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今
回
は
、
最
近
、
私
が
か
か
わ
っ
た
裁

判
の
お
話
で
す
。
そ
の
裁
判
で
は
、
あ
る

団
体
が
公
益
法
人
に
な
る
た
め
に
国
に
申

請
を
し
た
と
こ
ろ「
団
体
の
事
業
に
は
公
益

性
が
な
い
」
と
い
う
理
由
で
不
認
定
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
処
分
の
取
消
し
を
求

め
ま
し
た
。

あ
る
団
体
と
そ
の
事
業
と
は
？

　

あ
る
団
体
と
は「
日
本
尊
厳
死
協
会
」
と

い
う
団
体
で
す
。
尊
厳
死
と
は
、
安
楽
死

と
は
異
な
り
、
積
極
的
に
患
者
の
死
期
を

早
め
る
も
の
で
は
な
く
、
回
復
の
見
込
み

が
な
い
末
期
状
態
の
患
者
に
対
し
て
、
生

命
維
持
装
置
を
装
着
せ
ず
、
も
し
く
は
取

り
外
す
な
ど
し
て
治
療
を
中
断
し
、
人
間

ら
し
い
尊
厳
あ
る
死
を
迎
え
さ
せ
る
こ
と

で
す
。

　

こ
の
団
体
の
事
業
は
、
リ
ビ
ン
グ・ウ
ィ

ル
の
普
及
啓
発
事
業
、
登
録
管
理
事
業
、
調

査
研
究・提
言
事
業
の
３
つ
で
す
。

国
が
団
体
の
事
業
に
公
益
性
が
な
い

と
判
断
し
た
理
由

　

国
の
不
認
定
理
由
は
「
リ
ビ
ン
グ・
ウ
ィ

ル
が
あ
る
と
、
医
師
に
対
し
、
治
療
中
止

へ
誘
引
す
る
等
の
悪
影
響
を
与
え
る
可
能

性
が
あ
る
」と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

こ
れ
を
聞
い
て
、
皆
さ
ん
の
中
で
も「
あ

れ
あ
れ
？
」
と
お
思
い
に
な
っ
た
方
も
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
リ
ビ
ン
グ・
ウ

ィ
ル
は
、
そ
も
そ
も
患
者
さ
ん
の
延
命
治

療
に
関
す
る
意
思
を
表
明
す
る
も
の
で
、
医

療
者
が
そ
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
医
療
者
に
不

利
益
を
与
え
る
と
い
う
の
は「
ど
う
い
う
こ

と
？
」
と
い
う
疑
問
が
わ
く
の
で
す
。
日
本

尊
厳
死
協
会
も
こ
の
疑
問
を
感
じ
、
裁
判

に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

裁
判
所
の
判
断

「
団
体
の
事
業
に
は
公
益
性
が
あ
る
」
  

↓
不
認
定
処
分
を
取
り
消
す

　

裁
判
所
は
、
第
１
審（
東
京
地
裁
平
成
31

年
1
月
18
日
判
決
）も
控
訴
審（
東
京
高
裁

令
和
元
年
10
月
30
日
判
決
）も
、
国
の
判
断

は「
社
会
常
識
か
ら
し
て
お
か
し
い
」
と
し

て
、
不
認
定
処
分
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

　

リ
ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
が
医
師
に
与
え
る
影

響
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
ま

し
た
。

•
終
末
期
の
患
者
が
自
ら
意
思
表
明
で
き

な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
患

者
と
同
居
し
て
い
た
家
族
等
が
合
理
的

に
推
定
す
る
患
者
本
人
の
意
思
に
基
づ

い
て
医
師
等
が
延
命
措
置
の
中
止
等
を

行
っ
た
と
き
に
、
事
後
的
に
医
師
が
患

者
の
他
の
家
族
等
か
ら
民
事
上
そ
の
他

の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
よ
う
な
可
能
性

は
、
リ
ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
の
存
在
に
よ
っ

て
相
当
程
度
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

•
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
団
体

の
事
業
を
公
益
目
的
事
業
と
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
医
師
等
の
法
律
上
の
地
位

が
不
安
定
と
な
る
か
を
判
断
す
る
に
際

し
て
は
、
延
命
措
置
の
中
止
等
を
判
断

す
る
時
点
に
お
け
る
患
者
の
意
思
を
推

定
す
る
た
め
、
ひ
い
て
は
患
者
の
推
定

的
意
思
に
基
づ
く
延
命
措
置
の
中
止
等

に
起
因
す
る
種
々
の
法
的
リ
ス
ク
か
ら

医
師
等
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
リ

ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
が
果
た
し
得
る
積
極
的

な
役
割
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

裁
判
所
は
、
リ
ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
に
は
医

師
の
法
的
な
不
利
益
を
減
少
さ
せ
る
役
割

が
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
国
は
、
リ

ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
が
あ
る
こ
と
で
、
医
師
が

患
者
の
意
思
確
認
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ

と
を
懸
念
し
た
よ
う
で
す
が
、
も
し
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
医
師
が
医

療
現
場
に
お
け
る
説
明
と
同
意
の
プ
ロ
セ

ス
を
怠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
責
任
を
問
わ

れ
る
の
は
当
然
で
す（「
人
生
の
最
終
段
階

に
お
け
る
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
厚
生
労
働
省　

改
訂

平
成
30
年
3
月
）も
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止・
差
し

控
え
は
難
し
い
問
題
で
す
。
最
近
は
、

A
C
P
や
人
生
会
議
と
い
う
言
葉
も
よ
く

耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
患
者

さ
ん
の
最
も
身
近
に
い
る
看
護
師
に
期
待

さ
れ
る
役
割
は
と
て
も
大
き
い
も
の
で
す
。

リ
ビ
ン
グ・
ウ
ィ
ル
も
含
め
て
、
患
者
の
意

思
を
尊
重・
擁
護
す
る
た
め
の
方
法
を
、
ぜ

ひ
み
な
さ
ん
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
日
本
全
国
に

拡
散
し
、
い
ま
だ
に
完
全
な
収
束
の
見
通

し
は
立
た
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
医
療

の
最
前
線
に
い
る
皆
さ
ん
は
、
直
接
的
ま

た
は
間
接
的
に
こ
の
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
と

闘
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
法
的
な
側
面
か
ら
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
連
す
る
問
題
に

つ
い
て
扱
い
ま
す
。

職
場
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に

感
染
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
つ
い
て

　

看
護
職
が
、
看
護
の
業
務
に
関
連
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合

に
は
、
業
務
外
で
感
染
し
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
労

災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
療
養
補
償（
い
わ
ゆ
る
治
療
費
な
ど
）

だ
け
で
な
く
休
業
補
償
も
な
さ
れ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
指
定
感
染
症

と
し
て
定
め
ら
れ
、
業
務
上・
外
の
感
染
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
医
療
費
は
公
費

で
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
休
業
補
償
ま
で
は

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
労
災
保
険
給
付
は
重

要
で
す
。

自
身
や
家
族
が
不
当
な
差
別
な
ど
を

受
け
た
場
合
に
つ
い
て

　

現
在
、
医
療
現
場
で
働
く
皆
さ
ん
へ
の

感
謝
の
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
苦
境
を
乗
り

切
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
部
で
は
、
医
療
者
や
そ
の

家
族
に
対
す
る
不
当
な
差
別
や
偏
見
、
中

傷
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す（
保
育
拒
否
や
親

の
出
入
り
禁
止
、
タ
ク
シ
ー
の
乗
車
拒
否

な
ど
）。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
日
本
看
護
倫
理
学

会
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
闘
う
医

療
者
に
敬
意
を
」
と
い
う
声
明
を
公
表
し
ま

し
た
。
そ
の
な
か
で
、
同
学
会
は
、「
医
療
に

携
わ
る
人
た
ち
が
、
日
夜
懸
命
の
努
力
を

行
っ
て
い
る
中
で
の
誹
謗
中
傷
、
そ
し
て

差
別
は
、
そ
の
士
気
を
下
げ
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
人
を
救

う
た
め
に
努
力
し
て
い
る
医
療
従
事
者
の

尊
厳
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
訴
え
て
い

ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
連
し
て
、
医

療
者
や
そ
の
家
族
を
不
当
に
差
別
し
た
り
、

偏
見
や
中
傷
を
あ
び
せ
る
こ
と
は
、
明
ら

か
に
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
す
。
倫
理

的
に
も
法
的
に
も
許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。

仮
に
、
皆
さ
ん
が
差
別
や
偏
見
を
受
け
て

し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
声
に

は
耳
を
貸
さ
ず
適
切
な
対
応
を
求
め
ま
し

ょ
う
。
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
国（
法
務
省
）や
自
治
体
、
関
係
団
体

な
ど
に
相
談
し
た
り
、
弁
護
士
な
ど
に
助

け
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
連
し
て

様
々
な
ご
不
安
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
医

療
一
般
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
や
自

治
体
、
看
護
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本

看
護
協
会
ほ
か
各
看
護
関
係
団
体
が

Q
&
A
の
公
表
や
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど

対
応
を
し
て
い
ま
す
。

　

上
記
の
よ
う
な
人
権
侵
害
に
は
弁
護
士

へ
の
相
談
も
有
効
で
す
。
不
当
な
差
別
な

ど
に
対
し
、
書
面
で
是
正
を
求
め
た
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
中
傷
の
場
合
に
は
、

そ
の
情
報
の
削
除
や
相
手
方
の
特
定
を
行

い
損
害
賠
償
の
請
求
な
ど
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
を
応
援
し
て
い
る
人
、
力
に
な

り
た
い
と
考
え
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い

ま
す
。
皆
さ
ん
が
声
を
あ
げ
る
こ
と
で
問

題
が
顕
在
化
し
、
そ
の
後
の
差
別
防
止
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

決
し
て
一
人
で
我
慢
を
し
な
い
こ
と
、
今

は
こ
れ
が
大
切
で
す
。
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今
回
は
、
最
近
、
テ
レ
ビ
で
も
多
く
報

道
さ
れ
た
誤
嚥
事
故
の
裁
判
に
つ
い
て
扱

い
ま
す
。
第
一
審
で
は
准
看
護
師
が「
有
罪
」

と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ（
以
前
ご
紹
介
し
ま

し
た
）、
第
二
審
で
は
、「
無
罪
」
と
な
り
ま

し
た
。
検
察
側
が
上
告
を
断
念
し
た
た
め
、

無
罪
が
確
定
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
仲
間
で

あ
る
准
看
護
師
の
方
が
無
罪
と
な
っ
た
と

い
う
結
果
に
安
堵
さ
れ
た
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
こ
の
事
故
で
一
人
の
方
が
亡
く
な

っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ
の
事
件
か

ら
、
私
た
ち
看
護
職
は
何
を
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
、
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

こ
ん
な
事
案
で
す

2
0
1
3
年
12
月
、
あ
る
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
A
が
、
准
看
護
師
の

配
膳
し
た
お
や
つ
の
ド
ー
ナ
ツ
を
喉
に
つ

ま
ら
せ
、
窒
息
し
、
意
識
を
消
失
、
そ
の
後
、

死
亡
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
准
看
護

師
は
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
、

一
審
は
有
罪
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
A

さ
ん
の
お
や
つ
は
、
事
故
発
生
日
の
6
日

前
に
、
ド
ー
ナ
ツ
か
ら
ゼ
リ
ー
状
の
も
の

に
変
更
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
准
看
護
師

は
こ
れ
を
知
ら
ず
に
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供
し

て
い
ま
し
た
。

第
二
審
の
判
断
：
看
護
師
は
無
罪

　

准
看
護
師
に
は
、
自
ら
間
食
の
形
態
を
確

認
し
た
う
え
、
A
に
配
膳
し
、
本
件
ド
ー
ナ

ツ
に
よ
る
A
の
窒
息
な
ど
の
事
故
を
未
然
に

防
止
す
る
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い（
過
失
な
し
）。

①
准
看
護
師
に
は
、
間
食
の
形
態
を
確

認
す
る
職
務
上
の
義
務
が
あ
っ
た
か

↓
な
い

　
（
お
や
つ
の
形
態
変
更
が
記
載
さ
れ
て

い
た
）申
し
送
り・
利
用
者
チ
ェ
ッ
ク
表

は
、
介
護
士
の
詰
所
に
保
管
さ
れ
た
介
護

資
料
で
あ
り
、
介
護
職
員
間
の
情
報
共
有

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
本
件
施
設
に
お

い
て
は
、
日
勤
看
護
師
に
対
し
、
勤
務
に

あ
た
り
、
既
に
申
し
送
り
が
さ
れ
た
過
去

の
日
付
の
同
表
を
確
認
す
る
よ
う
に
求
め

る
業
務
上
の
指
示
は
な
く
、
日
勤
看
護
師

が
そ
の
よ
う
な
確
認
を
実
際
に
行
っ
て
い

た
事
実
も
な
い
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
お
い
て
、
看
護
職
と
介
護
職
で
共
有
さ

れ
て
い
た
文
書（
例　

療
養
棟
日
誌
）と
は

別
に
、
介
護
資
料
を
看
護
師
が
自
ら
、
し

か
も
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
通
常
行
わ

れ
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
も
な

い
。

　

し
た
が
っ
て
、
准
看
護
師
が
事
前
に
自

ら
介
護
資
料
を
確
認
し
て
お
や
つ
の
形
態

変
更
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
職

務
上
の
義
務
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

は
い
え
な
い
。

②
准
看
護
師
の
過
失
の
有
無
に
つ
い
て

　

次
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
、准
看
護
師
が
、

本
件
ド
ー
ナ
ツ
で
A
が
窒
息
す
る
危
険
性

や
こ
れ
に
よ
る
死
亡
の
結
果
の
予
見
可
能

性
は
相
当
程
度
低
か
っ
た
。

•
A
に
つ
い
て
は
、
食
品
に
よ
っ
て
は
丸

飲
み
に
よ
る
誤
嚥
、
窒
息
の
リ
ス
ク
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
ド
ー
ナ

ツ
は
A
が
本
件
施
設
入
所
後
に
も
食
べ

て
い
た
通
常
の
食
品
で
あ
り
、
本
件
ド

ー
ナ
ツ
に
よ
る
窒
息
の
危
険
性
の
程
度

は
低
か
っ
た
こ
と

•
本
件
形
態
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
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の
経
緯
、
目
的
に
窒
息
の
危
険
を
回
避

す
べ
き
差
し
迫
っ
た
兆
候
や
事
情
が
あ

っ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
間
食

に
つ
い
て
窒
息
に
つ
な
が
る
新
た
な
問

題
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

•
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
間
に
は
各
利

用
者
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
の
情
報
を

共
有
す
る
一
定
の
仕
組
み
が
あ
っ
た

が
、
本
件
形
態
変
更
は
准
看
護
師
の
通

常
の
業
務
の
中
で
は
容
易
に
知
り
え
な

い
程
度
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

准
看
護
師
が
事
前
に
本
件
形
態
変
更
を

把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
職
務
上

の
義
務
に
反
す
る
と
の
認
識
が
持
ち
え

な
か
っ
た
こ
と

　

こ
の
よ
う
な
予
見
可
能
性
の
内
容
、
程

度
に
加
え
て
、
A
に
対
し
て
食
品
を
提
供

す
る
行
為
が
持
つ
意
味
も
併
せ
考
え
る
な

ら
ば
、
本
件
に
お
い
て
准
看
護
師
が
間
食

の
形
態
の
確
認
を
せ
ず
に
本
件
ド
ー
ナ
ツ

を
提
供
し
た
こ
と
が
刑
法
上
の
注
意
義
務

に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

裁
判
所
は
、
准
看
護
師
が
間
食
の
形
態

の
確
認
を
せ
ず
に
本
件
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
刑
法
上
の
注
意
義

務
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
A
さ
ん
の
嚥
下
障
害
な

ど
の
状
況
、
本
件
施
設
に
お
け
る
看
護
師

介
護
士
間
の
情
報
共
有
の
仕
組
み
な
ど
か

ら
、
窒
息
の
危
険
性
や
死
亡
の
結
果
を
予

見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
准
看
護
師

に
つ
い
て
、
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
ほ
ど

の
非
難
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
本
件
に
お
け
る
民
事
責
任
は
示

談
に
よ
り
解
決
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
民

事
上
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
よ
り
広
く

認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
こ
の
事
故
を
教

訓
と
し
て
、
今
後
こ
の
よ
う
な
事
故
が
二

度
と
起
き
な
い
よ
う
に
対
策
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
件
に
お
け
る
大
き
な

問
題
の
１
つ
は
、
看
護
職
と
介
護
職
の
間

で
情
報
の
共
有
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
患
者
さ
ん
の

生
命
身
体
に
か
か
わ
る
重
要
な
情
報
は
、
多

職
種
間
で
あ
っ
て
も
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
情
報
共
有
が
う
ま
く
な
さ

れ
な
い
と
医
療
事
故
に
つ
な
が
る
危
険
性

が
あ
り
ま
す
。
理
想
は
、「
一
患
者
一
記
録
」

と
し
て
情
報
を
整
理
し
て
共
有
す
る
こ
と

で
す
。
こ
れ
を
す
る
こ
と
で
情
報
の
重
複

も
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
病
院
で
も
、
多
職
種
間
に

お
い
て
重
要
な
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
か
、
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
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2
0
2
0
年
4
月
、
あ
る
医
療
機
関
に

お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症

患
者
の
電
子
カ
ル
テ
の
画
像
が
無
料
の
通

信
ア
プ
リ
L
I
N
E
を
通
し
て
外
部
に
流

出
し
た
と
の
報
道
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
今

回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
拡

大
の
な
か
、
最
前
線
で
働
く
み
な
さ
ま
が

思
わ
ぬ
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
患
者
の
情
報
の
保
護
と
い
う

観
点
か
ら
最
近
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

情
報
は
ど
の
よ
う
に
流
出
し
た
か

　

報
道
に
よ
る
と
、
看
護
師
A
が
電
子
カ

ル
テ
の
一
部
を
印
刷
し
た
書
類
を
携
帯
電

話
の
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
翌
日
に
勤
務
す

る
看
護
師
B
に
対
し
、
注
意
喚
起
の
文
書

と
と
も
に
L
I
N
E
で
送
信
し
、
そ
れ
を

受
け
取
っ
た
看
護
師
B
も
、
同
趣
旨
で
、
ま

た
別
の
看
護
師
C
に
送
信
し
、
こ
の
看
護

師
C
も
さ
ら
に
別
の
看
護
師
D
に
送
信
し
、

情
報
を
流
出
さ
せ
た
と
の
こ
と
で
す
。
な

お
、
最
初
に
情
報
を
流
出
さ
せ
た
看
護
師

A
は
、
感
染
症
病
棟
の
勤
務
で
当
面
帰
宅

で
き
な
く
な
る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
、
同

居
す
る
高
齢
の
両
親
の
世
話
を
す
る
親
族

1
人
に
対
し
て
も
、
こ
の
画
像
を
送
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
親
族
は
別
の
親
族
1
人
に

も
転
送
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。

処
分
に
つ
い
て

　

看
護
師
A
は
停
職
6
か
月
、
看
護
師
B

と
C
は
減
給（
10
分
の
1
）6
か
月
の
懲
戒

処
分
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
看
護
師
D

は
上
司
へ
の
報
告
を
怠
っ
た
と
し
て
訓
告

と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
不
適
正
な
指

導
監
督
に
よ
り
、
上
司
の
看
護
部
長
と
看

護
師
長
も
訓
告
、
医
療
機
関
の
長
は
厳
重

注
意
と
な
っ
て
い
ま
す
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

近
年
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
、そ
れ
と

同
時
に
S
N
S（
T
w
i
t
t
e
r
・
L
I
N
E
・

F
a
c
e
b
o
o
k
等
）の
利
用
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
看
護
師
を
は

じ
め
と
す
る
医
療
者
の
S
N
S
を
通
し
た

情
報
漏
え
い
の
事
例
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

看
護
師
が
医
療
現
場
で
扱
う
情
報
の
中

に
は
、
患
者
の
個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
に
関
す
る
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
守
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
情
報（
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
）で
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
や

そ
の
検
査
結
果
、
医
療
機
関
を
受
診
し
た

こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法

で
一
段
高
い
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
「
要

配
慮
個
人
情
報
」（
法
2
条
3
項
）に
あ
た
り

ま
す
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
は
特
に
配
慮

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
情
報
を
私
物
の
携
帯
電
話
で
撮
影
し
、

L
I
N
E
で
送
信
す
る
こ
と
は
決
し
て
許

さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日

ご
ろ
か
ら
、
L
I
N
E
等
の
S
N
S
で
相

手
を
限
定
し
て
送
信
し
た
と
し
て
も
、
受

け
取
っ
た
側
が
拡
散
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
度
自
分
の
手
を
離
れ

た
情
報
は
も
う
二
度
と
完
全
に
非
公
開
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
考
え
行
動
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
看
護
職
は
「
正
当
な
理
由
が
無

く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
守
秘
義
務

を
負
っ
て
い
ま
す（
保
健
師
助
産
師
看
護
師

法
42
条
の
2
、
助
産
師
に
つ
い
て
は
刑
法

1
3
4
条
1
項
）。
過
去
に
は
、
夫
に
担
当

患
者
の
情
報
を
話
し
た
看
護
師
が
守
秘
義

務
違
反
に
問
わ
れ
た
裁
判
例（
福
岡
高
等
裁

判
所
平
成
24
年
7
月
12
日
判
決（
判
例
秘
書

掲
載
））が
あ
り
ま
す
。
看
護
職
と
い
う
専
門

職
と
し
て
働
く
以
上
、
た
と
え
家
族
に
対

し
て
も
、
職
務
上
で
知
っ
た
患
者
の
情
報

を
話
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

い
ま
一
度
、
み
な
さ
ま
の
扱
う
情
報
の

重
要
性
を
再
認
識
し
、
患
者
の
情
報
の
保

護
に
努
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
事
例
か
ら
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
個
人
情
報
の
保
護

24
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あ
と
が
き

　

私
が
弁
護
士
を
目
指
し
た
き
っ
か
け
。
そ
れ

は
、
看
護
学
生
の
と
き
に
、
患
者
さ
ん
の
た
め

に
日
々
忙
し
く
働
く
看
護
師
さ
ん
た
ち
の
姿
を

見
て
、「
医
療
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
、
こ

の
方
々
が
決
し
て
ひ
と
り
で
困
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
で
し

た
。
そ
の
後
、
弁
護
士
に
な
り
、
そ
の
1
年
目

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ず
っ
と
こ
の
『
ナ
ー

ス
の
た
め
の
判
例
解
説
』
の
連
載
を
続
け
て
き

ま
し
た
。
こ
の
連
載
で
は
、
当
初
の
思
い
を
そ

の
ま
ま
に
、
実
際
の
裁
判
例
や
事
例
を
も
と
に

し
て
、
臨
床
現
場
に
い
る
み
な
さ
ん
が
法
的
問

題
を
抱
え
な
い
た
め
に
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
ポ

イ
ン
ト
な
ど
を
お
書
き
し
て
い
ま
す
。

　

ど
う
か
こ
の
連
載
が
多
く
の
看
護
師
の
み
な

さ
ん
の
目
に
と
ま
り
、
日
ご
ろ
の
業
務
の
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
。
ま
た
現
在
、

過
酷
な
勤
務
状
況
に
お
ら
れ
る
な
ど
し
て
医
療

事
故
の
不
安
を
抱
え
る
み
な
さ
ん
に
、
い
ざ
と

い
う
と
き
、
看
護
界
の
外
に
も
そ
の
仕
事
を
理

解
し
、
支
援
す
る
存
在
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

令
和
3
年
5
月
12
日

友
納 

理
緒

【略歴】（看護分野）
平成11年	 	雙葉高等学校卒業
平成15年	 	東京医科歯科大学医学部保健衛生学科　卒業（看護師、

保健師免許取得）
平成17年	 	東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科博士前期課

程　修了
	 	医療現場を経験するなかで，医療事故が発生したとき

に医療者の力になりたいと考え，弁護士を志し，早稲
田大学大学院法務研究科に進学。

平成20年	 早稲田大学大学院法務研究科　修了
平成23年	 弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成26年	 土肥法律事務所　設立
平成26年	 衆議院議員政策担当秘書に就任（平成28年まで）
平成27年	 	公益社団法人日本看護科学学会　研究倫理審査委員会

委員に就任
平成31年	 	一般社団法人日本看護学校協議会共済会　顧問弁護士

に就任
令和2年	 公益社団法人日本看護協会　参与に就任

【著書】
「スッキリ，ナットク介護記録の減らし方」（共著）中央法規出版
「－役員責任追及訴訟に学ぶ現場対応策－業界別・場面別　役員が知
っておきたい法的責任」（共著）経済法令研究会
「経済刑事裁判例に学ぶ　不正予防・対応策－法的・会計的視点から
－」（共著）経済法令研究会
「医療安全　患者を護る看護プロフェッショナル」（共著）医歯薬出版　
「看護学原論　改訂第3版」（共著）南江堂　ほか

【現在の活動】
看護師出身の弁護士として，一般の民事事件・刑事事件のほか，医
療事件も扱っています。
このほか，看護記録，看護師の法的責任，看護倫理，医療情報の取
り扱いなど様々なテーマについて，関連する法律・裁判例をわかり
やすく伝える講演や執筆活動に力を注いでいます。日本看護連盟発
行『アンフィニ』にて，「ナースのための判例解説」連載中。

友納 理緒（トモノウ	リオ）　
看護師・保健師・弁護士




