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最
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
第
三
小
法
廷
決
定

平
成
一
九
年
（
あ
）
第
五
八
五
号
：
殺
人
被
告
事
件
、
刑
集
六
三
巻
一
一
号
一
八
九
九
頁
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判
例
時
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二
〇
六
六
号
一
五
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
一
六
号
一
四
七
頁

緒
　
　
方
　
　
あ
ゆ
み

一
　
事
実
の
概
要

　

本
件
は
、
後
述
の
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
以
降
、
医
師
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
て
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
初
め
て
の
事
件
で
あ
り
、
ま
た
、
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一
二

最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
た
こ
と
も
初
め
て
で
あ
っ
た
た
め
、
世
間
お
よ
び
刑
法
学
者
等
の
注
目
を
集
め
た
。

　

本
件
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
患
者
Ａ
（
当
時
五
八
歳
）
は
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
日
、
仕
事
帰
り
の
自
動
車
内
で
気
管

支
喘
息
重
責
発
作）

1
（

を
起
こ
し
、
同
発
作
に
伴
う
低
酸
素
性
脳
損
傷
で
呼
吸
が
一
時
停
止
す
る
症
状
で
川
崎
協
同
病
院
に
入
院
し
、
救
命
措
置

に
よ
り
心
肺
機
能
は
蘇
生
し
、
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
挿
管
し
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
自
発
呼
吸
が
で
き
る
ま
で
に
回
復
し
た
。
し
か
し
、
重
度

の
低
酸
素
性
脳
損
傷
に
よ
り
大
脳
機
能
の
み
な
ら
ず
脳
幹
機
能
に
も
重
篤
な
後
遺
症
が
残
り
、
深
い
昏
睡
状
態
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

さ
ら
に
、
重
度
の
気
道
感
染
症
と
敗
血
症
も
合
併
し
て
い
た
。
本
件
被
告
人
で
長
年
Ａ
の
主
治
医
を
し
て
い
た
同
病
院
元
呼
吸
器
内
科
部
長

Ｓ
医
師
は
、
治
療
中
の
Ａ
に
つ
い
て
、
延
命
治
療
を
続
行
す
る
こ
と
に
よ
り
Ａ
の
肉
体
が
細
菌
に
冒
さ
れ
る
な
ど
し
て
汚
れ
て
い
く
前
に
、

Ａ
に
と
っ
て
は
異
物
で
あ
る
気
道
確
保
の
た
め
に
鼻
か
ら
気
管
内
に
挿
入
し
た
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
去
し
て
出
来
る
限
り
自
然
な
か
た
ち
で
息
を

引
き
取
ら
せ
て
看
取
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
い
た
。
被
告
人
は
、
Ａ
の
家
族
を
集
め
、
そ
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
、
同
年
一
一
月
一

六
日
午
後
六
時
頃
、
病
室
に
お
い
て
、
Ａ
が
死
亡
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
あ
え
て
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
去
し
、
呼
吸
を
確
保
す
る
措

置
を
と
ら
ず
に
Ａ
が
死
亡
す
る
の
を
待
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
は
予
期
に
反
し
て
海
老
の
よ
う
に
背
を
仰
け
反
ら
せ
て
体
を
痙
攣
さ
せ
、
顔
を

苦
悶
す
る
よ
う
に
歪
ま
せ
、
息
を
吸
お
う
と
す
る
と
胸
が
へ
こ
む
と
い
う
奇
異
呼
吸
（
＝
苦
悶
様
呼
吸
）
を
始
め
、
ゴ
ー
ゴ
ー
と
い
う
気
道

の
狭
窄
音
と
痰
が
ガ
ラ
ガ
ラ
と
絡
む
音
が
部
屋
に
響
い
た
。
被
告
人
は
、
本
人
に
と
っ
て
も
家
族
に
と
っ
て
も
よ
く
な
い
と
思
い
、
鎮
静
剤

で
呼
吸
抑
制
作
用
も
あ
る
セ
ル
シ
ン
及
び
ド
ル
ミ
カ
ム
を
多
量
に
投
与
し
、
体
の
動
き
は
抑
制
さ
れ
た
も
の
の
呼
吸
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
在
室
し
て
い
た
幼
児
を
含
む
Ａ
の
家
族
ら
に
見
せ
続
け
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
、
同
僚

医
師
に
助
言
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
筋
弛
緩
剤
で
あ
る
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
（
一
般
名
は
臭
化
パ
ン
ク
ロ
ニ
ウ
ム
注
射
液
）
の
使
用
を
助
言
さ
れ
た

た
め
、
苦
悶
様
呼
吸
を
止
め
る
た
め
に
は
同
剤
を
使
う
ほ
か
な
い
と
考
え
、
筋
弛
緩
剤
で
呼
吸
筋
を
弛
緩
さ
せ
て
窒
息
死
さ
せ
よ
う
と
決
意

し）
2
（

、
同
日
午
後
七
時
頃
、
事
情
を
知
ら
な
い
准
看
護
師
に
命
じ
て
、
Ａ
の
中
心
静
脈
に
注
射
器
に
詰
め
ら
れ
た
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
を
三
ア
ン
プ
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ル
注
入
さ
せ
た
。
Ａ
は
、
ま
も
な
く
そ
の
呼
吸
を
停
止
さ
せ
、
同
日
午
後
七
時
一
一
分
頃
、
同
室
に
お
い
て
呼
吸
筋
弛
緩
に
基
づ
く
窒
息
に

よ
り
死
亡
し
た
。
Ａ
の
死
亡
か
ら
三
年
後
、
被
告
人
と
患
者
の
治
療
方
針
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
医
師
の
内
部
告
発
に
よ
り
問
題
が
明

る
み
に
出
た
た
め
、
被
告
人
は
、
川
崎
協
同
病
院
の
勧
告
を
受
け
て
退
職
し
た
が
、
Ａ
に
対
す
る
抜
管
行
為
に
つ
い
て
殺
人
罪
で
逮
捕
・
起

訴
さ
れ
た
。

第
一
審
　
横
浜
地
裁
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
判
決
刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
〇
五
七
頁

　

弁
護
人
側
は
、
事
実
認
定
に
関
す
る
補
足
説
明
と
し
て
、
①
筋
弛
緩
薬
は
、
Ａ
の
苦
悶
様
呼
吸
を
沈
静
化
さ
せ
る
目
的
で
被
告
人
自
ら
一

ア
ン
プ
ル
投
与
し
、
数
分
後
、
そ
の
呼
吸
が
落
ち
着
い
た
時
点
で
点
滴
を
中
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
投
与
量
は
認
定
事
実
よ
り
も
少
な
い

こ
と
、
②
Ａ
の
死
因
は
呼
吸
筋
弛
緩
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
③
被
告
人
に
よ
る
本
件
抜
管
行
為
は
、
治
療
不
可
能
で
回
復
の
見
込
み

が
な
く
死
が
不
可
避
な
末
期
状
態
に
お
い
て
、
Ａ
の
意
思
を
推
定
す
る
に
足
り
る
家
族
の
強
い
意
思
表
示
を
受
け
て
Ａ
に
自
然
の
死
を
迎
え

さ
せ
る
た
め
に
治
療
行
為
の
中
止
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
殺
意
は
な
か
っ
た
旨
主
張
し
、
被
告
人
も
公
判
廷
に
お
い
て
同
様
の
供

述
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
判
決）

3
（

の
説
示
に
照
ら
し
て
も
実
質
的
違
法
性
な
い
し
可
罰
的
違
法
性
が
な
い
旨
を
主
張
し

た
。

　

一
審
は
、
①
に
関
し
て
、
被
告
人
の
指
示
に
よ
っ
て
三
ア
ン
プ
ル
投
与
し
た
と
の
准
看
護
師
の
証
言
は
信
用
で
き
、
被
告
人
に
よ
る
カ
ル

テ
の
記
載
は
虚
偽
の
記
入
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
②
に
関
し
て
は
、
被
告
人
は
、
准
看
護
師
に
命
じ
て
Ａ
に
筋
弛
緩
剤
を
静
脈
注
射
さ
せ
、

Ａ
は
呼
吸
筋
弛
緩
に
基
づ
く
窒
息
に
よ
り
死
亡
し
た
と
認
定
し
た
、
③
に
関
し
て
も
、
家
族
ら
は
被
告
人
の
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
抜
去
の
提
案

を
治
療
行
為
と
勘
違
い
し
て
病
室
に
集
ま
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
被
告
人
は
、
家
族
ら
が
質
問
を
せ
ず
、
異
論
も
出
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さ
な
か
っ
た
こ
と
を
自
分
の
Ａ
の
看
取
り
の
方
針
が
了
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
抜
管
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た）

4
（

。
こ
の
理

由
と
し
て
、
Ａ
の
主
治
医
と
し
て
の
被
告
人
が
、
Ａ
の
家
族
ら
に
﹁
九
割
九
分
植
物
状
態）

5
（

に
な
る
、
九
割
九
分
九
厘
脳
死
状
態
﹂
と
告
げ
る

な
ど
、
家
族
ら
の
理
解
能
力
、
精
神
状
態
等
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
不
正
確
で
不
十
分
か
つ
不
適
切
な
説
明
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
Ａ
は
気
道
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
自
発
呼
吸
が
可
能
な
状
態
に
あ
り
、
な
お
、
一
週
間
か
ら
三
か
月
程
度
の
余

命
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
り
、﹁
回
復
不
能
で
死
期
が
迫
っ
て
い
る
﹂
場
合
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
被
告
人
は
、

家
族
ら
と
の
意
思
疎
通
を
欠
い
た
結
果
、
家
族
ら
の
誤
解
を
招
く
一
方
、
治
療
中
止
に
関
す
る
家
族
の
真
意
を
十
分
に
確
認
せ
ず
、
家
族
ら

の
意
思
に
反
し
て
治
療
の
中
止
を
し
た
の
み
な
ら
ず
、
筋
弛
緩
剤
ま
で
投
与
し
て
Ａ
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
は
、
医
師
と
し
て
許
さ
れ

る
一
線
を
逸
脱
し
違
法
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
た
だ
し
、
量
刑
事
情
と
し
て
、
①
被
告
人
は
極
め
て
繁
忙
な
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
病

院
の
管
理
体
制
に
相
当
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
終
末
期
医
療
の
現
場
に
お
い
て
、
チ
ー
ム
医
療
充
実
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
病
院
に
お
い
て
は
、
複
数
の
医
師
及
び
看
護
師
等
が
連
携
し
て
余
命
の
推
定
な
ど
の
重
要
事
項
を
ど
う
判
断
す
る
か

に
つ
い
て
、
チ
ー
ム
医
療
体
制
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
昏
睡
状
態
・
植
物
状
態
の
患
者
を
支
え
る
医
療
体
制
等
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い

え
な
い
状
況
に
あ
り
、
本
件
に
は
、
そ
の
よ
う
な
患
者
の
受
け
皿
に
苦
悩
す
る
医
療
現
場
に
お
い
て
生
じ
た
問
題
と
い
う
側
面
が
伺
え
、
被

告
人
一
人
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
執
行
猶
予
付
判
決
と
し
た
（
懲
役
三
年
執
行
猶
予
五
年
、
求
刑
は
懲
役
五
年
）。

　

ま
た
、
一
審
は
、
被
告
人
の
抜
管
行
為
に
至
る
意
思
と
Ａ
の
家
族
と
の
や
り
と
り
、
さ
ら
に
は
病
院
内
で
の
医
療
従
事
者
間
で
の
や
り
と

り
に
つ
い
て
入
念
な
事
実
認
定
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、
一
審
は
、
判
決
文
の
構
成
と
し
て
、
総
論
と
し
て
﹁
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中

止
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
、（
一
）
患
者
の
終
末
期
に
お
け
る
自
己
決
定
と
（
二
）
治
療
義
務
の
限
界
に
つ
い
て
裁
判
所
の
基
本
的
考
え
方

を
示
し
、
各
論
と
し
て
﹁
本
件
に
お
け
る
問
題
点
﹂
に
お
い
て
、（
一
）﹁
回
復
可
能
性
及
び
死
期
の
切
迫
性
に
つ
い
て
﹂、（
二
）﹁
患
者
本
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人
の
意
思
の
確
認
に
つ
い
て
﹂、（
三
）﹁
治
療
義
務
の
限
界
に
つ
い
て
﹂
の
三
点
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
上
、﹁
結
論
﹂
を
導
き
、﹁
量
刑
の

事
情
﹂
に
お
い
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
①
回
復
可
能
性
及
び
死
期

の
切
迫
性
に
つ
い
て
は
、﹁
被
告
人
は
、
被
害
者
の
脳
波
等
の
検
査
す
ら
実
施
し
て
い
な
い
た
め
、
⋮
本
件
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
回
復

の
可
能
性
や
死
期
切
迫
の
程
度
を
判
断
す
る
十
分
な
検
査
等
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
⋮
、
本
件
抜
管
行
為

を
緊
急
に
実
施
す
べ
き
事
情
も
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
脳
神
経
外
科
医
等
他
の
医
師
の
意
見
等
を
徴
し
て
被
害
者
の
病

状
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
容
易
に
可
能
で
あ
っ
た
﹂
と
し
、
②
患
者
本
人
の
意
思
の
確
認
に
つ
い
て
も
、﹁
被
告
人
は
、

患
者
を
最
も
良
く
知
る
と
思
わ
れ
る
家
族
ら
に
対
し
て
も
、
患
者
本
人
の
意
思
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
提
と
な

る
家
族
ら
に
対
す
る
患
者
の
病
状
・
余
命
、
本
件
抜
管
行
為
の
意
味
等
の
説
明
す
ら
十
分
に
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
こ
と
か
ら
、
③
治
療
義
務

の
限
界
に
つ
い
て
、﹁
本
件
抜
管
行
為
の
直
前
ま
で
適
切
な
医
療
措
置
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件

抜
管
の
時
点
に
お
い
て
は
、
⋮
、
被
害
者
に
は
未
だ
昏
睡
か
ら
の
回
復
、
さ
ら
に
は
植
物
状
態
か
ら
の
回
復
と
い
う
可
能
性
も
前
述
の
よ
う

な
確
率
で
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
医
師
と
し
て
は
、
本
件
患
者
の
昏
睡
等
の
脱
却
を
目
標
に
最
善
を
尽
く
し
て
治
療
を
続
け
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
の
本
件
抜
管
行
為
は
、
治
療
義
務
の
限
界
を
論
じ
る
ほ
ど
治
療
を
尽
く
し
て
い

な
い
時
点
で
な
さ
れ
た
も
の
で
、
早
す
ぎ
る
治
療
中
止
と
し
て
非
難
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
観
点
か

ら
の
治
療
中
止
も
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
結
論
づ
け
た
。

　

弁
護
人
側
は
、
①
被
告
人
は
、
筋
弛
緩
剤
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
を
一
ア
ン
プ
ル
点
滴
投
与
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
投
与
は
殺
人
の

実
行
行
為
で
は
な
く
、
死
因
は
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
窒
息
で
は
な
い
こ
と
、
②
本
件
抜
管
時
に
は
Ａ
の
死
期
は
切
迫
し
て
お
り
、
被
告
人

は
治
療
中
止
に
つ
い
て
の
Ａ
の
意
思
を
推
定
す
る
に
足
り
る
家
族
の
要
請
に
基
づ
き
本
件
抜
管
を
行
っ
た
の
で
違
法
性
が
な
く
、
原
判
決
に

は
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
控
訴
し
た
。
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昏
睡
状
態
患
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二
一
六

第
二
審
　
東
京
高
裁
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
判
決
刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
一
三
五
頁

　

弁
護
人
側
は
、
Ａ
の
死
因
お
よ
び
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
の
投
与
に
関
し
て
、
Ｋ
医
師
に
よ
る
鑑
定
書
お
よ
び
公
判
廷
で
の
供
述
を
採
用
し
て
争

っ
た
が
、
東
京
高
裁
は
、
前
者
に
関
し
て
は
二
審
の
証
人
で
あ
る
Ｎ
医
師
の
意
見
に
依
拠
し
て
弁
護
人
側
の
主
張
を
退
け
、
後
者
に
関
し
て

も
、
弁
護
人
側
が
信
用
で
き
な
い
と
主
張
し
た
看
護
師
Ｈ
の
供
述
は
信
用
で
き
る
と
し
た
。

　

二
審
は
、
治
療
中
止
の
許
容
性
の
要
件
に
関
し
て
、﹁
裁
判
所
は
、
当
該
刑
事
事
件
の
限
ら
れ
た
記
録
の
中
で
の
み
検
討
を
行
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
む
ろ
ん
、
尊
厳
死
に
関
す
る
一
般
的
な
文
献
や
鑑
定
的
な
学
術
意
見
等
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
い
く
ら
頑
張
っ
て
み
て

も
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
尊
厳
死
を
適
法
と
す
る
場
合
で
も
、
単
な
る
実
体
的
な
要
件
の
み
が
必
要
な
の
で

は
な
く
、
必
然
的
に
そ
の
手
続
的
な
要
件
も
欠
か
せ
な
い
。
例
え
ば
、
家
族
の
同
意
が
一
要
件
に
な
る
と
し
て
も
、
同
意
書
の
要
否
や
そ
の

様
式
等
も
当
然
に
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
師
側
の
判
断
手
続
や
そ
の
主
体
を
ど
う
す
る
か
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

手
続
全
般
を
構
築
し
な
け
れ
ば
、
適
切
な
尊
厳
死
の
実
現
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
法
律
な
い
し
こ
れ
に
代
わ
り
得
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
策
定
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、
国
を
挙
げ
て
議
論
・
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
司
法
が
抜
本
的
な
解
決
を
図
る

よ
う
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
裁
判
所
の
見
解
を
示
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
患
者
の
中
止
意
思
も
な
く
、
死
期
が
切
迫
し

た
と
も
治
療
義
務
が
限
界
に
達
し
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
本
件
で
は
、
自
己
決
定
論
・
治
療
義
務
論
を
仮
定
し
て
も
正
当
化
の
余
地
は
な
い

と
す
る
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
原
審
と
異
な
り
、
①
家
族
に
対
す
る
説
明
に
配
慮
を
欠
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
②
家
族
か
ら
抜
管
の

要
請
が
あ
っ
た
事
実
は
証
拠
上
否
定
で
き
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
、
職
権
に
よ
り
量
刑
不
当
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
酌
量
減
軽
し
て
、

被
告
人
に
対
し
殺
人
罪
（
平
成
一
六
年
改
正
前
）
と
し
て
は
最
も
軽
い
懲
役
一
年
六
月
執
行
猶
予
三
年
を
言
い
渡
し
た
。

　

弁
護
人
側
は
、
被
告
人
は
、
終
末
期
に
あ
っ
た
Ａ
に
対
し
て
、
被
害
者
の
意
思
を
推
定
す
る
に
足
り
る
家
族
か
ら
の
強
い
要
請
に
基
づ
き
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社
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六
七
巻
三
号�

一
三
九

一
二
一
七

気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
抜
管
は
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
で
あ
る
こ
と
、
被
告
人
に
は
そ
も
そ
も
殺
意
は

存
在
せ
ず
、
延
命
行
為
の
差
し
控
え
と
医
療
行
為
の
中
止
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
も
な
い
こ
と
、
医
師
に
よ
る
延
命
治
療
の
差
し
替
え
、

治
療
行
為
の
中
止
や
尊
厳
死
に
刑
法
を
適
用
し
、
医
師
を
殺
人
罪
で
立
件
す
る
こ
と
は
、
本
来
刑
法
が
謙
抑
的
で
補
充
的
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
最
後
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
国
民
の
意
識
と
逆
行
し
て
い
る
な
ど
と
主
張
し
て
、
①
意
識
が
な
く
意
思
表
示
で
き
な
い
患
者
に
憲
法

上
保
障
さ
れ
て
い
る
自
己
決
定
権
を
否
定
し
た
原
判
決
は
、
憲
法
一
三
条
お
よ
び
同
法
一
四
条
違
反
が
あ
る
こ
と
の
憲
法
違
反
、
②
終
末
期

医
療
に
関
す
る
高
裁
判
決
で
あ
る
名
古
屋
高
裁
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
二
日
判
決）

6
（

と
原
判
決
と
の
間
に
看
過
で
き
な
い
齟
齬
、
不
統
一
が
存

在
す
る
こ
と
の
判
例
違
反
、
③
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
大
な
事
実
誤
認
、
ま
た
は
法
令
の
解
釈
適
用
に
重
大
な
誤
り
が
あ
る
と
し
て
上
告

し
た
。

　

最
高
裁
は
、
②
に
関
し
て
は
、
事
案
を
異
に
す
る
判
例
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
本
件
に
適
切
で
は
な
い
、
①
③
に
関
し
て
も
、
実
質

は
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
が
、
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜

管
行
為
の
違
法
性
に
関
し
て
以
下
の
見
解
を
示
し
た
。
な
お
、
最
高
裁
も
二
審
と
同
様
に
、
治
療
中
止
行
為
の
許
容
性
に
関
し
て
、
一
般
的

な
要
件
の
定
立
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
　
決
定
要
旨
　（
上
告
棄
却
）　

最
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
決
定
刑
集
六
三
巻
一
一
号
一
八
九
九
頁

　
﹁
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
事
実
経
過
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
が
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
を
起
こ
し
て
入
院
し
た
後
、
本
件
抜
管
時
ま

で
に
、
同
人
の
余
命
等
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
脳
波
等
の
検
査
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
発
症
か
ら
い
ま
だ
二
週
間
の
時
点
で
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二
一
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も
あ
り
、
そ
の
回
復
可
能
性
や
余
命
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
を
下
せ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
は
、

本
件
時
、
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
は
、
被
害
者
の
回
復
を
あ
き
ら
め
た
家
族
か
ら
の

要
請
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
請
は
上
記
の
状
況
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
お
り
被
害
者
の
病
状
等
に
つ
い
て
適
切
な
情
報

が
伝
え
ら
れ
た
上
で
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
上
記
抜
管
行
為
が
被
害
者
の
推
定
的
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
以
上
に
よ

れ
ば
、
上
記
抜
管
行
為
は
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
け
る
気
管

内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
行
為
を
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
の
投
与
行
為
と
併
せ
殺
人
行
為
を
構
成
す
る
と
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
﹂。

三
　
研
　
究

（
一
）　
本
件
の
争
点

　

本
件
の
争
点
は
、
①
終
末
期
医
療
に
お
い
て
﹁
適
法
な
治
療
行
為
の
中
止
﹂
は
認
め
ら
れ
る
か
、
②
本
件
被
告
人
に
よ
る
Ａ
の
気
管
内
チ

ュ
ー
ブ
の
抜
管
行
為
は
﹁
適
法
な
治
療
行
為
の
中
止
﹂
に
当
た
る
か
の
二
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中

止
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）　
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
及
び
中
止
と
は

　

日
本
学
術
会
議
の
死
と
医
療
特
別
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
で
は
、
生
命
維
持
治
療
の
中
止
の
意
義
に
つ
い
て
、﹁
医
療
に
お
い
て
は
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
法
理
が
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
意
思
な
い
し
判
断
能
力
を
有
す
る
患
者
が
末
期
状
態
に
お
い
て
延

命
医
療
を
拒
否
し
て
い
る
以
上
は
、
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ
て
生
命
の
短
縮
を
招
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
医
師
は
そ
の
患
者
の
意
思
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社
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六
七
巻
三
号�

一
四
一

一
二
一
九

に
従
う
べ
き
﹂
で
あ
り
、﹁
延
命
医
療
の
中
止
は
自
然
の
死
を
迎
え
さ
せ
る
た
め
の
措
置
で
あ
り
、そ
の
場
合
の
死
は
、自
殺
で
も
な
け
れ
ば
、

医
師
の
手
に
よ
る
殺
人
で
も
な
い
と
い
う
べ
き
﹂
と
し
て
い
る）

7
（

。
そ
れ
で
は
、
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
が
認
め
ら
れ
る
要

件
、
拒
否
の
対
象
と
な
る
具
体
的
な
治
療
の
内
容
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
、
現
在
、
わ
が
国
の
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
ど
の
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
る
の
か
。

ア　

終
末
期
と
は

　

日
本
医
師
会
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
〇
九
で
は
、
終
末
期
（
広
義
）
の
定
義
を
﹁
担
当
医
を
含
む
複
数
の
医
療
関
係
者
が
、
最
善
の

医
療
を
尽
く
し
て
も
、
病
状
が
進
行
性
に
悪
化
す
る
こ
と
を
食
い
止
め
ら
れ
ず
に
死
期
を
迎
え
る
と
判
断
し
、
患
者
も
し
く
は
患
者
が
意
思

決
定
で
き
な
い
場
合
に
は
患
者
の
意
思
を
推
定
で
き
る
家
族
等
が
﹃
終
末
期
﹄
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
た
も
の
と
担
当
医
が
判
断
し

た
時
点
か
ら
死
亡
ま
で
﹂
を
い
う
と
し
て
い
る）

8
（

。
し
か
し
、﹁
終
末
期
﹂
は
、
患
者
が
有
す
る
疾
病
や
状
態
（
救
急
医
療
等
に
お
け
る
急
性

型
終
末
期
、
が
ん
等
の
亜
急
性
型
終
末
期
、
高
齢
者
や
認
知
症
等
の
慢
性
型
終
末
期
等
）
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
状
態
が
終

末
期
か
は
、
患
者
の
状
態
を
踏
ま
え
て
、
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
の
適
切
か
つ
妥
当
な
判
断
に
よ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り）

9
（

、
各
種
学
会
に
お
い
て

別
途
終
末
期
に
関
す
る
定
義
が
定
め
ら
れ
て
い
る）
₁₀
（

。

イ　

生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
の
要
件

　

終
末
期
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
ま
た
は
中
止
の
措
置
を
実
施
す
る
際
、
特
に
後
者
の
中
止
を
検
討

す
る
際
に
は
、
前
提
条
件
と
し
て
、
①
で
き
る
限
り
早
期
か
ら
肉
体
的
な
苦
痛
等
を
緩
和
す
る
た
め
の
ケ
ア
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
②
緩
和
が

十
分
に
行
わ
れ
た
上
で
、
医
療
行
為
の
開
始
・
不
開
始
、
医
療
内
容
の
変
更
・
中
止
等
は
、
十
分
な
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
基
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同
志
社
法
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六
七
巻
三
号�

一
四
二

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

一
二
二
〇

づ
く
患
者
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ）
₁₁
（

、
患
者
の
意
思
決
定
を
基
本
と
し
、
医
学
的
な
妥
当
性
と
適
切
性
を
も
と
に
医
療
・
ケ
ア

チ
ー
ム
に
よ
っ
て
慎
重
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₁₂
（

。
日
本
医
師
会
の
﹃
医
師
の
職
業
倫
理
指
針
［
改
訂
版
］﹄
で
は
、
終
末
期
患
者

に
お
け
る
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
や
中
止
は
、
①
患
者
が
治
療
不
可
能
な
病
気
に
冒
さ
れ
、
回
復
の
見
込
み
も
な
く
死
が
避
け
ら
れ
な

い
終
末
期
状
態
に
あ
り
、
②
治
療
行
為
の
差
し
控
え
や
中
止
を
求
め
る
患
者
の
意
思
表
示
が
そ
の
時
点
で
存
在
す
る
こ
と
の
二
点
を
重
要
な

要
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る）
₁₃
（

。
同
指
針
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
初
め
て
生
命
維
持
治
療
の
中
止
の
要
件
を
示
し
た
前
述
の
日
本
学
術
会
議
の
死

と
医
療
特
別
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
の
見
解
が
ほ
ぼ
反
映
さ
れ
て
い
る）
₁₄
（

。

ウ　

拒
否
の
意
思
表
示
の
対
象
と
な
る
生
命
維
持
治
療
の
内
容
お
よ
び
範
囲

　

終
末
期
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
す
る
苦
痛
の
緩
和
に
関
す
る
治
療
や
基
本
看
護
（
徐
痰
、
排
尿
・
排
便
へ
の
配
慮
、
身
体
衛
生
の
保
持

等
）
を
除
く）
₁₅
（

、
差
し
控
え
ま
た
は
中
止
の
対
象
と
な
り
う
る
人
為
的
な
治
療
と
し
て
、
①
栄
養
補
給
治
療
（
経
管
栄
養
・
静
脈
栄
養
）
お
よ

び
水
分
補
給
治
療
、
②
呼
吸
・
循
環
管
理
、
③
人
工
透
析
、
血
液
浄
化
、
④
人
工
呼
吸
器
、
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
、
人
工
心
肺
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。
④
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
装
置
を
停
止
す
る
ま
た
は
取
り
外
す
と
い
う
行
為
を
し
た
場
合
、
短
時
間
で
患
者
は
心
停
止
と
な
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
装
置
に
つ
な
が
な
い
こ
と
（
不
作
為
）
に
よ
り
患
者
の
死
期
を
早
め
る
と
い
う
判
断
を
超
え
て
お
り
、
医
師
の
作
為
に
よ
る

縮
命
（
殺
人
）
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
日
本
救
急
医
学
会
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
公
表
し
た
﹁
救
急
医
療
に
お
け
る
終
末

期
医
療
に
関
す
る
提
言
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）﹂
に
お
い
て
、﹁
終
末
期
に
お
け
る
作
為
ま
た
は
無マ

マ
作
為
な
ど
と
法
律
論
的
な
観
点
か
ら
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
意
義
を
問
い
た
い
と
い
う
主
治
医
と
し
て
の
期
待
や
願
望
は
否
め
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
人
の
倫
（
み
ち
）
に

適
う
こ
と
を
行
っ
て
法
的
に
咎
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
考
え
に
よ
り
ま
す
﹂
と
明
記
し）
₁₆
（

、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
終
末
期）
₁₇
（

と
診

断
さ
れ
た
患
者
に
よ
る
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
な
ど
有
効
な
事
前
指
示
が
確
認
で
き
、
か
つ
家
族
ら
に
そ
れ
を
﹁
受
容
す
る
意
思
﹂
が
認
め



（　
　
　
　

）

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
四
三

一
二
二
一

ら
れ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
家
族
ら
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
人
工
呼
吸
器
、
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
、
人
工
心
肺
な
ど
を
中
止
ま
た
は
取
り
外
す

と
し
て
い
る）
₁₈
（

。

　

な
お
、
医
師
が
患
者
に
致
死
薬
を
投
与
す
る
な
ど
の
積
極
的
安
楽
死
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
最
近
の
緩
和
医
療
の
発
達
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
患
者
の
肉
体
的
苦
痛
を
除
去
す
る
た
め
に
あ
え
て
安
楽
死
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
考
え
に
く
く
、
倫
理
的
に
も
医
師
は
安

楽
死
に
加
担
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）
₁₉
（

。
た
だ
し
、
判
例
で
は
、
後
述
の
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
に
お
い
て
、
医
師
に
よ

る
積
極
的
安
楽
死
が
認
め
ら
れ
る
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）　
学
説
お
よ
び
判
例

ア　

学　

説

　

終
末
期
状
態
の
患
者
で
、
意
識
・
判
断
能
力
が
な
い
場
合
、
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
に
関
し
て
本
人
の
意
思
の
確
認
が

で
き
な
い
た
め
、
い
っ
た
ん
、
人
工
呼
吸
器
に
つ
な
ぐ
な
ど
の
人
為
的
な
生
命
維
持
治
療
を
開
始
し
た
場
合
、
装
置
を
停
止
す
る
ま
た
は
取

り
外
す
と
短
時
間
で
患
者
は
死
に
至
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
か
ら
生
命
維
持
治
療
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
形
態
に
よ
り
患
者
の
死
期

を
早
め
る
と
い
う
判
断
を
超
え
て
お
り
、
医
師
の
作
為
に
よ
る
殺
人
が
問
題
と
な
る）
₂₀
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
訴
因
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
、
患
者
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
行
為
は
、﹁
抜
管
す
る
﹂
と
い
う
積
極
的
な
行
為
が
あ
る
か
ら
作
為
で
あ
る

と
み
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
り
、
挿
管
と
い
う
治
療
行
為
が
あ
る
以
上
、
挿
管
し
な
か
っ
た
場
合
と
は
状
況
が
異
な
り
、
不
作
為
と
法
的

に
同
価
値
と
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
抜
管
行
為
は
患
者
の
死
期
を
早
め
る
作
為
で
あ
り
、
患
者
本
人
の
同
意
が
な

い
以
上
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
性
の
段
階
で
阻
却
事
由
の
有
無
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
学
説
・
判
例
は
、
一
定
の
要
件
下
に
お
い
て
、
法
的
に
許
容
さ
れ
る
範
囲
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
を
展
開
し
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て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
患
者
や
家
族
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
治
療
行
為
の
中
止
や
死
期
を
早
め
る
措
置
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
態
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
む
し
ろ
適
法
と
な
る
根
拠
と
そ
の
要
件
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る）
₂₁
（

。
そ
し
て
、
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
治
療
中
止
行
為
が
結
果
と
し
て
患
者
の
生
命
を
短
縮
さ
せ
る
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
行

為
中
止
の
適
法
化
の
根
拠
は
、患
者
の
意
思
を
抜
き
に
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、第
一
に
は
憲
法
一
三
条
で
保
障
さ
れ
る
①
﹁
患

者
の
自
己
決
定
権
﹂
が
根
拠
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
刑
法
は
、
二
〇
二
条
に
規
定
さ
れ
る
同
意
殺
人
罪
な
ど
を
犯
罪
と
し

て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
患
者
の
意
思
だ
け
で
治
療
行
為
の
中
止
を
正
当
化
し
て
殺
人
罪
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生

命
維
持
治
療
を
差
し
控
え
る
ま
た
は
中
止
す
る
こ
と
に
よ
り
患
者
の
死
期
を
早
め
る
措
置
を
採
る
と
い
う
判
断
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
第

二
と
し
て
、﹁
医
師
の
治
療
義
務
の
消
失
﹂、
す
な
わ
ち
、﹁
治
療
義
務
の
限
界
﹂
と
い
う
点
も
正
当
化
根
拠
と
な
る
。
本
決
定
も
、
本
件
抜

管
行
為
が
法
律
上
許
容
さ
れ
る
中
止
行
為
に
当
た
る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

イ　

生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
・
中
止
が
問
題
と
な
っ
た
事
件

ａ　

東
海
大
学
安
楽
死
事
件

　

本
件
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
初
め
て
医
師
に
よ
る
積
極
的
安
楽
死
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
学
術
会
議
の
尊
厳
死
の
在
り

方
に
関
す
る
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
大
学
附
属
病
院
に
勤
務
す
る
医

師
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
治
療
不
可
能
な
が
ん
に
冒
さ
れ
て
入
院
し
て
い
た
患
者
が
余
命
数
日
と
い
う
末
期
状
態
に
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
苦

し
そ
う
な
息
づ
か
い
を
見
た
妻
や
息
子
か
ら
、
や
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
た
の
で
楽
に
さ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
て
、
最
初
点
滴
を
外
す
な

ど
全
面
的
な
治
療
の
中
止
を
行
い
（
①
）、
さ
ら
に
楽
に
さ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
て
、
苦
し
そ
う
な
息
づ
か
い
を
抑
え
る
た
め
呼
吸
抑
制
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の
作
用
の
あ
る
薬
剤
を
注
射
し
（
②
）、
な
お
苦
し
そ
う
な
息
づ
か
い
が
治
ま
ら
ず
、
息
子
か
ら
今
日
中
に
家
に
連
れ
て
帰
り
た
い
な
ど
と

頼
ま
れ
て
、
患
者
に
息
を
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
を
決
意
し
て
心
停
止
作
用
の
あ
る
塩
化
カ
リ
ウ
ム
等
を
注
射
し
、
即
時
死
亡
さ
せ
た
（
③
）

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
最
後
の
直
接
患
者
の
死
を
惹
起
し
た
行
為
に
つ
き
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

　

本
件
に
お
い
て
、
横
浜
地
裁
は
、
被
告
人
の
行
為
を
、
①
治
療
行
為
の
中
止
、
②
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
行
為
、
③
生
命
短
縮
の
行
為
の
三

段
階
に
分
け
、
被
告
人
の
実
質
的
違
法
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
、
起
訴
対
象
で
あ
る
最
後
の
段
階
で
あ
る
③
心
停
止
作
用
の
あ
る
塩
化

カ
リ
ウ
ム
等
を
注
射
し
て
即
時
死
亡
さ
せ
た
行
為
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
段
階
の
①
②
に
つ
い
て
そ
の
法
的
限
界
お
よ
び
許
容
性
を
検

討
し
、
被
告
人
が
塩
化
カ
リ
ウ
ム
等
を
注
射
し
て
患
者
を
死
に
致
し
た
行
為
は
、
そ
れ
に
至
る
経
過
を
含
め
て
全
体
的
に
評
価
し
て
も
、
可

罰
的
違
法
性
な
い
し
実
質
的
違
法
性
あ
る
い
は
有
責
性
が
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
被
告
人
に
懲
役
二
年
執
行
猶
予
二
年
を
言

い
渡
し
た
（
確
定
）。

　

さ
ら
に
、
横
浜
地
裁
は
、
本
件
に
お
い
て
、
安
楽
死
が
許
容
さ
れ
る
要
件
に
加
え
て
、﹁
患
者
の
自
己
決
定
権
﹂
と
﹁
医
師
の
治
療
義
務
﹂

を
根
拠
に
治
療
行
為
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
要
件
に
つ
い
て
裁
判
所
の
見
解
を
示
し
、
①
患
者
が
治
癒
不
可
能
な
病
気
に
冒
さ
れ
、
回
復
の

見
込
み
が
な
く
死
が
避
け
ら
れ
な
い
末
期
状
態
に
あ
る
こ
と
、
②
治
療
行
為
の
中
止
を
求
め
る
患
者
の
意
思
表
示
が
存
在
し
、
中
止
を
行
う

時
点
で
存
在
す
る
こ
と
、
③
治
療
行
為
の
中
止
の
対
象
と
な
る
措
置
は
、
薬
物
投
与
、
化
学
療
法
、
人
工
透
析
、
人
工
呼
吸
器
、
輸
血
、
栄

養
、
水
分
補
給
な
ど
、
疾
病
を
治
療
す
る
た
め
の
治
療
措
置
お
よ
び
対
症
療
法
で
あ
る
治
療
措
置
、
さ
ら
に
は
生
命
維
持
の
た
め
の
治
療
措

置
な
ど
す
べ
て
が
対
象
と
な
る
こ
と
の
三
点
を
挙
げ
た
。

ｂ　

羽
幌
病
院
事
件

　

本
件
は
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
北
海
道
立
羽
幌
病
院
に
お
い
て
、
心
肺
停
止
状
態
で
搬
送
さ
れ
た
患
者
（
当
時
九
〇
歳
）
に
つ
い
て
、
主

治
医
が
脳
死
状
態
で
あ
る
と
診
断
し
、
患
者
の
妻
・
息
子
ら
に
延
命
治
療
を
停
止
す
る
か
ど
う
か
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、
家
族
が
見
守
る
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中
、
単
独
の
判
断
で
人
工
呼
吸
器
を
取
り
外
し
て
約
一
五
分
後
に
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
院
長
の
会
見
に
よ
る
と
、
同

病
院
に
は
臓
器
移
植
法
に
基
づ
く
脳
死
判
定
を
実
施
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
患
者
は
呼
吸
器
を
外
さ
な
く
て
も
余
命
わ
ず
か
の

状
態
で
あ
っ
た
が
、
主
治
医
は
家
族
に
そ
の
説
明
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
八
月
、
旭
川
地
検
は
、
呼
吸
器
を
取
り
外
さ
な
く
て

も
余
命
は
十
数
分
程
度
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
取
り
外
し
た
こ
と
が
死
期
を
早
め
た
と
は
断
定
で
き
な
い
が
余
命
わ
ず
か
と
断
定
で
き
る

証
拠
も
な
い
と
し
て
、
呼
吸
器
の
取
り
外
し
と
死
亡
と
の
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
な
ど
と
し
て
嫌
疑
不
十
分
で
不

起
訴
処
分
と
し
た
。

ｃ　

和
歌
山
県
立
医
大
病
院
事
件

　

そ
の
後
の
類
似
事
件
と
し
て
、
和
歌
山
県
立
医
大
病
院
事
件
が
あ
る
。
本
件
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
、
和
歌
山
県
立
医
科
大
学
付
属
病
院

紀
北
分
院
に
お
い
て
、
主
治
医
が
生
命
維
持
治
療
を
行
っ
て
い
た
患
者
（
当
時
八
八
歳
）
に
対
し
、
家
族
か
ら
か
わ
い
そ
う
な
の
で
呼
吸
器

を
外
し
て
欲
し
い
と
懇
願
さ
れ
、
家
族
に
は
脳
死
を
調
べ
る
自
発
呼
吸
の
有
無
を
み
る
テ
ス
ト
を
五
分
間
行
う
と
説
明
を
し
て
、
個
人
の
判

断
で
人
工
呼
吸
器
を
外
し
て
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
和
歌
山
県
警
は
、
捜
査
段
階
の
鑑
定
で
は
呼
吸
器
を
外
さ
な
く
て

も
患
者
は
二
～
三
時
間
で
死
亡
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
呼
吸
器
を
外
し
た
行
為
と
患
者
の
死
亡
と
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
医
師

を
殺
人
容
疑
で
書
類
送
検
し
た
が
、﹁
家
族
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
行
為
で
、
悪
意
性
は
低
い
﹂
と
し
て
重
い
刑
事
処
分
を
求
め
な
い
情
状

意
見
を
付
け
た
。
同
年
一
二
月
、
和
歌
山
地
検
は
、
複
数
の
医
師
か
ら
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
て
も
患
者
は
ま
も
な
く
死
亡
し
て
い
た
と
の

鑑
定
意
見
が
で
て
お
り
、
病
的
な
要
因
で
死
亡
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
死
亡
と
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
医
師
を
嫌

疑
不
十
分
で
不
起
訴
処
分
に
し
た
。

ｄ　

射
水
市
民
病
院
事
件

　

本
件
は
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
か
け
て
、
富
山
県
射
水
市
民
病
院
の
外
科
部
長
お
よ
び
外
科
第
二
部
長
が
、
回
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復
の
見
込
み
の
な
い
終
末
期
の
が
ん
な
ど
の
患
者
七
名
に
対
し
、
救
命
が
不
可
能
で
家
族
の
希
望
が
あ
っ
た
な
ど
と
し
て
人
工
呼
吸
器
を
外

し
て
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
外
科
部
長
が
主
治
医
で
あ
っ
た
患
者
六
名
に
つ
い
て
、
医
師
は
家
族
に
脳
死
状
態

で
あ
る
と
説
明
し
た
が
、
実
際
に
脳
死
判
定
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
富
山
県
警
は
、
①
殺
意
の
有
無
に
関
し
て
は
、
医
師
で
あ
れ
ば
、
呼
吸

器
を
外
す
と
患
者
が
死
亡
す
る
こ
と
を
当
然
分
か
っ
て
い
た
と
し
て
殺
意
を
認
め
た
が
、
②
担
当
医
の
行
為
と
患
者
の
死
に
因
果
関
係
が
認

め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
消
化
器
外
科
医
ら
三
名
の
医
師
に
鑑
定
を
依
頼
し
、
一
部
の
患
者
に
つ
い
て
は
人
工
呼
吸
器
を
外
し
た
行

為
と
死
と
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る
鑑
定
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
③
行
為
に
刑
事
罰
を
科
す
ほ
ど
の
違
法
性
が
あ
る
か
と
い
う
点

に
関
し
て
、
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
は
現
在
の
法
体
系
で
は
殺
人
罪
に
当
た
り
、
正
当
な
医
療
行
為
や
尊
厳
死
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断

し
て
書
類
送
検
し
た
。
し
か
し
、
富
山
地
検
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
①
患
者
七
人
は
死
が
切
迫
し
て
お
り
、
人
工
呼
吸
器
を
外
さ
な
か

っ
た
場
合
も
、
同
じ
時
期
に
死
亡
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
②
生
命
維
持
治
療
に
関
す
る
国
な
ど
の
明
確
な
指
針
が
な
い
中
、
人
工
呼
吸

器
の
取
り
外
し
だ
け
を
と
ら
え
て
犯
罪
（
殺
人
）
行
為
、
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
死
期
を
早
め
て
そ
の
生
命
を
断
絶
さ
せ
る
た
め
の
行
為
と

は
い
え
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
③
人
工
呼
吸
器
の
装
着
か
ら
取
り
外
し
ま
で
の
一
連
の
行
為
は
、
延
命
措
置
と
そ
の
中
止
行
為
に
過
ぎ

ず
、
殺
人
罪
と
認
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
医
師
二
名
を
嫌
疑
不
十
分
で
不
起
訴
処
分
と
し
た
。

ｅ　

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
件

　

本
件
は
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
心
肺
停
止
状
態
で
搬
送
さ
れ
た
八
〇
歳
代
の
患
者
に
対
し
人
工
呼
吸
器
が
取
り
つ
け
ら
れ
た
が
、
担
当

医
は
患
者
が
回
復
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、
家
族
が
翌
日
、
患
者
が
元
気
だ
っ
た
一
九
九
六
年
七
月
一
四
日
付
の

﹁
重
病
に
な
り
、
病
床
で
将
来
再
起
（
の
可
能
性
）
が
な
い
と
す
れ
ば
延
命
処
置
を
し
な
い
で
ほ
し
い
。
安
楽
死
を
望
み
ま
す
。﹂
と
書
か
れ

た
患
者
直
筆
の
文
書
を
持
参
し
て
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
病
院
側
は
、
独
自
の
終
末
期
医
療
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従
い
、
弁
護
士
な
ど
外
部
委
員
を
含
む
一
三
人
で
構
成
す
る
倫
理
委
員
会
を
開
き
、﹁
二
四
時
間
後
に
再
度
診
断
し
て
、
回
復
不
能
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と
判
断
し
た
場
合
、
病
院
長
決
済
を
経
て
人
工
呼
吸
器
を
外
す
﹂
と
の
結
論
を
出
し
た
。
し
か
し
、
病
院
か
ら
相
談
を
受
け
た
県
健
康
福
祉

部
は
、﹁
国
の
指
針
が
明
確
で
な
く
、
医
師
の
責
任
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
﹂
と
伝
え
た
た
め
、
医
師
の
刑
事
訴
追
を
恐
れ
た
院
長
が
治
療
中

止
を
見
送
り
、
患
者
は
倫
理
委
員
会
の
開
催
翌
日
に
死
亡
し
た
。

　

前
述
の
羽
幌
病
院
事
件
は
、
医
師
が
患
者
の
意
思
表
示
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、
最
終
的
に
単
独
で
判
断
し
て
患
者
を
死
亡
さ
せ
て
い
る
た

め
、
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
安
楽
死
お
よ
び
尊
厳
死
の
許
容
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
和
歌
山
県
立
医
大
病

院
事
件
や
射
水
市
民
病
院
事
件
は
、
医
師
に
よ
る
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
と
い
う
行
為
は
共
通
し
て
い
る
が
、
後
者
は
七
名
も
の
患
者
を

死
亡
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
よ
り
医
師
の
刑
事
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
不
起
訴
処
分
と
な
っ
て
い
る
。
警
察
お
よ
び
検
察

が
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
理
由
は
、
事
件
発
生
当
時
、
わ
が
国
で
は
、
国
お
よ
び
医
学
会
が
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
に
関

し
て
、
法
律
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
整
備
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
川
崎
協
同
病
院
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の

事
件
を
契
機
に
、
国
（
厚
生
労
働
省
）
お
よ
び
医
学
界
は
、
生
命
維
持
治
療
の
中
止
の
手
続
等
に
関
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
運
用

し
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ウ　

そ
の
他
の
動
向　

～
立
法
化
（
尊
厳
死
法
案
）
の
動
き

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
前
述
の
羽
幌
病
院
事
件
や
射
水
市
民
病
院
事
件
等
を
受
け
て
尊
厳
死
法
の
立
法
化
が
検
討
さ
れ
、
法
案
が
公
表
さ

れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
国
会
へ
の
提
出
は
見
送
ら
れ
て
い
た）
₂₂
（

。
医
師
・
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
①
（
刑
事
等
の
）
責
任
を
追
及
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
以
上
、
終
末
期
と
判
断
さ
れ
る
状
態
で
も
患
者
に
対
し
て
原
則
と
し
て
生
命
維
持
治
療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
命
維
持

治
療
を
開
始
し
た
患
者
に
対
し
て
は
そ
れ
を
中
止
す
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
な
い
こ
と
、
②
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
他
、
日
本
医

師
会
や
学
会
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
終
末
期
の
定
義
や
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
の
方
法
や
手
続
き
の
進
め
方
を
詳
細
に
示
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し
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
、
手
続
き
を
踏
め
ば
医
師
が
免
責
さ
れ
る
の
か
を
法
律
で
明
記
し
な
い
と
、
患
者
の
意
思
を

尊
重
す
る
こ
と
が
第
一
と
は
い
え
、
結
果
的
に
患
者
の
生
命
を
短
縮
さ
せ
る
措
置
を
取
る
こ
と
に
対
し
て
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
こ
で
、
超
党
派
の
国
会
議
員
で
つ
く
る
﹁
尊
厳
死
法
制
化
を
考
え
る
議
員
連
盟
﹂
は
、
終
末
期
患
者
が
延
命
措
置
を
望
ま
な
い
場
合
、

医
師
が
人
工
呼
吸
器
を
取
り
外
す
な
ど
延
命
措
置
を
中
止
し
て
法
的
責
任
を
免
責
す
る
﹁
尊
厳
死
法
案
﹂（﹁
終
末
期
の
医
療
に
お
け
る
患
者

の
意
思
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
案
﹂）
を
ま
と
め
、
二
〇
一
四
年
五
月
の
通
常
国
会
に
議
員
立
法
で
提
出
し
、
通
常
国
会
で
の
審
議
入
り
を

目
指
し
て
い
た
が
、
来
年
以
降
の
通
常
国
会
に
持
ち
越
さ
れ
た）
₂₃
（

。
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
同
法
案
は
、
末
期
が
ん
な
ど
に
侵
さ
れ
、
適
切
に

治
療
し
て
も
患
者
が
回
復
す
る
可
能
性
が
な
く
、
死
期
が
間
近
と
判
定
さ
れ
た
状
態
を
﹁
終
末
期
﹂
と
定
義
し
、
一
五
歳
以
上
の
患
者
が
延

命
措
置
を
望
ま
な
い
と
書
面
（
事
前
指
示
書
）
で
意
思
表
示
し
、
二
人
以
上
の
医
師
が
終
末
期
と
判
定
す
れ
ば
、
延
命
措
置
、
す
な
わ
ち
、

人
工
呼
吸
器
や
栄
養
・
水
分
補
給
な
ど
の
患
者
の
生
存
期
間
を
延
ば
す
た
め
の
行
為
を
差
し
控
え
ま
た
は
中
止
す
る
こ
と
（
尊
厳
死
）
を
認

め
、
医
師
は
刑
事
、
民
事
お
よ
び
行
政
上
の
法
的
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
意
思
表
示
の
撤
回
は
い
つ
で
も

可
能
で
あ
り
、
患
者
が
有
す
る
疾
患
や
障
害
に
よ
り
本
人
の
意
思
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
法
律
の
適
用
外
と
し
て
い
る）
₂₄
（

。

　

リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
概
念
が
国
民
お
よ
び
医
療
現
場
に
浸
透
し
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
国
、
医
師
会
お
よ
び
学
会
等
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
柔
軟
な
運
用
に
よ
り
、
治
療
方
針
に
関
し
て
患
者
が
表
明
し
た
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
最
善
の
選
択
肢
が
と
ら
れ
る
体
制
が
十
分
に

整
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
と
い
う
拘
束
力
の
強
い
も
の
で
条
件
等
を
明
記
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
患
者
、
家
族
お
よ
び
医
療
従
事

者
を
委
縮
さ
せ
、
苦
し
め
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
尊
厳
死
法
等
の
名
称
で
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
や
中

止
を
認
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
法
律
が
立
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｌ
Ｓ
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
）
等
の
人
工
呼
吸

療
法
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
生
き
る
時
間
を
年
単
位
で
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
病
気
と
闘
っ
て
い
る
人
々
が
、
家
族
や
医
療
お
よ
び
介
護
従

事
者
の
身
体
的
、
心
理
的
、
経
済
的
負
担
や
世
間
の
声
な
ど
を
気
に
し
て
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
た
い
、
生
き
た
い
と
い
う
意
思
を
表
明
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す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
、
自
力
呼
吸
を
選
択
す
る
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
生
命
を
短
縮
さ
せ
る
意
思
を
表
明
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
い
う
懸
念
も
あ
る）
₂₅
（

。
自
己
に
残
さ
れ
た
限
ら
れ
た
時
間
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
考
え
、
判
断
す
る
能
力
が
十
分
に
あ
る
患
者
が
、
医
療

従
事
者
と
の
間
で
一
定
の
時
間
を
か
け
て
複
数
回
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
行
っ
た
結
果
、
過
剰
な
生
命
維
持
治
療
は
差
し
控

え
て
欲
し
い
（
不
開
始
）
と
い
う
意
思
を
明
確
に
文
書
ま
た
は
口
頭
で
表
示
し
た
場
合
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
患
者
が
、
治
療
の
途
中
で
、

身
体
的
・
精
神
的
に
苦
痛
を
感
じ
る
生
命
維
持
治
療
を
こ
れ
以
上
望
ま
な
い
と
い
う
意
思
表
示
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
医
療
従
事
者
は
患
者

に
対
し
で
き
る
限
り
の
看
取
り
の
ケ
ア
と
身
体
的
・
精
神
的
な
苦
痛
の
緩
和
に
関
す
る
治
療
の
み
に
集
中
す
る
と
い
う
選
択
を
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
を
し
な
い
こ
と
は
か
え
っ
て
当
該
患
者
の
自
律
お
よ
び
自
己
決
定
権
の
侵
害
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
少
し

で
も
長
く
生
き
た
い
と
望
む
患
者
に
対
し
て
は
、
生
命
維
持
治
療
の
開
始
お
よ
び
継
続
が
患
者
の
身
体
的
苦
痛
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
で
き
る
限
り
の
治
療
を
行
う
こ
と
が
患
者
の
尊
厳
を
最
後
ま
で
保
た
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

四
　
本
決
定
の
検
討

　

本
件
で
は
、
被
告
人
は
、
Ａ
に
対
し
て
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
だ
け
で
な
く
致
死
量
の
筋
弛
緩
剤
の
注
射
も
し
て
い
る
。
前
述
の
東
海

大
学
安
楽
死
事
件
と
同
様
に
、
本
件
も
一
審
か
ら
一
貫
し
て
、
抜
管
行
為
か
ら
筋
弛
緩
剤
の
投
与
ま
で
を
﹁
一
連
の
殺
人
の
実
行
行
為
﹂
と

し
て
、
別
の
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
、﹁
終
末
期
状
態
の
患
者
に
対
す
る
一
連
の
治
療
行
為
﹂
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
社
会
的
相
当
性
が
認

め
ら
れ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
適
法
な
治
療
行
為
の
中
止
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、

本
件
被
告
人
の
行
為
を
﹁
一
連
の
殺
人
の
実
行
行
為
﹂
と
判
断
し
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
学
説
も
、
治
療
中
止
行
為
と
そ
の
後
の
積
極

的
安
楽
死
行
為
が
一
連
の
行
為
と
し
て
連
続
的
な
評
価
を
受
け
、
か
つ
い
ず
れ
に
も
正
当
化
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
肯
定
的
に
解
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し
て
い
る）
₂₆
（

。

　

一
審
は
、
治
療
中
止
行
為
が
許
容
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、﹁
疑
わ
し
き
は
生
命
の
利
益
に
﹂
と
い
う
原
則
を
強
調
し
つ
つ
、
東
海
大
学
安

楽
死
事
件
で
示
さ
れ
た
、﹁
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
﹂
お
よ
び
﹁
医
学
的
判
断
に
基
づ
く
治
療
義
務
の
限
界
﹂
を
根
拠
と
し
、
患
者
の

推
定
的
意
思
の
判
断
や
治
療
義
務
の
限
界
は
、
医
師
の
死
生
観
に
よ
っ
て
で
は
な
く
あ
く
ま
で
医
学
的
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
末
期
患
者
へ
の
治
療
中
止
は
、
①
本
人
の
意
思
が
明
確
な
場
合
は
そ
れ
を
尊
重
し
、
②
意
思
が
明
確
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
は

﹁
患
者
の
真
意
の
探
求
﹂
に
固
執
し
、
そ
れ
で
も
真
意
が
不
明
な
場
合
は
患
者
の
生
命
保
護
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
本

件
の
事
実
関
係
か
ら
検
討
す
る
と
、
本
件
は
、
被
害
者
の
回
復
可
能
性
や
死
期
切
迫
の
程
度
を
判
断
す
る
十
分
な
検
査
等
が
尽
く
さ
れ
て
い

な
い
点
、
家
族
ら
に
対
し
て
も
不
正
確
、
不
適
切
な
説
明
し
か
し
て
お
ら
ず
、
患
者
本
人
の
真
意
の
追
及
を
尽
く
し
て
い
な
い
た
め
、﹁
患

者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
﹂
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
被
告
人
の
本
件
抜
管
行
為
は
﹁
治
療
義
務
の
限
界
﹂
を
論
じ
る
ほ
ど
治
療
を
尽
く
し
て

い
な
い
時
点
で
な
さ
れ
て
お
り
、
早
す
ぎ
る
治
療
中
止
と
し
て
非
難
を
免
れ
な
い
し
、
そ
の
後
の
致
死
薬
注
射
行
為
は
殺
人
罪
の
免
責
を
免

れ
ず
、
被
告
人
に
よ
る
昏
睡
状
態
の
患
者
に
対
す
る
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
等
の
行
為
は
治
療
中
止
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
実
質
的
違
法

性
を
欠
く
と
も
い
え
な
い
と
し
た
。

　

二
審
は
、
一
審
が
挙
げ
た
﹁
患
者
の
自
己
決
定
論
﹂
と
②
﹁
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
論
﹂
の
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
解
釈
論
上
の

限
界
が
あ
り）
₂₇
（

、
尊
厳
死
（
治
療
行
為
の
中
止
）
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に
は
、
尊
厳
死
法
の
制
定
な
い
し
こ
れ
に
代
わ
り
得
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
必
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら）
₂₈
（

、
他
方
、
国
家
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
が
当
該
治
療
の
中
止
が
殺
人
に
あ
た
る
と
認
め
る
以

上
は
、
そ
の
合
理
的
な
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
事
案
の
解
決
に
必
要
な
範
囲
で
要
件
を
仮
定
し
て
検
討
す

る
こ
と
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
患
者
が
脳
波
の
検
査
を
受
け
て
お
ら
ず）
₂₉
（

、
発
症
か
ら
二
週
間
し
か
た
っ
て
い
な
い
た
め
、
患
者
の

回
復
可
能
性
や
余
命
に
つ
い
て
的
確
に
判
断
が
下
せ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
治
療
中
止
に
つ
い
て
推
定
的
意
思
を
含
め
た
患
者
の
意
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思
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
事
実
関
係
の
下
で
は
、
二
つ
の
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
適
法
と
は
な
し
え
な
い
と
し
て
、
抜
管
が
家

族
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
殺
人
罪
を
構
成
す
る
と
し
て
一
審
の
有
罪
判
決
を
維
持
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
本
件
の
事
実
関
係

か
ら
は
、
被
告
人
の
Ａ
に
対
す
る
治
療
義
務
が
限
界
に
達
し
て
当
該
義
務
が
消
失
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
妥
当
で
あ
る）
₃₀
（

。

　

最
高
裁
は
、一
審
お
よ
び
二
審
が
言
及
し
た
﹁
患
者
の
自
己
決
定
論
﹂
お
よ
び
﹁
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
論
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、

ど
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
生
命
維
持
治
療
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
裁
判
所
と
し
て
の
見
解
を
示
す
こ

と
は
し
な
か
っ
た）
₃₁
（

。
そ
し
て
、
本
件
の
事
実
関
係
か
ら
、
患
者
は
入
院
直
後
か
ら
意
識
が
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
が
本
件
の
よ
う
な
事
態

に
陥
っ
た
場
合
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
措
置
を
採
っ
て
欲
し
い
か
を
家
族
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
家
族
か
ら
の
要
請
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
こ
の
ま
ま
患
者
本
人
の
意
思
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
筋
弛
緩

剤
の
投
与
は
家
族
の
承
諾
す
ら
得
て
お
ら
ず
、
治
療
中
止
行
為
に
当
た
ら
な
い
生
命
を
直
ち
に
奪
う
こ
と
に
な
る
殺
人
行
為
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
抜
管
行
為
の
違
法
性
に
関
し
て
も
、
末
期
状
態
に
あ
る
患
者
が
、
昏
睡
状
態
に
陥
っ
て
い
る
な
ど
し
て
自

身
の
治
療
方
針
に
つ
い
て
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
に
、
主
治
医
が
患
者
の
家
族
に
対
し
て
、
患
者
の
現
在
の

症
状
、
今
後
の
見
通
し
等
、
十
分
か
つ
適
切
な
情
報
が
家
族
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
中
で
の
家
族
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
抜
管
行
為
が
な
さ

れ
た
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
被
害
者
の
推
定
的
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
も
で
き
ず
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
行
為

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
し
て
被
告
人
側
の
主
張
を
退
け
、
二
審
の
結
論
を
維
持
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
学
説

か
ら
は
、
筋
弛
緩
剤
の
投
与
そ
れ
自
体
で
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
本
件
で
、
最
高
裁
が
抜
管
行
為
に
踏
み
込
ん
で
判
断
し
た
こ
と

に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る）
₃₂
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
で
は
、
医
師
に
よ
る
筋
弛
緩
剤
投
与
な
ど
の
積
極
的
安
楽
死
に
つ
き
殺
人
罪
等
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
た
事
例
は

一
件
も
な
い
。
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
な
ど
の
生
命
維
持
治
療
の
中
止
ま
た
は
差
し
控
え
、
す
な
わ
ち
、
尊
厳
死
に
関
し
て
も
、
判
例
上
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は
前
述
の
東
海
大
学
安
楽
死
事
件
で
示
さ
れ
た
許
容
要
件
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
患
者
の
意
思
が
不
明
な
場
合
、
家
族
等
に
よ

る
代
理
判
断
や
最
善
の
利
益
テ
ス
ト
か
ら
解
決
を
図
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
患
者
の
生
命
の
尊
厳
お
よ
び
患
者
の
自
己
決

定
権
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
安
易
な
代
行
判
断
や
治
療
の
有
益
性
か
ら
の
判
断
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
決
定
は
、
適
切

な
情
報
を
伝
え
ら
れ
た
家
族
に
よ
る
明
確
な
要
請
か
ら
患
者
の
推
定
的
意
思
を
導
く
可
能
性
は
否
定
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
本
件
の
よ
う

な
事
案
で
医
師
に
よ
る
治
療
中
止
行
為
が
法
的
に
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
死
期
の
切
迫）
₃₃
（

と
患
者
の
病
態
を
理
解
し
た
家
族
の

要
請
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
患
者
の
推
定
的
承
諾
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る）
₃₄
（

。
そ
し
て
、
医
師
が
当
該
患
者
に
対
し
て
治
療
義

務
が
限
界
に
達
し
て
い
る
と
い
え
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
治
療
行
為
の
中
止
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

学
説
は
、
自
分
の
死
に
方
と
い
う
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
決
定
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
擬
制
の
要
素
が
入
っ
た
と
し
て
も
患
者
の
意
思
に
基
礎
を
置

く
こ
と
が
望
ま
し
く
、
純
粋
に
医
学
的
判
断
か
ら
す
る
治
療
義
務
の
限
界
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
判
断
を
超
え
て
﹁
患
者
の
福
利

の
た
め
に
行
動
す
る
裁
量
の
余
地
﹂
を
医
師
に
与
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
す
る
見
解）
₃₅
（

、
一
審
が
述
べ
る
よ
う
に
、
自
己
の
生
を
最
期

ま
で
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
保
障
す
る
重
要
な
砦
と
し
て
患
者
の
延
命
拒
否
権
を
位
置
づ
け
、
可
能
な
限
り
﹁
患
者
の
真
意
の
探
求
﹂

の
途
を
模
索
す
べ
き
と
す
る
見
解）
₃₆
（

、
説
明
対
象
と
な
る
事
柄
や
家
族
の
範
囲
、
家
族
の
利
己
的
判
断
の
介
入
を
排
除
し
う
る
か
な
ど
、
な
お

検
討
が
必
要
と
す
る
見
解）
₃₇
（

な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
最
高
裁
の
当
該
判
示
部
分
は
、
上
告
趣
意
に
お
け
る
主
張
に
対
す
る
最
高
裁

に
よ
る
応
答
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
治
療
中
止
に
お
い
て
被
告
人
が
被
害
者
の
推
定
的
意
思
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
家
族
に
被
害
者

の
病
状
等
に
つ
い
て
の
適
切
な
情
報
が
伝
達
さ
れ
て
い
る
状
況
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
指

摘
す
る
見
解）
₃₈
（

も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

家
族
に
よ
る
代
理
判
断
に
関
し
て
は
、
日
本
学
術
会
議
臨
床
医
学
委
員
会
終
末
期
医
療
分
科
会
の
﹁
終
末
期
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
―

亜
急
性
型
の
終
末
期
に
つ
い
て
―
﹂
に
お
い
て
、
家
族
に
よ
る
患
者
の
意
思
の
推
定
を
認
め
た
。
同
報
告
書
で
は
、
患
者
の
意
思
が
確
認
で
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六
七
巻
三
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一
五
四

昏
睡
状
態
患
者
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治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

一
二
三
二

き
な
い
ま
ま
家
族
か
ら
延
命
治
療
の
中
止
を
求
め
ら
れ
た
際
の
対
応
に
つ
い
て
、
家
族
全
員
の
意
思
が
一
致
し
て
い
る
か
、
中
止
を
求
め
る

理
由
は
何
か
な
ど
を
、
多
職
種
で
構
成
す
る
医
療
チ
ー
ム
が
繰
り
返
し
確
認
・
記
録
す
べ
き
と
し
、
家
族
の
求
め
を
受
け
入
れ
る
判
断
は
医

療
機
関
側
に
任
せ
る
と
し
な
が
ら
も
、
客
観
的
な
判
断
を
担
保
す
る
た
め
に
医
療
機
関
側
に
終
末
期
医
療
に
対
応
す
る
制
度
や
倫
理
委
員
会

な
ど
の
機
関
の
常
設
を
求
め
て
お
り
、
他
の
専
門
医
学
会
で
も
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る）
₃₉
（

。
し
か
し
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
法
的
裏
付
け
の
あ
る
免
責
規
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
や
は
り
、
現
行
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
る
運
用
だ
け
で
は
限

界
が
あ
り
、
立
法
に
よ
る
解
決
が
待
た
れ
る
。

五
　
本
決
定
の
意
義

　

本
決
定
は
、
尊
厳
死
が
問
題
と
さ
れ
る
場
面
に
お
け
る
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
の
中
止
の
適
否
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
最
高
裁
が

事
例
判
断
な
が
ら
、
治
療
行
為
の
適
法
化
の
根
拠
や
要
件
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
要
件
を
定
立
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が）
₄₀
（

手
掛
か
り
と

な
る
判
示
を
し
た
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
近
時
、
治
療
中
止
行
為
の
違
法
性
が
争
わ
れ
る
事
件
も
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
決
定

は
、
今
後
同
種
の
事
案
の
判
断
や
議
論
の
展
開
を
図
る
上
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

　

生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
は
、
個
々
の
患
者
に
よ
っ
て
最
善
［
幸
福
］
と
考
え
ら
れ
る
治
療
の
選
択
肢
が
異
な
り
、
ま
た
、

刑
事
法
を
初
め
と
す
る
法
律
解
釈
論
か
ら
だ
け
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
望
ま
し
い
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
複
数
領
域
に
ま
た
が
る
内
容
の

問
題
で
あ
る
。
終
末
期
と
診
断
さ
れ
た
患
者
が
、
残
さ
れ
た
生
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
を
患
者
自
身
で
決
め
る
権
利
を
法
律
で
保

障
す
べ
き
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
柔
軟
な
運
用
の
み
で
対
応
す
べ
き
か
、
こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
簡
単
に
は
結
論
が
で
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
医
療
・
介
護
従
事
者
が
殺
人
罪
等
の
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
に
お
い
て
判
例
で
示
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三
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一
五
五

一
二
三
三

さ
れ
た
基
準
で
違
法
性
阻
却
を
毎
回
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
法
律
で
医
師
等
が
刑
事
訴
追
さ
れ
な
い
と
す
る
免
責
事
由
を
規
定
し
な
け
れ

ば
、
医
療
・
介
護
従
事
者
は
患
者
の
意
思
決
定
を
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
す
べ
て
の
終
末
期
患

者
が
最
期
ま
で
尊
厳
あ
る
﹁
生
﹂
を
保
て
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
国
（
国
会
）
レ
ベ
ル
で
の
十
分
な
議
論
・
検
討
が
不
可
欠
で
あ
り
、

今
後
国
会
へ
の
上
程
が
検
討
さ
れ
て
い
る
尊
厳
死
法
案
の
行
方
を
慎
重
に
見
守
り
た
い
。

〈
本
決
定
に
関
す
る
評
釈
等
〉

　

本
決
定
に
関
す
る
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
稲
田
朗
子
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
―
最
（
三
）
決
平
成
二
一
年

一
二
月
七
日
刑
集
六
三
巻
一
一
号
一
八
九
九
頁
以
下
―
﹂
高
知
論
叢
一
〇
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
七
頁
、
井
上
宜
裕
﹁
医
師
に
よ
る
気
管

内
チ
ュ
ー
ブ
抜
管
行
為
が
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
﹂
速
報
判
例
解
説
七
巻
（
二
〇
一
〇
年
）
一
八

三
頁
、
入
江
猛
﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
気

管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行
為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
最
三
小
平
成
二
一
・
一
二
・

七
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
一
頁
、
同
・﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患

者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行
為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
中
止
行
為
に
当
た
ら

な
い
と
さ
れ
た
事
例
﹂
法
律
時
報
六
四
巻
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
六
頁
、
大
野
正
博
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止
行
為
の
許
容

性
（
一
）
―
い
わ
ゆ
る
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
を
契
機
と
し
て
―
﹂
朝
日
法
学
論
集
四
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
、
小
田
直
樹

﹁
こ
ん
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
条
件
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
﹂
平
成
二
二
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二

〇
一
一
年
）
二
〇
〇
頁
、
甲
斐
克
則
﹁
治
療
行
為
の
中
止
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
医
事
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］（
二
〇
一
四
年
）
一
九

八
頁
、
加
藤
摩
耶
﹁
治
療
中
止
の
限
界
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
（
最
決
平
成
二
一
・
一
二
・
七
）
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
〇
［
Ⅰ
］（
二
〇
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昏
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一
二
三
四

一
一
年
）
三
〇
頁
、
加
藤
摩
耶
・
大
城
孟
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
﹂
年
報
医
事
法
学
二
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
九
頁
、
佐

藤
陽
子
﹁
治
療
中
止
に
関
す
る
一
考
察
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
を
手
掛
か
り
に
―
﹂
熊
本
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
三

頁
、
宍
戸
圭
介
﹁
治
療
中
止
に
お
け
る
本
人
の
同
意
と
家
族
の
要
請
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
（
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
二
一
年
一
二
月
七

日
決
定
、
判
時
二
〇
六
六
号
一
五
九
頁
）
―
﹂
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
三
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
九
頁
、
神
馬
幸

一
﹁
治
療
行
為
の
中
止
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
七
版
］（
二
〇
一
四
年
）
四
四
頁
、
辰
井
聡
子
﹁
重
篤
な
疾
患
で

昏
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
気
道
確
保
の
た
め
の
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行
為
が
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
当
た
ら
な
い

と
さ
れ
た
事
例
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
―
最
決
平
成
二
一
年
・
一
二
・
七
﹂
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
二

頁
、
田
邉
昇
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
判
決
﹂
外
科
治
療
一
○
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
九
三
頁
、
豊
田
兼
彦
﹁
治
療
中
止
と
殺
人
罪

の
成
否　

川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
六
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
一
頁
、
根
本
晋
一
﹁
医
師
が
、
気
管
支
ぜ

ん
そ
く
重
積
発
作
に
伴
う
低
酸
素
性
脳
損
傷
の
た
め
意
識
が
回
復
し
な
い
家
族
の
要
請
に
基
づ
い
て
患
者
の
気
管
内
に
挿
管
さ
れ
て
い
た
気

道
確
保
の
た
め
の
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
、
併
せ
て
筋
弛
緩
剤
を
使
用
し
て
死
亡
さ
せ
た
行
為
に
つ
い
え
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
―
川

崎
協
同
病
院
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
抜
管
・
筋
弛
緩
剤
投
与
患
者
死
亡
事
件
上
告
審
決
定
―
﹂
企
業
法
務
研
究
二
〇
一
三　

二
巻
一
号
（
二
〇
一

三
年
）
一
一
〇
頁
、
野
村
貴
光
﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入

さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行
為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
川
崎
協
同

病
院
事
件
上
告
審
決
定
―
﹂
法
学
新
報
一
一
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
五
頁
、
武
藤
眞
朗
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
﹂
刑
事
法

ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
三
頁
。
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三
五

〈
本
件
第
一
審
お
よ
び
控
訴
審
に
関
す
る
評
釈
等
〉

　

第
一
審
に
関
す
る
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
秋
田
成
就
﹁
医
師
の
終
末
医
療
中
止
措
置
の
違
法
性
～
川
崎
協
同
病
院
事
件

か
ら
～
﹂
医
療
事
務
二
五
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
〇
頁
、
甲
斐
克
則
﹁
末
期
患
者
へ
の
治
療
の
中
止
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
（
横
浜
地
判

平
成
一
七
・
三
・
二
五
）
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
五
（
二
〇
〇
六
年
）
三
三
頁
、
同
・﹁
終
末
期
医
療
・
尊
厳
死
と
医
師
の
刑
事
責
任
―
川

崎
協
同
病
院
事
件
第
一
審
判
決
に
寄
せ
て
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
八
頁
、
加
藤
摩
耶
﹁
末
期
医
療
に
お
け
る
患
者

の
死
に
直
結
し
う
る
治
療
中
止
の
許
容
条
件
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
（
第
一
審
判
決
）﹂
年
報
医
事
法
学
二
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
二
頁
、

古
川
原
明
子
﹁
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止
の
許
容
性
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
第
一
審
判
決
―
﹂
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ

ュ
ー
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
三
頁
、
小
林
憲
太
郎
﹁
治
療
中
止
の
許
容
性
の
限
界
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
―
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二

号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
四
頁
、
十
河
太
朗
﹁
医
師
の
治
療
行
為
中
止
に
つ
き
殺
人
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂
受
験
新
報
二
〇
〇
六
年

二
月
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
頁
、
辰
井
聡
子
﹁
重
篤
な
患
者
へ
の
治
療
の
中
止
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
第
一
審
判
決
﹂
平
成
一
七
年
度
重

要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
五
頁
。
土
本
武
司
﹁
治
療
行
為
の
中
止
と
合
法
要
件
﹂
判
例
評
論
五
六
九
号
二
六
頁
。

　

控
訴
審
に
関
す
る
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
加
藤
摩
耶
﹁
末
期
医
療
に
お
け
る
患
者
の
死
に
直
結
す
る
治
療
中
止
の
許
容

要
件
に
つ
い
て
―
川
崎
協
同
病
院
控
訴
審
判
決
―
﹂
岡
山
商
大
法
学
論
叢
一
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
三
頁
、
同
・﹁
末
期
医
療
に
お
け

る
患
者
の
死
に
直
結
し
う
る
治
療
中
止
の
許
容
条
件
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
﹂
年
報
医
事
法
学
二
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
九

二
頁
、
川
崎
友
巳
﹁
刑
法
上
に
お
け
る
治
療
中
止
の
許
容
範
囲
―
治
療
中
止
の
許
容
根
拠
と
要
件
の
考
察
―
﹂
研
修
七
四
四
号
（
二
〇
一
〇

年
）
三
頁
、
倉
田
靖
司
﹁
安
楽
死
・
尊
厳
死
・
治
療
行
為
の
中
止
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
動
向
﹂
公
証
法
学
三
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
三
頁
、

古
川
原
明
子
﹁
終
末
期
医
療
と
刑
法
―
治
療
中
止
の
許
容
性
を
め
ぐ
っ
て
﹂
日
本
の
科
学
者
四
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
頁
、
田

坂
晶﹁
重
篤
な
患
者
へ
の
治
療
の
中
止
と
殺
人
罪
の
成
否
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
―
﹂同
志
社
法
学
六
〇
巻
八
号
四
四
三
頁（
二



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
五
八

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

一
二
三
六

〇
〇
九
年
）、
辰
井
聡
子
﹁
治
療
中
止
と
殺
人
罪
の
成
否
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
七
（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
頁
、

田
中
成
明
﹁
尊
厳
死
問
題
の
法
的
対
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
を
機
縁
と
す
る
一
考
察
―
﹂
法
律
時
報
六

〇
巻
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
、
谷
直
之
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止
の
許
容
性
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
―
﹂
受
験

新
報
二
〇
〇
七
年
九
月
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
六
頁
、
橋
爪
隆
﹁
治
療
中
止
と
殺
人
罪
の
成
否
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
平
成
一
九
年
度
重

要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
九
頁
、本
庄
武
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止
の
許
容
性
﹂
速
報
判
例
解
説
二
巻
（
二
〇
〇
八
年
）

一
八
七
頁
、
町
野
朔
﹁
患
者
の
自
己
決
定
権
と
医
師
の
治
療
義
務
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
を
契
機
と
し
て
―
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー

ナ
ル
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁
。

（
1
）　

Ａ
は
、
昭
和
五
九
年
九
月
に
気
管
支
喘
息
と
診
断
さ
れ
、
同
年
一
二
月
に
川
崎
公
害
病
患
者
に
認
定
さ
れ
、
以
降
、
川
崎
協
同
病
院
に
通
院
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
2
）　

被
告
人
は
、
冷
静
に
な
る
た
め
に
一
旦
本
件
病
室
を
出
て
、
後
輩
医
師
に
状
況
を
説
明
し
て
助
言
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
同
人
は
﹁
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
い
よ
。﹂
と
一
言
だ

け
答
え
た
。
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
は
一
般
病
棟
に
な
か
っ
た
た
め
、
看
護
師
に
命
じ
て
Ｉ
Ｃ
Ｕ
か
ら
入
手
し
た
。

（
3
）　

横
浜
地
裁
平
成
七
年
三
月
二
八
日
判
決
、
判
例
時
報
一
五
三
〇
号
二
八
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
七
号
一
四
八
頁
。

（
4
）　

た
だ
し
、
二
審
で
は
認
定
が
変
わ
っ
て
い
る
。

（
5
）　

現
在
は
、﹁
植
物
状
態
﹂
と
い
う
表
現
は
、
疾
患
名
で
あ
る
﹁
遷
延
性
意
識
障
害
﹂（P

V
S: P

ersistent V
egetative State

）
に
置
き
か
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

判
決
文
中
の
表
記
の
ま
ま
と
す
る
。

（
6
）　

高
刑
集
一
五
巻
九
号
六
七
四
頁
。

（
7
）　

日
本
学
術
協
力
財
団
﹁
尊
厳
死
の
在
り
方
﹂
編
集
委
員
会
編
﹃
尊
厳
死
の
在
り
方
―
日
本
学
術
会
議
主
催
講
演
会
に
お
け
る
記
録
―
﹄（
日
本
学
術
協
力
財
団
、一
九
九
五
年
）

九
六－

九
九
頁
。

（
8
）　

日
本
医
師
会
﹃
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
〇
九－

国
民
の
幸
せ
を
支
え
る
医
療
で
あ
る
た
め
に－

﹄（
二
〇
〇
九
年
）
六
七－

六
八
頁
。
な
お
、同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、﹁
家

族
等
﹂
は
、
法
的
な
意
味
で
の
親
族
だ
け
で
な
く
、
患
者
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
代
理
人
を
含
む
と
し
て
い
る
。

（
9
）　

厚
生
労
働
省
医
政
局
﹁﹃
終
末
期
医
療
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹄
に
つ
い
て
﹂
の
解
説
編
注
二
。



（　
　
　
　

）

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
五
九

一
二
三
七

（
10
）　

日
本
学
術
会
議
臨
床
医
学
委
員
会
終
末
期
医
療
分
科
会
﹁
終
末
期
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て－

亜
急
性
型
の
終
末
期
に
つ
い
て－

﹂（
二
〇
〇
八
年
）
四－

五
頁
。
同
報
告

書
は
下
記
か
ら
参
照
で
き
る
。http://w

w
w

.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t51-2.pdf.
（
11
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註
（
9
）
の
解
説
編
﹁
基
本
的
な
考
え
方
﹂
三
。　

（
12
）　

日
本
医
師
会
第
Ｘ
次
生
命
倫
理
懇
談
会
﹁
終
末
期
医
療
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
﹂（
二
〇
〇
八
年
）
二
頁
。

（
13
）　

日
本
医
師
会
﹃
医
師
の
職
業
倫
理
指
針
［
改
訂
版
］﹄（
二
〇
〇
八
年
）
三
七－

三
八
頁
。　

（
14
）　

日
本
学
術
会
議
の
死
と
医
療
特
別
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
で
は
、
生
命
維
持
治
療
の
差
し
控
え
お
よ
び
中
止
の
要
件
に
つ
い
て
、
①
医
学
的
に
見
て
患
者
が
回
復
不
能
の
状

態
（
助
か
る
見
込
み
が
な
い
状
態
）
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
、
②
意
思
能
力
を
有
し
て
い
る
状
態
に
お
い
て
患
者
が
尊
厳
死
を
希
望
す
る
旨
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
、
③

延
命
医
療
の
中
止
は
、
医
学
的
判
断
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
担
当
医
が
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
近
親
者
等
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
三
点

を
あ
げ
て
い
た
。
日
本
学
術
協
力
財
団
・
前
掲
註
（
7
）
九
九－

一
〇
〇
頁
。

（
15
）　

こ
れ
ら
は
医
療
従
事
者
の
義
務
で
あ
る
。
日
本
学
術
協
力
財
団
・
前
掲
註
（
7
）
一
〇
〇
頁
。
二
〇
〇
五
年
一
月
に
公
表
さ
れ
た
日
本
緩
和
医
療
学
会
の
﹁
苦
痛
緩
和
の
た

め
の
鎮
静
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
二
一
頁
で
は
、
看
護
ケ
ア
の
内
容
と
し
て
﹁
口
腔
・
眼
の
ケ
ア
、
清
拭
、
排
泄
、
褥
瘡
ケ
ア
﹂
を
あ
げ
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

下
記
か
ら
参
照
で
き
る
。http://w

w
w

.jspm
.ne.jp/guidelines/sedation/sedation01.pdf.

（
16
）　

た
だ
し
、﹁
現
状
で
法
的
に
咎
め
ら
れ
る
可
能
性
を
充
分
に
論
ず
べ
き
事
例
で
あ
れ
ば
、
主
治
医
と
し
て
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
判
断
は
主
治
医
に
よ
り
ま
す
﹂
と
し
て
い
る
。
日
本
救
急
医
学
会
﹃
救
急
医
療
に
お
け
る
終
末
期
医
療
に
関
す
る
提
言
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）﹄（
二
〇
〇
七
年
）﹁
救
急
医

療
に
お
け
る
終
末
期
医
療
に
関
す
る
提
言
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）﹂
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
﹂
④
⑤
。

（
17
）　

突
然
発
症
し
た
重
篤
な
疾
病
や
不
慮
の
事
故
な
ど
に
対
し
て
適
切
な
医
療
の
継
続
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

（
18
）　

日
本
救
急
医
学
会
・
前
掲
註
（
16
）
三
︲
四
頁
。

（
19
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
日
本
医
師
会
・
前
掲
註
（
13
）
三
九－

四
〇
頁
。

（
20
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
生
命
維
持
治
療
の
中
止
を
不
作
為
と
解
し
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
者
に
は
医
師
が
生
命
維
持
装
置
を
取
り
付
け
る
義
務
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
取
り

外
す
行
為
も
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
斉
藤
誠
二
﹃
刑
法
に
お
け
る
生
命
の
保
護
﹄［
三
訂
版
］）（
多
賀
出
版
、
一
九
九
二
年
）
三
四
一
頁
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
生
命
維
持
装
置
を
取
り
付
け
て
治
療
を
開
始
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
患
者
の
生
命
が
維
持
さ
れ
て
い
る
以
上
、
最
初
か
ら
生
命
維
持
装
置
を
取
り
つ
け
な
い

場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
途
中
で
取
り
外
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
谷
實
編
﹃
法
学
講
義
刑
法
Ⅰ
総
論
﹄（
悠
々
社
、
二
〇
〇

七
年
）
一
八
七
頁
。
ま
た
、
患
者
の
意
思
に
反
す
る
無
益
な
治
療
行
為
を
施
す
義
務
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
生
命
維
持
治
療
の
中
止
は
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
六
〇

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

一
二
三
八

山
口
厚
﹃
刑
法
総
論
［
第
二
版
］﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
頁
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
治
療
の
中
止
が
作
為
か
不
作
為
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
提
と

な
る
患
者
の
意
思
確
認
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
問
題
が
あ
る
。
大
谷
・
前
掲
一
八
七
頁
。

（
21
）　

入
江
猛
﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行

為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
中
止
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
三
頁
。

（
22
）　

国
会
レ
ベ
ル
で
尊
厳
死
法
の
立
法
化
が
検
討
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
二
月
に
発
足
し
た
超
党
派
の
﹁
尊
厳
死
法
制
化
を
考
え
る
議
員
連
盟
﹂（
初
代
会
長
：
中
山
太
郎

前
衆
議
院
議
員
）
が
初
め
て
で
あ
る
。﹁
尊
厳
死
考
え
る
議
連
が
初
会
合
﹂
朝
日
新
聞
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
夕
刊
二
面
。
同
連
盟
に
よ
る
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
患
者

の
意
思
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）﹂
で
は
、
①
適
切
な
治
療
を
受
け
て
も
回
復
の
可
能
性
が
な
く
死
期
が
間
近
と
判
断
さ
れ
る
状
態
を
﹁
終
末
期
﹂
と
定
義
し
、
一

五
歳
以
上
の
患
者
の
意
思
が
書
面
な
ど
で
明
ら
か
な
こ
と
を
前
提
に
、
担
当
医
以
外
の
二
人
以
上
の
医
師
が
終
末
期
と
判
断
し
、
家
族
が
拒
ま
な
い
か
、
家
族
が
い
な
い
場
合
、

生
存
期
間
の
延
長
を
目
的
と
し
た
人
工
呼
吸
器
の
装
着
や
栄
養
や
水
分
の
補
給
を
始
め
な
く
て
も
、
す
な
わ
ち
、
延
命
措
置
を
し
な
く
て
も
（
＝
不
開
始
）、
そ
し
て
、
延
命

措
置
を
中
止
し
て
も
、
医
師
は
民
事
・
刑
事
・
行
政
い
ず
れ
の
責
任
も
問
わ
れ
な
い
（
た
だ
し
、
厚
労
相
が
定
め
る
指
針
に
従
う
こ
と
が
条
件
で
あ
る
）、
②
延
命
措
置
を
希

望
す
る
か
ど
う
か
は
、
運
転
免
許
証
や
保
険
証
に
記
載
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
二
年
九
月
、
十
分
な
議
論
が
で
き
て
い
な
い
と
し
て
国

会
へ
の
提
出
が
見
送
ら
れ
た
。﹁
延
命
中
止
で
も
医
師
責
任
不
問　

尊
厳
死
法
議
連
が
第
二
案
﹂朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
六
月
七
日
朝
刊
三
三
面
、﹁
尊
厳
死
法
案
の
提
出
見
送
り
﹂

朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
九
月
七
日
夕
刊
一
二
面
。

（
23
）　
﹁
も
っ
と
多
く
の
人
が
関
心
を
持
つ
﹃
尊
厳
死
法
案
を
﹄﹂yom

iD
r.

二
〇
一
四
年
八
月
八
日
。
二
〇
一
五
年
七
月
現
在
、
ま
だ
上
程
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。﹁
医
師
ら

の
免
責
法
案 

提
出 

超
党
派
議
連
﹂yom

iD
r.

二
〇
一
五
年
五
月
二
八
日
。

（
24
）　
﹁
尊
厳
死
法
案
、
提
出
へ　

通
常
国
会　

延
命
中
止
を
免
責
﹂
東
京
新
聞
二
〇
一
四
年
一
月
一
二
日
朝
刊
。

（
25
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、﹁
尊
厳
死　

揺
れ
る
思
い　

患
者
の
同
意
で
延
命
中
止
、
法
制
化
の
動
き
﹂
朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
八
月
二
八
日
朝
刊
三
三
面
。
な
お
、
日
本
医
師
会

の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
〇
九
で
は
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
た
Ａ
Ｌ
Ｓ
患
者
が
呼
吸
器
の
取
り
外
し
を
求
め
た
場
合
は
、﹁
最
善
の
医
療
を
尽
く
し
て
も
、
病
状
が
進
行

性
に
悪
化
す
る
こ
と
を
食
い
と
め
ら
れ
ず
に
死
期
を
迎
え
る
﹂
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
治
療
中
止
は
で
き
な
い
と
す
る
。
同
様
の
理
由
で
、
遷
延

性
意
識
障
害
の
患
者
に
対
す
る
治
療
中
止
も
で
き
な
い
と
す
る
（
七
〇
頁
）。

（
26
）　

佐
藤
陽
子
﹁
治
療
中
止
に
関
す
る
一
考
察
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
を
手
が
か
り
に
―
﹂
熊
本
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
五
三
頁
は
、
積
極
的
安
楽
死
行
為

は
先
行
し
て
行
わ
れ
た
治
療
中
止
行
為
が
適
法
で
な
け
れ
ば
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
、
治
療
中
止
行
為
が
正
当
で
あ
れ
ば
正
当
化
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
す
る
。
大
野
正
博
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
中
止
行
為
の
許
容
性
（
一
）
―
い
わ
ゆ
る
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
を
契
機
と
し
て
―
﹂
朝
日
法
学



（　
　
　
　

）

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
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れ
る
た
め
の
要
件

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
六
一

一
二
三
九

論
集
四
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
六
頁
も
、﹁
治
療
中
止
の
開
始
に
よ
っ
て
肉
体
的
苦
痛
が
発
生
し
、
致
死
的
薬
剤
投
与
に
よ
っ
て
、
そ
の
苦
痛
状
態
が
終
了
さ
れ
て
い
る
た
め
、

積
極
的
安
楽
死
で
は
な
く
尊
厳
死
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
第
一
段
階
の
尊
厳
死
と
し
て
の
治
療
中
止
が
仮
に
許
容
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
齎

さ
れ
た
苦
痛
状
況
か
ら
の
開
放
措
置
と
し
て
施
さ
れ
た
致
死
的
薬
剤
投
与
の
許
容
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
第
一
段
階
の
尊
厳
死
が
仮
に
許
容
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
な
ら
ば
許
容
さ
れ
な
い
行
為
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
苦
痛
か
ら
の
解
放
措
置
は
、
許
容
さ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
す
る
。
同
様
の
見
解
を
示
す
も

の
と
し
て
、
橋
爪
隆
﹁
治
療
中
止
と
殺
人
罪
の
成
否
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
〇
頁
、
武
藤
眞
朗
﹁
川
崎
協
同
病
院
事

件
最
高
裁
決
定
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
七
頁
。

（
27
）　

な
ぜ
な
ら
ば
、
患
者
の
自
己
決
定
論
お
よ
び
患
者
の
治
療
義
務
論
は
、
犯
罪
学
上
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
治
療
中
止
を
不
処
罰
と
す
る
結
論
を
導
く
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
川
崎
友
巳
﹁
刑
法
上
に
お
け
る
治
療
中
止
の
許
容
範
囲
―
治
療
中
止
の
許
容
根
拠
と
要
件
の
考
察
―
﹂
研
修
七
四
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
頁
。

（
28
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
何
ら
論
理
を
示
さ
ず
に
﹁
ル
ー
ル
を
皆
で
作
れ
﹂
と
い
う
の
は
、
司
法
消
極
主
義
的
色
彩
が
強
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
甲
斐
克
則
﹁
治
療

行
為
の
中
止－

川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
医
事
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］
一
九
九
頁
。
同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
町
野
朔
﹁
患
者
の
自
己
決
定
権
と
医
師
の
治
療
義
務

―
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
を
契
機
と
し
て
―
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁
。

（
29
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
最
高
裁
は
脳
波
検
査
さ
え
や
っ
て
い
な
い
と
被
告
人
を
非
難
し
て
い
る
が
、
当
時
の
医
療
準
則
と
し
て
、
専
門
家
た
る
医
師
の
被
告
人
は
ど
の
よ
う
な

検
査
を
行
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
判
断
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
事
件
化
し
た
の
が
発
生
か
ら
三
年
経
っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
ず
、
事

実
認
定
の
困
難
さ
を
生
み
、
証
人
ら
の
供
述
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
ゆ
え
、
被
告
人
か
ら
﹁
ご
都
合
主
義
的
な
証
拠
採
用
﹂
と
批
判
さ
れ
る
事
態
を
招
い
て
い
る
と
し
て
批
判

す
る
も
の
と
し
て
、
稲
田
朗
子
﹁
川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
―　

最
（
三
）
決
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
刑
集
六
三
巻
一
一
号
一
八
九
九
頁
以
下
―
﹂
高
知
論
叢
一
〇

五
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
五－

六
九
頁
。

（
30
）　

入
江
猛
﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の
行

為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
最
三
小
平
成
二
一
・
一
二
・
七
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
四
頁
。

（
31
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
神
馬
幸
一
﹁
治
療
行
為
の
中
止
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
七
版
］（
二
〇
一
四
年
）
八
九
頁
は
、
最
高
裁
は
、
二
審
と
同
様
に

一
般
的
な
適
法
化
の
た
め
の
基
準
を
定
式
化
す
る
こ
と
な
く
事
実
関
係
の
確
認
を
し
た
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。

（
32
）　

豊
田
兼
彦
﹁
治
療
中
止
と
殺
人
罪
の
成
否　

川
崎
協
同
病
院
事
件
最
高
裁
決
定
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
六
五
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
一
頁
。
ま
た
、
根
本
晋
一
﹁
医
師
が
、
気

管
支
ぜ
ん
そ
く
重
積
発
作
に
伴
う
低
酸
素
性
脳
損
傷
の
た
め
意
識
が
回
復
し
な
い
患
者
の
家
族
の
要
請
に
基
づ
い
て
患
者
の
気
管
内
に
挿
管
さ
れ
て
い
た
気
道
確
保
の
た
め
の

チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
、
併
せ
て
筋
弛
緩
剤
を
使
用
し
て
死
亡
さ
せ
た
行
為
に
つ
い
て
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
―
川
崎
協
同
病
院
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
抜
管
・
筋
弛
緩
剤
投
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
六
二

昏
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件

一
二
四
〇

与
患
者
死
亡
事
件
上
告
審
決
定
―
﹂
企
業
法
学
研
究
二
〇
一
三　

二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
一－

一
二
二
頁
も
、
複
数
の
医
療
行
為
を
十
把
一
絡
げ
に
一
つ
の
殺
人
行

為
と
認
定
す
る
と
、
そ
の
違
法
性
阻
却
を
検
討
す
る
に
際
し
、
い
ず
れ
の
安
楽
死
類
型
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
検
討
す
る
べ
き
な
の
か
も
判
然
と
し
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
筋
弛
緩
剤
投
与
を
基
準
と
す
れ
ば
積
極
的
安
楽
死
で
あ
り
、
抜
管
を
基
準
と
す
る
と
間
接
的
安
楽
死
で
あ
る
と
こ
ろ
、
判
決
文
か
ら
は
、
い
ず
れ
を
基
準

と
し
て
違
法
性
阻
却
を
検
討
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
治
療
の
限
界
を
考
慮
し
た
医
学
的
措
置
を
違
法
行
為
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
、
医
学
と
法
律
学
の
相
克
を

生
じ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
構
成
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。

（
33
）　

も
っ
と
も
、
本
決
定
は
、﹁
そ
の
回
復
可
能
性
や
余
命
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
を
下
せ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
り
、﹁
終
末
期
﹂
の
要
件
が
欠
け
て
い

る
と
明
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
34
）　

た
だ
し
、
治
療
中
止
措
置
を
採
る
時
点
に
お
い
て
、
家
族
ら
が
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
い
た
患
者
の
事
前
の
意
思
な
ど
に
よ
る
推
定
的
意
思
に
よ
る
こ
と
は
、
患
者
本
人
の

直
接
・
明
示
の
意
思
と
法
的
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
か
ら
許
さ
れ
る
と
解
す
る
見
解
と
し
て
、
入
江
・
前
掲
註
（
30
）
九
四
頁
。
同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
小
田

直
樹
﹁
こ
ん
睡
状
態
患
者
の
治
療
中
止
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
条
件
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
―
﹂
平
成
二
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
一
頁
。

（
35
）　

佐
伯
仁
志
﹁
末
期
医
療
と
患
者
の
意
思
・
家
族
の
意
思
﹂
樋
口
範
雄
編
著
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
﹃
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
生
命
倫
理
と
法
︹
第
二
版
︺﹄
七
一
頁
。

（
36
）　

甲
斐
・
前
掲
註
（
28
）
一
九
九
頁
は
、
本
決
定
は
、
事
例
判
断
と
は
い
え
、
裏
を
返
せ
ば
、
被
害
者
の
病
状
等
に
つ
い
て
適
切
な
情
報
を
伝
え
、
か
つ
抜
管
行
為
が
被
害
者

の
推
定
的
意
思
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
の
抜
管
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
事
前
の
意
思
が
不
明
な
患
者

の
場
合
、
自
己
決
定
権
だ
け
を
根
拠
と
す
る
の
で
は
解
決
が
難
し
く
、
ま
た
、
患
者
の
最
善
の
利
益
お
よ
び
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
の
患
者
に
有
益
な
治
療
を
中
止
す
る
と

い
う
意
味
で
の
治
療
義
務
の
限
界
論
の
再
構
築
等
を
考
慮
し
た
ル
ー
ル
の
導
入
も
考
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

（
37
）　

加
藤
摩
耶
﹁
治
療
中
止
の
限
界
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
﹂
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
〇
［
Ⅰ
］
三
〇
頁
。

（
38
）　

野
村
貴
光
﹁
気
管
支
ぜ
ん
息
の
重
積
発
作
に
よ
り
入
院
し
こ
ん
睡
状
態
に
あ
っ
た
患
者
か
ら
、
気
道
確
保
の
た
め
挿
入
さ
れ
て
い
た
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
し
た
医
師
の

行
為
が
、
法
律
上
許
容
さ
れ
る
治
療
中
止
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
川
崎
協
同
病
院
事
件
上
告
審
決
定
―
﹂
法
学
新
報
一
一
七
巻
五
＝
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
〇
一

－

三
〇
二
頁
。
本
決
定
は
、
被
害
者
の
推
定
的
意
思
の
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
を
慎
重
に
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
判
示
の
背
後
に
は
、
被
害
者
に
つ
い
て
の
適

切
な
情
報
が
家
族
に
伝
達
し
て
い
る
状
況
が
存
在
す
る
事
案
が
出
現
し
た
場
合
に
は
初
め
て
そ
の
問
題
に
立
ち
入
り
、
家
族
の
承
諾
を
被
害
者
の
承
諾
の
手
掛
か
り
の
一
つ
と

し
て
よ
い
か
否
か
等
を
含
む
治
療
中
止
の
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
と
の
判
断
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

（
39
）　

日
本
学
術
会
議
臨
床
医
学
委
員
会
終
末
期
医
療
分
科
会
﹁
終
末
期
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
―
亜
急
性
型
の
終
末
期
医
療
に
つ
い
て
―
﹂（
二
〇
〇
八
年
）
一
三－

一
五
頁
。

（
40
）　

治
療
中
止
を
許
容
す
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
一
般
論
を
避
け
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
豊
田
・
前
掲
註
（
32
）
一
二
一
頁
。




