
い
わ
ゆ
る
胎
児
性
致
死
傷
に
つ
い
て

小

林

憲
太
郎

第
一
章

熊
本
水
俣
病
事
件
の
残
し
た
も
の

第
二
章

実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
の
意
味

第
三
章

結
果
帰
責
理
論
と
胎
児
性
致
死
傷

第
一
章

熊
本
水
俣
病
事
件
の
残
し
た
も
の

胎
児
性
致
死
傷
と
は
、

胎
児
の
段
階
で
過
失
に
よ
っ
て
傷
害
を
負
わ
せ
、
そ
の
傷
害
が
出
生
後
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
、

行
為
者
に
何
罪
が
成
立
す

1
る
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
熊
本
水
俣
病
事
件
に
お
い
て
一
躍
脚
光
を
浴
び
た

も

2
の
の
、
今
日
で
は
も
は
や
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
は
ほ
ぼ
出
尽
く
し
た
感
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
問
題
を
、
今
こ
こ
で
取

り
上
げ
る
理
由
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
発
展
し
て
き
た
刑
法
理
論
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
方
法
を
与
え
て

く
れ
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
い
え
ば
、
刑
法
総
論
中
、
い
わ
ゆ
る
結
果
帰
責
理
論
の
発
展
が
、
可
罰
性

を
一
定
の
範
囲
で
制
限
す
る
効
果
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
点
を
詳
し
く
検
討
す
る
前
に
、
今
一
度
、
熊
本
水
俣
病
事
件
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
と
思
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う
。
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

被
告
人
ら
が
有
毒
な
メ
チ
ル
水
銀
を
含
む
、
工
場
廃
水
を
工
場
外
に
排
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
出
生
に
先
立
つ
胎
児
段
階

に
お
い
て
、
母
親
が
右
メ
チ
ル
水
銀
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
魚
介
類
を
摂
食
し
た
た
め
、
胎
内
で
右
メ
チ
ル
水
銀
の
影
響
を
受
け
て
脳

の
形
成
に
異
常
を
来
し
、
そ
の
後
、
出
生
は
し
た
も
の
の
、
健
全
な
成
育
を
妨
げ
ら
れ
た
う
え
、
一
二
歳
九
か
月
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る

水
俣
病
に
起
因
す
る
栄
養
失
調
・
脱
水
症
に
よ
り
死
亡
し
た
。

第
一
審
の
熊
本
地
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
二
日
刑
月
一
一
巻
三
号
一
六

3
八
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
（
刑

法
旧
二
一
一
条
、
現
同
条
一
項
）
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

業
務
上
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
に
は
、
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
客
体
で
あ
る
『
人
』
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
通
常
、
こ
れ

が
実
行
行
為
の
際
に
存
在
す
る
の
を
常
態
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
客
体
で
あ
る
『
人
』
の
存
在
が
欠
如

す
る
場
合
に
業
務
上
過
失
致
死
罪
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
客
体
で
あ
る
『
人
』
が
絶
対
的
に
存
在
し
な
い
た
め
、
究
極
に
お

い
て
、
構
成
要
件
的
結
果
で
あ
る
致
死
の
結
果
が
発
生
す
る
危
険
性
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
元
来
、
胎
児
に
は
『
人
』
の
機

能
の
萠
芽
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
、
出
生
の
際
、『
人
』
の
完
全
な
機
能
と
な
る
よ
う
順
調
に
発
育
す
る
能
力
が
あ
り
、
通
常
の
妊
娠
期

間
経
過
後
、『
人
』
と
し
て
の
機
能
を
完
全
に
備
え
、
分
娩
に
よ
り
母
体
外
に
出
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
胎
児
に
対
し
有
害
な
外
部
か

ら
の
侵
害
行
為
を
加
え
、『
人
』
の
機
能
の
萠
芽
に
障
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
出
生
後
『
人
』
と
な
つ
て
か
ら
、
こ
れ
に
対
し

て
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
的
結
果
で
あ
る
致
死
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
危
険
性
が
十
分
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
人

に
対
す
る
致
死
の
結
果
が
発
生
す
る
危
険
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
実
行
行
為
の
際
に
客
体
で
あ
る
『
人
』
が
現
存
し
て
い
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
人
に
対
す
る
致
死
の
結
果
が
発
生
し
た
時
点
で
客
体
で
あ
る
『
人
』
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
も
つ
て
足
り
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
を
実
質
的
に
み
て
も
、
業
務
上
必
要
な
注
意
義
務
を
怠
つ
て
、
人
に
対
し
て
致

死
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
、
そ
の
原
因
と
な
る
行
為
が
胎
児
で
あ
る
間
に
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
あ
る
い
は
、
人
と

な
つ
た
後
に
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
価
値
的
に
み
て
、
そ
の
間
に
格
別
の
径
庭
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
に
対

す
る
致
死
の
結
果
を
招
来
さ
せ
た
原
因
が
胎
児
の
う
え
に
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
あ
る
い
は
、
人
に
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、

そ
れ
は
人
に
対
す
る
致
死
の
結
果
に
至
る
因
果
の
過
程
を
若
干
異
に
す
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
に
刑
法
上
の
評
価
を
格
別
異
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

こ
の
判
決
の
立
論
方
法
に
は
、
致
命
的
な
難
点
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
危
険
性
の
要
件
と
客
体
の
要
件
は
、
相
互
に
論
理
的
に
独
立
し

て
い
る
か
ら
、
前
者
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
後
者
を
緩
和
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
行
行
為
の
際
に
、
客

体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
根
拠
は
、
危
険
性
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

4
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
判
決
は
「
実
質
的
」

察
と
称
し
て
、
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
対
象
が
、
胎
児
で
あ
ろ
う
と
人
で
あ
ろ
う
と
、

価
値
的
な
差
は
な
い
と
続
け
る
。
し
か
し
胎
児
が
人
と
異
な
り
、
せ
い
ぜ
い
堕
胎
罪
で
し
か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
に
言
い
得
る
こ
と
の
根
拠
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
右
の

察
は
、
単
な
る
結
論
の
先
取
り
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
も
、
同
じ
く
「
必
要
な
の
は
…
…
行
為
客
体
に
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
で
あ

5
る
」
と
す
る
有
力
な
学
説
は
、
同
時
に
堕

胎
罪
の
存
在
か
ら
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
規
範
の
保
護
範
囲
を
制
限
し
て
い
る
の
で

6
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
二
審
の
福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
六
日
高
刑
集
三
五
巻
二
号
八
五
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
弁
護
人
の
控
訴

を
棄
却
し
た
。
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な
お
、
被
害
者
が
人
と
し
て
傷
害
を
受
け
て
死
亡
す
る
に
至
つ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
の
可
否
に
つ
き
、
原
説
示
の
ほ
か
一
言
付

加
す
る
に
、
被
告
人
ら
の
本
件
業
務
上
過
失
排
水
行
為
は
被
害
者
が
胎
生
八
か
月
と
な
る
ま
で
に
終
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
、

そ
の
侵
害
は
発
病
可
能
な
右
時
点
を
過
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
一
部
露
出
の
時
点
ま
で
、
継
続
的
に
母
体
を
介
し
て
及
ん
で
い
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
度
露
出
の
時
点
ま
で
包
括
的
に
加
害
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
も
は
や
人
に
対
す
る
過
失
傷
害
と
し
て
欠
く

る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
右
傷
害
に
基
づ
き
死
亡
し
た
同
人
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
を
是
認
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。」

す
で
に
み
た
よ
う
に
第
一
審
判
決
は
、
ほ
と
ん
ど
情
報
内
容
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
第
二
審
判
決
が
、

原
説

示
の
ほ
か
一
言
付
加
す
る
に
」
と
い
う
措
辞
を
用
い
た
の
は
、
ま
こ
と
に
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
一
言
」
の
具

体
的
な
内
容
は
、
第
一
審
判
決
の
企
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
二
審
判
決
は
、
業
務
上

過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
が
一
部
露
出
の
時
点
以
降
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
厳
密
に

え
る
と
、
こ
の
論
証
は
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
と
っ
て
、
因
果
関
係
と
い
う
要
件
も
が
必
要
で
あ
る
点
を
失
念

す
る
こ
と
で
、
挫
折
し
て
い
る
。
ま
ず
、
た
と
え
一
部
露
出
の
時
点
以
降
も
継
続
し
て
い
る
排
水
行
為
を
実
行
行
為
と
捉
え
て
み
た
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
は
致
死
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
有
し
な
い
た
め
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
さ
ら
に
第
二
審
判
決
は
第
一
審
判
決
と
は
異
な
り
、
実
行
行
為
の
侵
害
作
用
の
内
容
を
病
変
の

7
発
生
で
は
な
く
て
、
単
に
メ
チ
ル

水
銀
の
有
害
な
影
響
が
、
母
体
を
介
し
て
及
ぶ
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
致
死
結
果
の
発
生
に
と
っ
て
必
要
な
病

変
の
発
生
に
と
り
、
一
部
露
出
の
時
点
以
降
も
継
続
し
て
い
る
メ
チ
ル
水
銀
の
影
響
は
必
要
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
業
務
上
過
失
致
死

罪
の
成
否
に
と
っ
て
意
味
の
な
い
事
柄
で

8
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
が
上
告
し
た
と
こ
ろ
、
最
三
小
決
昭
和
六
三
年
二
月
二
九
日
刑
集
四
二
巻
二
号
三
一
四
頁
は
こ
れ
を
棄
却
し
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た
う
え
、
職
権
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

現
行
刑
法
上
、
胎
児
は
、
堕
胎
の
罪
に
お
い
て
独
立
の
行
為
客
体
と
し
て
特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
母
体
の
一
部

を
構
成
す
る
も
の
と
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
否
を
論
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
胎
児
に
病
変

を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
で
あ
る
母
体
の
一
部
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
人
に
病
変
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
胎
児
が
出
生
し
人
と
な
つ
た
後
、
右
病
変
に
起
因
し
て
死
亡
す
る
に
至
つ
た
場
合
は
、
結
局
、
人
に
病
変
を
発
生
さ
せ
て
人
に
死

の
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
帰
す
る
か
ら
、
病
変
の
発
生
時
に
お
い
て
客
体
が
人
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
の
立
場
を
採
る
と
否
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
罪
が
成
立
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

こ
の
決
定
に
は
伊
藤
正
巳
、
長
島
敦
の
両
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
扱
う
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
は
、
と
く

に
後
者
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
若
干
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

Ｕ
を
被
害
者
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
法
廷
意
見
に
つ
き
、
こ
れ
に
同
調
す
る
理
由
を
敷
衍
し
て
述
べ
る

と
と
も
に
、
関
連
し
て
若
干
の
私
見
を
付
加
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

胎
児
は
、
人
と
し
て
の
出
生
に
向
け
て
成
育
を
続
け
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
生
命
を
持
つ
て
い
る
が
、
他
面
、

胎
内
に
あ
る
限
り
母
体
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
過
失
に
よ
り
侵
害
が
加
え

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
母
体
の
他
の
部
分
に
は
な
ん
ら
の
結
果
も
発
生
せ
ず
、
胎
児
だ
け
に
死
傷
の
結
果
を
生
じ
た
よ
う
な
と
き
で

あ
つ
て
も
、
母
体
に
対
す
る
過
失
傷
害
罪
は
、
そ
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
も
と
よ
り
、
侵
害

の
主
体
が
母
親
自
身
で
あ
る
と
き
は
、
過
失
に
よ
る
自
傷
行
為
と
し
て
不
可
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
。
確
か
に
、
現
行
刑
法
は
、
胎
児
の
生
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命
を
断
ち
又
は
そ
の
生
命
を
危
殆
に
さ
ら
す
故
意
に
よ
る
堕
胎
行
為
を
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
右
は
、
成
育
し
つ
つ
あ
る

胎
児
を
そ
れ
自
体
と
し
て
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
特
別
の
規
定
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
胎
児
に
対
す
る
侵
害
行
為
を

す
べ
て
不
可
罰
と
す
る
趣
旨
ま
で
も
含
む
も
の
と
は
到
底
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
母
体
の
他
の
部
分
に
対
す
る
不
法
な

侵
害
は
、
人
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
刑
法
の
対
象
と
な
り
う
る
の
に
、
同
じ
く
母
体
の
一
部
た
る
胎
児
に
対
す
る
侵
害
は
、
堕
胎
罪
に

当
た
ら
な
い
限
り
、
お
よ
そ
母
体
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
は
罰
し
え
な
い
と
解
す
る
の
は
、
著
し
く

衡
を
失
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
過
失
行
為
に
よ
つ
て
傷
害
さ
れ
た
胎
児
が
出
生
し
て
人
と
な
つ
た
後
に
、
そ
の
傷
害
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
ど

の
よ
う
に

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
い
え
ば
、
胎
児
と
し
て
受
け
た
傷
害
の
被
害
者
は
、
前
記
の
と
お
り
、

胎
児
を
含
む
母
体
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
に
反
し
、
死
亡
し
た
被
害
者
は
、
母
体
で
は
な
く
て
出
生
し
た
そ
の
人
で
あ
る
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
と
が
、
別
個
の
人
に
な
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
実
体
を
虚

心
に
見
る
と
、
そ
れ
は
、
人
の
萌
芽
で
あ
る
胎
児
と
し
て
の
生
命
体
が
成
育
し
て
、
母
体
か
ら
独
立
し
た
人
と
し
て
の
生
命
体
に
な
つ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
は
、
成
育
段
階
を
異
に
す
る
同
一
の
生
命
体
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
刑
法
的
・
構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
も
、
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
で
あ
る
母
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
で
あ
る
子
は
、

い
ず
れ
も
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
い
わ
ば
法
定
的
に
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
当
該
過
失
行
為
と
死
亡
の
結
果
と
の
間
に
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
刑
法
の
解
釈
と
し
て
、
死
亡
し
た
人
に
対

す
る
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
認
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
の
妨
げ
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

私
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
Ｕ
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
認
す
る
法
廷
意
見
に
全
面
的
に
同
調
す
る
。

な
お
、
過
失
行
為
に
よ
つ
て
傷
害
を
受
け
た
胎
児
が
そ
の
後
遺
症
と
し
て
の
障
害
を
負
つ
て
出
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
出
生
し
た

人
に
対
す
る
過
失
傷
害
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
果
た
し
て
人
に
傷
害
と
い
う
結
果
が
発
生
し
た
と
い
え
る
か
否
か
と
い
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う
困
難
な
問
題
が
存
在
す
る
。
今
こ
の
問
題
の
解
決
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
仮
に
、
胎
児
の
と
き
に
受
け
た
傷
害
に
起
因
し

て
、
出
生
後
に
お
い
て
死
に
至
ら
な
い
ま
で
も
傷
害
の
程
度
が
悪
化
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
悪
化
し
た
傷
害
の
結
果
に
つ
き
、

出
生
し
た
人
に
対
す
る
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
認
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二

他
方
、
私
は
、
右
と
は
別
個
の
理
論
構
成
に
よ
つ
て
も
、
Ｕ
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
は
、
十
分
に
こ
れ
を
肯
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

え
る
の
で
、
以
下
、
こ
の
点
に
関
す
る
私
見
を
付
加
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
刑
法
典
に
即
し
て
検
討
す
る
と
、
過
失
に
よ
る
致
死
傷
の
罪
を
定
め
る
条
項
は
、
侵
害
行
為
が
加
え
ら
れ
た
客
体
が
必
ず
し

も
人
で
あ
る
こ
と
を
明
文
で
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
文
上
は
、『
過
失
ニ
因
リ
人
ヲ
傷
害
シ
タ
ル
者
』

刑
法
二

〇
九
条
一
項

、『
過
失
ニ
因
リ
人
ヲ
死
ニ
致
シ
タ
ル
者
』

同
法
二
一
〇
条

、『
業
務
上
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
怠
リ
因
テ
人
ヲ
死
傷
ニ
致
シ

タ
ル
者
』『
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
因
リ
人
ヲ
死
傷
ニ
致
シ
タ
ル
者
』

同
法
二
一
一
条
）
な
ど
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
過
失
行
為
に

よ
つ
て
人
に
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
過
失
行
為
は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
構
成
要
件
に
包
摂
さ
れ

る
体
裁
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
柄
を
実
質
的
に
見
て
も
、
過
失
行
為
が
人
に
死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
一
定
の
客

観
的
な
危
険
性
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
行
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
右
過
失
行
為
の
構
成

要
件
該
当
性
を
否
定
す
べ
き
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
罪
に
お
い
て
は
、
過
失
行
為
に
よ
る
侵

害
作
用
が
及
ん
だ
時
点
に
お
い
て
、
客
体
の
法
的
性
質
が
人
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
と
が
異
な
る
と
い
う
事
実
は
、
右
の
よ
う
な
結
果
発
生
の
客
観
的
な
危
険
性
の
評
価

判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
度
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
の
成
否
に
関
係
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
絶
対
的
に
過
失
犯
の
成

立
を
否
定
す
る
理
由
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

本
件
に
お
い
て
は
、
既
に
記
し
た
と
お
り
、
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
は
、
現
実
に
は
前
後
同
一
の
生
命
体
で
あ

り
、
刑
法
の
解
釈
な
い
し
定
義
上
、
一
は
胎
児
、
他
は
人
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
刑
法
上
の
形
式
の
相
違
は
、
客
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観
的
な
危
険
性
の
判
断
に
な
ん
ら
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
え
侵
害
作
用
が
及
ん
だ
時
点

に
お
い
て
、
客
体
の
法
的
性
質
が
い
ま
だ
胎
児
で
あ
り
、
人
に
は
至
つ
て
い
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
右
事
情
は
、
Ｕ
に
対
す
る
業
務
上

過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
認
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
と
異
な
り
、
刑
法
の
過
失
に
よ
る
致
死
傷
の
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
胎
児
で
は
な
く
て
人
に
対
し
て
侵
害
作
用
が
及
ん
だ

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
現
に
人
に
死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害

作
用
の
及
ん
だ
時
点
に
お
け
る
客
体
の
法
的
性
質
が
人
で
な
く
胎
児
で
あ
る
こ
と
を
余
り
に
も
重
大
視
し
、
明
文
に
な
い
要
件
を
設
け

て
ま
で
犯
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
右
見
解
に
は
、
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

最
高
裁
は
第
二
審
判
決
と
同
じ
く
、
実
行

9
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
論

証
し
よ
う
と

10
し
た
。
し
か
し
そ
の
方
法
は
、
第
二
審
判
決
の
失
敗
を
ふ
ま
え
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
い
う
「
客

体
で
あ
る
人
」
を
、
母
体
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
直
ち
に
次
の
二
つ
の
疑
問
を
生
ぜ
し
め
る
。
第
一
に
、
胎
児
に
対
し
て
し
か
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

メ
チ
ル
水
銀
の
排
出
を
、
母
体
に
対
す
る
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
第
二
に
、
か
り
に
第

一
の
点
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
対
象
で
あ
る
人
と
、
致
死
結
果
の
発
生
し
た
人
と
が
別

人
格
で
よ
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

第
一
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
し
か
し
、
肯
定
的
に
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
健
全
な
胎
児
の
妊
娠
を
継
続
す
る
こ
と

は
、
母
体
に
と
っ
て
重
要
な
生
理
的
機
能
の
一
つ
で

11
あ
り
、
身
体
の
完
全
性
の
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
、
胎
児
に
対
す
る
侵
襲
は
同
時

に
、
母
体
に
対
す
る
そ
れ
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
対
し
て
は
、

胎
児
傷
害
が
母
体
傷
害
で
あ
る
な
ら
ば
、
妊

婦
が
自
己
の
身
体
の
一
部
を
傷
害
す
る
自
己
堕
胎
は
自
傷
行
為
と
し
て
不
可
罰
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

刑
法

筆
者
注
）

111

いわゆる胎児性致死傷について（小林憲太郎)



二
一
二
条
は
そ
れ
を
も
処
罰
し
て
お
り
、
現
行
法
は
、
胎
児
を
母
体
と
は
独
立
の
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

12
な
い
」

と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
胎
児
に
対
す
る
侵
襲
が
母
体
以
外
に
対
す
る
そ
れ
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
こ
と
か
ら
、
母

体
に
対
す
る
そ
れ
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
排
斥
で
き

13
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
被
用
者
の
監
禁
が
、
被
用
者
自
身
の
行
動
の

自
由
に
対
す
る
侵
襲
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
こ
と
か
ら
、
使
用
者
の
業
務
活
動
の
自
由
に
対
す
る
そ
れ
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る

こ
と
を
排
斥
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
最

14
高
裁
の
理
解
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
熊
本
水
俣
病
事
件
で
は
、
少

な
く
と
も
母
体
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
傷
罪
（
刑
法
旧
二
一
一
条
、
現
同
条
一
項
）
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き

15
よ
う
。

で
は
第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
は
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
に
回
答
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
、

結
局
、

人
に
病
変
を
発
生
さ
せ
て
人
に
死
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
帰
す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
別
人
格
で
よ
い
こ

と
の
、
単
な
る
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
別
人
格
で
よ
い
か
は
、
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ

る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
に
依
存
す
る
こ
と
に

16
な
る
。

さ
て
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
熊
本
水
俣
病
事
件
を
め
ぐ
っ
て
各
審
級
の
裁
判
所
は
、
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）

の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
激
し
く
対
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
胎
児
性
致
死
傷
の

問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
最
も
肝
要
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
が
、
一

定
の
結
果
帰
責
理
論
の
妥
当
を
要
求
し
、
ひ
い
て
は
本
稿
の
目
的
に
資
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

1

西
田
典
之
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
）
二
六
頁
。
た
だ
し
厳
密
に
は
、
必
ず
し
も
過
失
に
よ
る
場
合
に
限
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
胎
児
性
致
死
傷
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
誠
二
『
刑
法
に
お
け
る
生
命
の
保
護

脳
死
・
尊
厳
死
・
臓
器
移
植
・
胎
児
の
傷
害

〔
三
訂
版
〕』

多
賀
出
版
、

一
九
九
二

、
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
（
第
六
巻
）
各
論
の
諸
問
題
』

法
学
書
院
、
一
九
九
三
）
三
頁
以
下
（
齊
藤
）
な
ど
が
詳
し
い
。

2

な
お
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
問
題
が
激
し
く
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
藤
木
英
雄

「
西
独
の
サ
リ
ド
マ
イ
ド
裁
判
（
上

・

下

」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
二
号
（
一
九
六
八
）
一
〇
五
頁
以
下
、
四
〇
六
号
（
同
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
同
「
西
独
の
サ
リ
ド
マ
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イ
ド
刑
事
訴
訟
打
切
決
定
（
一

〜

三
・
完

」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
三
号
（
一
九
七
一
）
九
八
頁
以
下
、
四
九
四
号
（
同
年
）
一
〇
一
頁
以
下
、
四
九
五
号
（
同
年
）
七

六
頁
以
下
、
齊
藤
誠
二
「
西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
こ
と
ど
も

サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件
を
中
心
と
し
て

二

・

五

」
判
例
時
報
六
四
八
号
（
一
九
七
一
）
一
二
頁
以

下
、
六
五
〇
号
（
一
九
七
二
）
九
頁
以
下
を
参
照
。

3

こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
板
倉
宏
『
現
代
社
会
と
新
し
い
刑
法
理
論
』

勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
）
二
九
四
・
二
九
五
頁
、
中
谷

子
「
胎
児
に
対
す
る
加

害
と
過
失
致
死
傷
罪
の
成
否

肯
定
説
と
い
わ
ゆ
る
罪
刑
法
定
主
義
の
感
覚

」
法
学
研
究
五
三
巻
一
二
号
（
一
九
八
〇
）
一
一
四
頁
、
金
沢
文
雄
「
い
わ
ゆ
る
胎

児
性
致
死
傷
に
つ
い
て
」
広
島
法
学
一
〇
巻
四
号
（
一
九
八
七
）
三
一
・
三
二
頁
（
た
だ
し
堕
胎
罪
の
成
立
範
囲
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
胎
児
が
出
生
後
、
相
当
期
間
生

存
し
た
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。
な
お
同
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
八
二
号
〔
一
九
八
九
〕
七
七
・
七
八
頁
は
改
説
し
、
後
述
す
る
最
高
裁
決
定
に
全
面
的
に
賛
成
し

て
い
る

、『
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
』

有
斐
閣
、
一
九
八
九
）
一
四
五
頁
（
平
良
木
登
規
男
）
参
照
。

4

な
お
野
村
稔
『
未
遂
犯
の
研
究
』

成
文
堂
、
一
九
八
四
）
二
六
六
頁
は
、
遺
棄
罪
に
要
求
さ
れ
る
、
被
害
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と

を
根
拠
に
、
行
為
時
に
客
体
が
死
亡
し
て
い
た
場
合
に
も
本
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
同
様
の
理
由
か
ら
適
切
と
は
言
い
難
い
。

5

山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
Ⅰ
』

成
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
四
三
・
四
四
頁
。

6

山
中
・
前
掲
『
刑
法
各
論
Ⅰ
』
四
四
頁
。

7

よ
り
詳
し
く
い
え
ば
実
行
行
為
に
発
す
る
因
果
連
鎖
の
、
客
体
へ
の
接
触
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。W

o
lfg
a
n
g
Jo
eck
s,
in
：
M
u
n
ch
en
er
K
o
m
m
en
ta
r

zu
m
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
a
n
d
3,
2003,

V
o
r
223,

R
n
.12.

8

こ
の
点
で
西
田
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
二
七
頁
が
、
実
行
行
為
の
侵
害
作
用
の
内
容
を
傷
害
に
求
め
、

水
俣
病
の
事
例
で
は
、
侵
害
作
用
が
及
ぶ
時
点

で
は
胎
児
し
か
存
在
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
の
は
適
切
で
あ
る
。

9

厳
密
に
い
う
と
最
高
裁
は
、

病
変
の
発
生
時
に
お
い
て
客
体
が
人
で
あ
る
こ
と

、
つ
ま
り
実
行
行
為
の
侵
害
作
用
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ

と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
実
行
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

10

も
っ
と
も
長
島
裁
判
官
は
そ
の
補
足
意
見
で

二
」
と
題
し
て

第
一
審
判
決
の
理
論
構
成
も
成
り
立
ち
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
町
野
朔
「
最
高
裁

判
決
に
お
け
る
『
胎
児
性
致
死
傷
』」
警
察
研
究
五
九
巻
四
号
（
一
九
八
八
）
八
頁
、
松
原
久
利
「
熊
本
水
俣
病
事
件
と
胎
児
性
致
死
傷
」
刑
法
雑
誌
二
九
巻
四
号
（
一

九
八
九
）
二
九
頁
参
照
。
こ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、
土
本
武
司
「
水
俣
病
事
件
最
高
裁
決
定
」
警
察
学
論
集
四
一
巻
五
号
（
一
九
八
八
）
四
七
頁
、
同
「
水
俣
病

刑
事
事
件
最
高
裁
決
定

公
訴
時
効
・
迅
速
裁
判
・
胎
児
性
致
死

」
法
学
新
報
九
五
巻
七
・
八
号
（
一
九
八
九
）
一
〇
一
頁
、
板
倉
宏
『
現
代
型
犯
罪
と
刑
法
の

論
点
』

学
陽
書
房
、
一
九
九
〇
）
一
五
四
頁
参
照
。

11

藤
木
英
雄
「
胎
児
に
対
す
る
加
害
行
為
と
傷
害
の
罪
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
五
二
号
（
一
九
七
七
）
八
〇
頁
、『
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』

有
斐
閣
、
一
九
八

〇
）
一
八
二
頁
（
大
塚
仁

、
斎
藤
信
治
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
三
四
頁；

A
lb
in
E
ser,

in
：
A
d
o
lf
S
ch
o
n
k
e /H
o
rst

S
ch
ro
d
er,

S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,
26.A

u
fl.,
2001,

223,
R
n
.1a

（
以
下S

ch
/S
ch

と
略
記
す
る
）
参
照
。
た
だ
し
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
胎
児
か
ら
独

立
し
た
母
体
の
妊
娠
・
出
産
機
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
熊
本
水
俣
病
事
件
で
も
、
必
ず
し
も
侵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ

た
と
え
生
物
学
的
に
は
別
個
の
生
命
体
と

捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も

母
体
と
結
合
し
て
酸
素
や
養
分
の
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
胎
児
を
母
体
の
一
部
と
も
捉
え
ら
れ
な
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。

12

西
田
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
二
七
頁
。
自
己
堕
胎
の
可
罰
性
の
ほ
か
に
も
、
母
体
の
致
死
傷
が
と
く
に
規
定
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
も
っ
と
も
論
者
は
次
に
述
べ
る
反
論
を
意
識
し
て
か
、
慎
重
に
も
「
仮
に
母
体
傷
害
説
を
是
認
し
た
と
し
て
も
」
と
続
け
て
い
る
。
同
二
七
・
二
八
頁
。

13

金
澤
・
前
掲
「
判
批
」
七
八
頁
は
、

胎
児
は
独
自
の
人
間
的
生
命
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
母
体
の
一
部
で
も
あ
る
と
い
え
る
…
…
前
者
は
胎
児
に
内
在
す
る

将
来
の
人
へ
の
発
展
可
能
性
に
着
目
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
現
在
母
体
内
に
あ
っ
て
母
体
に
結
合
し
て
い
る
非
独
立
的
存
在
の
側
面
に
着
目
す
る
…
…
そ
れ
は
胎
児

と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
両
面
性
を
表
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
〔
第
三
版
〕』

創
文
社
、
一
九
九
〇
）
三
七
四

頁
注
二
も
、

胎
児
に
は
生
き
た
個
体
と
し
て
の
面
と
母
体
の
一
部
と
し
て
の
面
と
の
二
重
の
性
格
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。

14

な
お
岐
阜
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
七
日
（
公
刊
物
未
登
載
、
警
察
学
論
集
五
六
巻
二
号
〔
二
〇
〇
三
〕
二
〇
三
頁
以
下
参
照
）
も
、
交
通
事
故
に
よ
り
妊
娠
中

の
女
性
を
負
傷
さ
せ
、
同
女
の
傷
害
は
軽
傷
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
胎
児
に
治
癒
見
込
み
の
な
い
重
傷
を
負
わ
せ
た
事
案
に
お
い
て
、
胎
児
に
対
す
る
傷
害
を
も
含
め
て
業

務
上
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。

15

な
お
一
つ
の
侵
襲
が
複
数
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
罰
条
の
適
用
関
係
、
具
体
的
に
は
母
体
に
対
す
る
罪
と
、
胎
児
に
対
す
る
罪
の
適
用
関
係
が
問
題
に
な

る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
各
本
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
個
別
具
体
的
に
解
決
す
る
ほ
か
な
い
。
た
と
え
ば
不
同
意
堕
胎
致
死
傷
罪
（
刑
法
二
一
六
条
）
は
、

傷
害
の
罪

と
比
較
し
て
、
重
い
刑
に
よ
り
処
断
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
軽
い
は
ず
の
不
同
意
堕
胎
罪
（
刑
法
二
一
五
条
一
項
）
は
、
傷
害
罪
（
刑
法
二
〇
四

条
）
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
堕
胎
に
至
ら
な
い
胎
児
の
傷
害
な
ど
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
「
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
て
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
不

同
意
堕
胎
罪
の
上
限
を
超
え
て
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る

。
林
幹
人
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』

有
斐
閣
、
一
九
九
一
）
一
四
八

頁
。
な
お
胎
児
を
傷
害
す
る
だ
け
で
、
不
同
意
堕
胎
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
斎
藤
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
三
三
・
三
四
頁
参
照
。

16

な
お
最
高
裁
の
判
示
は
し
ば
し
ば
、
い
わ
ゆ
る
法
定
的
符
合
説
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
に
長
島
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
も
、

刑
法
的
・
構
成
要
件

的
評
価
に
お
い
て
も
、
侵
害
の
及
ん
だ
客
体
で
あ
る
母
体
と
結
果
の
生
じ
た
客
体
で
あ
る
子
は
、
い
ず
れ
も
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
い
わ
ば
法
定
的
に
符
合

し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
件
判
示
が
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
対
象
で
あ
る
人
と
、
致
死
結
果
の
発
生
し
た
人
と
の
人
格
の
齟
齬
ま

で
捨
象
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
通
常
の
法
定
的
符
合
説
は
、
そ
こ
ま
で
の
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
件
判
示
を
法
定
的
符
合
説
と
呼
ぶ

こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
通
常
の
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
論
拠
を
超
え
て
、
本
文
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
本
件
判
示
が
か
り
に
適
切
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
通
常
の
法
定
的
符
合
説
も
が
適
切
で
な
い
と
い
う
結
論
を
、
直
ち
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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第
二
章

実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が

現
存
し
て
い
る
こ
と
の
意
味

で
は
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
少
な
く
と
も
実
行
行
為
の
侵
害
作
用
が
及
ぶ
時
点
で
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
か
、
か
り
に
必
要
だ

と
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
か
が
問
題
に
な
る
。
学
説
に
お
い
て
は
必
要
説
が
有
力
だ
と
思
わ
れ

17
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
詳
論
す
る
も
の

は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
推
測
す
る
ほ
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
人
に
対
す
る
病
変
の
発
生
を
業
務
上
過
失
致
死
罪

の
構
成
要
件
要
素
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
れ
が
単
な
る
病
人
の
存
在
と
い
う
状
態
を
超
え
て
、
健
康
人
が
病
人
に
な
る
と
い
う
変
化
を

含
意
す
る
こ
と
を
理
由
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
前
段
に
つ
い
て
は
、
人
の
死
の
発
生
を
そ
の
要
素
と
す
る
構
成
要
件
が
、

人
の
死
因
の
発
生
を
そ
の
要
素
と
す
る
の
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
か
ら
、
適
切
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
後

段
に
つ
い
て
も
、
た
だ
死
に
そ
う
な
人
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
な
ん
ら
不
法
に
影
響
を
与
え
な
い

18
か
ら
、
積
極
的
に
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

問
題
は
そ
れ
で
足
り
る
か
、
つ
ま
り
実
行
行
為
の
侵
害
作
用
が
及
ぶ
時
点
で
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
実
行

行
為
そ
の
も
の
の
時
点
で
そ
う
で
な
く
て
も
足
り
る
か
で
あ
る
。
学
説
で
は
不
要
説
、
つ
ま
り
こ
の
点
に
つ
い
て
肯
定
的
に
解
す
る
見

解
が
多
数
を
占
め
て

19
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
対
し
て
は
確
固
と
し
た
理
論
的
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
女

子
の
妊
娠
中
に
落
と
し
穴
を
掘
っ
て
お
き
、
生
ま
れ
て
き
た
赤
子
が
そ
こ
に
落
下
し
て
死
亡
し
た
よ
う
な

20
場
合
に
、
殺
人
罪
（
刑
法
一

九
九
条
）
の
成
立
を
否
定

21
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
当
罰
性
感
覚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す

る
。
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で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
は
ど
の
よ
う
に

え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
人
に
対
す
る
病
変

の
発
生
が
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
に
対
し
て
病
変
が
発
生
し
そ
う
な
事
態
の
発
生
も
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
病
人
に
な
り
そ
う
な
人
の
存
在
と
い
う
状
態
を
超
え
て
、
病
人
に
な
り
そ

う
で
な
い
人
が
病
人
に
な
り
そ
う
な
人
に
な
る
と
い
う
、
変
化
を
含
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
行
行
為
の
侵
害
作
用

が
及
び
そ
う
な
時
点
で
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
推
論
を
繰
り
返
せ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
実
行

行
為
そ
の
も
の
の
時
点
で
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
落
と
し
穴
の
事
例
に
お
い
て
、
殺
人
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
不
当
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
、
直
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
厳
密
に

え
る
と
、
そ
こ
で
実
現
さ
れ
て
い
る
違
法
性
の
内

容
は
、
女
子
に
堕
胎
さ
せ
、
出
生
し
た
未
熟
児
が
成
育
で
き
ず
に
死
亡
し
た
よ
う
な

22
場
合
に
実
現
さ
れ
て
い
る
そ
れ
を
、
な
ん
ら
超
え

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
ま
た
ま
落
と
し
穴
を
掘
っ
て
お
く
行
為
に
対
し
、
堕
胎
罪
の
条
文
を
適
用
す
る
の
に
無
理
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
た
違
法
性
を
含
む
殺
人
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
右
の
よ
う
な

疑
問
を
生
む
当
罰
性
感
覚
は
、
法
的
に
承
認
し
得
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
実
行
行
為
（
な
い
し
そ
の
侵
害
作
用
）
の
際
に
、
客
体
で
あ
る
人
が
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
以
上
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
い
う
人
は
致
死
結
果
の
発
生
し
た
人
と
、
同
一
人
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
熊
本
水
俣
病
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
示
し
た
理
論
構
成
の
う
ち

業
務
上
過
失
致
傷
罪
を
超
え
て

業
務
上
過
失
致
死

罪
の
成
立
ま
で
肯
定
し
た
部
分
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
以
上
の
検
討
に
お
い
て
は
、
胎
児
が
出
生
し
た
後
、
死
亡
し
た
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
き
た
が
、
そ
こ
ま
で
に
至
ら
な
い
場
合

に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
に

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
島
裁
判
官
は
そ
の
補
足
意
見
に
お
い
て
、

過
失
行
為
に
よ
つ
て
傷
害

を
受
け
た
胎
児
が
そ
の
後
遺
症
と
し
て
の
障
害
を
負
つ
て
出
生
し
た
場
合
」

病
状
固

23
定
型
）
と
、

胎
児
の
と
き
に
受
け
た
傷
害
に
起
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因
し
て
、
出
生
後
に
お
い
て
死
に
至
ら
な
い
ま
で
も
傷
害
の
程
度
が
悪
化
し
た
よ
う
な
場
合
」

病
状
悪
化
型
）
を
分
け
、
少
な
く
と
も

後
者
の
場
合
に
は
、
出
生
し
た
人
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
と
述
べ
た
。
た
し
か
に
病
状
固
定

型
に
つ
い
て
業
務
上
過
失
致
傷
罪
が
成
立
し
な
い
の
は
、

生
前
に
人
を
傷
害
し
消
え
な
い
傷
跡
を
残
し
た
行
為
者
に
、
被
害
者
の
死

亡
後
死
体
損
壊
罪
が
成
立
す
る
と
い
え
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で

24
あ
る
。」
し
か
し
論
者
の
言
に
反
し
、
病
状
悪
化
型
に
つ
い
て
も
業
務

上
過
失
致
傷
罪
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
死
亡
後
傷
跡
の
風
化
が
進
ん
で
も
、
死
体
損
壊
罪
が
成
立
す
る
と
い
え
な
い
の
と

同
じ
こ
と
で
あ
る
。

17

平
野
龍
一
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
各
論
』

有
斐
閣
、
一
九
八
二
）
二
六
七
頁
、
芝
原
邦
爾
「
胎
児
の
傷
害
と
傷
害
罪
の
成
否
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
九
号

（
一
九
八
三
）
一
二
七
頁
、
大
谷
實
「
刑
法
に
お
け
る
人
の
生
命
の
保
護
」『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
第
二
巻

』

有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
三
四
四
頁
、
林
・

前
掲
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』
一
五
五
・
一
五
六
頁
、
林
幹
人

田
宮
裕
「
判
批
」
警
察
研
究
六
二
巻
五
号
（
一
九
九
一
）
三
三
・
三
四
頁
、
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論

〔
第
二
版
〕』

有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
三
五
頁
、
西
田
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
二
七
頁
、
斎
藤
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
三
七
頁
（
た
だ
し
侵
害
作

用
の
内
容
を
、
病
変
の
発
生
に
求
め
な
い
結
果
、
熊
本
水
俣
病
事
件
で
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る

、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
〔
第
三
版
補
正
版
〕』

弘

文
堂
、
二
〇
〇
三
）
六
・
七
頁
な
ど
。
ド
イ
ツ
の
有
力
説
で
も
あ
る
。Z

.B
.
S
ch
/S
ch

（E
ser
,
V
o
rb
em

211ff.,
R
n
.15 ；

223,
R
n
.1a
.

な
お
山
中
・
前
掲
『
刑

法
各
論
Ⅰ
』
四
三
頁
は
、

一
般
に
、
身
体
へ
の
作
用
の
際
に
客
体
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、

建
造
物
損
壊
罪
（
二
六
〇
条
）
は
成
立
す

る
」
と
さ
れ
る
、

建
築
用
資
材
で
あ
る
柱
に
時
限
爆
弾
を
セ
ッ
ト
し
て
お
い
て
、
建
造
物
に
な
っ
た
後
に
爆
発
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
場
合
」
と
は
、
実
行
行
為
の
侵
害

作
用
が
及
ぶ
時
点
で
、
客
体
が
現
存
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

18

こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
小
林
憲
太
郎
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
三
）
二
三
頁
以
下
参
照
。

19

平
野
・
前
掲
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
各
論
』
二
六
七
頁
、
河
村
博
「
胎
児
性
水
俣
病
と
刑
事
責
任
」
研
修
四
七
九
号
（
一
九
八
八
）
六
一
頁
、
林
幹
人
『
刑
法

各
論
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）
一
八
頁
、
西
田
・
前
掲
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』
二
七
頁
な
ど
。
必
要
説
は
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）〔
第
三
版
〕』

有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
九
頁
注
四
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

20

藤
木
・
前
掲
「
胎
児
に
対
す
る
加
害
行
為
と
傷
害
の
罪
」
八
二
頁
参
照
。

21

も
ち
ろ
ん
出
生
後
、
落
と
し
穴
を
埋
め
な
か
っ
た
点
を
捉
え
て
、
不
作
為
の
殺
人
罪
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、

そ
の
余
地
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。

22

落
と
し
穴
の
事
例
で
は
母
体
を
傷
害
す
る
と
い
う
側
面
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
女
子
の
嘱
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
承
諾
を
得
て
堕
胎
さ
せ
た
」

刑

117

いわゆる胎児性致死傷について（小林憲太郎)



法
二
一
三
条
第
一
文
、
二
一
四
条
第
一
文
）
ケ
ー
ス
が
念
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

23

前
掲
注
（
2
）
で
み
た
サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件
な
ど
は
、
こ
ち
ら
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
四
肢
の
全
部
、
あ
る
い
は
一
部
が
短
い
な
ど
の
独
特
の

奇
形
を
持
ち
（
あ
ざ
ら
し
状
奇
形
児
〔
フ
ォ
コ
メ
リ
ア
〕
、
あ
る
い
は
耳
に
先
天
的
な
障
害
を
持
つ
新
生
児
が
、
多
数
生
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
サ
リ
ド
マ
イ

ド
剤
に
よ
る
影
響
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
心
奇
形
を
始
め
、
消
化
器
系
の
様
々
な
部
位
で
の
閉
塞
・
狭
窄
・
ヘ
ル
ニ
ア
、
胆
囊
や
虫
垂
等
の
欠
損
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
む
し
ろ
、
病
状
悪
化
型
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

24

辰
井
聡
子
「
生
命
の
保
護
」
法
学
教
室
二
八
三
号
（
二
〇
〇
四
）
五
六
頁
。
さ
ら
に
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
六
三
年
度

』

法
曹
会
、
一
九
九

一
）
一
五
五
頁
注
二
（
金
谷
利
廣

永
井
敏
雄
）
は
、

既
存
結
果
流
用
説
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
例
え
ば
、
プ
レ
ハ
ブ
部
品
の
壁
パ
ネ
ル
に
穴
を
あ
け
て
お
く
と
、
プ
レ

ハ
ブ
ハ
ウ
ス
が
組
み
上
が
っ
た
瞬
間
に
建
造
物
損
壊
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
」
と
い
う
。

第
三
章

結
果
帰
責
理
論
と
胎
児
性
致
死
傷

い
わ
ゆ
る
結
果
犯
に
お
い
て
帰
責
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
刑
法
に
よ
る
否
定
的
評
価
を
基
礎

づ
け
る
よ
う
な
、
結
果
の
存
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
講
学
上
、
法
益
侵
害
（
な
い
し
危
殆
化
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
も
っ
と
も
法
益
が
減
損
せ
ら
れ
る
こ
と
は
法
益
侵
害
を
構
成
し
得
る
が
、
減
損
せ
ら
れ
た
法
益
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
そ

う
で

25
な
い
。
法
益
侵
害
と
は
法
益
の
状
態
が
、
行
為
が
あ
っ
た
場
合
と
な
か
っ
た
場
合
と
で
、
前
者
の
方
が
よ
り
悪
い
と
い
え
る
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
行
為
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
減
損
せ
ら
れ
た
法
益
と
、
行
為
が
な
け
れ
ば
生
み
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
減
損
せ
ら
れ
て

い
な
い
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
別
個
の
法
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
益
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
、
前
者
の
状
態
と
の
間
で
比

較
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
後
者
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
そ
も
そ
も
法
益
が
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う

だ
と
す
れ
ば
前
者
の
そ
れ
の
方
が
、
よ
り
悪
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で

26
あ
る
。

こ
れ
が
近
年
の
結
果
帰
責
理
論
の
成
果
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
胎
児
性
致
死
傷
の
問
題
の
解
決
方
法
は
、
そ
の
適
用
例
の

一
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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25

林
・
前
掲
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』
一
五
六
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
二
五
頁；

H
a
n
s
L
ilie,

in
：
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
L
eip
zig
er

K
o
m
m
en
ta
r.
G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,
11.A

u
fl.,
2001,

V
o
r
223,

R
n
.7

参
照
。
反
対
、
藤
木
・
前
掲
「
胎
児
に
対
す
る
加
害
行
為
と
傷
害
の
罪
」
八
二
頁
、
土
本
・

前
掲
「
水
俣
病
事
件
最
高
裁
決
定
」
四
三
頁
、
同
・
前
掲
「
水
俣
病
刑
事
事
件
最
高
裁
決
定

公
訴
時
効
・
迅
速
裁
判
・
胎
児
性
致
死

」
九
七
頁
。
前
章
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
こ
の
理
は
減
損
せ
ら
れ
そ
う
な
法
益
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
殺
人
の
被
害
者
の
母
親
は
、
殺
人
に
対
し
て
因
果
的
で
な
い
と
い

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。V

g
l.
In
g
eb
o
rg
P
u
p
p
e,
in
：
N
o
m
o
s
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,

A
T
,
1997,

V
o
r
13,
R
n
.75.

こ
れ
に
対
し
て
ビ
ン
ス
は
、
た
と
え
ば
「
胎
児
の
重
篤
な
障
害
の
た
め
に
、
妊
娠
中
絶
を
行
い
得
る
母
親
が
、
そ
う
せ
ず
に
子
供
を
出

産
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
と
う
の
昔
に
、
子
供
を
殺
害
し
て
そ
の
臓
器
を
利
用
す
る
犯
罪
組
織
に
、
子
供
を
売
却
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
い
う
事
例
に
お
い

て
、
母
親
に
よ
る
妊
娠
継
続
行
為
の
、
子
供
の
死
亡
に
対
す
る
原
因
性
を
否
定
す
る
の
は
説
得
的
で
な
い
と
い
う
。M

a
rtin

B
in
n
s,
In
u
s-B
ed
in
g
u
n
g
u
n
d
stra
f-

rech
tlich

er
K
a
u
sa
lb
eg
riff.

J.L
.M
a
ck
ies
K
a
u
sa
la
n
a
ly
se
u
n
d
ih
re
Ü
b
ertra

g
u
n
g
a
u
f
d
a
s
S
tra
frech

t,
2001,

S
.83.

し
か
し
こ
の
よ
う
な
当
罰
性
感
覚
も

ま
た
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
的
に
は
承
認
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

26

以
上
に
つ
き
、
詳
し
く
は
小
林
・
前
掲
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』
二
三
頁
以
下
参
照
。
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いわゆる胎児性致死傷について（小林憲太郎)
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