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「
同
意
得
ず
拘
束
違
法
〕

入
院
女
性
に

抑
制
具
使
用

原
告
、
逆
転
勝
訴
名古屋高裁判決

愛
知
県
一
宮
市
内
の
病
院
に
入

院
し
て
い
た
女
性
（
当
時
8
0
）

が
、
不
必
要
に
体
を
拘
束
さ
れ
て

苦
痛
を
受
け
た
と
し
て
、
病
院
を

相
手
取
り
6
0
0
万
円
の
損
害
賠

償
を
求
め
た
訴
訟
の
控
訴
審
判
決

が
5
日
、
名
古
屋
高
裁
で
あ
っ

た
。
西
島
幸
夫
裁
判
長
は
拘
束
は

正
当
だ
っ
た
と
し
た
一
審
・
名
古

屋
地
裁
一
宮
支
部
判
決
を
変
更
。

病
院
側
に
70
万
円
の
支
払
い
を
命

じ
、
原
告
側
逆
転
勝
訴
判
決
を
言

い
渡
し
た
。
＝
9
面
に
解
説

判
決
に
よ
る
と
、
「
一
宮
西
病

院
」
に
入
院
し
て
い
た
女
性
は
0
3

年
1
1
月
1
6
日
深
夜
、
必
要
も
な
い

の
に
看
護
師
に
ミ
ト
ン
（
抑
制

具
）
を
使
っ
て
拘
束
さ
れ
た
。
ミ

ト
ン
を
外
そ
う
と
し
て
抵
抗
し
た

際
に
手
首
な
ど
に
傷
を
負
っ
た
。

判
決
は
ま
ず
、
介
護
施
設
だ
け

で
は
な
く
、
医
療
施
設
で
あ
っ
て

も
「
同
意
を
得
ず
に
患
者
を
拘
束

し
て
そ
の
身
体
的
自
由
を
奪
う
こ

と
は
原
則
と
し
て
違
法
だ
」
と
指

摘
。
そ
の
う
え
で
、
①
患
者
へ
の

危
険
が
迫
っ
て
い
る
切
迫
性
⑧
ほ

か
に
手
段
が
な
い
非
代
替
性
⑨
長

く
継
続
し
な
い
一
時
性
の
3
要
件

に
照
ら
し
て
判
断
す
べ
き
だ
と
述

べ
た
。
こ
の
結
果
、
女
性
に
つ
い

て
は
「
ミ
ト
ン
に
よ
る
抑
制
を
行

わ
な
け
れ
ば
転
倒
、
転
落
に
よ
る

重
大
な
傷
害
を
負
う
危
険
性
は
認

め
ら
れ
な
い
」
と
認
定
。
「
夜
間

の
せ
ん
妾
は
、
お
む
つ
へ
の
排
泄

の
強
要
な
ど
の
つ
た
な
い
対
応
が

原
因
で
、
本
件
抑
制
に
切
迫
性
や

非
代
替
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

ず
、
違
法
だ
」
と
結
論
づ
け
た
。

女
性
は
一
審
判
決
直
前
に
死

亡
、
遺
族
が
訴
訟
を
続
け
て
い
た
。

2008年（平成20年）9月5日

不
要
な
拘
束
に
警
鐘

患
者
側
逆
転
勝
訴
「
人
間
の
尊
厳
冒
す
」

－
1
－
　
点
者
の
意
思
に
反

塵
廃
し
て
身
体
を
拘
束
す

る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
措
置
な

の
か
、
虐
待
に
あ
た
る
か
が
争
わ

れ
た
今
回
の
訴
訟
で
、
名
古
屋
高

裁
は
「
拘
束
は
身
体
機
能
の
低
下

を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
人

間
と
し
て
の
尊
厳
を
冒
す
」
と
し

て
、
同
意
を
得
な
い
拘
束
は
原
則

違
法
だ
と
判
断
し
た
。
身
体
拘
束

は
精
神
病
棟
な
ど
の
一
部
で
し
か

認
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
安
全
確
保
な
ど
を
理
由
に

不
必
要
に
行
わ
れ
て
い
る
実
情
が

あ
り
、
判
決
が
医
療
現
場
に
与
え

る
影
響
は
大
き
い
。
＝
1
面
参
照

厚
生
労
働
筈
が
0
5
年
、
介
護
保

険
施
設
を
対
象
に
行
っ
た
調
査

で
は
」
身
体
拘
束
の
う
ち
約
ゴ

割
が
「
緊
急
性
」
な
ど
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
調

査
対
象
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
有

料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
を
含
め
れ

ば
、
さ
ら
に
多
く
の
「
遵
法
拘

束
」
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
。「

縛
ら
な
い
医
療
」
の
実
践
で

知
ら
れ
る
上
川
病
院
（
東
京
都
八

王
子
市
）
理
事
長
の
吉
岡
充
医
師

は
「
5
割
近
い
患
者
を
縛
っ
て
い

る
病
院
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ

る
」
と
し
た
上
で
、
遵
法
な
拘
束

を
受
け
て
い
る
高
齢
者
は
3
万
5

千
人
を
超
え
る
と
推
定
。
「
高
齢

者
の
人
権
を
損
な
い
、
不
信
感

を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
身

体
機
能
を
低
下
さ
せ
る
」
と
話

す
。当

時
8
0
歳
だ
っ
た
原
告
女
性
も

腰
痛
治
狩
で
入
院
中
、
看
護
師
を

呼
ぶ
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
繰
り
返
し

鳴
ら
し
た
な
ど
と
し
て
、
ベ
ッ
ド

の
さ
く
に
縛
ら
れ
、
手
首
な
ど
を

負
傷
し
た
。
そ
の
後
、
家
族
に

「
悔
し
い
」
と
打
ち
明
け
た
こ
と

か
ら
発
覚
し
た
。

今
回
の
判
決
は
、
施
設
側
の
都

合
で
高
齢
者
に
苦
痛
を
強
い
て
い

る
現
状
に
贅
鐘
を
鳴
ら
し
た
と
言

え
る
。
　
　
　
（
岩
波
精
）
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三三か者の拘束違法 高裁判決

「
母
の
苦
痛
証
明
で
き
た
」

原
告
「
画
期
的
な
判
断
」

病
院
で
あ
っ
て
も
、
同
意
を
得
な
い
拘
束

は
違
法
－
。
身
体
拘
束
を
め
ぐ
る
5
日
の

名
古
屋
高
裁
判
決
は
こ
ん
な
判
断
を
示
し

た
。
母
の
遺
志
を
継
い
だ
家
族
と
、
問
題
に

取
り
組
ん
で
き
た
医
師
や
弁
護
士
ら
か
ら
は

「
画
期
的
な
判
断
」
と
の
声
が
上
が
る
。
一

方
で
医
療
現
場
は
、
患
者
の
自
由
と
安
全
の

ほ
ざ
ま
で
揺
れ
た
。

＝
2
9
面
に
判
決
理
由
要
旨

当時の状況を説明する長

女の栗木満里子さん（左）
と長男の吉田端亮さん＝
5日午後、名古屋市中
区、竹谷俊之撮影

「
体
を
縛
ら
れ
た
母
の
苦
し
み

を
証
明
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま

す
」
。
判
決
後
、
故
・
吉
田
貞
子

さ
ん
の
長
男
端
亮
さ
ん
（
6
4
）
＝
岐

阜
県
大
垣
市
＝
と
と
も
に
記
者
会

見
に
臨
ん
だ
貞
子
さ
ん
の
長
女
栗

木
満
里
子
さ
ん
（
6
5
）
＝
愛
知
県
稲

沢
市
＝
は
こ
う
話
し
た
。

貞
子
さ
ん
は
当
初
、
身
体
を
拘

束
さ
れ
た
こ
と
を
家
族
に
も
話
そ

う
と
し
な
か
っ
た
。
貞
子
さ
ん
が

実
際
に
看
護
師
ら
か
ら
体
を
拘
束

さ
れ
た
3
日
後
、
別
の
看
護
師
か

ら
貞
子
さ
ん
へ
の
身
体
拘
束
を
耳

打
ち
さ
れ
た
栗
木
さ
ん
は
、
何
を

さ
れ
た
の
か
、
本
当
の
こ
と
を
母

に
強
く
聞
き
出
そ
う
と
し
た
。
す

る
と
、
「
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
」
「
恥

ず
か
し
い
」
。
気
丈
な
性
格
の
母

が
、
声
を
上
げ
て
泣
い
て
い
た
。

腰
痛
で
横
向
き
に
し
か
寝
ら
れ

な
い
の
に
仰
向
け
で
ベ
ッ
ド
に
縛

ら
れ
た
。
自
分
で
ト
イ
レ
に
行
け

る
の
に
お
む
つ
を
無
理
や
り
着
け

ら
れ
た
。
手
に
は
、
ミ
ト
ン
を
外

そ
う
と
し
て
付
い
た
傷
が
残
っ
て

い
た
。
「
80
歳
に
も
な
る
母
に
い
っ

た
い
何
を
す
る
の
か
」
。
怒
り
で
体

が
震
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

一
審
判
決
を
目
前
に
し
た
0
6
年

9
月
、
母
は
亡
く
な
っ
た
。
「
（
一

審
の
）
判
決
文
は
、
母
を
認
知
症

の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。
む
し
ろ

母
に
聞
か
せ
な
く
て
良
か
っ
た
」
。

控
訴
を
あ
き
ら
め
よ
う
と
も
考
え

た
が
、
身
体
拘
束
問
題
に
取
り
組

む
吉
岡
充
医
師
ら
と
出
会
い
、
2
9

人
の
弁
護
団
も
で
き
た
。
「
貞
子

さ
ん
の
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
人

が
、
た
く
さ
ん
い
る
ん
で
す
」
。

そ
う
説
得
さ
れ
、
も
う
一
度
法
廷

に
臨
む
こ
と
を
決
め
た
。

控
訴
審
判
決
は
、
母
が
受
け
た

拘
束
は
不
必
要
だ
っ
た
と
し
、
お

む
つ
で
の
紺
慨
を
強
い
た
こ
と
も

適
切
で
は
な
か
っ
た
と
の
判
断
を

示
し
た
。
「
賠
償
額
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん
。
判
決
が
今
後
、
一
人
で
も
多

く
の
人
に
役
立
て
ば
、
そ
れ
で
満

足
で
す
」
。
栗
木
さ
ん
は
、
8
日
に

あ
る
母
の
三
回
忌
で
は
、
最
高
の

報
告
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。



看
護
師
3
人
に
患
者
4
1
人
⊥
2
7
人

拘
束
の
根
拠
崩
れ
る

患
者
の
意
思
に
反
し
た
病
院
で

の
身
体
拘
束
は
違
法
だ
と
原
告
側

の
逆
転
勝
訴
と
し
た
5
日
の
名
古

屋
高
裁
の
判
決
は
、
「
や
む
を
え

な
か
っ
た
」
と
し
て
き
た
病
院
側

の
根
拠
を
否
定
し
た
。
実
際
の
看

護
師
1
人
当
た
り
の
患
者
数
は
、

一
審
認
定
よ
り
少
な
か
っ
た
と
指

摘
。
「
切
迫
性
や
非
代
替
性
は
な

か
っ
た
」
と
当
時
の
拘
束
を
違
法

と
断
じ
た
。

「
拘
束
は
正
当
」
と
し
た
名
古

屋
地
裁
一
宮
支
部
の
判
決
を
覆
し

た
ポ
イ
ン
ト
は
、
当
日
の
入
院
患

者
数
だ
っ
た
。
一
審
は
看
護
師
3

人
に
対
し
患
者
4
1
人
だ
っ
た
と
認

定
。
し
か
し
、
控
訴
審
は
新
た
な

証
拠
調
べ
で
示
さ
れ
た
診
寮
日
誌

で
、
患
者
は
2
7
人
で
、
重
症
患
者

も
い
な
か
っ
た
と
し
た
。

一
審
は
、
看
護
師
の
負
担
が
大

き
い
こ
と
を
理
由
に
「
看
護
師
が

常
時
付
き
添
い
を
す
る
こ
と
は
困

難
だ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
拘
束
以

外
に
転
倒
や
転
落
を
防
ぐ
手
段
は

な
く
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
認

定
し
て
い
た
。
控
訴
審
は
看
護
師

の
休
憩
時
間
を
ず
ら
す
こ
と
も
可

能
だ
っ
た
と
指
摘
し
た
上
で
、

「
付
き
添
っ
て
安
心
さ
せ
る
と
い

う
対
応
が
不
可
髄
だ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
」
と
し
た
。

ま
た
、
原
告
の
故
・
吉
田
貞
子

さ
ん
（
入
院
当
時
8
0
）
を
拘
束

す
る
直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ

た
せ
ん
妄
（
意
識
混
濁
）
状
態
が

悪
化
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
①
入

院
直
後
か
ら
投
与
さ
れ
て
い
た
睡

眠
薬
は
過
剰
投
与
の
疑
い
が
あ

り
、
そ
の
投
与
を
中
止
し
た
こ
と

に
よ
る
不
眠
⑧
本
来
は
自
力
で
排

泄
で
き
る
の
に
、
お
む
つ
を
強
い

ら
れ
た
こ
と
へ
の
ス
ト
レ
ス
、
と

診
療
・
看
護
上
の
ミ
ス
を
指
摘
し

た
。結

果
と
し
て
招
い
た
せ
ん
妾
な

の
に
、
身
体
拘
束
し
た
病
院
側
の

対
応
は
「
切
迫
性
や
非
代
替
性
は

な
く
、
緊
急
避
難
行
為
と
し
て
例

外
的
に
許
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す

る
事
情
も
認
め
ら
れ
ず
、
違
法

だ
」
と
結
論
づ
け
た
。

医
療
現
場
は
「
影
響
あ
る
」

勃P新聞（尾古色舶）

ユ両年（ネガ加年）9日摘

今
回
、
名
古
屋
高
裁
が
示
し
た

判
断
に
つ
い
て
、
原
告
側
代
理
人

の
副
島
洋
明
弁
護
士
は
「
介
護
保

険
施
設
で
は
原
則
禁
止
と
さ
れ
る

身
体
拘
束
が
、
医
腰
現
場
で
も
同

様
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
確

に
さ
れ
た
こ
と
は
画
期
的
。
治
療

上
の
必
要
性
や
安
全
確
保
な
ど
の

名
目
で
、
愚
者
を
安
易
に
縛
っ
て

き
た
一
般
病
院
に
贅
鐘
を
鳴
ら
す

も
の
」
と
高
く
評
価
す
る
。

一
方
、
愛
知
県
の
三
河
地
方
に

あ
る
終
合
病
院
の
看
護
部
長
（
5
1
）

は
、
介
護
施
設
と
同
様
、
医
貯
現
場

も
身
体
の
拘
束
を
原
則
薬
止
と
認

め
た
判
決
に
「
確
か
に
我
々
の
認

識
が
遅
れ
て
い
た
部
分
は
あ
り
、

影
響
は
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
語
る
。

勤
務
先
は
救
急
か
ら
認
知
症
ま

で
幅
広
く
点
者
を
受
け
入
れ
る
。

だ
が
、
急
患
や
手
術
時
に
は
病
院

の
独
自
の
指
針
で
、
体
を
縛
っ
た

り
薬
を
腐
っ
た
り
す
る
。
た
だ

し
、
事
前
に
必
ず
家
族
の
承
帯
を

得
る
な
ど
の
運
用
は
厳
格
に
し
て

い
る
。患

者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
認
知

症
も
増
え
る
中
、
「
拘
束
は
増
え
つ

つ
あ
る
」
と
明
か
す
。
例
え
ば
、
ベ

ッ
ド
か
ら
看
護
師
を
病
室
に
呼
ぶ

ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
鳴
ら
さ
ず
に
入

院
患
者
に
1
人
で
ト
イ
レ
に
行
か

れ
て
転
倒
・
骨
折
し
た
場
合
は
病

院
側
の
ミ
ス
に
な
・
つ
て
し
ま
う
。

患
者
の
安
全
確
保
が
叫
ば
れ
る

一
方
、
今
の
医
寮
機
関
に
は
1
人

の
患
者
に
つ
き
っ
き
り
で
ケ
ア
で

き
る
環
境
に
は
な
い
。
点
滴
を
引

き
抜
か
れ
な
い
よ
う
に
布
で
覆
い

．
隠
し
た
り
、
排
尿
記
録
に
基
づ
く

ト
イ
レ
誘
導
で
オ
ム
ツ
を
着
け
る

の
を
避
け
た
り
、
ベ
ッ
ド
回
り
に

セ
ン
サ
ー
を
装
備
し
て
転
倒
を
防

い
だ
り
。
「
こ
れ
ま
で
以
上
に
『
な

る
べ
く
縛
ら
な
い
工
夫
』
を
し
続

け
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
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患
者
拘
束
控
訴
審
判
決
（
要
旨
）

不
要
な
身
体
拘
束
は
違
法
だ
と
訴
え
た
入
院
患
者
側
の
主
張
を
認

め
て
、
愛
知
県
一
宮
市
内
の
病
院
側
に
賠
償
を
命
じ
た
5
日
の
名
古

屋
高
裁
判
決
の
理
由
要
旨
は
次
の
通
り
。
　
　
　
＝
3
0
面
参
照

◆
違
法
性
の
判
断
基
準

身
体
抑
制
や
拘
束
の
問
題
を
見

直
し
、
行
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
い
う
動
き
は
主
に
介
護
保
険
施

設
や
老
人
保
健
施
設
を
中
心
に
見

ら
れ
た
が
、
高
齢
者
医
原
や
看
護

に
か
か
わ
る
こ
と
の
あ
る
医
療
機

関
な
ど
で
も
問
題
は
同
様
で
、
少

な
く
と
も
こ
れ
ら
医
療
機
関
で
は

一
般
に
問
題
意
識
を
有
し
、
あ
る

い
は
有
す
べ
き
だ
っ
た
。

身
体
抑
制
や
拘
束
が
、
厚
生
労

働
省
が
ま
と
め
た
「
身
体
拘
束
ゼ

ロ
へ
の
手
引
き
」
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
身
体
的
弊
害
、
精
神
的

弊
害
及
び
社
会
的
弊
害
を
も
た
ら

す
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
は
一
般
に

認
識
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
当
然
に

認
識
で
き
る
。

そ
も
そ
も
医
療
機
関
で
も
、
同

意
を
得
る
こ
と
な
く
患
者
を
拘
束

し
て
身
体
的
自
由
を
撃
つ
こ
と
は

原
則
と
し
て
違
法
だ
。
患
者
ま
た

は
他
の
患
者
の
生
命
・
身
体
に
危

険
が
差
し
迫
っ
て
い
て
、
他
に
回

避
す
る
手
段
が
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
同
意
が
な
く
て
も
緊
急
避

難
行
為
と
し
て
例
外
的
に
許
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、

そ
の
抑
制
、
拘
束
の
程
度
、
内
容

は
必
要
最
小
限
の
範
囲
内
に
限
っ

て
許
さ
れ
る
。
右
記
の
手
引
き
が

例
外
的
に
許
さ
れ
る
基
準
と
し
て

い
る
切
迫
性
、
非
代
香
性
、
一
時

性
の
3
要
件
が
判
断
要
素
と
し
て

参
考
に
な
る
。

◆
本
件
抑
制
の
違
法
性

本
件
抑
制
で
、
点
者
や
家
族
か

ら
事
前
に
同
意
を
得
た
事
実
は
な

い
。
抑
制
し
な
け
れ
ば
、
転
倒
、
転

落
に
よ
り
重
大
な
傷
害
を
負
う
危

険
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
患
者
の
夜
間
せ
ん
妄
に
つ
い

て
は
、
病
院
の
診
療
、
看
護
上
の
適

切
さ
を
欠
い
た
対
応
な
ど
も
原
因

と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
お
む
つ
へ

の
排
泄
（
は
い
せ
つ
）
の
強
要
や
、

不
穏
状
態
と
な
っ
た
患
者
へ
の
看

護
師
の
つ
た
な
い
対
応
か
ら
す
れ

ば
、
結
果
と
し
て
の
夜
間
せ
ん
妄

へ
の
対
応
と
し
て
の
本
件
抑
制

に
、
切
迫
性
や
非
代
替
性
が
あ
る

と
は
直
ち
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。

当
日
の
入
院
患
者
に
格
別
重
症

患
者
も
お
ら
ず
、
看
護
師
が
し
ぼ

ら
く
の
間
、
点
者
に
付
き
添
っ
て

安
心
さ
せ
、
排
尿
や
お
む
つ
へ
の

こ
だ
わ
り
を
和
ら
げ
、
落
ち
着
か

せ
て
眠
る
の
を
待
つ
と
い
う
対
応

が
不
可
能
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。切

迫
性
や
非
代
替
性
は
認
め
ら

れ
ず
、
緊
急
避
難
行
為
と
し
て
例

外
的
に
許
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
い
う
事
情
も
認
め
ら
れ
な

い
。
抑
制
の
態
様
と
し
て
も
、
様

々
な
疾
患
を
抱
え
た
当
時
8
0
歳
の

患
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
決
し

て
軽
微
と
は
い
え
な
い
。
従
っ

て
、
本
件
抑
制
は
遵
法
だ
。

◆
損
害
額

抑
制
の
結
果
と
し
て
の
傷
害
に

よ
り
患
者
が
受
け
た
身
体
的
及
び

精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料

は
、
病
院
の
不
適
切
あ
る
い
は
遵

法
な
対
応
、
傷
害
の
程
度
か
ら
5
0

万
円
が
相
当
だ
。
弁
護
士
費
用
は

2
0
万
円
が
相
当
だ
。
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患
者
拘
束
に
賠
償
命
令

名
古
屋
高
裁
一
宮
の
病
院
、
逆
転
敗
訴

愛
知
県
一
宮
市
の
病
院
に
入

院
し
た
女
性
（
当
時
8
0
歳
）
が
、

不
必
要
な
身
体
拘
束
で
心
身
に

苦
痛
を
受
け
た
と
し
て
、
岐
阜

県
大
垣
市
な
ど
に
住
む
遺
族
が

病
院
を
経
営
す
る
医
療
法
人
に

計
6
0
0
万
円
の
損
害
賠
償
を

求
め
た
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
が

5
日
、
名
古
屋
高
裁
で
あ
っ
た
。

西
島
幸
夫
裁
判
長
は
「
抑
制
は

違
法
だ
っ
た
」
と
し
て
、
請
求

を
棄
却
し
た
1
審
・
名
古
屋
地

裁
一
宮
支
部
判
決
を
変
更
し
、

病
院
側
に
計
7

0
万
円
を
支
払
う

よ
う
命
じ
た
。
原
告
側
代
理
人

は
「
介
護
施
設
や
医
療
機
関
で

の
身
体
拘
束
を
違
法
と
す
る
司

法
判
断
は
、
全
国
で
初
め
て
で

は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。

1
審
判
決
な
ど
に
よ
る
と
、

女
性
は
腰
痛
の
治
療
の
た
め
、

2
0
0
3
年
8
～
日
月
、
一
宮

西
病
院
に
入
院
。
同
月
、
ひ
も

付
き
の
手
袋
で
ベ
ッ
ド
に
拘
束

さ
れ
、
外
そ
う
と
し
た
時
に
手

首
な
ど
に
軽
傷
を
負
っ
た
。
女

性
は
0
6
年
9
月
に
死
亡
し
た
。

西
島
裁
判
長
は
判
決
で
、
「
医

療
機
関
で
あ
っ
て
も
患
者
を
拘

束
し
、
身
休
的
自
由
を
奪
う
こ

と
は
原
則
と
し
て
違
法
」
と
指

摘
。
患
者
が
点
滴
を
勝
手
に
抜

い
て
医
療
行
為
を
妨
げ
た
り
、

ほ
か
の
患
者
に
危
華
を
加
え
た

り
す
る
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い

て
、
回
避
手
段
が
無
い
場
合
に

例
外
的
に
許
さ
れ
る
と
述
べ
、

判
断
に
際
し
て
は
①
危
険
が
差

し
迫
っ
て
い
る
か
②
ほ
か
の
手

段
や
方
法
は
な
い
か
③
長
期
間

続
け
ず
、
短
期
間
で
終
了
す
る

か
ー
の
3
点
を
基
準
と
す
べ

き
だ
と
し
た
。
・

そ
の
上
で
、
女
性
の
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
、
「
ベ
ッ
ド
か
ら
車

イ
ス
に
移
る
こ
と
を
何
度
も
繰

り
返
し
て
い
る
。
転
倒
や
転
落

に
よ
り
重
大
な
傷
害
を
負
う
危

険
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
切
迫
性
や
ほ
か
に
方
法
が

な
か
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
判
断
。
「
看
護
師
が
付

き
添
っ
て
安
心
さ
せ
、
落
ち
着

か
せ
る
と
い
う
対
応
が
不
可
能

だ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
抑
制
は

違
法
だ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
た
。

1
薯
は
、
女
性
は
、
転
倒
し

た
り
、
ベ
ッ
ド
か
ら
転
落
し
た

り
し
て
お
り
、
切
迫
し
た
危
険

性
が
あ
っ
た
と
指
摘
。
そ
の
上

で
「
抑
制
以
外
に
危
険
を
回
避

す
る
手
段
は
無
く
、
緊
急
避
難

行
為
と
し
て
の
正
当
性
も
あ

る
」
と
判
断
し
て
い
た
。

判
決
言
い
渡
し
後
、
遺
族
が

名
古
屋
市
内
で
記
者
会
見
し
、

長
男
の
吉
田
簑
さ
ん
（
6
4
）
は

「
判
決
が
、
母
親
と
同
じ
苦
し

み
を
味
わ
っ
て
い
る
人
の
役
に

立
て
ば
う
れ
し
い
」
と
話
し
、

長
女
の
栗
木
満
里
子
さ
ん
（
6
5
）

も
「
母
親
の
三
回
忌
（
の
法
要
）

で
良
い
報
告
が
で
き
る
」
と
目

頭
を
押
さ
え
た
。
・

病
窪
営
す
る
特
定
医
療

法
人
杏
嶺
会
の
話
「
判
決
を

厳
粛
に
受
け
止
め
、
今
後
の
対

応
を
検
討
し
た
い
」

吉富　温　柔芹′　長河
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「
医
師
の
判
断
」

．
優
先
に
警
鐘

巳
の
摘
摘
…
鮎
銅
関

れ
る
要
件
を
限
定
し
た
こ
の
日

の
判
決
は
、
人
間
と
し
て
の
尊

厳
を
冒
し
、
認
知
症
も
進
行
さ

せ
る
身
体
拘
束
の
「
非
人
間
性
」

を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
だ
。

患
者
に
対
す
る
身
体
拘
束

は
、
2
0
0
0
年
の
介
護
保
険

制
度
の
ス
タ
ー
ト
と
共
に
、
介

護
保
険
施
設
で
は
原
則
禁
止
さ

れ
た
。
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
自
殺
す
る
可
能
性
の

高
い
精
神
疾
患
の
患
者
な
ど
、

精
神
保
健
指
定
医
が
必
要
と
認

め
た
場
合
だ
け
だ
。
一
だ
が
、
約

2
0
年
前
か
ら
身
体
拘
束
廃
止
に

取
や
阻
ん
で
い
る
上
川
病
院

（
東
京
都
八
王
子
市
）
の
吉
岡

充
理
事
長
（
5
9
）
に
よ
る
と
、
「
医

療
機
関
で
は
介
護
施
設
と
比

べ
、
患
者
の
苦
痛
へ
の
配
慮
よ

り
も
『
医
師
の
判
断
』
が
優
先

さ
れ
、
安
易
に
拘
束
が
行
わ
れ

る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
」
と

い
う
。

判
決
は
、
介
護
施
設
と
病
院

で
の
拘
束
の
要
件
は
同
一
と

し
、
要
件
を
満
た
さ
な
い
拘
束

に
つ
い
て
は
「
医
師
の
裁
量
判

断
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
違

法
性
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
」

と
踏
み
込
ん
で
指
摘
。
医
療
側

の
一
方
的
な
判
断
で
患
者
に
苦

痛
を
強
い
て
い
る
施
設
に
強
く

是
正
を
迫
っ
た
。
関
係
者
に
は
、

こ
の
判
決
を
党
勢
に
受
け
止
め

る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

（
松
田
　
普
一
郎
）
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同
意
な
い
患
者
拘
束
「
違
法
」

名
高
裁
、
賠
償
訴
訟
で
初
判
断

入
院
中
の
女
性
（
当
時
8
0
）

へ
の
身
体
拘
束
を
巡
り
、
一

宮
西
病
院
（
愛
知
県
一
宮
市
）

を
運
営
す
る
医
療
法
人
杏
嶺

会
に
七
十
万
円
の
支
払
い
を

命
じ
た
五
日
の
名
古
屋
高
裁

判
決
で
、
西
島
幸
夫
裁
判
長

は
「
拘
束
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

転
倒
、
転
落
に
よ
り
重
大
な

傷
害
を
負
う
危
険
性
が
あ
っ

に
よ
る
と
、
患
者
へ
の
身
体

拘
束
を
巡
り
、
違
法
性
を
認

め
た
判
決
は
初
め
て
。

判
決
理
由
で
西
島
裁
判
長

は
「
同
意
を
得
ず
患
者
を
拘

束
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て

違
法
」
と
指
摘
。
例
外
的
に

身
体
拘
束
が
許
さ
れ
る
ケ
ー

ス
と
し
て
▽
患
者
ら
の
生
命

た
と
ま
で
は
亭
見
ず
、
遵
法
」

と
指
摘
し
た
。
原
告
代
理
人

ま
た
は
身
体
に
危
険
が
迫
っ

て
い
る
（
切
迫
性
）
▽
ほ
か

に
こ
れ
を
回
避
す
る
手
段
が

な
い
（
非
代
替
性
）
－
－
な

ど
を
挙
げ
た
。

そ
の
上
で
今
回
の
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
、
女
性
の
挙
動
は

ベ
ッ
ド
か
ら
車
い
す
に
移

り
、
詰
め
所
に
来
る
程
度
で
、

看
護
師
が
注
意
を
払
え
ば
対

応
で
き
た
と
指
摘
。
「
拘
束

に
切
迫
性
や
非
代
替
性
は
認

め
ら
れ
ず
違
法
」
と
し
た
。

一
審
判
決
直
前
に
死
亡
し

た
女
性
に
代
わ
り
訴
訟
を
続

け
た
長
女
の
栗
木
滞
里
子
さ

ん
（
6
5
）
と
長
男
の
吉
田
端

亮
さ
ん
（
6
4
）
は
同
日
午
後
、

名
古
屋
市
内
で
会
見
。
「
三

日
後
の
母
の
三
回
忌
を
前
に

最
高
の
報
告
が
で
き
て
う
れ

し
い
」
と
安
堵
（
あ
ん
ど
）

の
表
情
を
浮
か
べ
、
「
少
し

で
も
こ
の
判
決
が
多
く
の
人

の
役
に
立
っ
て
く
れ
れ
ば
」

と
話
し
た
。
同
席
し
た
副
島

洋
明
弁
護
士
は
「
身
体
拘
束

逆
転
勝
訴
し
、
記
者
会
見
す

る
原
告
の
栗
木
満
里
子
さ
ん

㊧
と
吉
田
端
亮
さ
ん
（
5
日

午
後
、
名
古
島
市
中
区
）

は
人
間
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ

る
行
為
。
今
回
の
判
決
で
安

易
に
身
体
拘
束
に
頼
る
医
療

現
場
の
風
潮
に
歯
止
め
を
か

け
た
い
」
と
話
し
た
。

香
嶺
会
の
コ
メ
ン
ト
判

決
を
厳
粛
に
受
け
止
め
る
。

今
後
の
対
応
は
判
決
を
よ
く

読
ん
で
検
討
し
た
い
。
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患
者
拘
束
違
法
と
認
定

名
高
裁
「
ほ
か
に
手
段
あ
っ
た
」

入
院
中
に
看
護
師
か
ら

ベ
ッ
ド
に
拘
束
さ
れ
身
体

的
、
精
神
的
な
苦
痛
を
受

け
た
と
し
て
、
岐
阜
県
大

垣
市
の
吉
田
貞
子
さ
ん
＝

当
時
（
八
〇
）
＝
が
、
一
宮
西

病
院
（
愛
知
県
一
宮
市
）

を
営
む
医
療
法
人
杏
嶺
会

に
六
百
万
円
の
損
害
賠
償

を
求
め
た
訴
訟
で
、
五
日

の
名
古
屋
高
裁
判
決
は

「
け
が
を
防
ぐ
た
め
に
拘

束
ま
で
す
る
必
要
は
な

く
、
ほ
か
に
手
段
も
あ
っ

た
」
と
し
て
拘
束
の
違
法

性
を
認
め
た
。

吉
田
さ
ん
の
弁
護
士
に

よ
る
と
、
医
療
機
関
で
の

身
体
拘
束
を
違
法
と
認
め

た
司
法
判
断
は
初
め
て
。

西
島
幸
夫
裁
判
長
は
、

同
意
の
な
い
身
体
拘
束

は
、
医
療
機
関
で
も
原
則

的
に
違
法
と
指
摘
。
許
さ

れ
る
か
ど
う
か
は
、
厚
生

労
働
省
が
示
し
た
①
生
命

や
身
体
に
及
ぶ
危
険
性
②

ほ
か
に
手
段
が
な
い
非
代

替
性
③
拘
束
が
長
く
続
か

な
い
一
時
性
－
を
基
準
に

す
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
、
「
拘
束
は

必
要
な
か
っ
た
」
と
結
論

づ
け
、
・
吉
田
さ
ん
の
訴
え

を
退
け
た
一
審
名
古
屋
地

裁
一
宮
支
部
判
決
を
変

更
、
病
院
側
に
計
七
十
万

円
の
賠
償
を
命
じ
た
。

判
決
に
よ
る
と
、
二
〇

〇
三
年
十
一
月
、
腰
痛
で

入
院
し
た
吉
田
さ
ん
が
頻

繁
に
看
護
師
を
呼
ん
だ

こ
と
か
ら
、
看
護
師
が
両

手
を
抑
制
異
で
拘
束
。
吉

田
さ
ん
が
抵
抗
し
た
際
、

手
首
な
ど
に
傷
を
負
っ

た
。

母
の
悔
し
さ
晴
ら
せ
た

「
判
決
が
、
母
の
よ
う

に
必
要
の
な
い
拘
束
に
苦

し
む
人
の
役
に
立
て
ば
う

れ
し
い
」
。
病
院
で
の
身

体
拘
束
を
め
ぐ
る
訴
訟

で
、
名
古
屋
高
裁
が
拘
束

の
違
法
性
を
認
め
た
五
日

の
逆
転
勝
訴
判
決
を
受
け

て
、
原
告
の
長
女
栗
木
満

里
子
さ
ん
つ
ハ
も
と
長
男
吉

田
端
亮
さ
ん
（
六
巴
は
声
を

そ
ろ
え
た
。

貞
子
さ
ん
は
二
年
前
の

九
月
、
一
審
判
決
の
直
前

に
他
界
し
た
。
栗
木
さ
ん

は
「
ぼ
け
て
も
い
な
い
の

に
縛
ら
れ
た
母
の
悔
し
さ

を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き

た
」
と
目
を
潤
ま
せ
た
。

今
回
の
判
決
は
、
介
護

施
設
や
医
療
機
関
で
行
わ

れ
て
い
る
身
体
拘
束
が
問

題
化
し
て
い
る
と
指
摘
。

副
島
洋
明
弁
護
士
は
「
安

易
な
拘
束
へ
の
く
さ
び
に

な
る
判
決
」
と
高
く
評
価

し
た
。医

療
現
場
か
ら
は
、
戸

惑
い
の
声
も
出
た
。
愛
知

県
立
看
護
大
の
岩
瀬
信
夫

教
授
（
精
神
看
護
学
）
は

「
拘
束
は
基
本
的
に
禁
止

だ
が
、
多
く
の
入
院
患
者

を
限
ら
れ
た
人
数
で
見
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
深
夜
帯

な
ど
に
は
一
時
的
な
拘
束

が
や
む
を
得
な
い
現
状
も

あ
る
」
と
漏
ら
す
。
国
立

岳
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
の
遠

藤
英
俊
・
包
括
診
療
部
長

（
五
乳
は
「
手
が
か
か
る
患

者
を
入
院
さ
せ
な
い
と
い

う
手
控
え
が
起
き
、
患
者

の
行
き
先
が
な
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
懸
念
を

示
し
た
。
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安
易
な
身
体
拘
束
に
警
鐘

患
蓋
転
勝
訴
「
医
療
は
瓢
」
通
じ
ず

病
院
で
の
身
体
拘
束
の

是
非
が
争
点
と
な
っ
た
訴

訟
で
、
拘
束
の
違
法
性
を

認
め
医
療
法
人
「
否
嶺
会
」

（
愛
知
県
一
宮
市
）
に
7

0

万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た

5
日
の
名
古
屋
高
裁
判
決

に
つ
い
て
、
原
告
側
は
、

「
安
易
な
身
体
拘
束
が
日

常
化
し
て
い
る
こ
と
へ
の

警
鐘
。
医
療
現
場
で
も
介

護
と
同
様
、
原
則
と
し
て

身
体
拘
束
を
認
め
な
い
と

し
た
の
は
大
き
い
」
と
評

価
し
た
。

厚
生
労
働
省
は
0
1
年
3

月
、
「
身
体
拘
束
ゼ
ロ
へ

の
手
引
き
」
を
作
成
し
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
介
護
保
険
施
設
で
の

身
体
拘
束
に
つ
い
て

迫
性
」
「
非
代
替
性
」

‾　「　　　　「

一切

時
性
」
の
3
要
件
を
示
し

た
。
異
体
的
な
要
件
が
定

ま
っ
た
こ
と
で
、
介
護
現

場
で
は
不
必
要
な
身
体
拘

束
は
減
少
し
た
と
言
わ
れ

る
。
一
方
、
一
般
の
医
療

施
設
で
は
従
来
、
明
確
な

基
準
が
な
か
っ
た
。
独
白

の
指
針
を
策
定
し
て
い
る

病
院
も
あ
る
が
、
介
護
保

険
施
設
ほ
ど
厳
格
な
運
用

は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
が
実
情
だ
。

今
回
の
訴
訟
で
医
療
法

人
側
は
「
介
護
保
険
施
設

と
医
療
機
関
で
、
身
体
拘

束
の
同
一
の
基
準
を
適
用

す
べ
き
で
な
い
。
無
理
な

安
全
要
求
は
、
か
え
っ
て

医
療
現
場
を
疲
弊
さ
せ
、

医
療
崩
壊
を
加
速
す
る
」

と
主
張
し
た
。
だ
が
判
決

は
「
身
体
拘
束
の
違
法
性

の
判
断
が
異
な
る
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

認
定
。
3
要
件
を
医
療
施

設
で
も
適
用
す
べ
き
だ
と

の
判
断
を
示
し
、
必
要
以

上
に
身
体
拘
束
が
行
わ
れ

て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る

医
療
施
設
に
対
し
て
も
慎

重
な
運
用
を
求
め
た
。

手
引
き
作
成
に
携
わ
っ

た
井
形
昭
弘
・
名
古
屋
学

芸
大
学
長
は
「
高
齢
者
の

場
合
、
医
療
と
介
護
は
不

可
分
だ
。
医
療
機
関
で
は

治
療
が
優
先
さ
れ
、
患
者

の
ケ
ア
は
手
ぬ
か
り
に
な

る
面
が
あ
る
が
、
今
回
の

判
決
は
一
つ
の
警
告
に
な

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

【
秋
山
居
ニ
】


