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で
も
は
じ
め
か
ら
供
給
不
足
の
場

合
、
集
約
化
し
て
も
問
題
は
解
決

し
ま
せ
ん
し
、
現
時
点
で
少
な
く

と
も
一
部
地
域
の
一
部
診
療
科
で

は
、
供
給
が
足
り
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
か
ら
今
回
の
議
論
で
す
。

供
給
不
足
が
局
所
的
、
一
時
的
な

ら
、
大
騒
ぎ
す
る
必
要
は
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
現
在
、
医
療
供
給
が
不

足
し
て
い
る
所
で
は
、
医
療
者
の

勤
務
が
と
て
つ
も
な
く
過
酷
な
う

え
に
、
状
況
改
善
の
見
通
し
も
立

た
な
い
こ
と
が
多
く
、
体
調
を
崩

し
た
り
気
力
を
失
っ
た
り
し
て
、

さ
ら
に
医
療
者
が
減
る
（
＝
供
給

が
減
る
）
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

結
果
と
し
て
、
あ
お
り
を
受
け

た
周
囲
の
地
域
や
他
の
診
療
科
で

も
供
給
不
足
が
起
き
、
ド
ミ
ノ
倒

し
の
よ
う
に
医
療
崩
壊
が
広
が
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

供
給
不
足
を
局
所
的
・
一
時
的

に
と
ど
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

一
般
に
、
需
要
を
満
た
す
だ
け

の
供
給
が
な
い
場
合
、
解
決
策
は

　

要
す
る
に
、
患
者
側
が
不
要
な

受
診
を
控
え
る
以
外
、
需
要
を
減

ら
す
方
法
は
な
い
わ
け
で
す
。
と

い
っ
て
、
受
診
が
不
要
か
ど
う
か

患
者
に
判
断
で
き
る
わ
け
も
な
い

の
で
、
現
実
的
な
の
は
、
突
発
的

な
尋
常
で
な
い
苦
痛
（
こ
の
場
合

は
救
急
車
）
の
と
き
以
外
、
ま
ず

診
療
所
へ
行
っ
て
、
必
要
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
場
合
の
み
紹
介
状

を
も
ら
っ
て
病
院
へ
行
く
よ
う
心

が
け
る
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

　

特
に
近
年
、
診
療
所
す
ら
存
在

し
な
い
よ
う
な
地
域
が
増
え
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
地
域
か
ら
「
ど

う
せ
他
地
域
へ
行
く
の
だ
か
ら
」

と
病
院
を
受
診
す
る
と
、
病
院
に

と
っ
て
逆
に
需
要
が
増
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
心
理
的
抵

抗
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
他

地
域
で
も
診
療
所
へ
、
で
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
「
医
師
の
需
給

に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」（
06

年
7
月
、
以
下
「
厚
労
省
報
告
書
」

と
省
略
）
も
、「
病
院
が
入
院
機

能
に
特
化
す
る
（
編
集
部
注
＝
外

来
診
療
を
行
わ
な
い
）
こ
と
に
よ

り
需
要
を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
ど
う
考
え
て
も
、
需
要

抑
制
だ
け
で
は
済
み
ま
せ
ん
。
足

り
な
い
地
域
・
診
療
科
に
つ
い
て
、

医
師
な
ど
医
療
従
事
者
を
増
や
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
既
に

ギ
リ
ギ
リ
の
陣
容
に
な
っ
て
い
る

所
で
は
、
こ
れ
以
上
減
ら
さ
な
い

こ
と
が
必
要
で
す
。
次
項
で
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
考
え
て
み
ま
す
。 

高
度
化
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
地

域
内
の
需
要
を
満
た
す
医
療
供
給

が
あ
る
な
ら
ば
、
集
約
化
に
よ
っ

て
、
少
々
不
便
に
な
る
人
は
い
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
イ
ザ
と

い
う
時
に
よ
り
安
心
（
も
ち
ろ
ん

搬
送
手
段
は
必
要
で
す
）
に
な
る

し
、
医
療
者
側
も
ハ
ッ
ピ
ー
で
す
。

前
号
の
お
さ
ら
い
か
ら
。
全

国
的
に
施
設
の
集
約
化
・

(
特
集
2)

編
集
／
医
師
35
人
の
合
同
編
集
委
員
会

事
務
局
／
ロ
ハ
ス
メ
デ
ィ
ア

監
修
／
土
屋
了
介　

国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
院
長

　
　
　

和
田
仁
孝　

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
授

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
／
浦
本
典
子

需
要
減
ら
す
か
、

供
給
増
や
す
か

前
号
で
日
本
の
医
療
制
度
が
患
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
嬉
し
く
な

い
形
で
変
わ
り
か
け
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。

今
号
で
は
、い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
考
え
ま
し
ょ
う
。

需
要
を
減
ら
す
か
、
供
給
を
増
や

す
か
で
す
。

　

現
行
の
医
療
制
度
で
は
、
ど
こ

の
医
療
機
関
へ
行
く
か
選
ぶ
の
は

患
者
側
で
す
。
医
療
機
関
が
、
診

療
時
間
内
に
訪
れ
た
患
者
を
断
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
（
19
頁
コ
ラ

ム
参
照
）。
言
葉
を
換
え
る
と
、

医
療
需
要
を
強
制
的
に
減
ら
す
こ

と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

ま
た
国
民
皆
保
険
制
度
の
下
、
医

療
行
為
の
対
価
は
ほ
ぼ
全
国
共
通

一
定
で
す
か
ら
、
一
部
地
域
だ
け

価
格
を
上
げ
て
需
要
を
抑
制
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

ス
ト
ッ
プ
!!

医
療
崩
壊

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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か
し
厚
労
省
報
告
書
は
、「
医
学

部
定
員
の
増
加
は
、
短
期
的
に
は

効
果
が
み
ら
れ
ず
、
中
長
期
的
に

は
医
師
過
剰
を
き
た
す
」
と
全
面

的
に
否
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
見
解
が
妥
当
か
ど
う
か
議

論
す
る
と
、
特
集
が
作
れ
て
し
ま

う
の
で
、
こ
こ
で
は
判
断
し
ま
せ

ん
。
医
師
の
養
成
数
は
当
面
増
え

な
い
と
い
う
前
提
で
、
他
の
方
法

を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

と
、
こ
れ
ま
た
簡
単
に
思
い
つ

が
寝
る
間
も
な
い
ほ
ど
過
酷
で
育

児
と
両
立
で
き
な
い
た
め
、
家
庭

に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
女
性
医

師
の
存
在
で
す
。

　

勤
務
医
が
寝
る
間
も
な
い
ほ
ど

働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と

し
て
、
日
本
の
多
く
の
医
療
機
関

が
主
治
医
制
を
採
っ
て
い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
主
治
医
と
な

っ
た
ら
患
者
の
全
局
面
に
1
人
で

張
り
付
く
わ
け
で
す
。
患
者
か
ら

す
れ
ば
非
常
に
心
強
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
す
が
、「
そ
の
人
で
な
け

れ
ば
絶
対
に
ダ
メ
」
と
い
う
も
の

ば
か
り
で
は
な
い
は
ず
。

　

少
な
く
と
も
複
数
の
医
師
が
勤

務
し
て
い
る
病
棟
で
あ
れ
ば
、
シ

フ
ト
制
を
導
入
す
る
こ
と
で
過
酷

さ
が
随
分
と
軽
減
さ
れ
ま
す
。
辞

め
る
人
が
減
る
は
ず
で
す
し
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
医
師
を
シ
フ
ト
に
組

み
入
れ
て
実
質
供
給
を
増
や
す
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
実
は
勤
務
医
が
日
常

行
っ
て
い
る
業
務
に
は
、「
医
師

し
か
行
っ
て
は
い
け
な
い
」
も
の

以
外
に
、
看
護
師
に
な
ら
任
せ
ら

れ
る
も
の
、
誰
に
で
も
任
せ
ら
れ

……………………………………………………

ど
う
や
っ
た
ら

供
給
は
増
や
せ
る
の
?

は
、
医
師
の
養
成
だ
と
思
い
ま
す
。

　

前
出
の
厚
労
省
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
全
国
の
医
学
部
か
ら
、
毎
年

7
7
0
0
人
程
度
の
医
師
が
誕
生

し
て
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
り
引

退
し
た
り
す
る
方
を
差
し
引
い
て

も
、
年
に
3
5
0
0
〜
4
0
0
0

人
は
増
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

そ
う
で
す
。

　

結
構
な
数
に
思
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
平
成
の
大
合
併
が
行

わ
れ
る
ま
で
全
国
に
自
治
体
が
約

3
千
あ
っ
た
こ
と
、
大
学
病
院
の

診
療
科（
医
局
）
が
20
以
上
あ
る

こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
実

は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
こ
と
が
、

ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
医
師
の
養
成
数（
＝

医
学
部
定
員
）
を
も
っ
と
増
や
す

べ
き
と
の
主
張
が
あ
り
ま
す
。
し

医
療
供
給
を
増
や
す
方
法
で

誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る
の

る
も
の（
＝
雑
用
）
が
結
構
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
看
護
師
も

雑
用
を
結
構
や
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
業
界
な
ら
、
時
給
の
高

い
有
資
格
者
に
雑
用
を
さ
せ
る
と

も
っ
た
い
な
い
と
い
う
経
営
判
断

が
働
く
も
の
で
し
ょ
う
が
、
医
師

は（
場
合
に
よ
っ
て
は
看
護
師
も
）

サ
ー
ビ
ス
残
業
が
当
た
り
前
と
い

う
慣
行
が
あ
る
た
め
、
医
師
・
看

護
師
に
主
業
務
に
加
え
て
雑
用
を

さ
せ
る
ほ
ど
病
院
の
経
営
は
助
か

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

誰
も
困
っ
て
い
な
い
な
ら
と
も

か
く
、
そ
ん
な
こ
と
で
勤
務
医
や

看
護
師
を
疲
弊
さ
せ
バ
ー
ン
ア
ウ

…………………………………………………………………………

医師法によって、
こんな義務があります。
　医師は、時間内に診療を求められた場
合、『正当な事由がなければ、これを拒
んではならない』と規定されています。
これを応召義務と呼びます。医師は自分
の都合で医療需要を抑制できないことに
なります。
　また、『医師は、死体又は妊娠四月以
上の死産児を検案して異状があると認め
たときは、二十四時間以内に所轄警察署
に届け出なければならない』という条文
もあります。これが、最近何かと話題に
なることの多い医師法21条です。

首都圏も夜間・休日は
大幅な供給不足です。
　都心には昼間人口に見合うよう病院や
診療所が潤沢にあり、供給不足の心配は
ないと感じるかもしれません。しかし実
は医師の多くが郊外から通っているので、
休日・夜間は過疎地域なみの陣容になっ
ています。不足を補うために無理やり当
直で残らせると、立ち去り（次項参照）
を促進して長続きしません。
　逆に郊外地域は夜間人口に比べて昼間
人口が少ないため、昼間人口に見合って
設置されている病院や診療所では、休
日・夜間に対応しきれません。

ト
さ
せ
る
と
し
た
ら
、
実
に
ア

ホ
ら
し
い
話
で
す
。
こ
の
勤
務

形
態
を
整
理
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
主
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
も
実
は
医

療
資
源
の
掘
り
起
こ
し

と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
し
難
点
と
い
う

か
当
た
り
前
の
話
と
し

て
、
掘
り
起
こ
し
た
分

の
人
件
費
は
増
え
ま
す
。

多
く
の
病
院
が
赤
字
な

の
で
、
診
療
報
酬
を
上

乗
せ
す
る
必
要
が
あ
り

そ
う
で
す
。

く
も
の
と
し
て
、
埋
も

れ
て
い
る
医
療
資
源
を

掘
り
起
こ
す
と
い
う
方

法
が
あ
り
ま
す
。
医
師

免
許
を
持
っ
て
い
な
が

ら
、
現
在
医
療
現
場
を

離
れ
た
と
い
う
方
に
再
登
板
し
て

い
た
だ
く
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
方
が
ど
の
程
度
い

る
の
か
、
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
多
く
の
人
が

指
摘
し
て
い
る
の
は
、
病
院
勤
務

…………………………………………………………………………

……………………………………………………
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20

ち
ら
は
実
際
に
陣
容
が
減
り
、
残

っ
た
人
の
負
担
を
さ
ら
に
重
く
し

ま
す
。
06
年
の
医
学
書
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
っ
た『
医
療
崩
壊
』（
朝

日
新
聞
社
）
で
、
虎
の
門
病
院
の

小
松
秀
樹
泌
尿
器
科
部
長
が
、
こ

の
現
象
を
指
摘
し
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の「
出
血
」
を
放
置
し
て
い

た
ら
、
現
在
の
医
療
体
制
は
崩
壊

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ

と
で「
止
血
」、
つ
ま
り「
過
重
な

負
担
」
を
取
り
除
く
方
法
を
考
え

ま
し
ょ
う
。

　
「
過
重
」
に
は
、
①
勤
務
時
間

②
責
任
の
二
つ
の
面
が
あ
り
ま
す
。
……………………………………………

現
在
の
医
療
体
制
を
人
体
に
た
と

え
、
医
療
者
を
血
液
に
た
と
え
る

な
ら
、
実
は
輸
血
の
前
に
止
血
が

必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

昨
日
ま
で
受
け
ら
れ
た
医
療
を

受
け
ら
れ
な
い
所
が
出
て
き
た
の

は
、
そ
こ
に
い
た
医
師
、
医
療
従

事
者
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
原
因
が「
集
約
化
」
な
ら
、

人
の
移
動
だ
け
で
地
域
全
体
の
陣

容
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、
も
う
一
つ「
立
ち
去
り
」
と

呼
ば
れ
る
深
刻
な
現
象
が
あ
り
ま

す
。

　

過
重
な
負
担
に
耐
え
か
ね
た
医

療
者（
特
に
医
師
）
が
職
場
・
医

局
を
離
れ
、
開
業
し
た
り
診
療
科

を
変
更
し
た
り
、
ひ
ど
い
場
合
に

は
転
職
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
こ

供
給
を
増
や
す
こ
と
ば
か
り

議
論
し
て
き
ま
し
た
が
、

立
ち
去
り
を
防
ぐ
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
?

う
ち
勤
務
時
間
に
関
し
て
は
、
前

項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
若
干
医

療
費
は
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
シ
フ
ト
制
を
敷
い
て
さ
ら
に

埋
も
れ
た
人
員
を
呼
び
戻
す
こ
と
、

職
種
ご
と
業
務
の
整
理
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
か
な
り
改
善
で
き
る

は
ず
で
す
。

　

残
る
責
任
の
方
は
、
結
構
難
題

で
す
。
医
療
者
た
ち
は
、
自
分
た

福島県立大野病院事件。
　稀
まれ

な胎盤状態の妊婦さんが、福島県立
大野病院での帝王切開出産後に大量出血
して亡くなり、手術した産婦人科医が、
業務上過失致死と医師法21条違反で逮
捕・起訴されました。被告側は全面無罪
を主張して、福島地裁で公判が続いてい
ます。
　同病院が産婦人科医1人しかいない「一
人医長」の施設だったことから、これを
きっかけに全国の一人医長施設で産科閉
鎖が相次ぎました。結果として、家の近
所にお産する施設が見つからない「お産
難民」も急増しています。

う
と
働
き
か
け
る
行
為
で
、
ど
ん

な
に
気
を
つ
け
て
も
悪
い
結
果
が

起
こ
り
得
る
も
の
で
す（
06
年
11

月
号「
医
療
安
全
特
集
」
参
照
）。

明
ら
か
な
ミ
ス
が
あ
っ
た
な
ど
の

過
程
で
な
く
、
結
果
だ
け
で
責
任

を
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
医

療
者
は
立
つ
瀬
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

医
療
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た

人
は
救
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
話
と
、
被
害
が
出
た
か
ら
に

は
医
療
者
の
責
任
を
問
う
べ
き
で

あ
る
と
い
う
話
が
一
緒
く
た
に
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
ま

ず
そ
こ
を
分
け
る
べ
き
で
す
。
誰

も
悪
く
な
く
て
も
被
害
が
生
じ
う

る
の
が
医
療
だ
か
ら
で
す
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
被
害
者
側
が

補
償
を
受
け
る
に
は
医
療
者
の
責

任
に
よ
る
損
害
へ
の
賠
償
請
求
と

い
う
形
を
取
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

医
療
者
に
民
事
責
任
を
負
わ
せ
る

……………………………………………………………………………………………………

の
が
仕
方
な
い
と
し
て
も
、
犯
罪

者
に
ま
で
す
る
必
要
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
。

　

医
療
者
は
、
自
分
た
ち
の
し
て

い
る
こ
と
が
、
世
の
た
め
人
の
た

め
に
な
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
過
酷
な
勤
務
に
耐
え

ら
れ
る
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。

善
意
で
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
犯
罪

と
認
定
さ
れ
る
よ
う
で
は
、
心
が

折
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も
多

く
の
場
合
、
医
師
や
看
護
師
な
ど

の
個
人
だ
け
が
責
任
を
問
わ
れ
、

背
景
に
あ
る
シ
ス
テ
ム
は
手
付
か

ず
の
ま
ま
残
さ
れ
る
の
で
す（
コ

ラ
ム
参
照
）。

………………………………………………………………………

ち
が
負
え
な
い

類た
ぐ
いの
責
任
ま
で

問
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。

最
た
る
も
の
が
、

結
果
に
対
す
る

刑
事
責
任
で
す
。

　

そ
も
そ
も
医

療
と
い
う
の
は
、

リ
ス
ク
を
冒
し

て
利
益
を
得
よ

Lohas Medical21



●感情的しこりや医療不信
　を残したまま。
●悪影響 or 使われない?

●相互理解の促進
●再発抑制への契機

評価裁断型解決
最後は金銭賠償

当事者のニーズに応答的
患者の納得を得て合意形成

感情的しこりが残る
臨床経過の全体像がわからないまま
再発抑制につながらない
医療不信から医療崩壊へ

コストが高い
時間がかかる

裁判手続きの
簡略化が必要

患者の納得を
得る方策が必要

仲裁審査パネル
（拘束力あり）

院内
メディエーター

事実評価・
賠償案諮問

事実評価・
賠償案提示

医師・弁護士
審査委員

審査手続へ

不
成
立

紛争

メディエーター
養成・供給

医療機能評価機構

図：©早稲田大学和田仁孝

解決

合意
解決

訴訟

せ
ん
。
ま
た
、「
癒
や
さ
れ
な
い
」

の
は
訴
訟
の
限
界（
下
図
右
と
24

頁
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
参
照
）
だ
っ

た
り
も
し
ま
す
。

　

ど
う
考
え
て
も
、
医
療
事
故
を

積
極
的
に
立
件
す
る
こ
と
が
、
医

療
者
の
心
を
折
っ
て
医
療
崩
壊
を

さ
せ
る
ほ
ど
の
公
益
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
と
は
い
え
、
癒
や
さ
れ
な

い
患
者
や
家
族
を
放
置
し
て
よ
い

は
ず
も
な
い
の
で
す
。
こ
こ
は
医

療
崩
壊
を
止
め
る
た
め
、
新
し
い

紛
争
処
理
の
方
法（
裁
判
外
紛
争

処
理
シ
ス
テ
ム
＝
A
D
R
）
が
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
現
在
、
こ
の
問
題
に
関
し

て
厚
生
労
働
省
で
も
制
度
設
計
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
7
月

の
参
議
院
議
員
選
挙
を
に
ら
ん
で

与
野
党
と
も
知
恵
を
絞
っ
て
お

り
、
一
つ
の
争
点
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
声
に
よ

っ
て
、
制
度
設
計
の
変
わ
る
可
能

性
が
十
分
あ
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム

は
下
図
表
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考

え
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う

に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
? 

る
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
際
に
は
人
間
が
運
用
し
て
い
ま

す
の
で
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
解

釈
が
変
わ
り
ま
す
。

　

警
察
や
検
察
が
、
あ
る
事
象
を

刑
事
事
件
と
し
て
立
件
す
る
か
し

な
い
か
、
実
は
被
害
者
感
情
が
ど

れ
だ
け
峻

し
ゅ
ん
れ
つ烈
か
に
よ
っ
て
も
判
断

が
左
右
さ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
刑

法
の
目
的
は
社
会
の
安
定
を
図
る

こ
と
。
恨
み
を
呑の

ん
だ
ま
ま
癒
や

さ
れ
な
い
人
が
大
勢
い
る
と
、
社

会
が
不
穏
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

つ
ま
り
近
年
、
医
療
事
故
が
刑

事
事
件
と
し
て
積
極
的
に
取
り
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、

医
療
で「
被
害
」
を
受
け
た
と
感

じ
、
し
か
も
癒
や
さ
れ
て
い
な
い

患
者
や
家
族
の
存
在
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
「
被
害
」
の
原
因
、「
癒
や
さ
れ

な
い
」
原
因
が
医
療
側
に
あ
る
の

な
ら
、
こ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る

の
も
仕
方
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
実
際
に
は
、
誰
が
悪
い
の

で
も
な
い
被
害
も
少
な
く
あ
り
ま

法
律
は
常
に
一
定
で
揺
る
ぎ

な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い

医
療
「
被
害
」は

A
D
R
で
解
決
を

民事訴訟の問題点

対話自律型
ADR

裁判準拠型
ADR

医療事故裁判外
紛争処理システム

相談
サポート

中立評価
パネル

（拘束力なし）

対話調整
手続

（メディエーション）

仲裁手続
（拘束力あり）

1

2-B

2-A 3


