
す
る
の
が

弱
い
、
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
今
も
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
国
に
調
査
、
学
会
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
等
で
行
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
国
で
こ
う
い
う
議
論
を
し
ま
す

と
、
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
国
で
は
な
い
で
す
が
、
よ
く
や
っ
て
い
る
な

と
い
う
国
で
は
、
国
を
挙
げ
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う

枠
組
み
を
国
が
し
っ
か
り
作
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
、
こ
れ
が

重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
進
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
私
が
属
し
て
い
る
内
閣
府
の
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
会
議
生
命
倫
理
専
門
調
査
会
は
、
ハ
ー
ド
な
日
程
で
、
月
に
一
回
活
動

を
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
ゲ
ノ
ム
編
集
を
徹
底
的
に
議
論
し
て
、
本
年

(

二
〇
一
六
年)

四
月
に
中
間
ま
と
め
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
最
先
端
の
問
題
を
先
取
り
し

て
枠
組
み
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
種
の
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ

イ
エ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
規
制
と
い
う
点
だ
け
に
ウ
エ
イ
ト
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
て
、
適
正
に
ル
ー
ル
や
枠
組
み
を
作
り
な
が
ら
技
術
を
発
展
さ
せ

る
、
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。
と
き
ど
き
、
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
と
い
う
語

を
、｢

抑
制
す
る｣

と
い
う
ふ
う
に
読
ま
れ
る
誤
解
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
少
し
違
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
あ
と
か
ら
お
話
し

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
、
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
社
会
、
あ
る
い
は
高
齢

化
社
会
で
、
医
事
法
や
生
命
倫
理
が
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三

持
続
可
能
な
医
療
安
全
確
保
の
た
め
の
三
本
の
矢

そ
し
て
、
社
会
保
障
を
含
ん
だ
持
続
可
能
な
医
療
の
供
給
体
制
、
持
続

可
能
な
安
全
な
医
薬
品
・
医
療
機
器
の
供
給
、
持
続
可
能
な
医
療
安
全
体

制
の
確
立
、
と
い
う
三
本
の
矢
が
、
ま
さ
に
持
続
可
能
な
医
療
安
全
確
保

に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

四

医
療
安
全
に
関
連
す
る
近
時
の
動
向

昨
今
、
医
療
安
全
を
め
ぐ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
動
き
が
あ
り
ま
す
。
制
度

の
紹
介
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
と
、
特
に
昨
年

(

二
〇
一

五
年)

か
ら
今
年

(

二
〇
一
六
年)

が
、
日
本
の
医
療
安
全
に
と
っ
て
大

き
な
転
機
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

昨
年
、｢

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康

保
険
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

が
で
き
ま
し
た
。
中
身
は
何
か
と
い

う
と
、
一
つ
目
は
国
民
健
康
保
険
の
安
定
化
、
二
つ
目
は
小
粋
高
齢
者
支

援
金
の
全
面
総
報
酬
割
の
導
入
、
三
つ
目
が
負
担
の
公
平
化
、
そ
の
他
所

得
水
準
に
応
じ
た
補
助
率
等
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
法
律
が
で
き
た
こ
と
と
、
地
域
医
療
構
想
策
定
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
で
き
た
こ
と
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
地
域
、
お

そ
ら
く
熊
本
で
も
、
熊
本
市
を
中
心
と
し
て
熊
本
全
県
下
で
ど
の
よ
う
な

医
療
体
制
が
よ
い
か
に
つ
い
て
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま

す
。

そ
れ
か
ら
、
医
療
事
故
調
査
制
度
で
す
。
後
か
ら
詳
し
く
話
し
ま
す
が
、

医
療
事
故
に
つ
い
て
は
実
は
昨
年
の
一
〇
月
か
ら
医
療
事
故
調
査
制
度
が

始
ま
り
ま
し
た
。
今
日
の
講
演
内
容
の
後
半
は
、
こ
ち
ら
に
ウ
エ
イ
ト
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

五

医
療
安
全
に
関
す
る
法
的
現
状

(

一)

医
療
安
全
と
は
何
か

さ
て
、
医
療
安
全
に
関
す
る
法
的
現
状
と
い
う
話
を
少
し
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
法
学
部
の
学
生
さ
ん
は
、
法
律
問
題
に
関
心

が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
医
学
関
係
の
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
の
で
、
か
み
砕
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

｢

医
療
安
全｣

と
は
何
か
、
と
い
う
定
義
自
体
が
、
実
は
簡
単
で
は
な

い
の
で
す
。｢

安
全｣

と
似
た
よ
う
な
言
葉
に
、｢

安
心｣

と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
と
き
ど
き
同
じ
よ
う
に
使
う
人
が
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
違
い
ま
す
。
安
全
と
安
心
は
、
も
ち
ろ
ん
関
係
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

安
全
と
い
う
の
は
、
安
心
感
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
技
術
的

に
、
制
度
的
に
安
全
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

｢

安
全｣

な
の
で
す
。｢

安
全｣

は
、
別
に
印
象
で
も
感
想
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
っ

か
り
と
安
全
な
医
療
を
提
供
す
る
、
そ
れ
が
実
は
跳
ね
返
っ
て
安
心
感
に

繋
が
る
わ
け
で
、
両
者
は
イ
コ
ー
ル
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
前
提
で
、
医
療
安
全
と
は
何
か
、
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
医
療
事
故
と
い
う
の
は
、
ど
う
や
っ
て
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、｢

ミ
ス｣

だ
ろ
う
、
と
思
う
人
が
大
半
だ
と
思
い
ま
す
。
当

然
で
す
。
医
療
は
人
が
行
う
行
為
で
、
医
者
も
人
間
で
す
か
ら
、
事
故
も

起
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
誰
が
悪
い
の
か
、
と
い
う
ふ
う
に
特
定
の
人

の
ミ
ス
を
探
す
の
が
、
こ
れ
ま
で
通
常
と
っ
て
き
た
法
的
解
決
手
法
の
一

つ
で
す
。
こ
れ
は
や
む
を
得
ま
せ
ん
。
民
事
責
任
に
せ
よ
、
刑
事
責
任
に

せ
よ
、
や
は
り
個
人
責
任
の
原
則
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
従
来
、
特
に
二
〇
世
紀
ま
で
は
、｢

個
人
モ
デ
ル｣

で
突
っ
走
っ

て
き
ま
し
た
。
あ
る
事
故
が
起
き
る
と
、｢

こ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
手
術

を
し
た
医
師
が
悪
い
。
あ
る
い
は
、
薬
の
注
射
を
す
る
際
に
十
分
に
注
意

を
し
な
か
っ
た
、
分
量
を
間
違
え
た
看
護
師
が
悪
い
。｣

と
い
っ
た
ふ
う

に
、｢

誰
が
悪
い
か｣

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

法
的
責
任
に
つ
い
て
は
、｢

責
任
主
義｣

と
い
う
基
本
原
理
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
個
人
責
任
で
、
Ｘ
な
ら
Ｘ
と
い
う
医
師
に
過
失
責
任
が

あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
追
及
し
て
き
ま
し
た
し
、
今
後
も
逃
れ

が
た
い
宿
命
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
安
全
と
い
う
観
点
か
ら
考

え
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
世

紀
の
終
わ
り
か
ら
二
一
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
、｢

組
織
モ
デ
ル｣

と
い

う
も
の
が
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
も
、
刑
法
で
は
個
人
モ
デ
ル
を
基

本
と
す
る
の
で
す
が
、
医
事
法
と
い
う
も
う
少
し
広
い
観
点
か
ら
見
る
と
、

組
織
モ
デ
ル
も
視
野
に
入
れ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

き
ま
し
た
。

そ
の
際
に
、｢

ス
イ
ス
チ
ー
ズ
・
モ
デ
ル｣

と

｢

ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
・
モ

デ
ル｣

と
い
う
も
の
も
、
随
分
と
用
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

す
ぐ
後
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
熊
本
は
川
上
哲
治

(

元)

巨

人
軍
監
督
以
来
、
圧
倒
的
に
巨
人
フ
ァ
ン
の
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
私

も
九
州

(

大
分)

出
身
で
す
か
ら
、
子
ど
も
の
こ
ろ
は

(

旧)

西
鉄
ラ
イ

オ
ン
ズ
を
応
援
し
て
い
ま
し
た
が
、
広
島
に
も
二
〇
年
間
ほ
ど
住
ん
で
い

ま
し
た
の
で
、
広
島
カ
ー
プ
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
日
お
話
し
し
た
い
こ
と
は
、
単
な
る
好
き
嫌
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、
組
織
と
し
て
見
た
場
合
、
広
島
カ
ー
プ
に
学
ぶ
点
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
た
ま
た
ま
二
五
年
ぶ
り
に
カ
ー
プ
が
リ
ー
グ
優
勝
し
た

今
年
だ
か
ら
、
敢
え
て
例
と
し
て
挙
げ
ま
す
。
ま
た
二
五
年
、
優
勝
が
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
今
年
だ
け
は
勘
弁
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

熊
本
も
、
前
田
智
徳
を
は
じ
め
と
し
て
カ
ー
プ
所
縁
の
選
手
も
い
ま
す
の

で
、
関
心
が
あ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
巨
人
フ
ァ

ン
の
人
は
、
巨
人
に
置
き
替
え
て
も
ら
っ
て
結
構
で
す
。

ま
ず
は
、
前
後
の
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
先
に
こ
の
モ
デ

ル
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
・
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、

社
会
心
理
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
リ
ー
ズ
ン

(�����������)

が
考
え
た

も
の
で
す
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
を
考
え
る
と
き
に
、
ど
う
い
う
構
造

で
起
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
と
、
二
つ
の
モ
デ
ル
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
・
モ
デ
ル
で
す
。
チ
ー

ズ
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ス
イ
ス
・
チ
ー
ズ
で

す
か
ら
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
穴
が
空
い
て
い
る
、
ア
ニ
メ
の｢

ト
ム
と
ジ
ェ
リ
ー｣

に
出
て
く
る
チ
ー
ズ
を
想
像
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

資 料
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を
ス
ラ
イ
ス
し
て
切
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
六
枚
に
ス
ラ
イ
ス
し
ま
す
。
多

く
の
場
合
、
六
枚
あ
れ
ば
、
こ
の
穴
は
ど
こ
か
で
埋
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ミ
ス
を
穴
と
考
え
れ
ば
、
誰
か
が
ミ
ス
を
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
の
が

通
常
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
穴
を
、
六
人
も
い
る
の
に
皆
が
よ
り
に

よ
っ
て
全
員
見
過
ご
す
と
い
う
こ
と
が
起
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
矢

印
は
、
事
故
の
痕
跡
で
す
。
そ
の
と
き
に
大
事
故
が
起
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
を
分
析
し
て
み
て
も
そ
う
で
す
。
医
療
事
故
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
船
舶
事
故
も
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
船
舶
事

故
で
も
そ
う
で
す
。
あ
る
い
は
、
航
空
機
事
故
も
、
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。｢

お
や
？｣

と
思
う
大
き
な
事
故
の
大
体
が
、
み
ん
な
当
然
誰
か
が

や
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
誰
も
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と

き
に
起
き
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
が
、
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
・
モ
デ
ル
で
す
。
正
式
な
図
は
も
う
少

し
正
確
な
も
の
で
、
こ
こ
で
は
略
図
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
雪
だ
る
ま
を

ミ
ス
と
思
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
最
初
は
こ
の
雪
だ
る
ま
は
小
さ
い
で

す
。
小
さ
な
ミ
ス
の
段
階
で
は
ス
ト
ッ
プ
し
よ
う
と
思
え
ば
容
易
に
ス
ト
ッ

プ
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
雪
だ
る
ま
は
放
っ
て
お
く
と
だ
ん
だ
ん
大
き

く
な
り
ま
す
。
途
中
で
何
と
か
ぎ
り
ぎ
り
ス
ト
ッ
プ
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
段
階
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
後
の
大
き
な
雪
だ
る
ま
に

な
る
と
、
こ
れ
を
受
け
止
め
ら
れ
る
人
は
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。
ス
ト
ッ

プ
し
よ
う
と
思
っ
て
も
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

(

二)

広
島
カ
ー
プ
の
試
合
か
ら
学
ぶ
医
療
安
全

こ
れ
を
野
球
に
な
ぞ
ら
え
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
小
さ
な
綻
び
か
ら
ミ
ス
が
重
な
っ

て
、
大
失
点
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
九
回
ま
で
大
量
点

を
奪
っ
て
勝
っ
て
い
た
の
に
、
九
回
裏
に
と
ん
で
も
な
い
ミ
ス
で
逆
転
負

け
、
と
い
う
こ
と
は
、
特
異
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
学
ん
だ
の
が
広
島
カ
ー
プ
で
す
。
こ
こ
数
年
は
な
ん
と
か
Ａ
ク
ラ
ス
に

入
っ
て
い
ま
す
が
、
四
、
五
年
前
ま
で
は
、
二
五
年
前
に
優
勝
し
て
以
来
、

ず
っ
と
長
い
期
間
、
Ｂ
ク
ラ
ス
が
多
か
っ
た
で
す
。
そ
の
と
き
に
私
は
、

試
合
を
見
な
が
ら
学
問
的
に
検
討
を
し
な
い
と
い
け
な
い
、
と
思
い
、
今

で
も
相
当
な
試
合
数
を
テ
レ
ビ
で
見
て
い
ま
す
。
ミ
ス
の
連
鎖
が
常
態
化

し
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
シ
ョ
ー
ト
が
エ
ラ
ー
す
る
と
セ
カ
ン
ド

も
合
わ
せ
て
エ
ラ
ー
す
る
、
と
い
う
ミ
ス
の
連
鎖
で
す
。
刑
法
で
は
、

｢

過
失
の
競
合｣

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
加
え
て
、
監
督
ま
で
と
ん
で
も
な

い
采
配
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
ピ
ッ
チ
ャ
ー

を
変
え
た
り
、
と
ん
で
も
な
い
人
を
代
打
で
出
し
た
り
し
て
、
チ
ャ
ン
ス

を
つ
ぶ
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

｢

監
督
過
失｣

と
呼
ん
だ
り
し
て
、

イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
論
文
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

Ａ
ク
ラ
ス
に
入
る
チ
ー
ム
、
た
と
え
ば
、
巨
人
は
、
今
年
は
優
勝
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
上
位
に
大
体
位
置
し
て
い
ま
す
。
Ｂ
ク

ラ
ス
の
チ
ー
ム
は
、
医
療
安
全
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
と
、
安
全
な
医
療

は
提
供
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
チ
ー
ム
は
で
き
て
い
る
、
と

い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
で
す
。
ト
ー
タ
ル
に
、
年
間
通
し
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て
Ａ
ク
ラ
ス
の
チ
ー
ム
は
、
安
全
な
医
療
を
提
供
し
て
き
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
Ｂ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
チ
ー
ム
は
、
ど
こ
か
に
構
造
的
欠

陥
が
あ
っ
た
と
考
え
て
、
プ
ロ
野
球
で
も
サ
ッ
カ
ー
で
も
見
て
い
く
と
、

ス
ポ
ー
ツ
も
生
き
生
き
と
見
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
先
程
の

ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
・
モ
デ
ル
が
両
方
重
な
る
と
、

さ
ら
に
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
起
き
ま
す
。
医
療
事
故
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、

後
か
ら
取
り
上
げ
る
横
浜
市
立
大
学
の
患
者
取
り
違
え
事
件
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
両
方
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
典
型
的
な
事
件
で
あ
り
ま
す
。

は
じ
め
て
聞
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、｢

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の

法
則｣

と
い
う
も
の
が
、
最
近
は
か
な
り
認
知
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
大
事

故
は
突
然
起
き
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
と
ん
で

も
な
い
重
大
事
故
が
一
件
起
き
た
と
き
に
は
、
必
ず
ニ
ア
ミ
ス
が
概
ね
二

九
件
く
ら
い
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
前
の
小
さ
な
ミ
ス
の

こ
と
を
医
療
現
場
で
は
俗
に

｢

ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト｣
と
言
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
三
〇
〇
件
く
ら
い
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
は
通
常
、
何
か
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
程
度
の
割
合
で
ヒ
ヤ
ッ
と
す

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
動
車
免
許
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

運
転
し
て
い
て
も
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
が
日
常
的
に
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。
通
常
は
、
そ
こ
で
収
ま
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
放
っ
て
お
く

と
、
ニ
ア
ミ
ス
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
航
空
機
事
故
で
は
、
こ

れ
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
船
舶
で
も

そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
、
と
私
は
想
定
し
て
い
ま
す
。
医
療
事
故
も
し

か
り
、
で
す
。

重
大
事
故
は
突
然
起
き
る
の
で
は
な
く
て
、
言
わ
ば
起
き
る
べ
く
し
て

起
き
る
、
と
言
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

人
は
誰
で
も
間
違
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の

｢

医
療
の
質
委
員
会｣

が
二
〇
世
紀
末
に
出
し
た
報
告
書
で
、��������������

と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
す
が
、
非
常
に
象
徴
的
で
、
分
か
り
や
す
い
で
す
よ
ね
。

｢

私
は
生
涯
全
く
ミ
ス
を
犯
し
ま
せ
ん
で
し
た｣

と
言
え
る
人
は
、
い
る

わ
け
が
な
い
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
に
人
間
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人

間
を
理
解
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
い
か
に
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
エ
ラ
ー
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
持
続
可
能
性

と
結
び
付
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
事
故
ば
か
り
が
続
く
と
、
そ
の
シ
ス

テ
ム
は
持
続
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
流
れ
が
全
面
ス
ト
ッ
プ
し
て
、
そ

の
シ
ス
テ
ム
が
破
綻
し
ま
す
。
多
少
の
ミ
ス
は
あ
り
な
が
ら
も
、
全
体
と

し
て
持
続
で
き
る
と
い
う
の
が
、
良
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、

医
療
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
医
療
は
な
く
な
っ
て
よ
い
、
と

い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
要
す
る
に
、｢

安
全
文
化｣

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
し
て
、

最
近
は
大
分
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
従
来
日
本
で
も
弱
か
っ
た

分
野
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
観

点
か
ら
専
門
家
が
安
全
文
化
の
こ
と
を
言
い
だ
し
て
、
医
療
分
野
で
も
、

｢

医
療
安
全
学
会｣

が
で
き
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
よ
り
充
実
し

た
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
ま
だ
ま
だ
検
討
途
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上
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
の
国
も
、
こ
れ
が
完
璧
に
成
功
し
て
い
る
国
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
う
い
っ
た
方
向
に
強
く
進
ん
で
い
る
国
と

そ
う
で
な
い
国
と
い
う
の
は
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。
日
本
も
ぜ
ひ
そ
の
仲

間
に
入
っ
て
、
日
本
の
医
療
は
安
全
だ
と
い
う
風
土
、
文
化
を
誇
示
し
な

い
と
い
け
な
い
、
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
法
律
も
、
も
ち
ろ
ん
貢
献
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

と
き
に
、
ニ
ア
ミ
ス
や
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
の
原
因
を
早
く
突
き
止
め
る
と

い
う
こ
と
が
、
一
番
大
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
鉄
則
で
す
。
ま
ず
、
原
因
解
明
を
急
ぐ
。
こ
れ
を
ダ
ラ
ダ
ラ
放
置
し

て
お
く
と
、
時
も
経
ち
ま
す
か
ら
、
資
料
も
散
逸
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な

証
言
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
早
く
原

因
を
突
き
止
め
る
と
い
う
よ
う
に
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
先
、
少
な
く
と
も

酷
い
方
向
に
は
い
か
な
い
、
と
思
い
ま
す
。

野
球
や
サ
ッ
カ
ー
は
、
チ
ー
ム
医
療
と
よ
く
似
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
チ
ー
ム
は
、
医
療
に
し
て
も
ス
ポ
ー
ツ
に

し
て
も
質
が
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
一
人
の
ス
ー

パ
ー
ス
タ
ー
だ
け
を
育
て
る
の
で
は
な
く
て
、
関
わ
っ
て
い
る
チ
ー
ム
の

う
ち
の
一
人
一
人
が
一
定
程
度
の
質
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
人
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
が
い
る
と
こ
ろ
は
、

そ
の
人
が
転
ん
で
し
ま
え
ば
全
部
お
し
ま
い
で
す
。
あ
る
い
は
、
そ
の
人

が
移
籍
し
て
し
ま
っ
た
ら
お
し
ま
い
で
す
。
こ
れ
も
広
島
カ
ー
プ
に
学
ん

だ
こ
と
で
す
。
今
は
大
分
整
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
カ
ー
プ
は
、
フ

リ
ー
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
黒
田
博
樹
が
米
国
に
行
っ
た
り
、
新
井
貴
浩
が

阪
神
に
行
っ
た
り
と
い
う
苦
い
経
験
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
だ
ん

だ
ん
と
Ｂ
ク
ラ
ス
が
常
態
化
し
て
き
ま
し
た
。
結
局
、
誰
か
に
頼
っ
て
い

た
ら
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
人
一
人
残
っ
た
人
材
が
、
人
が
変

わ
っ
て
も
絶
え
ず
一
定
レ
ベ
ル
の
質
を
提
供
し
続
け
る
と
い
う
意
識
さ
え

あ
れ
ば
、
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
が
い
な
く
て
も
、
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
け
ま

す
。医

療
も
そ
う
で
す
。
時
折
す
ご
い
医
者
が
い
て
、
ス
ー
パ
ー
ド
ク
タ
ー

や
、｢

神
の
手｣

と
呼
ば
れ
る
人
が
も
て
は
や
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人

も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ト
ー
タ
ル
で
み
る
と
、
私
は
や
は
り
そ
う

い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
専
門
職
者
が
プ
ロ
と
し
て
当

然
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
く
と
い
う
病
院
や
チ
ー
ム
医
療
で
あ
れ

ば
、
安
全
性
を
十
分
確
保
し
て
や
っ
て
い
け
る
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
逆

に
、
そ
う
で
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
、
と
も
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
別
に
医
療
関
係
者
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
院
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
ま
す
と
、
事
務
職
も
含
め
て
、
医
療
専
門
職
以
外
の

人
の
意
識
も
共
有
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
チ
ー
ム

の
裏
方
、
プ
ロ
野
球
に
し
て
も
選
手
以
外
の
裏
方
の
人
た
ち
が
い
か
に
チ
ー

ム
の
質
を
上
げ
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
情
報
や
問
題
意
識
を
共
有
し
て
お

け
ば
、
チ
ー
ム
は
強
く
な
り
ま
す
。

医
療
も
そ
う
で
す
。
受
付
か
ら
始
ま
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
務
の
担
当

者
や
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
も
一
丸
と
な
っ
て
問
題

意
識
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
問
題
意
識
と
し
て
安
全
性
の
確
保

医療安全と法
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が
頭
に
あ
れ
ば
、
当
然
や
る
べ
き
こ
と
は
見
え
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
一
球
一
打
の
重
要
性
を
一
人
一
人
の
患
者
に
対
す
る
心
構
え
、

実
践
と
い
う
ふ
う
に
置
き
換
え
る
と
、
十
分
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。お

そ
ら
く
、
今
年
、
広
島
カ
ー
プ
が
優
勝
し
た
の
は
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
や
っ
て
き
た
お
か
げ
だ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
す
が
に
、
昨
年
、

前
田
健
太
が
抜
け
た
と
き
は
、
多
く
の
野
球
評
論
家
が

｢

カ
ー
プ
は
今
年

も
当
然
Ｂ
ク
ラ
ス
だ｣

と
予
測
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
う
思
い
ま
せ
ん

で
し
た
。｢

い
や
、
こ
れ
は
逆
に
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
に
変
わ
る
。｣
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
物
事

は
考
え
様
で
、
ピ
ン
チ
の
と
き
に
は
、
発
想
を
変
え
る
と
、
逆
に
チ
ャ
ン

ス
が
そ
こ
に
芽
生
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
言
え
ま
す
。
持
続
可
能
性

も
、
実
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
何
と
か
み
ん
な
が
貴
重
な
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

一
人
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
意
識
で
や
っ
て
い
け
ば
、
十
分
補
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
社
会
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

(

三)

刑
事
医
療
過
誤
の
刑
事
責
任
追
及
の
意
義
と
限
界

さ
て
、
今
度
は
も
う
少
し
法
律
論
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
事
件
に
関
係

づ
け
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

｢

医
療
事
故｣

に
は
、
民
事
事
件
も
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、

民
事
事
件
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
。
刑
事
事
件
が
多
い
と
い
う
こ

と
の
方
が
異
常
で
す
。
医
療
事
故
は
、
年
間
数
千
件
起
き
ま
す
が
、
実
は

日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
も
っ
と
多
く
て
何
万
件
、

ア
メ
リ
カ
で
は
さ
ら
に
多
い
で
す
。
そ
れ
で
も
、
す
べ
て
の
事
故
が
医
療

過
誤
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ア
ク
シ
デ
ン
ツ

(����������������)

と
い
う
の
が
医
療
事
故
で
す
。｢

医
療
過
誤｣

と

い
う
の
は
、
文
字
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
過
誤
で
す
か
ら
、
ミ
ス
テ

イ
ク

(�������)

で
す
。
人
間
が
行
っ
た
人
為
的
ミ
ス
を
医
療
過
誤
と

言
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
民
事
事
件
で
あ
れ
、
刑
事
事
件
で
あ
れ
、

過
失
が
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。

民
法
上
は
、
二
つ
の
攻
め
方
、
責
任
の
と
ら
せ
方
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
不
法
行
為
で
す
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
や
っ
た
、
と
い
う
場
合
に
は
、

民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
責
任
が
発
生
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、｢

故
意
ま
た
は
過
失
で
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る｣

と
い
う
の
が
、

民
法
の
不
法
行
為
の
要
件
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
民
法
四
一
五
条
を
根
拠
に
、
債
務
不
履
行
と
い
う
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
学
部
以
外
の
方
に
は
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
だ
け
補
足
を
し
ま
す
。
債
務
不
履
行

と
い
う
の
は
、
契
約
に
基
づ
く
責
任
で
す
の
で
、
医
療
や
診
療
は
契
約
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
難
し
い
で
す
。

仮
に
医
療
を
契
約
と
し
た
場
合
、
ほ
か
の
契
約
と
は
性
格
が
少
し
違
い

ま
す
。
あ
な
た
に
こ
れ
を
売
り
ま
し
ょ
う
、
買
い
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
通

常
の
売
買
契
約
は
、
一
定
の
商
品
の
対
価
と
し
て
、
た
と
え
ば
、｢

一
〇

万
円
く
だ
さ
い｣

、
そ
し
て

｢

何
月
何
日
ま
で
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い｣

と
期
日
を
設
定
し
て
お
し
ま
い
で
す
。
そ
し
て
、
契
約
違
反
が
あ
る
と
、

債
務
不
履
行
を
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、｢

家
を
建
て
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て
く
だ
さ
い｣

と
い
っ
て
家
を
注
文
し
、｢

二
〇
一
六
年
一
二
月
末
ま
で

に
家
を
建
て
ま
し
ょ
う｣

と
い
う
請
負
契
約
に
よ
っ
て
、
家
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て

｢
引
き
渡
し
ま
し
ょ
う｣

と
い
う
こ
と
で
よ
い
わ
け
で
す
。
多
く

の
契
約
は
、
通
常
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
大
体
想
定
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

医
療
は
、
仮
に
契
約
と
し
た
場
合
に
も
、
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。

｢

私
、
こ
こ
が
痛
い
で
す｣

、
あ
る
い
は｢

こ
こ
を
骨
折
し
ま
し
た｣

と
い
っ

た
場
合
に
、
手
術
を
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
手
術
で
な
く
て
も
薬
を
投
与

し
て
治
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
疾
患
に
よ
っ
て
、
対
応
は
違
い
ま
す
。
そ

れ
を
や
っ
た
か
ら
治
る
保
証
が
あ
る
か
、
と
い
う
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま

す
。
多
く
の
人
々
は
、
病
院
に
行
っ
た
ら
治
る
と
い
う
前
提
で
病
院
に
行

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
体
は
予
定
ど
お
り
治
る
と
い
う
保
証
が
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
医
療
の
難
し
さ
で
す
。
こ
れ
を

｢

医
療
の
不
確
実
性

(�����������)｣
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

入
院
を
す
る
場
合
に
、｢

何
月
何
日
ま
で
二
週
間
ほ
ど
入
院
し
ま
し
ょ

う｣

と
い
っ
て
、
一
応
契
約
を
結
び
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
病
院
で
契
約
書

を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
、
正
式
な
契
約
書
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

実
は
あ
ま
り
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
入
院
の
よ
う
な
と
き
に
は
文

書
は
交
わ
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
見
て
み
る
と
、
多
く
の
も
の
は
い

ろ
い
ろ
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
、｢

何
か
こ
れ
で
問
題
が

あ
っ
た
時
に
は
異
議
申
立
て
を
し
ま
せ
ん｣

と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
も
チ
ェ
ッ

ク
を
し
て
、
あ
た
か
も
こ
れ
が
契
約
書
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
契
約
書
で
は
な
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

多
く
の
場
合
、
国
民
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
を
契
約
書
と
思
い
込
ん
だ
り
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
今
、

そ
う
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

私
は
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
刑
法
の
ほ
か
に
医
事
法
も
教
え
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
を
受
講
し
て
、
今
は
弁
護
士
、
裁
判
官
、
検
察
官
に
な
っ
た
人

が
か
な
り
い
ま
す
。
ま
た
、
弁
護
士
に
な
っ
た
あ
と
、
さ
ら
に
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
す
る
た
め
に
研
修
を
積
ま
せ
る
た
め
の
リ
カ
レ
ン
ト
講
座
を
設
け
て
い

ま
し
て
、
そ
の
講
座
で
医
事
法
を
受
講
し
た
弁
護
士
が�������������

第

一
号
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
際
に
、
彼
が
医
療
契
約
・
入
院
契
約
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
た
の

で
、
実
際
に
病
院
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
文
書
を
作
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
律
家
の
目
か
ら
見
て
、
契
約
書
と
言

え
る
も
の
は
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
で
す
。
名
古
屋
地
区
で
し
っ
か
り
し

た
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
全
国
的
に
は
、
文
書
で
は
あ
っ
て
も
法
律

家
の
目
か
ら
見
る
と
契
約
書
と
い
う
も
の
が
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

契
約
違
反
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
と

い
う
よ
う
な
文
言
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
医
療
契
約
と
い
う

の
は
、
契
約
と
し
て
は
表
現
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
名
前
は
、

準
委
任
契
約
と
呼
ば
れ
た
り
も
し
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
は
、
医
療
は
契
約

で
は
な
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
そ
う
で
す
が
、
信
認

関
係
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
一
理
あ
り
ま
す
。
本
日
は
こ
の
点
に
つ
い
て

結
論
を
出
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
の
で
す
。

た
だ
、
民
事
事
件
の
場
合
に
は
、
裁
判
に
な
り
ま
す
と
、
弁
護
士
は
、

不
法
行
為
と
債
務
不
履
行
の
両
方
を
立
て
ま
す
の
で
、
最
終
的
に
医
療
事
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故
が
過
失
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
ま
す
と
、
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
ご
承
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
裁
判
は
長
い
で
す
。
延
々
と
、

中
に
は
一
〇
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
か
か
っ
た
事
件
も
あ
り
ま
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
、
訴
え
た
患
者
側
も
病
院
側
も
、
心
身
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

も
コ
ス
ト
も
消
耗
し
て
ク
タ
ク
タ
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
よ
く
言
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
勝
ち
負
け
を
付
け
た
い
と
思
う
患
者
さ
ん
も
い

る
わ
け
で
す
が
、
最
近
は�����

(����������������������������)
と
い
う
も
の
が
増
加
し
て
き
ま
し
た
。���
と
は
、｢

裁
判
外
紛
争
処
理

シ
ス
テ
ム｣

で
す
。
特
に
、
医
療���
と
呼
ば
れ
ま
し
て
、
裁
判
で
決

着
を
付
け
な
い
で
、
当
事
者
が
話
し
合
い
で
決
着
を
付
け
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
で
す
。
こ
れ
が
今
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
に
法
的
責
任
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
さ
ず
に
、
当
事
者
間
で
納
得
し
た
と

こ
ろ
で
妥
協
を
す
る
、
と
い
う
解
決
手
法
で
す
。

こ
れ
は
、
日
本
で
は
な
じ
み
や
す
い
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
で
も
こ
れ
は
増
え
て
い
ま
す
し
、
ど
こ
の
国
で
も
あ
り
ま
す
。
も
と
も

と
発
祥
の
地
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
、
マ
オ
リ
族
の
紛
争
解
決
の
手
法

と
し
て
そ
れ
に
近
い
制
度
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
発
祥
し
て
い
ろ
い
ろ
な

国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
度
は
刑
法
に
目
を
や
り
ま
す
と
、
刑
法
二
一
一
条
一
項
の
業

務
上
過
失
致
死
傷
罪
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
な
じ
み
の
罪
名
で
あ
り
ま

す
。
日
本
で
は
、
災
害
事
故
で
あ
ろ
う
と
医
療
事
故
で
あ
ろ
う
と
船
舶
事

故
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
事
故
で
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
を
使
う
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
国
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
事
故
で
も
罪
名
を
細
か
に
分
け
て

い
る
国
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
主
に
刑
法
二
一
一
条
一
項

が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。
こ
の
規
定
が
一
番
守
備
範
囲
が

広
い
、
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。『

犯
罪
白
書』

を
見
て
も
、
故

意
犯
よ
り
も
過
失
犯
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
。

し
か
も
、
過
失
犯
は
多
様
で
す
。
医
療
事
故
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

災
害
事
故
た
と
え
ば
最
高
裁
判
例
で
あ
り
ま
し
た
が
、
明
石
市
の
砂
浜
が

陥
没
し
て
女
の
子
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事
件
で
も
、
公
務
員
の
過
失
責

任
が
問
わ
れ
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
明
石
市
の
花
火
大
会
で
見
物
客
同

士
が
将
棋
倒
し
に
な
っ
て
数
名
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事
件
で
も
、
警
備

会
社
の
支
社
長
や
地
域
警
察
官
が
こ
の
罪
に
問
わ
れ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
に
、
守
備
範
囲
が
広
い
で
す
。
医
療
事
故
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
、
逆
に
言
う
と
問
題
が
あ
り
ま
す
。
刑
事
責
任
と
し
て
の

過
失
責
任
を
ど
こ
ま
で
負
う
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
実
は
、

医
療
現
場
の
人
は
、
こ
れ
に
戦
々
恐
々
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
、
行
政
法
上
の
責
任
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

｢

免

許
停
止｣

や

｢

免
許
取
消
し｣

、
あ
る
い
は

｢

病
院
の
資
格
停
止｣

で
あ

り
ま
す
。
最
近
も
、
特
定
機
能
病
院
の
資
格
を
返
上
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
事
態
が
起
き
ま
し
た
。
群
馬
大
学
病
院
も
そ
う
で
し
た
し
、
東
京
女

子
医
大
病
院
も
そ
う
で
し
た
。
し
か
る
べ
き
大
き
な
病
院
で
も
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
医
師
は
、
免

許
停
止
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

民
事
事
件
で
も
刑
事
事
件
で
も
過
失
の
存
在
が
必
要
で
す
の
で
、
過
失

が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
、
と
認

資 料
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定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
結
果
が
予
見
で
き

た
の
に
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
大
体
の
理
解
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
因
果
関
係
の
存
在
も
重
要
で
す
。
因
果
関

係
自
体
が
、
解
釈
論
上
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
す
。
こ
れ
を
認
定
す
る
の

は
、
裁
判
官
で
も
難
し
い
で
す
。
捜
査
機
関
に
あ
っ
て
は
、
さ
ら
に
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
な
お
難
し
い
で
す
。

ま
し
て
や
、
医
療
事
故
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
の
存
在
の
立
証
は
大
変

困
難
を
伴
い
ま
す
。
注
意
義
務
の
認
定
も
し
か
り
で
す
。
具
体
例
に
つ
い

て
は
、
あ
と
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

民
事
責
任
と
刑
事
責
任
の
違
い
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
民
事
事
件
の

ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
当
然
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
件
数
は
少
な
い
で

す
が
、
刑
事
事
件
の
ほ
う
が
、
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
り
ま
す
。
刑
事
事
件
の

ほ
う
が
、
認
定
が
厳
し
い
で
す
。
当
然
、｢

個
人｣
対

｢

国
家｣

で
す
か

ら
、
証
明
に
つ
い
て
も
要
件
が
厳
し
い
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
件
数

も
少
な
い
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い
の
か
、
と
い
い
ま

す
と
、
一
つ
は
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
す
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
は
、
ど

ん
な
事
件
で
も
そ
う
で
す
が
、
逮
捕
す
る
瞬
間
が
好
き
で
す
。
し
た
が
い

ま
し
て
、
有
罪
か
無
罪
か
は
わ
か
ら
な
い
状
況
で
、｢

無
罪
の
推
定｣
と

言
わ
れ
な
が
ら
も
、
社
会
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
逮
捕
さ
れ
た
か
ど
う
か

が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
手
錠
を
は
め
ら
れ
て
逮

捕
さ
れ
た
瞬
間
、
あ
る
い
は
護
送
車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
シ
ー
ン
が
必
ず

出
ま
す
。
ま
だ
有
罪
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
に
、
で
す
。

医
師
が
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
稀
な
が
ら
あ
り
ま
す
。
警
察
が

捜
査
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
ず
っ
と
い
ろ
い
ろ
な

形
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
送
検
、
起
訴
、
公
判
、
判
決
と
い

う
段
階
を
経
て
、
仮
に
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
結
論
は
あ
ま
り
報
道
さ
れ
ず
、

小
さ
く
無
罪
で
し
た
と
、
忘
れ
た
こ
ろ
に
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
刑
事
事
件
と
い
う
の
は
慎
重
に
扱
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
先
ほ
ど
か
ら
出
て
い
る
注
意
義
務
と
い
う
話
を
わ
か
り
や

す
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
医
療
安
全
と
関
わ
り
ま
す
。
民
事

の
判
決
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
が
今
ま
で
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
を
少
し
紹
介
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

(

四)

注
意
義
務
と
医
療
水
準
・
医
学
水
準

｢

医
療
水
準｣

と

｢

医
学
水
準｣

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
両
者
は
、

似
て
い
ま
す
が
、
厳
密
に
言
う
と
違
う
も
の
で
す
。
医
学
水
準
は
、
最
先

端
の
水
準
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
の
病
院
も
医
学
水
準
に
達
し
て
い
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
。
た
だ
し
、
医
療
水
準
は
、
日
常
医
療
で

す
か
ら
、
医
療
と
い
う
枠
内
で
の
水
準
で
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
敢
え
て
言
え
ば
、
医
療
水
準
の
ほ
う
が
下
に
あ
る
、
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
ど
う
判
断
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

り
ま
す
。

日
本
に
は
、
大
病
院
も
あ
り
ま
す
が
、
七
割
方
は
中
・
小
の
病
院
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
大
病
院
と
民
間
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
同
じ

よ
う
な
レ
ベ
ル
で
考
え
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
起
き
ま
す
。
こ
れ
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を
め
ぐ
っ
て
は
、
民
事
の
い
ろ
い
ろ
な
事
件
で
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、｢

未
熟
児
網
膜
症｣

と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
日
赤
姫
路
の
病
院
で
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
に
光
凝
固
法

を
使
う
べ
き
か
、
を
め
ぐ
る
事
件
で
し
た
。
医
療
水
準
と
注
意
義
務
の
関

係
に
つ
い
て
、
そ
の
最
高
裁
判
決
で
も
定
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
総
括
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
平
成
八
年
の
腰
椎
麻
酔
シ
ョ
ッ
ク
事

件
判
決
で
す
。
小
児
の
盲
腸
の
手
術
に
際
し
て
、
麻
酔
を
か
け
た
後
で
す

か
ら
血
圧
測
定
が
行
わ
れ
る
の
で
す
が
、
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
が
作
っ
た
注

意
書
に
は

｢

二
分
に
一
回
検
査
を
す
る
よ
う
に｣

と
書
い
て
あ
っ
た
の
を
、

そ
の
病
院
で
は
五
分
に
一
回
し
か
血
圧
測
定
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
誤
差
が
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
五
分
お
き
だ
っ
た
の
で
、
気
が

付
い
た
時
に
は
全
体
と
し
て
異
変
の
確
認
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
間
に
、
子
供
さ
ん
に
脳
の
意
識
障
害
と
い
う
被
害
が
発
生
し
た
と
い
う

事
件
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
医
療
水
準
を
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
、
最
高

裁
が
使
っ
た
言
葉
が
有
名
で
す
。
最
高
裁
は
、｢

医
療
水
準
は
、
全
国
一

律
に
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
診
療
に
当
た
っ

た
当
該
医
師
の
専
門
分
野
、
所
属
す
る
診
療
機
関
の
性
格
、
そ
の
所
在
す

る
地
域
の
医
療
環
境
の
特
性
等
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
基
準
を
立
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
い
く
と
、
注
意
義
務
と
し
て
考
え
て
も
、
こ
の
論

理
は
、
刑
事
事
件
で
も
あ
る
程
度
使
え
る
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
注
意
義
務
は
、
画
一
的
に
決
ま
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
う

か
と
い
っ
て
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。｢

お
お
よ
そ
の
水
準｣

と
、
個
別
性
を
重
視
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
刑
法
理
論
で
も
よ
く
争
い
が
あ
り
ま
す
が
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反

を
過
度
に
強
調
す
る
見
解
は
、
割
合
画
一
的
に
注
意
義
務
を
判
断
す
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
事
件
を
も

と
に
多
少
補
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

五)

注
目
す
べ
き
刑
事
判
例

昨
今
の
刑
事
医
療
過
誤
事
件
を
分
析
し
て
み
る
と
、
厳
し
す
ぎ
た
も
の

と
、
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
が
、
い
く
つ
か
存
在
し
ま
す
。
注
目
す

べ
き
最
近
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
医
療
安
全
の

観
点
か
ら
参
考
に
な
る
判
例
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

①
京
都
大
学
附
属
病
院
エ
タ
ノ
ー
ル
事
件

一
つ
目
は
、
京
都
大
学
附

属
病
院
エ
タ
ノ
ー
ル
事
件
で
す
。
こ
れ
は
、
天
下
の
京
都
大
学
病
院
で
起

き
た
、｢

あ
れ
っ｣

と
思
う
よ
う
な
事
件
で
し
た
。
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
病

の
疾
患
に
罹
患
し
て
い
た
一
〇
代
の
女
性
患
者
が
手
術
を
受
け
た
際
に
、

担
当
し
て
い
た
、
初
め
て
そ
の
病
棟
に
配
属
さ
れ
た
若
い
看
護
師
が
、
エ

タ
ノ
ー
ル
液
と
蒸
留
水
を
間
違
え
て
注
入
し
て
、
患
者
さ
ん
が
死
亡
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
す
。
第
一
審
が
京
都
地
裁
平
成
一
五
年
一
一
月

一
〇
日
、
第
二
審
が
大
阪
高
裁
平
成
一
六
年
七
月
七
日
で
、
い
ず
れ
も
業

務
上
過
失
致
死
罪
で
有
罪
で
し
た
。
最
終
的
に
、
看
護
師
は
、
禁
錮
一
〇

月
執
行
猶
予
三
年
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

な
ぜ
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
の
か
。
天
下
の
京
大
病
院
で
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
事
故
が
起
き
た
の
か
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
の
看
護
体
制
に
問
題
が
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あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
看
護
師
長
や
看
護
部
長
な
ど
、

ベ
テ
ラ
ン
看
護
師
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
指
導
が
徹
底
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
フ
ロ
ア
ー
に
は
、
エ
タ
ノ
ー
ル
液
が
入
っ
た
容

器
と
蒸
留
水
が
入
っ
た
容
器
が
混
在
し
て
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
初
診
の
看
護
師
が
間
違
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
よ
う
な
前
提
事
情
が

そ
こ
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
な
ら
ば
き
ち
ん
と
区
別
し
て
、

間
違
え
な
い
よ
う
に
扱
う
の
で
す
が
、
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
す
か
ら
、
広
い
意
味
で
言
う
と
、｢

若
い
看
護
師
は
運
が
悪
か
っ

た｣

と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
人
は
有
罪
に
な
り
ま
し
た
が
、
上
層
部
の
人

は
一
体
ど
う
い
っ
た
管
理
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意

味
で
は
管
理
体
制
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
、
と
言
え
る
事
件
で
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
個
人
を
処
罰
し
て
も
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
私
が
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
り
ま
す
。
看
護
師
に
も
ミ
ス
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ミ
ス
を
起
こ
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の
ミ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
代
表
的
な
事
例
の
一
つ
で
す
。

②
慈
恵
医
大
青
戸
病
院
事
件

他
方
、
誰
が
見
て
も

｢

と
ん
で
も
な
い

ミ
ス
で
あ
っ
た｣

と
言
わ
れ
て
い
る
代
表
的
な
も
の
が
、
二
つ
目
の
慈
恵

医
大
青
戸
病
院
事
件
で
す
。
こ
れ
は
、
一
人
は
別
の
病
院
で
助
手
と
し
て

扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
三
人
と
も
全
体
的
に
は
や
っ
た
こ
と
の
な

い
腹
腔
鏡
を
使
っ
た
前
立
腺
が
ん
の
手
術
で
失
敗
を
し
た
、
と
い
う
事
案

で
す
。
途
中
で
止
め
て
こ
の
手
術
を
開
腹
手
術
に
切
り
替
え
れ
ば
よ
か
っ

た
の
だ
け
れ
ど
も
、
手
遅
れ
で
、
結
局
出
血
多
量
で
亡
く
な
っ
た
、
と
い

う
事
件
で
す
。

こ
れ
は
、
刑
法
用
語
で
い
う
と
、｢

重
大
な
過
失｣

と
い
う
も
の
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
刑
法
等
で
言
う
無
謀

(������������)

と
言
っ
て
も
い
い
、
過

失
の
代
表
格
で
す
。
つ
ま
り
、
技
術
的
に
で
き
な
い
、
経
験
も
な
い
、
と

い
う
人
が
手
術
を
引
き
受
け
て
強
引
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
事
例
で
す
。
こ

れ
は
、
故
意
に
近
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
す
が
に
、
こ

れ
を
無
罪
に
導
く
の
は
不
可
能
と
言
っ
て
も
よ
い
事
件
の
代
表
格
で
す
。

③
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件

と
こ
ろ
が
、
三
つ
目
の
福
島
県
立
大
野

病
院
事
件
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
で
話
題
提
供
を
し
て
く
れ
た
内
容
を
含

ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
産
婦
人
科
医
で
あ
れ
ば
日
常
ど
こ
で
起
き
て

も
お
か
し
く
な
い
事
故
で
し
た
。
あ
る
妊
婦
さ
ん
が
二
人
目
の
お
子
さ
ん

を
出
産
す
る
と
き
に
、
こ
の
病
院
で
帝
王
切
開
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
は
地
方
の
中
規
模
の
病
院
で
、
産
婦
人
科
医
は
そ
の
ド
ク
タ
ー

し
か
お
ら
ず
、
事
前
に
応
援
を
断
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
し

た
が
、
一
人
で
対
応
し
て
い
ま
し
た
。
帝
王
切
開
を
す
る
と
き
に
、
お
腹

を
開
け
て
赤
ち
ゃ
ん
を
取
り
出
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
胎
盤
が
癒
着
し
て

い
て
、
取
り
上
げ
て
か
ら
も
な
か
な
か
出
せ
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
れ
で
、

胎
盤
を
い
か
に�
が
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
ド
ク
タ
ー
も
一
生
懸
命
に

ク
ー
パ
ー
を
使
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
判
断
が
難
し

い
わ
け
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
を
取
り
上
げ
て
二
〇
分
以
内
が
勝
負
な
の
で
す

が
、
強
引
に
や
る
と
出
血
し
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
、
本
件
で
も
出
血
多

量
で
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
五
％
程
度
は
、
そ
の
よ
う
な
確
率
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
妊
婦
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
結
果
、
刑
事
事

医療安全と法
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件
に
な
り
ま
し
た
。

福
島
県
警
は
、
こ
の
医
師
を
逮
捕
し
ま
し
た
。
医
師
が
逮
捕
さ
れ
る
と

い
う
の
は
、
衝
撃
で
し
た
。
と
ん
で
も
な
い
医
療
事
故
で
あ
れ
ば
分
か
ら

な
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
産
婦
人
科
医
で
あ
れ
ば
通
常
の
治
療
で
あ
り
が

ち
な
事
故
で
あ
る
の
に
、
い
き
な
り
逮
捕
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
衝
撃

が
走
っ
た
わ
け
で
す
。
当
時
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
で
も
、
大
き
な
問

題
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
医
師
は
割
合
お
と
な
し
い
の
で
す
が
、
こ
の

と
き
は
産
科
婦
人
科
医
た
ち
が
立
ち
上
が
り
、
す
ぐ
に
声
明
を
出
し
た
り

し
ま
し
た
。

私
も
、
第
一
審
判
決
が
出
る
前
に
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
関
東
連

合
の
集
会
に
呼
ば
れ
て
、
横
浜
パ
シ
フ
ィ
コ
で
の
講
演
の
中
で
取
り
上
げ

て
、
集
中
的
に
議
論
し
ま
し
た
。
私
は
、
当
初
か
ら
、
本
件
は
刑
事
事
件

と
し
て
は
無
理
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
法
理
論
的
に
説
明
し

た
わ
け
で
す
。

こ
の
予
測
ど
お
り
、
本
件
は
、
第
一
審
で
無
罪
に
な
り
ま
し
た
。
鑑
定

人
も
あ
ま
り
協
力
を
得
ら
れ
ず
、
病
理
解
剖
の
専
門
家
が
証
人
に
出
た
、

と
い
う
程
度
で
し
た
。
そ
の
段
階
か
ら
言
っ
て
も
、
医
療
的
観
点
か
ら
見

て
も
、
こ
の
逮
捕
は
無
理
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
も
う
少
し
冷
静
に
見
て
み
る
と
、
刑
事
訴
訟
規
則
一
四
三
条
の
三
に
、

｢

明
ら
か
に
逮
捕
の
必
要
が
な
い
場
合｣

と
い
う
規
定
が
あ
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
や
、
逃
亡
の
お
そ
れ
が
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
別
に
逮
捕
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。

逮
捕
が
も
た
ら
す
副
作
用
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

病
院
に
は
一
人
し
か
い
な
い
産
婦
人
科
医
で
す
。
こ
の
人
が
逮
捕
さ
れ
、

し
ば
ら
く
産
婦
人
科
医
が
い
な
い
、
と
い
う
状
態
が
続
い
た
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
出
産
を
控
え
た
人
は
ど
こ
に
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。
現
地

で
そ
う
い
っ
た
手
術
、
出
産
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
面
も
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
背
景
も
あ
っ
て
、
産
科
婦
人
科
医
た
ち
は

声
明
を
出
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
捜
査
機
関
が
医
師
を
逮
捕

す
る
と
い
う
事
故
処
理
自
体
が
、｢

持
続
可
能
な
医
療
安
全｣

と
い
う
観

点
か
ら
す
る
と
、
逆
に
マ
イ
ナ
ス
作
用
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

令
状
を
出
す
裁
判
官
も
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
裁
判
官
は
、

捜
査
機
関
が
令
状
を
請
求
す
る
と
無
条
件
に
令
状
を
出
す
傾
向
が
強
い
の

で
す
が
、
事
案
の
特
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

④
横
浜
市
立
大
学
附
属
病
院
患
者
取
り
違
え
事
件

四
つ
目
は
、
横
浜

市
大
患
者
取
り
違
え
事
件
で
す
。
同
じ
病
棟
の
フ
ロ
ア
の
七
四
歳
の
患
者

さ
ん
と
八
四
歳
の
患
者
さ
ん
、
い
ず
れ
も
男
性
で
す
け
れ
ど
も
、
片
方
は

心
臓
の
手
術
を
、
片
方
は
肺
の
手
術
を
、
同
じ
日
の
同
じ
時
間
帯
に
手
術

を
行
う
と
い
う
偶
然
が
重
な
っ
た
事
件
で
す
。
し
か
も
、
午
前
八
時
四
〇

分
と
い
う
時
間
で
し
た
。
昼
間
で
あ
れ
ば
き
ち
ん
と
看
護
師
の
役
割
分
担

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
夜
間
当
直
明
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
夜
間
は

担
当
者
が
必
ず
自
分
が
い
つ
も
看
て
い
る
患
者
を
扱
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
事
件
で
も
そ
う
で
し
た
。
こ
の
二
人
の
患
者
さ
ん
を
八
時
四

〇
分
と
い
う
朝
方
に
手
術
室
に
運
ん
だ
看
護
師
は
、
当
該
患
者
の
担
当
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
名
前
と
顔
が
一
致
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
言
わ
れ
た
と
お
り
、
心
臓
と
肺
が
悪
い
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
さ
ん
を
、

資 料

(熊本法学142号 '18) 122



ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
で
三
階
の
手
術
室
ま
で
一
人
で
運
び
ま
し
た
。
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
で
降
り
、
そ
こ
で
待
っ
て
い
た
の
は
、
手
術
を
担
当
す
る
看
護
師
で

し
た
。
そ
の
方
は
、
当
然
担
当
で
す
か
ら
、
術
前
訪
問
を
し
て
患
者
の
顔

と
名
前
を
確
認
し
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
と
い
う
の
は
、
三

日
前
に
会
っ
た
人
間
を
必
ず
覚
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
手
術
を
担
当
す
る
こ
の
方
は
、
患
者
の
名
前
を
、
Ａ
さ
ん
に
対

し
て

｢

Ｂ
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す｣

、
Ｂ
さ
ん
に
対
し
て

｢

Ａ
さ
ん

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す｣
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
患
者
さ
ん
は
、
名

前
が
違
う
こ
と
を
伝
え
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
に
手
術
を
控
え
た
方
は
、｢

早
く
し
て
く
れ｣

と
い
う
思
い
か
ら
簡
単

に
受
け
答
え
を
す
る
の
が
む
し
ろ
通
常
で
し
ょ
う
。
本
件
で
も
そ
う
で
し

た
。
そ
れ
で
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
術
前
訪
問

を
し
た
は
ず
の
看
護
師
は
、｢

間
違
い
な
い｣

と
思
い
、
取
り
違
え
が
発

生
し
ま
し
た
。
心
臓
手
術
を
す
る
は
ず
の
人
が
肺
の
手
術
を
、
肺
の
手
術

を
す
る
人
が
心
臓
の
手
術
を
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
入
れ
替
わ
り
ま
し
た
。

片
方
の
手
術
室
で
は
、
手
術
が
終
わ
る
ま
で
誰
も
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
も
う
片
方
の
手
術
室
で
は
、｢

本
当
に
本
人
だ
ろ
う
か｣
と
最
も

若
い
麻
酔
科
医
が
言
い
、
途
中
で
気
が
付
き
か
け
ま
し
た
。
チ
ー
ム
医
療

と
は
い
え
、
い
ち
ば
ん
若
い
麻
酔
科
医
が
現
場
で
異
議
を
唱
え
る
の
は
、

非
常
に
大
変
な
こ
と
で
す
。
患
者
の
確
認
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
確
認
の
仕
方
に
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
本
来
、
七
四
歳
の
患
者
さ
ん

だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
白
髪
が
増
え
て
い
る
の
を

｢

手
術
を
控
え
て

苦
労
し
て
い
る
の
だ
ろ
う｣

と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
、
入
れ
歯
も
所
見
が

違
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
七
階
に
連
絡
を
取
り
、｢

患
者
さ
ん
は
下
り

て
い
ま
す
か｣

と
聞
く
と
、｢

下
り
て
い
ま
す｣

と
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、

多
少
の
誤
差
は
あ
る
も
の
の
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
判
断
を
し
て
、
手

術
を
最
後
ま
で
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
終
わ
り
の
頃
に
元
主
治
医
が
や
っ

て
き
て
、
人
違
い
が
判
明
し
た
、
と
い
う
事
件
で
し
た
。

罪
名
は
、
当
初
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
し
た
が
、
訴
因
変
更
で
業
務

上
過
失
傷
害
罪
に
な
り
ま
し
た
。
医
師
四
名
、
看
護
師
二
名
が
起
訴
さ
れ

た
わ
け
で
す
。

第
一
審
で
は
、｢

人
違
い
で
は
な
い
で
す
か｣

と
発
言
し
た
若
い
麻
酔

科
医
は
無
罪
に
な
り
、
あ
と
の
医
師
三
名
、
看
護
師
二
名
は
有
罪
に
な
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
審
で
は
全
員
が
有
罪
に
な
り
ま
し
た
。

最
高
裁
ま
で
争
っ
た
の
が
、
第
一
審
で
は
無
罪
に
な
っ
た
若
い
麻
酔
科

医
で
あ
り
ま
し
た
。
最
高
裁
は
、
上
告
を
棄
却
し
、
有
罪
に
し
ま
し
た
。

有
罪
に
な
っ
た
論
拠
は
、｢

一
応
の
努
力
は
認
め
ら
れ
る
が
、
麻
酔
を
導

入
す
る
前
に
患
者
が
同
一
か
と
い
う
十
分
な
手
立
て
を
と
ら
ず
、
麻
酔
導

入
後
、
患
者
の
同
一
性
に
関
す
る
疑
い
が
生
じ
た
際
に
、
確
実
な
確
認
措

置
を
と
ら
な
か
っ
た
点
で
過
失
が
あ
る｣

と
い
う
も
の
で
し
た
。

最
高
裁
も
、
一
応
の
努
力
は
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、｢

そ
こ
ま

で
言
う
の
で
あ
れ
ば
無
罪
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か｣

と
思
い
ま
す
。
少
数
説

で
す
が
、
私
は
、
第
一
審
の
判
断
が
よ
い
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
医
療

現
場
の
人
に
聞
く
と
、
無
罪
だ
と
思
っ
た
と
い
う
人
が
結
構
い
ま
す
。

私
は
、
医
療
関
係
者
を
擁
護
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
刑
事
過
失

責
任
追
及
の
あ
り
方
と
し
て
ど
う
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
チ
ー
ム
医
療
で
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あ
り
、
し
か
も
、
本
件
は
過
失
の
競
合
で
す
。
普
通
、
故
意
犯
で
あ
れ
ば
、

と
い
っ
て
、
共
同
実
行
行
為
、
意
思
の
連
絡
、
ま
た
は
共
謀
等
が
あ
れ
ば
、

共
同
正
犯
に
な
り
ま
す
。
過
失
犯
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
や
っ
て
も
、

因
果
の
連
鎖
の
内
に
あ
れ
ば
、
と
に
か
く
全
員
が
有
罪
で
よ
い
、
と
い
う

論
理
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ
れ
を

｢

過
失
の
競
合｣

と
い
い
ま
す
。
そ
の

結
果
、
チ
ー
ム
医
療
に
組
み
込
ま
れ
た
ら
、
最
終
的
に
有
罪
は
免
れ
が
た

い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
私
は
、｢

過
失
犯
か
ら
の
離
脱｣

と
い
う
理
論
を
、
か
ね
て

よ
り
提
唱
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
定
の
努
力
を
し
た
人
に
つ

い
て
は
、
当
初
は
も
ち
ろ
ん
過
失
が
あ
り
、
因
果
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
途
中
か
ら
は
少
な
く
と
も
過
失
犯
の
正
犯
と
し
て
は
処
罰
し
え
な
い

と
し
、
従
犯
に
格
下
げ
し
て
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
理
論
で
あ
り
ま
す
。

心
情
的
に
は
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
あ
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
や
は

り
無
理
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
学
説
の
中
で
は
あ
ま
り
人

気
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
を
引
っ
込
め
る
つ
も
り
は
な

く
、
し
ば
ら
く
提
唱
し
続
け
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

⑤
埼
玉
医
大
抗
が
ん
剤
過
剰
投
与
事
件

五
つ
目
に
、
埼
玉
医
大
抗
が

ん
剤
過
剰
投
与
事
件
が
あ
り
ま
す
。
本
件
は
、
有
罪
や
む
な
し
、
と
い
う

こ
と
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
病
院
等
で
は
ど
こ
ま
で
が
過
失
の
競

合
と
し
て
責
任
を
負
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
横
浜
市
大
病
院

事
件
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
と
は
少
し
違
い
ま
す
。
一
六
歳
の
少
女
の
顔
面

に
滑
膜
肉
腫
が
で
き
、
そ
の
手
術
を
し
た
こ
と
が
な
い
主
治
医
が
引
き
受

け
た
の
で
す
が
、
そ
の
主
治
医
は
耳
鼻
咽
喉
科
所
属
で
し
た
。
引
き
受
け

た
以
上
は
手
術
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
、
若
い
医
師
は
、
や
っ
た
こ
と
が
な
い
手
術
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

ら
図
書
室
で
勉
強
を
し
て
、
抗
が
ん
剤
を
複
数
用
い
た
治
療

(���

療

法)

を
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
元
に
な
る
文
献
に

は
、
抗
が
ん
剤
は
非
常
に
副
作
用
が
強
く
、｢

一
週
間
に
一
回
投
与｣

と

書
い
て
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ル
テ
に
は

｢

一
日
に
一
回
投
与｣

と
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
少
女
は
、
八
日
目
に
副
作

用
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。

本
件
は
、
本
人
の
ミ
ス
は
当
然
で
す
が
、
そ
の
先
輩
に
あ
た
る
助
手
の

人
も
起
訴
さ
れ
、
有
罪
に
な
っ
て
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
耳
鼻
咽
喉
科

科
長
の
教
授
ま
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
授
の
み
、

最
高
裁
ま
で
争
い
ま
し
た
が
、
最
高
裁
で
も
有
罪
と
い
う
結
果
に
な
り
ま

し
た
。
最
高
裁
の
論
理
は
、
結
論
と
し
て
は
、｢

過
失
の
競
合｣

と
し
て

三
人
と
も
有
罪
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
小
説
の

｢

白
い
巨
塔｣

で
も

大
学
の
教
授
が
回
診
と
称
し
て
一
同
を
連
れ
て
週
に
一
回
患
者
を
診
て
回

る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
れ
は
お
飾
り
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
行
為
だ

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
判
決
で
は
、
そ
う
で
は
な
く
、

週
に
一
回
と
は
い
え
、
自
ら
も
診
療
し
て
い
る
し
、
加
え
て
教
授
に
は
き

ち
ん
と
部
下
を
指
導
す
べ
き
監
督
責
任
が
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
過
失

が
あ
る
と
し
て
、
有
罪
に
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
最
近
の
有
名
な
事
件
で
あ
り
ま
す
。
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(

六)

医
療
安
全
確
保
と
医
事
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

さ
て
、
こ
こ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
具
体
例
を
含
め
て
お
話
を
し
て
き
ま
し

た
が
、
以
下
は
、
医
療
安
全
の
確
保
の
た
め
に
医
事
法
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。

整
理
を
し
ま
す
と
、
医
療
事
故
と
医
事
法
の
役
割
の
一
つ
目
は
、｢

原

因
解
明｣

で
す
。
医
療
事
故
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
事
で
も
事
故
が

起
き
る
と
、
ま
ず
は
原
因
解
明
が
一
番
で
す
。
こ
れ
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に

や
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
原
因
解
明
を
し
た
後
に
、
こ
れ
を
被
害
者
側
に
説
明
す
る
と
い

う
こ
と
が
大
事
で
す
。
こ
れ
を
怠
る
と
、
不
信
感
を
招
き
ま
す
。
原
因
が

わ
か
ら
な
く
と
も
、
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
話
す
、
わ
か
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
当
然
話
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
原
因
が
わ
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
を
免
れ

た
い
が
た
め
に
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
り
、｢

責
任
逃

れ｣

と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
二
つ
目
は
、
原
因
を
解
明
し

た
ら
責
任
を
明
確
化
し
、
も
し
責
任
が
あ
れ
ば

｢

謝
罪｣

を
す
る
と
い
う

こ
と
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
よ
い
で
し
ょ

う
。
こ
こ
に
、
医
療
関
係
者
と
法
律
家
と
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、｢

相
手

に
謝
る
と
い
う
行
為
は
法
的
責
任
を
認
め
る
よ
う
で
嫌
だ｣

と
思
っ
て
い

る
人
が
ま
だ
い
ま
す
が
、
謝
罪
と
法
的
責
任
を
認
め
る
こ
と
と
は
別
で
す
。

法
的
責
任
は
、
ま
た
違
う
次
元
で
考
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
謝
罪
と
い

う
意
味
合
い
が
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
つ
ま
り
、
今
実
際
に

被
害
を
こ
う
む
っ
て
い
る
人
が
目
の
前
に
い
れ
ば
、
そ
の
人
に
対
す
る
い

た
わ
り
の
言
葉
を
述
べ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

謝
罪
を
す
れ
ば
法
的
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
え
は
、
ア

メ
リ
カ
で
育
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
は
ア
メ
リ
カ
も
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を
し
て
、
原
因
解
明

を
し
て
、
非
が
あ
れ
ば
と
に
か
く
先
に
謝
る
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
先
、
訴
訟
に
持
ち
込
ま
な
く
て
す
み
、

少
な
く
と
も���

等
で
決
着
を
早
く
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

を
や
ら
な
い
と
不
信
感
を
招
き
、
当
事
者
は
、｢

か
く
な
る
上
は
何
年
か

か
っ
て
も
よ
い
か
ら
訴
訟
を
す
る｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ

の
た
め
、
賢
明
な
弁
護
士
が
早
く
関
わ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
を
す
れ
ば
、
や
や

こ
し
い
訴
訟
に
な
ら
ず
に
す
む
わ
け
で
す
。

三
つ
目
は
、｢

事
故
の
再
発
防
止｣

で
す
。
被
害
者
が
望
む
の
は
、
な

に
も

｢

処
罰
し
て
く
れ
、
責
任
を
と
っ
て
く
れ｣

と
い
う
も
の
ば
か
り
で

は
な
く
、
再
発
防
止
を
願
っ
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。｢

こ
の
子

の
死
を
無
駄
に
し
て
ほ
し
く
な
い｣

と
い
っ
た
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
言
わ

れ
ま
す
。
医
療
で
は
、
最
近
、
医
療
事
故
の
再
発
防
止
に
被
害
者
も
一
緒

に
な
っ
て
取
り
組
む
と
い
う
姿
勢
が
あ
り
、
こ
れ
を

｢

医
療
メ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン｣

と
言
い
ま
す
。
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
い
う
職
業
も
あ
り
、

患
者
側
と
病
院
側
を
取
り
も
つ
こ
と
で
、
医
療
事
故
の
防
止
に
役
立
つ
と

い
う
こ
と
が
実
践
例
と
し
て
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
す
る
に

は
、
法
曹
に
限
ら
ず
、
問
題
解
決
を
組
織
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
も

必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
法
律
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

む
し
ろ
、
生
命
倫
理
や
医
療
倫
理
の
ほ
う
が
役
立
つ
場
合
も
あ
り
ま
す
。
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倫
理
に
は
制
裁
が
な
い
の
で
、
ソ
フ
ト
な
対
応
が
で
き
ま
す
。
法
と
倫
理

の
両
方
が
相
互
に
補
完
的
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
他
の
問
題
と
し
て
、
医
療
事
故
の
届
出
義
務
と
い
う
難
し

い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
都
立
広
尾
病
院
事
件
で
問
題
と
さ
れ
ま
し
た
。
医

師
法
二
一
条
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
医
師
は
異
状
死
体
を
発
見
し
た
ら
二

四
時
間
以
内
に
所
轄
警
察
署
に
届
け
出
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
れ
に
違
反
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
表
立
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
都
立
広
尾
病
院
事
件
で
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
ま

し
た
。

こ
の
事
件
は
、
看
護
師
二
名
が
患
者
に
対
し
て
消
毒
液
の
ヒ
ビ
テ
ン
グ

ル
コ
ネ
ー
ト
を
ヘ
パ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
生
理
食
塩
水
と
間
違
え
て
点
滴
し
、

患
者
が
死
亡
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。
看
護
師
二
名
と
も
有
罪
に
な
り
ま

し
た
が
、
こ
の
二
名
の
過
失
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
人
た
ち
も
否
認
は
し

て
お
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
病
院
長
の
対
応
で
し
た
。
事
故
が
起
き
た
日

は
祭
日
で
、
翌
朝
届
け
出
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
当
初
は
警

察
署
に
届
け
出
て
、
都
立
病
院
で
す
か
ら
東
京
都
の
関
係
者
に
も
連
絡
を

取
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
東
京
都
の
担
当
者
に
電
話
を
し
た
と
こ
ろ
、

｢

担
当
で
あ
る
私
が
行
く
ま
で
待
っ
て
く
れ｣

と
言
わ
れ
、
待
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
二
四
時
間
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
を
回
っ
て
も
来
な
い
も
の
だ
か

ら
、
病
院
長
が
心
変
わ
り
を
し
て
、
主
治
医
と
一
緒
に
カ
ル
テ
を
改
ざ
ん

し
、｢

事
故
死｣

の
と
こ
ろ
を

｢

病
死｣

と
書
き
換
え
ま
し
た
。

結
局
、
病
院
長
は
、
虚
偽
公
文
書
作
成
罪
・
同
行
便
罪
と
医
師
法
二
一

条
違
反
の
罪
の
両
方
で
、
主
治
医
と
と
も
に
共
謀
共
同
正
犯
で
有
罪
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
病
院
長
が
最
高
裁
ま
で
争
い
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

ま
し
た
。
病
院
長
は
、
憲
法
三
八
条
一
項
に
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
権
利
が
あ
る
た

め
に
、
こ
の
医
師
法
二
一
条
は
憲
法
違
反
だ
と
い
う
こ
と
で
争
い
ま
し
た

が
、
平
成
一
六
年
四
月
一
三
日
、
最
高
裁
は
合
憲
判
決
を
出
し
ま
し
た
。

刑
事
訴
訟
法
の
専
門
家
か
ら
は
、｢

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か｣

と
い
う

異
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
医
師
の
免
許
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
公
的
な
性
格
を
強
調
し
て
合
憲
と
し
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
医

師
法
二
一
条
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
。
医
療
関
係
者
に
言
わ
せ
る
と
、
医

療
事
故
の
届
出
と
関
係
す
る
わ
け
で
す
。
医
療
事
故
を
す
べ
て
届
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
全
部
を
所
轄
警
察

署
に
届
け
出
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
師
法
二
一
条
は
、
異
状
死
体
の

届
出
で
す
か
ら
、
死
亡
し
た
場
合
の
み
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
医
療

事
故
は
、
死
亡
し
な
い
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
。
傷
害
段
階
で
終
わ
っ
て
い

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
医
師
法
二
一
条
は
、
あ
く
ま
で
も
死
ん
だ
場
合
、

し
か
も
異
状
で
あ
る
、
つ
ま
り
犯
罪
性
が
あ
る
場
合
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
判
断
が
難
し
い
わ
け
で
す
。

過
失
犯
が
難
し
い
の
は
、
本
当
に
そ
れ
が
過
失
犯
か
否
か
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。｢

医
療
関
連
死｣

は
刑
事
責
任
か
ら
解
放
す
べ
き
だ
、

と
い
う
立
場
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
全
面
的
に
そ
れ
を
認
め
る
と
な
る
と
、

な
ぜ
医
療
事
故
だ
け
が
特
別
な
の
か
と
い
う
批
判
も
あ
り
、
な
か
な
か
そ

の
と
お
り
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
医
師
法
二
一
条
を
改
正
す
べ
き
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だ
と
い
う
意
見
は
、
根
強
い
で
す
。

で
は
、
ど
う
い
う
方
向
に
改
正
す
べ
き
か
、
つ
ま
り
医
療
事
故
の
届
出

は
、
ど
の
範
囲
の
事
故
を
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
に
届
け
出
れ
ば
よ
い
か
、

死
亡
事
故
と
死
亡
に
至
ら
な
い
事
故
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
こ
の
よ

う
な
点
が
課
題
と
し
て
、
こ
こ
一
〇
年
ず
っ
と
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

国
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
医
療
事
故

だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
故

(

ア
ク
シ
デ
ン
ト)

に
対
し
て
、
事
故
補

償
法
人

(�������������������������������
[���

])

と
い
う
組

織
が
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
被
害
者
に
補
償
を
し
ま
す
。
た
だ
、
医
療
に

つ
い
て
は
、
原
因
解
明
を
す
る
公
的
機
関

(�������������������
������������

[���
])

が
別
途
存
在
し
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で
す
ぐ
に

現
場
に
調
査
に
行
き
ま
す
。
病
院
に
非
が
あ
れ
ば
謝
罪
を
さ
せ
た
り
も
し
、

速
や
か
な
解
決
を
目
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の���
が���
に
連
絡

を
し
て
補
償
を
行
う
と
い
う
、
非
常
に
合
理
的
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。
日

本
で
も
、
産
科
領
域
の
一
部
で
、
補
償
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

七

医
療
事
故
の
法
的
処
理
と
持
続
可
能
な
医
療
安
全
体
制
構
築

七
番
目
に
、
医
療
事
故
の
法
的
処
理
と
持
続
可
能
な
医
療
安
全
体
制
構

築
と
い
う
結
論
の
部
分
に
入
っ
て
き
ま
す
。

昨
年

(

二
〇
一
五
年)

の
一
〇
月
か
ら
始
ま
っ
た
医
療
事
故
届
出
制
度

は
、
一
歩
前
進
で
す
が
、
私
の
目
か
ら
見
る
と
、
ま
だ
過
渡
期
で
あ
る
、

と
思
わ
れ
ま
す
。

私
個
人
と
し
て
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
医
事
審
判
制
度
が
よ
い
、

と
思
い
ま
す
。
原
因
究
明
型
の
審
判
制
度
で
す
。
事
故
の
原
因
を
専
門
家

が
関
与
し
て
審
判
を
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
す
べ
て
の
医
療
事
故
、
医

療
過
誤
を
通
常
の
民
事
訴
訟
や
刑
事
訴
訟
に
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず

は
原
因
究
明
型
の
審
判
所
で
振
り
分
け
を
し
、
悪
質
な
も
の
に
つ
い
て
は

従
来
の
訴
訟
に
回
す
と
い
う
も
の
が
、
私
の
目
指
す
制
度
に
な
り
ま
す
が
、

な
か
な
か
そ
こ
ま
で
は
ま
だ
承
認
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
全
国

を
八
ブ
ロ
ッ
ク
く
ら
い
に
分
け
て
実
施
す
れ
ば
上
手
く
い
く
だ
ろ
う
、
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
ど
の
立
場
に
立
と
う
と
、
す
べ
て
の
医
療
事
故
を
従
来
の
訴
訟

に
乗
せ
る
の
は
避
け
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
日
本
で
も
始
ま
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
こ
の
と
き
に
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
悪
質
な
ケ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る

｢

悪
質｣

と
は
一
体
何
か
、
と
い
う
も
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が

さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、｢

重
大
な
過
失｣

で
あ
り
、
そ
の
中
身

は
と
い
う
と
、
三
つ
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
、
経
験
の
な
い
治

療
や
手
術
を
無
謀
に
行
う
と
い
う
行
為
、
こ
れ
は
誰
が
見
て
も
明
ら
か
で

あ
り
ま
す
。
二
つ
目
は
、
情
報

(

患
者
情
報
、
リ
ス
ク
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

情
報
等)

収
集
を
十
分
に
行
わ
ず
に
治
療
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ

も
、
や
は
り

｢

重
大
な
過
失｣

に
入
る
で
し
ょ
う
。
三
つ
目
に
、
安
全
性

よ
り
も
功
名
心
、
営
利
心
を
優
先
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ミ
ス
の
リ
ピ
ー
タ
ー
に
研
修
を
義
務
付
け
て
い
る
州

医療安全と法
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が
多
い
で
す
。
ア
メ
リ
カ
も
、
以
前
は
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
医
療
事
故

に
厳
し
く
対
応
し
て
い
ま
し
た
が
、
厳
し
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
州
に
よ
っ

て
対
応
が
違
う
た
め
に
、
緩
や
か
な
州
に
医
師
が
逃
げ
て
い
く
と
い
う
問

題
が
あ
り
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
ア
メ
リ
カ
も
方
向
転
換
を
し
ま
し
た
。
そ

の
と
き
に
、
ミ
ス
の
リ
ピ
ー
タ
ー
に
研
修
を
義
務
付
け
、
真
面
目
に
研
修

を
し
な
け
れ
ば
医
師
免
許
を
剥
奪
す
る
と
い
う
制
度
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
、
新
し
い
観
点
で
の
チ
ェ
ッ

ク
が
入
る
と
、
質
の
向
上
と
い
う
点
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
広
義
、
狭
義
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
反
映

さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、｢

医
療
と
司
法
の
架
橋｣
で
す
が
、
同
じ
言
葉
を
使
っ
て

も
、
医
療
関
係
者
が
言
う
場
合
と
法
律
関
係
者
が
言
う
場
合
と
で
中
身
が

違
う
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
医
療
関

係
者
に
は
法
律
の
勉
強
を
さ
せ
、
法
律
関
係
者
に
は
医
療
の
現
場
を
必
ず

見
せ
、
一
緒
に
議
論
を
す
る
と
い
う
場
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
大
学
病
院
で
実
践
さ
れ
て
い
る
の
が
、

｢

法
律
の
救
急
箱｣

を
用
い
た
制
度
で
、
す
べ
て
の
病
室
に
こ
れ
が
置
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
た
解
説
書
と
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

は
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
場
合
の
法
的
対
応
を
わ
か
り
や
す
く
医
療
者
に

説
明
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
報
告
が
あ
っ
た
ら
す
べ
て
受
け
付

け
て
回
答
を
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
医
療
事
故
が
相
当
減
っ
た

と
い
う
実
践
例
も
あ
り
ま
す
。

日
本
で
の
取
組
み
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
二
〇
一
四
年
に
第
六
次
医

療
法
改
正
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
昨
年

(

二
〇
一
五
年)

か
ら
医

療
事
故
調
査
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
死
因
究
明
と
い
う
観
点
か
ら
い
き

ま
す
と
、
医
師
法
二
一
条
を
ど
う
改
正
す
る
か
、
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

｢

医
療
関
連
死｣

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
議
論
が
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
決
着
は
付
い
て
い
ま
せ
ん
。

医
師
法
二
一
条
と
い
う
も
の
は
現
場
で
は
理
解
が
難
し
く
、
実
は
法
律
家

で
も
過
失
の
判
断
が
難
し
い
も
の
を
、
医
療
現
場
で
過
失
の
判
断
が
で
き

る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
よ
ほ
ど
の
典
型
例
で
あ
れ
ば
わ

か
り
ま
す
が
、
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
判
断
が
難
し
い
で
し
ょ
う
。
他

方
で
は
、
死
因
究
明
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
日
本
で
は

解
剖
を
担
当
す
る
医
師
が
少
な
く
、
こ
れ
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

と
日
本
法
医
学
会
で
は
ず
っ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な

か
上
手
く
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

法
律
が
整
備
さ
れ
て
も
、
こ
れ
を
担
う
人
材
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
持
続
可
能
な
医
療
安
全
、
そ
の
供
給
体
制
に
問
題
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
病
院
内
で
医
療
事
故
が
あ
っ
た
場
合
に
、
調
査
委
員

会
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
今
は
ど
こ
の
病
院
で
も
こ
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
建
前
は
存
在
し
ま
す
が
、
大
体
は
内
輪
で
す
ま
せ
る
、
と

い
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
外
部
の
人
間
を
若
干
名
は
加
え
る
の
が

理
想
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
ま
だ
ま
だ
存

在
し
ま
す
。
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あ
る
い
は
、
事
故
調
査
報
告
書
を
警
察
に
渡
し
た
場
合
に
、
警
察
が
捜

査
資
料
と
し
て
こ
れ
を
使
っ
て
も
よ
い
の
か
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
証
拠
能

力
あ
る
証
拠
と
し
て
使
え
る
の
か
、
使
わ
れ
た
ら
困
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
議
論
が
、
今
で
も
現
場
に
あ
る
わ
け
で
す
。
刑
事
法
学
者
の
間
で
も
、

こ
れ
に
は
賛
否
両
論
が
あ
り
ま
す
。
医
療
安
全
確
立
の
た
め
に
、
い
っ
た

い
ど
う
い
う
ふ
う
に
制
度
設
計
す
べ
き
か
を
、
捜
査
機
関
、
法
曹
関
係
者
、

そ
し
て
医
療
関
係
者
と
議
論
を
す
れ
ば
道
は
開
け
る
、
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
日
本
医
師
会
な
ど
で
も
、
二
〇
一
三
年
六
月
に

｢

医
療
事
故
調
査

制
度
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的
方
策
に
つ
い
て｣

と
い
う
提
言
を
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
三
段
階
方
式
と
言
わ
れ
、｢

院
内
事
故
調
査
委
員
会｣

の

設
置
・
運
営
、
ほ
か
二
お
よ
び
三
と
い
う
こ
と
で
、
提
案
が
具
体
的
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
一
四
年
の
第
六
次
改
正
医
療
法
の

六
条
の
一
〇
で
、｢

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー｣

へ
の
報
告
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
一
歩
前
進
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
年
は
、

貴
重
な
一
年
で
し
た
。
そ
し
て
、
誰
が
そ
の
セ
ン
タ
ー
を
担
う
か
と
い
う

と
、
医
療
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
て
活

動
を
し
て
い
る
機
関
が
資
格
を
得
て
報
告
を
受
け
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

医
療
法
六
条
の
一
六
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
運
用
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
一
年
間
運
用
し
ま

し
て
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
予
想
の
三
分
の
一
し
か
報
告
が
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
年
間
で
届
出
機
関
に
届

出
が
な
さ
れ
た
件
数
は
三
八
八
件
で
し
て
、
当
初
は
そ
の
三
倍
を
予
想
し

て
お
り
ま
し
た
。

な
ぜ
届
出
件
数
が
少
な
い
か
と
い
う
と
、
関
係
機
関
で
同
一
基
準
を
作

ら
な
け
れ
ば

｢

予
期
せ
ぬ
死｣

と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
ま
す
。
被
害
者
側
に
し
て
み
る
と
、
自
分
た
ち
の

思
い
が
届
か
な
い
と
い
う
歯
が
ゆ
さ
が
残
る
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

病
院
か
ら
す
る
と
、
何
を
ど
う
届
け
出
れ
ば
よ
い
の
か
、
も
と
も
と
曖
昧

な
表
現
だ
っ
た
の
で
基
準
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

当
初
か
ら
こ
ん
な
表
現
で
よ
い
の
か
、
と
予
測
し
て
い
た
の
で
す
が
、
結

局
、
届
け
出
る
べ
き
医
療
事
故
の
曖
昧
さ
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
統
一
基
準
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く
ま
た

新
た
に
動
き
出
し
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で
こ
れ
が
具
体
化
す
る
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
一
歩
一
歩
進
化
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
医
師
法
二
一
条

が
な
お
残
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
い
っ
た
い
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
全
面
的
な
改
正
と
い
う
案
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
論
議
は
続
い

て
お
り
ま
す
。

八

お
わ
り
に

レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
役
割

最
後
に
、
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う

問
題
解
決
を
担
う
学
問
の
一
つ
と
し
て
、
今
、
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

持
続
可
能
な
医
療
安
全
確
保
に
向
け
た
制
度
設
計
に
は
、
粘
り
強
い
努
力

が
必
要
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
医
学
的
な
観
点
だ
け
で
は
も
う
不
十
分

で
す
。
人
文
社
会
科
学
と
い
う
文
科
系
の
要
素
が
重
要
に
な
る
わ
け
で
す
。

法
律
は
も
ち
ろ
ん
、
医
療
経
済
な
ど
の
経
済
学
、
統
計
学
と
い
っ
た
も
の

医療安全と法
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も
重
要
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
複
合
的
視
点
で
医
療
を
捉
え
な
お
そ
う
と

い
う
動
き
の
ひ
と
つ
が
、
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
で
す
。
も
と
も

と
は
、
薬
学
を
中
心
に
興
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
提
唱
し
た
専
門
家
に

よ
り
ま
す
と
、
科
学
技
術
の
成
果
を
人
と
社
会
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
根
拠
に
基
づ
く
的
確
な
予
測
、
評
価
、
判
断
を
行
い
、
科
学
技

術
の
成
果
を
人
と
社
会
の
調
和
の
う
え
で
も
っ
と
も
望
ま
し
い
姿
に
調
整

す
る
た
め
の
科
学
、
と
い
う
こ
と
で
ス
タ
ー
ト
し
、
日
本
で
も
レ
ギ
ュ
ラ

ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
学
会
が
で
き
、
私
も
理
事
を
し
て
お
り
ま
す
。

医
薬
品
開
発
・
薬
害
防
止
、
再
生
医
療
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス

(

ロ
ボ
ッ
ト

を
使
っ
た
医
療)

と
い
っ
た
も
の
は
、
安
全
性
の
確
保
と
い
う
面
で
、
事

前
に
予
測
し
て
い
な
い
と
使
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
産
業
界
、

所
轄
官
庁
、
学
会
等
が
分
野
を
超
え
て
協
働
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

文
理
融
合
の
時
代
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
い
か
に
作
っ

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
は
非
常
に
実

践
的
な
部
分
が
あ
り
ま
す
。
従
来
、
文
科
系
は
文
科
系
、
医
学
系
は
医
学

系
と
分
か
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
て
い
こ
う

と
い
う
学
問
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
一
役
を
担
う
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
す
。
近
い
将
来
、
こ

の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
熊
本
大
学
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
と
発
信
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
熊
本
大
学
は
、
医
学
が
有
名

で
す
し
、
法
学
や
人
文
社
会
科
学
も
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ

う
い
う
環
境
か
ら
、
こ
の
分
野
で
活
躍
し
て
く
れ
る
人
材
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
講
演
を
終
わ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

【
質
疑
応
答
】

[

質
問
①]

本
日
の
ご
講
演
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
講
演
の

中
で
、｢

過
失
犯
か
ら
の
離
脱｣

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、｢

共
犯
か
ら
の
離
脱｣

と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
概
念
な
の
で
し
ょ
う

か
。

[

回
答
①]

｢

共
犯
か
ら
の
離
脱｣

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

ご
承
知
の
と
お
り
故
意
犯
で
す
。
共
同
正
犯
等
で
は
、
当
然
な
が
ら
故
意

で
共
犯
関
係
に
あ
る
こ
と
が
前
提
の
議
論
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
一

定
の
共
犯
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
共
謀
段
階
か
ら
の
離
脱
と
か
、
あ
る
い

は
実
行
現
場
か
ら
の
離
脱
等
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
要
は
因
果
的
な
流
れ
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
危
険
性
を
消
滅
さ
せ
れ
ば
、

共
犯
か
ら
の
離
脱
と
い
う
こ
と
で
不
可
罰
に
す
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
過
失
犯
で
は
、
共
同
正
犯
で
処
罰
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
少
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、｢

過
失

の
競
合｣

の
ほ
う
が
適
用
に
便
利
だ
か
ら
で
す
。
Ａ
さ
ん
の
過
失
と
Ｂ
さ

ん
の
過
失
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
立
証
す
る
に
は
難
し
い
と
い
っ
た
場
合
に
、

複
数
人
の
過
失
が
相
ま
っ
て
結
果
が
発
生
し
た
、
と
言
わ
れ
る
と
、
有
罪

の
方
向
に
押
し
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
有
効
に
働

く
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
チ
ー
ム
医
療
の
よ
う
な
場
合
を
考
え
る
と
、
チ
ー

資 料
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ム
で
行
う
と
い
う
前
提
の
な
か
で
、
最
初
に
ミ
ス
が
あ
り
、
途
中
で
気
が

付
き
、
危
険
消
滅
に
向
け
て
活
動
し
た
が
、
全
体
と
し
て
は
効
果
が
な
く
、

結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
場
合
に
、
結
果
が
発
生
し
た
以
上
は
処
罰
を
免

れ
な
い
、
と
い
っ
て
処
罰
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
厳
し
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
着
眼
点
と
し
て
、
過
失
犯
で
は
正
犯
処
罰
が
原
則
で
す
が
、

理
論
的
に
は
過
失
の
従
犯
も
あ
る
点
に
注
目
し
た
わ
け
で
す
。
従
犯
と
い

う
こ
と
は
、
因
果
の
流
れ
も
多
少
は
残
っ
て
お
り
、
注
意
義
務
違
反
に
は

な
る
が
、
し
か
し
正
犯
と
ま
で
は
言
え
な
い
、
と
い
う
段
階
で
あ
れ
ば
、

こ
の
場
合
、｢

過
失
の
競
合｣

に
よ
る
処
罰
か
ら
不
可
罰
に
す
る
道
を
与

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
理
論
を

｢

過
失
犯
か
ら
の
離
脱｣

と
呼
び
、
実
際
に
司
法
の
場
で
も
使
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
お
り
ま
す
。

[

質
問
②]

医
療
法
関
係
の
話
で
す
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
も
の
の
存
在
を
聞

き
ま
す
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
は
、
医
療
過
誤
の
過
失
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
し
ょ
う
か
。

[

回
答
②]

日
本
で
は
二
〇
〇
〇
種
類
ほ
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
く
ら
い
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
、
厳
密
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、
公
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
、
法
律
の
委
任
を
受
け
て
作
ら
れ
て

い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(

た
と
え
ば
、
特
定
胚
指
針)

で
す
。
そ
し
て
、
二

つ
目
に
、
法
律
と
は
直
接
結
び
付
か
な
い
け
れ
ど
も
、
公
的
に
作
ら
れ
て

い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
厚
生
労
働
省
の

｢

終
末

期
医
療
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン｣

で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
は
、
法
律

で
は
な
い
で
す
が
、
終
末
期
医
療
の
意
思
決
定
を
す
る
際
の
プ
ロ
セ
ス
が

載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
三
つ
目
は
、
公
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
至

ら
な
い
が
、
学
会
が
自
主
的
に
作
っ
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
す
。
た
と

え
ば
、
生
殖
医
療
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
が
、
代
理
出
産

な
ど
は
日
本
で
は
ま
だ
法
律
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
自

主
的
に
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
産
科
婦
人
科
学

会
だ
け
で
な
く
、
各
学
会
に
も
あ
り
ま
す
。
医
療
事
故
の
届
出
に
つ
い
て

も
、
実
は
日
本
法
医
学
会
、
日
本
外
科
学
会
等
、
様
々
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
は
、
拘
束
力
と
い
う
点
で
は
多
少
弱
い
で
す
が
、
学
会
員
に
対
し
て
は

一
定
程
度
効
果
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
違
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
法
的

制
裁
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
学
会
か
ら
の
除
名
と
い
う
の
が
せ
い
ぜ

い
の
効
果
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
守
る
傾
向
に
あ
り
、
国
際
的

な
学
会
で
こ
の
こ
と
を
言
う
と
、
必
ず
議
論
に
な
り
ま
す
。｢

日
本
で
は

法
律
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
っ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
運
用
し
て
い
ま

す｣

と
言
う
と
、
外
国
の
学
者
や
弁
護
士
か
ら
、｢

そ
ん
な
こ
と
で
効
果

が
あ
る
の
か｣

と
必
ず
反
論
が
き
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
そ
の
よ

う
に
あ
る
程
度
ル
ー
ル
を
作
れ
ば
、
多
く
の
人
は
守
り
ま
す
。
裁
判
の
場

に
お
い
て
も
、
実
は
裁
判
官
は
、
意
外
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
し
ま
す
。
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法
規
範
に
ま
で
高
ま
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
程
度
法
規
範
の
解
釈

の
参
照
に
値
す
る
と
い
う
も
の
を
ソ
フ
ト
・
ロ
ー

(�������
)

と
呼
ん

で
い
ま
す
。

な
お
、
第
四
段
階
と
し
て
、
も
っ
と
ば
ら
ば
ら
で
個
別
に
作
ら
れ
て
い

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
立
場
が
き
わ
め
て
ば
ら
ば
ら

で
不
統
一
で
あ
り
、
あ
ま
り
信
頼
性
が
置
け
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
り

ま
す
。｢

医
療
安
全｣
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
含
め

て

｢

安
全
文
化｣

と
い
う
の
も
、
法
律
一
辺
倒
で
は
駄
目
で
、
行
動
規
範

と
し
て
の
倫
理
と
相
ま
っ
て
相
互
補
完
さ
れ
れ
ば
、
安
全
性
が
高
ま
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
医
療
に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
お
い
て
言
え
る
こ

と
で
す
。

[

質
問
③]

医
療
事
故
調
査
制
度
の
運
用
が
始
ま
り
、
各
病
院
、
各
医
療
現
場
で
の

医
療
事
故
防
止
に
ど
う
や
っ
て
還
元
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
医
療
現
場
、

あ
る
い
は
大
学
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
べ

き
で
し
ょ
う
か
。

[

回
答
③]

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
病
院
で
声
が
あ
が
り
、
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

し
か
る
べ
き
現
場
で
は
、
医
療
安
全
対
策
室
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
も

の
を
設
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し
て
、
一
年
間
や
っ
た
成
果
を
今
そ
れ
ぞ

れ
の
病
院
、
あ
る
い
は
病
院
を
越
え
て
相
互
に
検
証
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
出
始
め
ま
し
た
。
や
は
り
基
準
が
曖
昧
な
も
の
で
す
か
ら
、
し
か
る
べ

き
病
院
で
も
な
お
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
運
用
方
法
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
今
取
り
組
む
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
院
で
一
年
間
運
用

し
て
出
た
結
果
に
つ
い
て
、
ど
の
病
院
で
も
共
通
点
と
し
て
出
た
も
の
に

つ
い
て
徹
底
分
析
を
す
れ
ば
、
統
一
基
準
を
目
指
そ
う
と
い
う
動
き
の
な

か
で
も
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
に
で
き

る
範
囲
で
の
情
報
を
う
ま
く
活
用
し
て
、
制
度
設
計
の
再
構
築
に
つ
な
げ

る
と
い
う
の
が
有
効
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

[

質
問
④]

法
律
家
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
る
ほ
ど
難
し
い
も
の
を
、
い
か
に
簡

単
に
し
て
医
療
現
場
の
方
に
伝
え
る
か
が
重
要
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

[

回
答
④]

た
と
え
ば
、
環
境
法
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
環
境
法
は
従
来
ば
ら
ば

ら
で
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
個
別
に
扱
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
環
境
基
本

法
が
で
き
て
以
降
、
そ
れ
を
コ
ア
に
し
て
学
問
体
系
が
整
備
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

医
事
法
に
も
そ
う
い
っ
た
面
が
あ
り
、
コ
ア
に
な
る
医
療
基
本
法
と
い

う
も
の
が
作
ら
れ
れ
ば
、
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

憲
法
、
刑
法
、
民
法
の
よ
う
に
、
あ
る
条
文
が
あ
っ
て
、
体
系
が
完
結
し

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
わ
ず
ら
わ
し
い
点
で
す
。
全
体

と
し
て
医
事
法
が
学
問
体
系
と
し
て
い
つ
も
医
療
問
題
の
解
決
に
目
を
注

い
で
い
る
、
と
い
っ
た
具
体
的
方
向
性
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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【
付
記
】

本
講
演
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
法
ゼ
ミ
の
國
廣
亜
希
子
さ
ん
、

白
坂
優
衣
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
、
心
よ
り
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。[

澁
谷
記]
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医療安全と法

早稲田大学大学院法務研究科教授

甲斐 克則

１ はじめに

◎ ｢持続可能な医療安全確保に向けた
制度構築｣ と法の役割�医療安全の意義�１) 医療事故防止�２) 医薬品の安全確保�３) 医療供給体制の確保

３ 持続可能な医療安全確保
のための３本の矢�①持続可能な医療供給体制⇒社会保障を含む�②持続可能な安全医薬品の供給�③持続可能な医療安全体制確立

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⇒�①②③の３本の矢 (サンフレッチェ) が持続
可能な医療安全確保に繋がる

５ 医療安全に関する法的現状
１ 医療安全とは何か
・医療事故の原因
｢個人モデル｣ ⇒ ｢組織モデル｣
スイスチーズ･モデルとスノーボール･モデル
⇒広島カープに学ぶ

・ハインリッヒの法則
(ヒヤリ・ハット300→ニアミス29→重大事故1)

・ ｢人は誰でも間違える (To err is human)｣
(米国医療の質委員会)

・ヒューマン･エラーの最小限化⇔持続可能社会
⇒安全文化を医療の領域で確立

２ 持続可能な医療安全確保の意義�医療と持続可能性 (��������������)���������������⇒環境を破壊することなく資源利
用を持続することができること ＊環境法�医療安全確保と持続可能性 (��������������)�持続可能社会と医事法の関係�社会の持続的発展のためには医療が不可欠�そのような医療を支えるには､ どのような法
的・制度的枠組みが必要か⇒レギュラトリー
サイエンスの役割�ポストゲノム社会および高齢社会における医
事法・生命倫理の役割と課題を考える

４ 医療安全に関連する近時の動向�2015年 持続可能な医療保険制度を構築する

ための国民健康保険等の一部を改正する法律

①国民健康保険の安定化

②小粋高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③負担の公平化

④その他 (所得水準に応じた補助率等)�2015年 地域医療構想策定ガイドライン�2015年 医療事故調査制度開始 (10月)
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スイスチーズ・モデル �スノーボール・モデル
３ 刑事医療過誤の刑事責任追及の意義と限界
・すべての医療事故が医療過誤になるわけではない→過失の
存在

・民法上→不法行為 (民法709 条)：故意・過失で他人の権
利を侵害

債務不履行 (民法415 条)：契約違反 (不履行)
の場合

→法律効果はいずれも損害賠償 ＊ADRの増加
・刑法上→業務上過失致死傷罪 (刑法211 条1項)
・行政法上→免許取消し､ 免許停止､ 病院の資格停止etc.
・注意義務違反→結果が予見できたのに結果回避措置をとら
なかった

・因果関係の存在
＊民事責任と刑事責任の相違

→民事よりも刑事の方が認定が厳格な点
＊刑事事件が医療現場に与えるインパクトの強さ (マスコミ
報道の大きさ)
警察による捜査 (最近の医師逮捕例)
→送検→起訴→公判→判決

５ 注目すべき刑事判例
①京都大学附属病院エタノール事件 (第１審：京都地判平成
15･11･10､ 第２審：大阪高判平成16･７･７：いずれも判例
集未登載)
⇒ 看護師を禁錮10月執行猶予３年⇒管理体制に問題

②慈恵医大青戸病院事件 (東京高判平成19･６･５→禁錮１年
６月執行猶予４年)
⇒無謀な腹腔鏡手術

③福島県立大野病院事件判決 (福島地判平成20･８･20)
⇒ 医師無罪 (結論は妥当)
・胎盤剥離手術をした産科医逮捕の衝撃
・刑事訴訟規則143条の3 ｢明らかに逮捕の必要がない場合｣
の解釈

・医療現場に及ぼす影響
・無罪判決の論理の意義と問題性
→注意義務と予見可能性

＊逮捕という事故処理自体が持続可能な医療安全を脅かす

２ 広島カープの試合から学ぶ医療安全

◎ミスの早期原因解明の重要性�単純過失�過失の競合�管理・監督過失�チームにおける質の向上の重要性��チーム医療・病院組織へ応用可能��１球１打の重要性��各選手の意識の向上と技術の向上��2016年9月10日：圧倒的強さで25年ぶり
のセリーグ優勝��常時Aクラスへ (持続可能性)

４ 注意義務と医療水準・医学水準
全国一律ではなく個別性も重視
(悪しき慣行は基準にならず)

＊最判平成８･１･23民集50･１･１：腰椎麻酔ショック事件
｢この臨床医学の実践における医療水準は､ 全国一律に絶
対的な基準として考えるべきものではなく､ 診療に当たっ
た当該医師の専門分野､ 所属する診療機関の性格､ その所
在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決
せられるべきものであるが､ 医療水準は､ 医師の注意義務
の基準 (規範) となるものであるから､ 平均的医師が現に
行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく､
医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって､
医療水準に従った注意義務を尽くしたとは直ちにいうこと
はできない｣｡
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④横浜市大患者取違え事件：第１審 (横浜地判平成13･９･20
判タ1087・296)
→医師３名がそれぞれ罰金50万円､ 罰金30万円､ 罰金40
万円､ 看護師２名がそれぞれ罰金30万円､ 禁錮１年執行猶
予３年 (なお､ 医師１名は無罪)
第２審 (東京高判平成15･３･25)
→第１審で無罪であった医師が罰金25万円､ 他の被告人は
すべて罰金50万円 (第1審で無罪の医師のみ上告)�最高裁 (最決平成19･３･26 刑集61巻２号595頁) →上告棄
却�麻酔科医師につき, 麻酔導入前に患者の同一性確認の十分
な手立てを採らず, 麻酔導入後患者の同一性に関する疑い
が生じた際に確実な確認措置を採らなかった点で過失があ
る｡�取り違え防止のため一応の努力はしたと評価しつつも､ な
お注意義務を尽くしたとはいえない｡�⇒厳しすぎる⇒過失犯からの離脱 (甲斐)

⑤埼玉医大病院抗がん剤過剰投与事件
第１審 (さいたま地判平成15･３･20判タ1147)
→耳鼻咽喉科科長兼教授甲が罰金20万円､ 同科助手乙が罰
金30万円､ 同科助手丙が禁錮2年執行猶予３年 (確定)
＊監督過失論ではなく､ それぞれの ｢過失の競合｣ で結果
発生と認定 (甲および乙が控訴)
第２審 (東京高判平成15･12･24判例集未登載：
→破棄自判 (過失の競合を強調) により､ 甲が禁錮１年執
行猶予３年､ 乙が禁錮１年６月執行猶予3年 (甲が上告)
最高裁 (最決平成17･11･15 刑集59･９･1558)
→上告棄却 (科長につき､ 具体的な薬剤投与計画を確認せ
ず､ 誤った化学療法計画に基づいて硫酸ビンクリスチンを
過剰投与させた過失 (VAC療法の選択の点のみに承認を
与え､ 誤った投与計画を是正しなかった過失)､ および高
度な副作用が出た場合には､ 速やかに適切な対症療法を施
して死傷等重大な結果の発生を未然に防止すべき注意義務
を怠った過失を認定)
→大学病院等の大規模病院への警鐘？

(3) 医療事故被害者補償システムの確立�ニュージーランドの医療事故処理と補償制度
1994年：｢保健医療および障害コミッショナー法｣
(�������������������������������������������)�患者の権利を保障する独立の公的機関 ｢保健医療および
障害コミッショナー｣
(�����������������������������������) 設立�特徴：原因解明のため調査権限を有する点､ 紛争の仲介
等をする点､ 場合によっては医師に謝罪を要求したりも
する点�解決手法：一種の���・修復的司法�１チーム５名程度
で迅速な対応�事故補償法人�����
(ノーフォールト・システム) →課題もあり

＊世界の様々な無過失補償制度

・ミスのリピーターに研修を義務づける
・医師の資格の定期点検？
・広義・狭義のリスクマネジメントに反映
・医療と司法の架橋
＊オーストリア・ウィーン大学病 (AHK) の
『法律の救急箱』

６ 医療安全確保と医事法の
パラダイム転換

(1) 医療事故と医事法の役割
①原因解明
②責任の明確化
③事故防止→法の役割と限界←医の倫理
(2) 医療事故の届出義務 (都立広尾病院事件参照) と医療事
故防止の諸施策
＊都立広尾病院事件 (最判平成16･４･13刑集58･４･247)
→合憲判決 (憲法38条1項 (自己負罪拒否特権) 違反にな
らず)
◎医師法21条は現行法のままでよいか
→医療関連死の刑事免責の可能性は？
→改正するとすればその方向性は？
→医療事故の届出は､ どの範囲の事故を､ 誰が､ いつ､ ど
こに届け出るべきか→死亡事故の場合と死亡に至らない
場合

７ 医療事故の法的処理と持続可能な
医療安全体制構築

(1) 医事審判制度の確立
・原因究明型審判と被害者救済制度
・第三者機関に代わる新たな届出機関 (自治体・医師会と
連携) と医事審判所を全国８～11ブロックに設置
・迅速な被害者救済⇒産科領域の無過失補償制度の拡充
・悪質なケースは従来の裁判による法的処理の途を残す
・刑事事件とするのは重大な過失に限定
①経験のない難しい治療・手術の無謀な強行
②情報収集 (患者情報､ リスク・ベネフィット) への著
しい怠慢

③安全性を犠牲にして功名心・営利心を優先する治療・
手術の無謀な強行



医療安全と法

(熊本法学142号 '18)135
(４)

(2) 日本での取組み
2014年 第６次医療法改正
2015年10月 医療事故調査制度開始

(3) 死因究明制度の現状の法的側面
医療事故 (死亡事故以外を含む) の届出義

務の範囲
→誰が､ どこに､ いつ､ どのように届け出る
のか
→医療事故防止にどのように役立つのか
→刑事免責との関係はどうなるのか

(4) 医師法21条改正と医療関連死第三者機関の
あり方

(5) 医師法21条・33条の２の射程範囲
患者が明らかな医療過誤で死亡すれば､ 医
師には同条に基づき､ 所轄警察署への届出義
務が発生→当該患者の死体は ｢異状死体｣

(6) ｢異状｣ とは何か→必ずしも明確でない
医療事故との関係では､ 過失というきわめ
て難解な判断が絡むだけに､ 一般の医師が
｢異状｣ かどうかの判断をすることは難しい｡
⇒専門的な死因究明制度確立の必要性
2013年４月から死因・身元調査法施行

�日本医師会・医療事故調査に関する検討委員
会答申 (2013年６月) ｢医療事故調査制度の
実現に向けた具体的方策について｣�三段階方式�� すべての医療機関における ｢院内事故調
査委員会｣ の設置・運営�� �の体制を支援するための地域における
連携組織 (｢地域医療安全調査機構｣､ ｢地
域医療事故調査委員会｣ (仮称)) の設置�� さらなる医学的調査や再発防止策の策定
に向けた活動を全国レベルで行う第三者組
織 (｢中央医療安全調査機構｣､ ｢中央医療
事故調査委員会｣ (仮称)) の設置・運営

�改正医療法６条の16�医療事故調査・支援センターの業務�１)収集した情報の整理・分析�２)情報の整理・分析結果の報告�３)調査結果の報告�４)医療事故調査従事者への知識･技能の研修�５)相談､ 必要な情報提供・支援�６)医療事故再発防止に関する普及啓発�７)医療の安全確保を図るために必要な業務

(7) (院内) 事故調査の意義と限界
・事故調査委員会の構成
⇒外部者を加える
・事故調査報告書の扱い
⇒捜査資料に使うべきか
・医療安全確立への活用

�新たな医療事故調査制度� ｢地域における医療及び介護の総合的な確保
を推進するための関係法律の整備等に関する
法律｣ (2014年) ４条に基づく医療法改正�改正医療法６条の10
⇒医療事故調査・支援センターへの報告義務�１歩前進�改正医療法６条の15�医療の安全の確保に資することを目的とする
法人の指定
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�医療事故調査制度の運用上の課題� ｢予期せぬ死｣ の基準の曖昧さ�遺族の訴えにどう対応するか�なお残る ｢届け出るべき医療事故の曖昧さ｣��基準統一化の方向�どの程度基準を統一できるか�基準統一で問題解決を図れるか�医師法21条 (異状死体届出義務) の改正
８ おわりに―レギュラトリー

サイエンスに期待される役割�持続可能な医療安全確保に向けた制度構築の
粘り強い努力の必要性�医学的観点と社会科
学的観点の複合的視点�レギュラトリーサイエンスに期待できるもの�医療事故防止のほか､ 薬害防止､ 再生医療､
ロボティクス等�産・官・学のコラボレーション�広島カープと同様､ 持続的に医療安全や先端
医療の開発に伴う安全性の確保を支援すると
同時に､ 質の高い人材の育成��熊本大学からの発信と実践の期待

参考文献�中山研一＝甲斐克則編 『(新版) 医療事故の
刑事判例』 (2010・成文堂)�甲斐克則編 『医事法講座第3巻 医療事故と
医事法』 (2012・信山社)�甲斐克則 『医療事故と刑法』 (2012・成文堂)�甲斐克則＝手嶋豊編 『医事法判例百選 (第２
版)』 (2014・有斐閣)�甲斐克則 ｢診療関連死の警察届出｣ 前田正一・
氏家良人編 『救急・集中治療における臨床倫
理』 (2016・克誠堂出版)�甲斐克則 ｢持続可能な医療安全と医事法｣ 早
大比較法研究叢書 『持続可能社会への転換と
法・法律学』 (2016・成文堂)
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