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死
刑
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
実
質
的
な
集
中
審
議
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
議
論
が
続
い
て 

い
る
。
今
後
さ
ら
に
論
議
を
深
め
、
死
刑
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
日
本
の
死
刑
制
度
の
歴
史
的
経
緯
、
世
界
の
動 

 

向
、
同
様
に
国
家
権
力
が
人
命
を
奪
う
戦
争
と
死
刑
の
関
係
、
絞
首
刑
の
性
格
、
死
刑
執
行
人
の
苦
悩
、
冤
罪
、
死
刑
制
度
に 

対
す
る
世
論
、
衆
院
議
員
の
面
接
調
査
結
果
な
ど
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。
な
お
、
過
去
の
議
事
録
や
新
聞
の
投
書
、
死 

刑
執
行
関
係
者
の
著
書
な
ど
も
踏
ま
え
て
設
問
し
た
が
、
橋
本
総
理
大
臣
や
下
稲
葉
法
務
大
臣
の
ほ
か
、
政
府
の
関
係
者
に
は 

取
り
上
げ
た
議
事
録
、
著
書
な
ど
の
全
文
参
照
を
勧
め
る
。
ま
た
、
詳
細
な
調
査
が
必
要
な
質
問
も
一
部
含
ま
れ
て
い
る
が
、 

死
刑
を
め
ぐ
る
今
後
の
論
議
に
必
ず
役
立
つ
の
で
、
十
分
な
答
弁
を
求
め
た
い
。 

一 

日
本
の
死
刑
制
度 

（
2
） 

現
在
ま
で
に
日
本
で
死
刑
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
時
代
、
時
期
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
死
刑
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
の
か
。 

（
1
） 

日
本
の
歴
史
上
、
死
刑
が
開
始
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
。
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
い
か
な
る
理
由
で
死
刑
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。 

死
刑
制
度
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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（
9
） 

死
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
明
治
か
ら
現
在
ま
で
の
改
廃
と
改
廃
の
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に 

（
8
） 

死
刑
の
廃
止
や
執
行
停
止
、
情
報
公
開
を
求
め
る
議
員
の
質
問
な
ど
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
、
見
解
は
戦
前
か
ら

一
致
し
て
い
る
か
。
異
同
が
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
7
） 

政
府
が
死
刑
の
廃
止
や
執
行
停
止
、
情
報
公
開
を
求
め
る
議
員
の
質
問
な
ど
に
初
め
て
答
弁
し
た
の
は
い
つ
か
。 

（
6
） 

死
刑
囚
に
教
誨
師
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
付
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
後
、
改
変
は
あ
っ
た
か
。 

（
5
） 

戦
後
、
死
刑
が
太
政
官
布
告
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
た 

ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
4
） 
死
刑
の
執
行
が
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
（
明
治
六
年
）
に
定
め
る
絞
首
だ
け
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
ま

た
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。 

（
3
） 

一
八
六
八
年
か
ら
の
明
治
政
府
は
当
初
、
死
刑
の
執
行
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
定
め
て
い
た
か
。
そ
れ

ぞ
れ
の
執
行
方
法
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
選
択
さ
れ
て
い
た
の
か
。 

ど
の
よ
う
な
質
問
に
い
か
な
る
答
弁
を
し
た
の
か
。 

四 

 



 

（
12
） 

死
刑
確
定
者
の
接
見
及
び
信
書
の
発
受
と
い
う
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
法
律
で
は
な
く
、
国
会
の
審
議
を
経
な

い
通
達
で
運
用
を
図
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
国
会
で
実
例
に
即
し
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
不
都
合
で
も
あ
る
の 

（
11
） 

死
刑
囚
の
面
会
、
信
書
の
発
受
に
つ
い
て
、
一
九
六
三
年
三
月
十
五
日
に
法
務
省
矯
正
局
長
依
命
通
達
（
以
下
、

「
六
三
年
通
達
」
と
す
る
）
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
通
達
が
出
さ
れ
た
理
由
は
何
か
。
計
三
回
や
り
と 

り
し
た
「
死
刑
の
必
要
性
、
情
報
公
開
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
「
心
情
の
安
定
に
配
慮 

し
つ
つ
そ
の
身
柄
を
確
保
す
る
と
い
う
収
容
の
目
的
等
に
か
ん
が
み
、
監
獄
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
た
遺
憾
な
き
運 

用
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
出
さ
れ
た
」
と
答
え
る
の
み
で
、
な
ぜ
通
達
が
一
九
六
三
年
三
月
に
出
さ
れ 

た
か
に
つ
い
て
は
答
弁
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
当
時
、
こ
う
し
た
通
達
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
ら
か
の 

事
情
が
各
拘
置
所
で
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
死
刑
囚
が
獄
中
か
ら
起
こ
し
た
訴
訟
な
ど
が
影
響
し
た
の
か
。
明
確 

に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
10
） 

改
正
刑
法
準
備
草
案
が
作
成
さ
れ
た
際
、
法
務
省
は
死
刑
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る 

か
。 

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
刑
法
改
正
草
案
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
理
由
も
含
め
て
述
べ
ら
れ
た
い
。 

五 

 



 

（
15
） 

一
九
六
七
年
八
月
、
当
時
の
田
中
伊
三
次
法
務
大
臣
が
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
と
東
京
拘
置
所
小
菅
支
所
の
刑
場
を
視 

（
14
） 

六
三
年
通
達
に
は
「
拘
置
中
、
死
刑
確
定
者
が
罪
を
自
覚
し
、
精
神
の
安
静
裡
に
死
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
よ
う
配
慮
さ
る
べ
き
こ
と
は
刑
政
上
当
然
の
要
請
」
と
あ
る
が
、
後
段
の
質
問
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
日
本
で 

は
一
九
八
〇
年
以
降
だ
け
で
も
死
刑
確
定
者
の
再
審
無
罪
が
四
件
相
次
い
で
お
り
、
死
刑
確
定
者
が
獄
中
で
「
罪
を 

自
覚
」
せ
ず
に
無
実
を
訴
え
、
不
当
な
訴
追
、
裁
判
に
対
す
る
怒
り
か
ら
到
底
「
精
神
の
安
静
裡
」
と
は
認
め
が
た 

い
場
合
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。
政
府
は
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い
な
い
の
か
。
政
府
と
し
て
冤
罪
は
あ
り
得 

な
い
こ
と
と
し
て
認
め
た
く
な
い
か
ら
、
こ
の
通
達
で
、
死
刑
確
定
者
の
再
審
に
向
け
た
活
動
を
制
約
し
よ
う
と
考 

え
た
の
か
。 

（
13
） 

六
三
年
通
達
の
「
本
人
の
身
柄
の
確
保
を
阻
害
し
又
は
社
会
一
般
に
不
安
の
念
を
抱
か
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

合
」
「
本
人
の
心
情
の
安
定
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
」
「
そ
の
他
施
設
の
管
理
運
営
上
支
障
を
生
ず
る
場 

合
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
決
め
た
の
か
。
通
達
前
に
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
が 

現
実
に
あ
っ
た
の
か
。 

か
。
今
後
法
案
を
提
出
す
る
意
向
は
な
い
の
か
。 

六 

 



 

二 

世
界
的
動
向 

（
2
） 

カ
ナ
ダ
が
通
常
犯
罪
の
死
刑
を
廃
止
し
た
理
由
、
廃
止
に
至
る
経
緯
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
同
国
の 

（
1
） 

イ
ギ
リ
ス
が
通
常
犯
罪
の
死
刑
を
廃
止
し
た
理
由
、
廃
止
に
至
る
経
緯
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
か
つ

て
は
「
死
刑
大
国
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
同
国
の
廃
止
理
由
や
廃
止
に
至
る
経
緯
か
ら
日
本
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い 

の
か
。 

（
18
） 

死
刑
廃
止
を
求
め
る
地
方
議
会
の
決
議
、
意
見
書
採
択
な
ど
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
17
） 

日
本
に
お
け
る
死
刑
廃
止
運
動
の
起
源
、
廃
止
を
求
め
る
理
由
、
運
動
の
経
緯
、
国
会
の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

（
16
） 

戦
後
、
個
別
恩
赦
で
減
刑
さ
れ
た
死
刑
囚
の
ケ
ー
ス
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

察
し
、
同
年
十
月
に
は
「
た
だ
い
ま
二
十
三
人
の
執
行
命
令
書
に
サ
イ
ン
し
た
」
と
記
者
発
表
し
た
。
こ
れ
は
何
を

意
図
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
田
中
法
相
の
こ
う
し
た
行
為
は
そ
の
後
、
死
刑
を
め
ぐ
る
行
政
の
運
営
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。 

七 

 



 

（
7
） 

前
記
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
州
に
よ
っ
て
死
刑

の
存
廃
に
異
同
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
各
州
の
死
刑
存
廃
の
現
状
、
各
州
に
お
い
て
現
在
の
存
廃
を
決
め
た 

（
6
） 

フ
ラ
ン
ス
が
死
刑
を
全
廃
し
た
理
由
、
全
廃
に
至
る
経
緯
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
同
国
の
全
廃
理 

由
、
全
廃
に
至
る
経
緯
か
ら
日
本
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
の
か
。 

（
5
） 

イ
タ
リ
ア
が
死
刑
を
全
廃
し
た
理
由
、
全
廃
に
至
る
経
緯
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
同
国
に
お
い
て
は

い
っ
た
ん
死
刑
を
廃
止
し
、
復
活
し
た
経
緯
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
復
活
し
た
理
由
な
ど
に
つ
い
て
も
承
知
し
て
い
る 

か
。
死
刑
制
度
に
つ
い
て
同
国
か
ら
日
本
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
の
か
。 

（
4
） 

東
西
統
一
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
死
刑
制
度
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
認
識
し
て
い
る
か
。
統
一
前
、

東
西
で
死
刑
制
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
っ
た
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。
死
刑
制
度
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の 

歴
史
や
現
状
か
ら
日
本
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
の
か
。 

（
3
） 

イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
で
、
例
外
と
し
て
死
刑
を
定
め
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
両
国
で

死
刑
を
定
め
て
い
る
犯
罪
は
日
本
に
お
い
て
犯
罪
と
さ
れ
る
の
か
。 

廃
止
理
由
や
廃
止
に
至
る
経
緯
か
ら
日
本
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
の
か
。 

八 

 



 

（
12
） 

五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
下
稲
葉
法
務
大
臣
は
死
刑
廃
止
に
向
か
う
世
界
的
動
向
に
つ
い
て
「
一
つ 

（
11
） 

ア
メ
リ
カ
の
死
刑
存
置
州
で
、
死
刑
確
定
者
の
接
見
及
び
信
書
の
発
受
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
、
承
知
し

て
い
る
か
。 

（
10
） 

ア
メ
リ
カ
の
死
刑
存
置
州
で
、
死
刑
執
行
に
関
す
る
情
報
公
開
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
、
承
知
し
て
い
る

か
。
同
国
に
お
け
る
死
刑
の
存
廃
論
議
に
情
報
公
開
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 

（
9
） 

ア
メ
リ
カ
の
死
刑
存
置
州
と
廃
止
州
で
、
凶
悪
犯
罪
の
発
生
率
に
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
認
識
し
て
い
る
か
。
と

り
わ
け
、
警
察
官
殺
人
事
件
の
数
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
承
知
し
て
い
る
か
。 

（
8
） 
新
聞
報
道
な
ど
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
死
刑
の
存
廃
が
大
統
領
選
挙
の
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

各
州
の
知
事
選
、
裁
判
官
、
検
事
の
選
挙
で
も
当
落
を
決
め
る
大
き
な
要
素
と
さ
れ
、
選
挙
が
被
告
人
の
刑
に
影
響 

を
与
え
る
ケ
ー
ス
ま
で
出
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
同
国
の
現
状
に
つ
い
て
、
死
刑
を
存
置
し
て
い
る
日
本
政 

府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

経
緯
を
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
の
歴
史
、
存
廃
の
議
論
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
認
識

し
て
い
る
か
。 

九 

 



 

三 

戦
争
と
死
刑 

（
1
） 

火
野
葦
平
の
「
麦
と
兵
隊
」
や
石
川
達
三
の
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
に
は
、
日
中
戦
争
中
、
日
本
兵
が
中
国
人
捕

虜
ら
を
殺
害
す
る
状
況
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
太
平
洋
戦
争
中
の
新
聞
に
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
戦
闘
機
搭
乗 

員
を
処
刑
す
る
様
子
が
報
じ
ら
れ
た
。
捕
虜
や
搭
乗
員
ら
の
殺
害
は
軍
法
会
議
を
経
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
だ 

 

が
、
こ
う
し
た
「
処
刑
」
は
当
時
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
国
家
が
認
め
た
正
当
な
行
為
だ
っ
た
と 

す
れ
ば
、
死
刑
の
執
行
と
同
じ
か
。 

の
流
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
私
も
感
じ
な
い
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
し
た
上
で
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
お
立
場
と

い
う
も
の
を
尊
重
せ
ぬ
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
国
際
的
な
潮
流
と
い
う
ふ
う
な
も
の
を
見
な
が
ら
、

な
お
か
つ
、
我
々
と
し
て
は
、
日
本
と
し
て
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
や
は
り
、
日
本
国
民
で
あ
る
我
々
、

そ
し
て
国
会
、
政
府
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
で
大
い
に
議
論
し
て
お
決
め
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
」
と
答

弁
し
た
。
政
府
は
死
刑
存
廃
を
め
ぐ
る
「
一
つ
の
流
れ
」
や
「
国
際
的
な
潮
流
と
い
う
ふ
う
な
も
の
」
を
十
分
把 

握
、
認
識
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
き
た
か
。
死
刑
の
存
廃
を
「
大
い
に
議
論
」
す
る

た
め
の
諸
外
国
の
動
向
把
握
に
つ
い
て
は
今
後
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
考
え
て
い
る
か
。 
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（
8
） 

戦
犯
の
死
刑
執
行
に
つ
い
て
、
連
合
国
の
情
報
公
開
は
ど
の
程
度
な
さ
れ
て
い
た
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。
巣
鴨

プ
リ
ズ
ン
の
ほ
か
、
ア
ジ
ア
各
地
の
執
行
に
つ
い
て
も
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
7
） 

平
和
に
対
す
る
罪
な
ど
に
問
わ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
は
七
人
が
死
刑
に
な
っ
た
が
、
政
府
は
現
在
、
こ
う
し
た
裁
判
の

結
果
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

（
6
） 

Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
に
つ
い
て
、
政
府
は
現
在
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

（
5
） 

Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
裁
判
に
対
し
て
、
政
府
は
当
時
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
の
か
。
証
拠
の
収
集
な
ど
に
協
力

し
た
の
か
。
被
告
人
の
弁
護
な
ど
の
た
め
に
援
助
を
尽
く
し
た
の
か
。 

（
4
） 

戦
中
の
捕
虜
や
搭
乗
員
な
ど
の
殺
害
に
つ
い
て
、
連
合
国
は
戦
後
、
関
与
者
を
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
処
罰
し
た 

が
、
死
刑
に
な
っ
た
人
は
何
人
い
た
の
か
。
裁
判
国
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
3
） 
現
在
、
政
府
は
戦
中
の
こ
う
し
た
日
本
軍
に
よ
る
捕
虜
や
搭
乗
員
ら
の
殺
害
、
強
制
労
働
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。 

（
2
） 

日
中
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
中
、
日
本
軍
が
殺
害
し
た
連
合
国
側
の
捕
虜
や
搭
乗
員
、
一
般
住
民
は
何
人
く
ら
い
に

及
ん
だ
の
か
。
ま
た
、
強
制
労
働
で
死
亡
し
た
捕
虜
は
何
人
か
。 

一
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（
12
） 

日
本
国
憲
法
は
前
文
第
一
段
で
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ

と
を
決
意
」
し
た
と
し
て
、
第
二
段
で
は
「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す 

る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の 

安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
と
定
め
て
い
る
。
「
戦
争
の
惨
禍
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
を
指
し
て 

（
11
） 

六
月
十
五
日
か
ら
外
交
資
料
館
で
公
開
さ
れ
た
外
交
文
書
の
戦
犯
裁
判
関
係
を
伝
え
る
同
月
十
四
日
付
け
読
売
新

聞
に
よ
る
と
、
今
回
の
外
務
省
資
料
で
、
法
務
省
が
戦
犯
裁
判
関
係
資
料
の
収
集
を
進
め
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に 

な
っ
た
が
、
公
開
し
て
い
な
い
と
い
う
。
外
務
省
は
部
外
秘
の
外
交
文
書
で
も
、
一
定
の
年
月
が
経
過
し
た
も
の
は 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
資
料
の
正
確
性
の
問
題
に
留
意
し
つ
つ
公
開
し
て
い
る
の
に
、
法
務
省
は
な
ぜ
公
開
し
な
い
の 

 

か
。
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
10
） 

Ａ
級
戦
犯
七
人
と
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
二
十
六
人
の
死
刑
に
立
ち
会
っ
た
花
山
信
勝
教
謳
師
の
著
書
「
平
和
の
発
見
、
巣

鴨
の
生
と
死
の
記
録
」
な
ど
に
は
、
処
刑
さ
れ
る
戦
犯
の
心
情
な
ど
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
死
刑
囚
の
心 

情
の
安
定
を
考
え
る
上
で
、
こ
う
し
た
著
書
な
ど
を
参
考
に
し
て
き
た
か
。 

（
9
） 

戦
犯
の
接
見
や
信
書
の
発
受
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。 
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（
15
） 

死
刑
は
残
虐
な
刑
罰
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁
の
合
憲
判
決
で
は
、
死
刑
が
前
記
日
本
国
憲
法
前
文
に
も
違

反
、
抵
触
し
な
い
と
判
断
さ
れ
て
き
た
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。 

（
14
） 

日
本
国
憲
法
前
文
第
二
段
は
前
記
部
分
に
続
け
て
「
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭

を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ 

れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ 

と
を
確
認
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
死
刑
廃
止
が
主
流
の
先
進
国
の
中
に
あ
っ
て
、
死
刑
の
存
廃
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の 

国
に
お
い
て
独
自
に
決
定
す
べ
き
も
の
」
（
五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
の
原
田
法
務
省
刑
事
局
長
答
弁
） 

と
し
て
、
存
廃
議
論
の
た
め
の
十
分
な
情
報
公
開
も
拒
む
政
府
の
姿
勢
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位 

を
占
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。 

（
13
） 
前
記
「
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
」
と
国
家
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
。
ま
た
、
死
刑
は
「
人
間
相
互
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
」
に
か
な
っ
た
制
度
と
考
え
て
い
る
の
か
。 

い
る
と
考
え
る
か
。
ま
た
、
「
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
政
府
の
解

釈
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 
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四 

絞
首
刑 

（
4
） 

政
府
は
、
国
内
の
死
刑
事
件
を
め
ぐ
り
、
絞
首
刑
が
残
虐
な
刑
罰
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
裁
判
で
、
世

界
各
国
で
絞
首
刑
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
弁
論
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
承
知
し
て
い
る 

（
3
） 

明
治
以
後
の
日
本
の
司
法
法
制
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
で
、
ナ
チ
ス
党
が
政
権
を
掌
握
し
た
後
、

新
た
に
絞
首
刑
を
導
入
し
た
こ
と
、
絞
首
刑
は
銃
殺
や
ギ
ロ
チ
ン
に
よ
る
斬
首
以
上
に
残
忍
な
執
行
方
法
と
さ
れ
、 

ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
に
失
敗
し
た
首
謀
者
ら
が
絞
首
刑
と
さ
れ
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。 

（
2
） 

世
界
各
国
に
お
け
る
絞
首
刑
の
歴
史
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

（
1
） 

政
府
が
現
在
、
死
刑
の
執
行
方
法
と
し
て
、
絞
首
刑
を
選
択
し
て
い
る
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
残
虐
な
刑
罰
で
は

な
い
と
考
え
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
17
） 
戦
争
を
放
棄
し
た
現
在
、
国
が
権
力
を
行
使
し
て
殺
人
、
ま
た
は
人
を
死
に
い
た
ら
し
め
る
行
為
を
命
じ
る
こ
と

は
あ
る
か
。
刑
罰
と
い
う
国
家
権
力
を
行
使
す
る
死
刑
は
ど
う
か
。 

（
16
） 

日
本
は
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
戦
争
を
放
棄
し
た
が
、
戦
争
は
国
が
権
力
を
行
使
し
て
殺
人
や
人
を
死
に
い
た
ら

し
め
る
行
為
を
国
民
に
命
じ
る
も
の
と
考
え
る
か
。 
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五 

死
刑
執
行
人
の
苦
悩 

（
2
） 

矯
正
施
設
職
員
に
対
し
、
死
刑
執
行
の
た
め
の
研
修
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。 

（
1
） 

政
府
は
矯
正
施
設
職
員
の
採
用
に
当
た
り
、
死
刑
を
実
際
に
執
行
す
る
仕
事
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
募
集
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
記
載
し
、
公
示
し
て
き
た
か
。 

（
7
） 

国
連
加
盟
国
中
、
死
刑
を
存
置
し
て
い
る
国
で
絞
首
刑
を
採
用
し
て
い
る
国
は
い
く
つ
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由

で
採
用
し
て
い
る
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。 

（
6
） 

ア
メ
リ
カ
の
死
刑
存
置
州
で
、
絞
首
刑
を
採
用
し
て
い
る
州
は
い
く
つ
あ
り
、
存
置
州
全
体
の
何
％
を
占
め
て
い

る
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。
絞
首
刑
以
外
の
州
は
い
か
な
る
理
由
で
、
ど
の
よ
う
な
執
行
方
法
を
採
用
し
て
い
る 

 

か
、
認
識
し
て
い
る
か
。 

（
5
） 
ヒ
ト
ラ
ー
は
絞
首
刑
の
執
行
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
日
本
で
絞
首
刑
の
執
行
を
フ
ィ
ル
ム
あ
る
い
は

ス
チ
ー
ル
撮
影
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

か
。
ま
た
、
絞
首
刑
を
合
憲
と
し
た
最
高
裁
判
決
は
、
世
界
各
国
に
お
け
る
絞
首
刑
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
判
断
し
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 
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（
6
） 

同
書
に
よ
る
と
、 

（
5
） 

元
刑
務
官
戸
谷
喜
一
氏
は
自
著
「
死
刑
執
行
の
現
場
か
ら
」
に
「
極
悪
非
道
の
犯
罪
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私

た
ち
刑
務
官
の
仕
事
は
、
そ
の
受
刑
者
を
更
生
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
更
生
不
可
能
と
断
定
し
て
『
殺
す
』
こ
と
で 

は
な
い
。
ま
た
、
刑
務
官
と
い
う
公
務
員
の
職
務
に
、
『
殺
人
』
も
し
く
は
『
殺
人
幇
助
』
と
い
う
仕
事
が
あ
る
こ 

と
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
刑
務
官
の
仕
事
か
ら
プ
ラ
イ
ド
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら 

な
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
刑
務
官
た
ち
の
訴
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
。 

（
4
） 

五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
下
稲
葉
法
務
大
臣
も
元
刑
務
官
の
通
信
を
紹
介
し
、
死
刑
執
行
人
の
苦
悩

に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
が
、
政
府
に
対
し
て
現
職
の
刑
務
官
や
刑
務
官
経
験
者
か
ら
死
刑
執
行
を
や 

め
て
ほ
し
い
と
の
趣
旨
の
手
紙
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
ほ
か
に
も
あ
る
の
か
。 

（
3
） 

受
刑
者
の
「
矯
正
」
に
自
ら
の
使
命
を
見
い
だ
し
、
苦
労
も
絶
え
な
い
で
あ
ろ
う
日
々
の
職
務
に
専
念
す
る
矯
正

施
設
職
員
が
「
矯
正
」
と
は
正
反
対
の
死
刑
を
執
行
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
心
境
か
、
ア
ン
ケ
ー
ト
や
面
接
な
ど
で 

調
査
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
結
果
だ
っ
た
か
。 

 
 

Ｓ
拘
置
所
で
執
行
さ
れ
た
死
刑
確
定
者
Ｘ
は
「
私
は
死
刑
囚
で
す
。
ず
っ
と
前
か
ら
今
日
の
日
が
あ
る
こ
と
は 
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（
7
） 

五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
法
務
省
矯
正
局
長
は
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
死
刑
廃
止
法
案

が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
一
九
五
六
年
五
月
十
一
日
の
参
院
法
務
委
員
会
公
聴
会
で
、
当
時
奈
良
少
年
刑
務
所
長
の
玉 

井
策
郎
氏
は
死
刑
の
執
行
に
つ
い
て 

こ
れ
が
死
刑
執
行
の
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
理
解
し
て
い
い
か
。 

覚
悟
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
も
今
、
所
長
さ
ん
の
ご
立
派
な
人
柄
と
や
さ
し
い
お
言
葉
の
お
か
げ
で
、
私
の
処 

刑
は
、
私
の
身
体
を
清
あ
る
あ
り
が
た
い
処
置
で
あ
る
と
思
え
て
き
ま
し
た
。
（
中
略
）
心
残
り
は
何
一
つ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
後
、
春
日
八
郎
の
「
別
れ
の
一
本
杉
」
を
歌
っ
た
。
拘
置
所
長
が
涙
ぐ
む
中
、
Ｘ
は

保
安
課
職
員
に
手
錠
を
掛
け
ら
れ
、
白
い
布
で
目
隠
し
さ
れ
た
上
で
、
刑
場
に
誘
導
さ
れ
て
い
っ
た
。
職
員
が
吊

さ
れ
て
い
る
麻
の
綱
の
輪
に
な
っ
た
部
分
を
首
に
か
け
た
時
、
Ｘ
は
突
然
「
お
母
さ
ん
」
と
叫
ん
だ
。
職
員
が
四

角
い
踏
み
台
か
ら
外
に
出
る
と
同
時
に
、
Ｘ
の
足
下
の
板
が
バ
タ
ン
と
左
右
に
開
き
、
彼
の
身
体
は
四
角
い
暗
い

穴
の
中
に
落
ち
た
。
綱
は
ビ
リ
ビ
リ
震
え
な
が
ら
ピ
ン
と
張
り
切
り
、
し
ば
ら
く
前
後
左
右
に
揺
れ
た
。
読
経
の

声
が
大
き
く
な
り
、
見
守
る
職
員
ら
の
合
掌
す
る
手
に
は
い
っ
せ
い
に
力
が
こ
も
っ
た
と
い
う
。 

「
私
た
ち
は
教
育
者
で
あ
る
と
自
負
し
、
誇
り
を
持
っ
て
私
た
ち
の
仕
事
に
精
励
し
て
い
る
。
（
中
略
）
死
刑 

一
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（
8
） 

同
公
聴
会
で
、
玉
井
氏
は
四
十
六
人
の
死
刑
を
執
行
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で 

と
述
べ
て
い
る
。
現
在
公
の
場
で
こ
う
し
た
訴
え
を
聞
か
な
い
の
は
、
法
務
省
が
死
刑
執
行
に
関
す
る
情
報
公
開

を
時
代
の
経
過
に
伴
っ
て
後
退
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
由
な
議
論
を
許
さ
な
い
よ
う
な
省
内
の
締
め
付
け
を
し
て
き

た
か
ら
、
刑
務
官
も
内
心
を
吐
露
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
内
心
で
蓄
積
し
た
苦
悩
が

ど
れ
ほ
ど
人
を
痛
め
る
か
に
つ
い
て
、
理
解
し
て
い
る
か
。 

「
個
人
的
に
は
何
の
恨
み
も
な
い
そ
の
人
間
を
人
間
が
殺
す
、
そ
の
不
法
の
瞬
間
を
私
思
い
知
ら
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
り
ま
す
。
凶
悪
な
犯
罪
は
、
も
ち
ろ
ん
天
人
と
も
に
許
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
（
中 

略
）
絶
対
に
真
人
間
に
は
な
れ
な
い
極
悪
非
道
な
悪
人
だ
と
き
め
て
し
ま
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
（
中
略
） 

四
十
六
人
の
人
々
は
、
や
は
り
そ
の
性
は
善
で
あ
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
大
き
な
罪
に
対
し
て
反
省
が
で
き
て
か 

と
い
う
刑
罰
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
し
て
そ
の
執
行
を
私
た
ち
矯
正
職
員
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
、
私

は
方
便
的
に
任
務
を
遂
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
教
育
と
し
て
の
良
心
は
片
鱗
を
も
示
す
こ
と
は
で
き
な 

い
。
（
中
略
）
当
然
死
刑
は
廃
止
し
て
ほ
し
い
。
も
し
直
ち
に
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
さ

し
ず
め
死
刑
の
執
行
は
矯
正
職
員
に
や
ら
せ
る
こ
と
だ
け
は
、
せ
め
て
直
ち
に
や
め
さ
し
て
も
ら
い
た
い
」 

一
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（
11
） 

同
委
員
会
で
は
、
下
稲
葉
法
務
大
臣
が
刑
務
官
の
心
情
に
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
「
非
常
に
厳
し
い
国
の

法
秩
序
の
維
持
と
い
う
責
任
を
持
っ
て
い
る
」
と
答
弁
し
た
が
、
直
接
の
法
令
も
な
い
の
に
刑
務
官
に
死
刑
を
執
行 

（
10
） 

五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
法
務
省
矯
正
局
長
は
矯
正
施
設
の
職
員
に
死
刑
を
執
行
さ
せ
る
法
令
は
存

在
せ
ず
、
上
司
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
国
家
公
務
員
法
第
九
十
八
条
に
よ
っ
て
執
行
さ
せ
て
き 

た
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
た
。
死
刑
の
執
行
に
つ
い
て
は
法
務
大
臣
の
命
令
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
ら
の
立
ち 

会
い
が
刑
事
訴
訟
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
人
を
法
令
で
定
め
て
い
な
い
の
は
な
ぜ 

 

か
。 

（
9
） 
昨
年
十
二
月
十
二
日
提
出
の
「
死
刑
の
執
行
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
一
月
十
三
日
付
け
政
府
答

弁
書
に
よ
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
両
手
に
力
を
込
め
て
死
刑
の
執
行
終
了
を
待
っ
た
刑
務
官
に
は
二
万
円
の
特
殊 

勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
刑
務
官
の
「
心
情
の
安
定
」
を
期
す
た
め
の
措
置
は
な
い
の 

 

か
。 ら

の
彼
ら
は
、
む
し
ろ
私
た
ち
よ
り
も
、
そ
の
心
の
持
ち
方
は
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
お
っ
た
」 

と
も
述
べ
て
い
る
。
死
刑
確
定
者
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

一
九 

 



 

（
17
） 

死
刑
執
行
に
か
か
わ
っ
た
検
察
官
、
検
察
事
務
官
、
監
獄
の
長
、
刑
務
官
の
う
ち
、
執
行
が
主
た
る
原
因
で
退
職 

（
16
） 

政
府
は
刑
務
官
同
様
、
検
察
事
務
官
か
ら
死
刑
に
立
ち
会
う
こ
と
に
対
す
る
苦
悩
を
訴
え
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る 

か
。 

（
15
） 

検
察
事
務
官
に
対
し
て
、
死
刑
執
行
に
立
ち
会
い
、
執
行
始
末
書
を
作
成
す
る
た
め
の
研
修
は
な
さ
れ
て
き
た 

か
。 

（
14
） 

検
察
庁
法
に
よ
る
と
、
検
察
事
務
官
は
上
官
の
命
を
受
け
て
「
公
益
の
代
表
者
」
た
る
検
察
官
を
補
佐
し
、
又
は

そ
の
指
揮
を
受
け
て
捜
査
を
行
う
こ
と
が
職
務
と
さ
れ
る
が
、
政
府
は
採
用
に
当
た
っ
て
検
察
事
務
官
が
死
刑
執
行 

に
立
ち
会
い
、
執
行
始
末
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
公
示
し
て
き
た
か
。 

（
13
） 

刑
務
官
で
は
な
く
、
検
察
官
や
検
察
事
務
官
が
死
刑
を
執
行
す
る
と
問
題
が
生
じ
る
の
か
。
「
立
ち
会
う
」
以
外

に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
。 

（
12
） 

「
国
の
法
秩
序
の
維
持
」
と
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
人
間
の
命
と
で
は
、
「
国
の
法
秩
序
の
維
持
」
が
重

い
と
言
う
こ
と
か
。 

さ
せ
、
「
国
の
法
秩
序
の
維
持
」
に
責
任
が
持
て
る
の
か
。 

二
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六 
冤
罪 

（
4
） 

二
月
十
七
日
提
出
の
「
死
刑
の
必
要
性
、
情
報
公
開
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
三
月
二
十
四
日 

（
3
） 

計
三
回
や
り
と
り
し
た
「
死
刑
の
必
要
性
、
情
報
公
開
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
書 

で
、
政
府
は
死
刑
確
定
者
が
再
審
無
罪
に
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
「
具
体
的
事
件
の
捜
査
手
続
又
は
刑
事
裁
判
手
続 

に
お
け
る
検
察
官
及
び
裁
判
所
の
判
断
に
か
か
わ
る
事
柄
」
と
し
て
、
答
弁
を
拒
否
し
た
が
、
裁
判
手
続
き
は
と
も 

か
く
と
し
て
も
、
結
果
的
に
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
人
権
侵
害
を
犯
し
た
検
察
官
の
捜
査
手
続
き
と
起
訴
は
行
政 

府
の
責
任
で
あ
り
、
行
政
の
失
態
を
隠
そ
う
と
す
る
の
か
。
学
校
や
民
間
企
業
な
ど
で
は
通
常
、
失
敗
や
過
ち
を
犯 

し
た
反
省
と
将
来
の
再
発
防
止
に
向
け
た
決
意
が
言
葉
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
に
は
、
失
敗
や
過
ち
の
内
容
を 

具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
過
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
が
、
検
察
官
の
場
合
に
は
必
要
な
い
の
か
。 

（
2
） 

無
罪
判
決
が
確
定
し
、
担
当
検
察
官
が
処
分
さ
れ
た
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
1
） 
明
治
以
来
、
い
っ
た
ん
死
刑
判
決
を
受
け
な
が
ら
上
級
審
や
再
審
で
無
罪
と
な
っ
た
事
件
は
何
件
あ
る
の
か
。
そ

れ
ぞ
れ
の
事
件
に
つ
い
て
概
要
、
無
罪
の
判
決
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。
あ
る
い
は
自
殺
し
た
事
例
は
あ
る
か
。 

二
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（
6
） 

過
去
の
冤
罪
事
件
で
は
、
検
察
官
が
捜
査
で
得
た
証
拠
を
す
べ
て
開
示
せ
ず
、
公
判
に
は
被
告
人
に
不
利
な
証
拠

の
み
を
提
出
し
、
被
告
人
に
有
利
な
証
拠
は
紛
失
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
三
月
二
十
七
日
提
出
の 

「
死
刑
の
必
要
性
、
情
報
公
開
な
ど
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
五
月
一
日
付
け
政
府
答
弁
書
に
よ 

（
5
） 

こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
に
よ
る
と
、
法
務
大
臣
に
よ
る
死
刑
執
行
命
令
に
際
し
て
は
裁
判
所
の
判
断
を
尊
重
し
つ

つ
、
関
係
記
録
を
十
分
精
査
検
討
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
精
査
検
討
の
結
果
、
執
行
で
き
な
い
と
判
断
し
、
検
事
総 

長
が
非
常
上
告
し
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

付
け
政
府
答
弁
書
に
よ
る
と
、
「
既
に
死
刑
を
執
行
し
た
者
の
中
に
は
誤
判
に
よ
る
無
実
の
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
な
い
も
の
と
確
信
し
て
い
る
」
と
い
う
が
、
令
状
主
義
及
び
厳
格
な
証
拠
法
則
が
採
用
さ
れ
、
三
審
制
が
保
障

さ
れ
る
な
ど
捜
査
、
公
判
を
通
じ
て
慎
重
な
手
続
き
に
よ
り
、
有
罪
が
確
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
再
審
無
罪
が
相
次

い
だ
。
し
か
も
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
再
審
開
始
ま
で
に
は
何
度
も
請
求
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
再
審
が
一
九
七
五
年

の
「
白
鳥
決
定
」
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
七
五
年
以

前
に
は
再
審
制
度
に
よ
っ
て
も
救
済
さ
れ
な
か
っ
た
死
刑
確
定
者
が
い
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
推
認
す
る
こ
と
も
十
分

合
理
的
で
あ
る
の
に
、
「
な
い
も
の
と
確
信
し
て
い
る
」
の
は
な
ぜ
か
。 

二
二 

 



 

（
9
） 

日
本
国
憲
法
第
三
十
九
条
は
「
何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ

い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
最
高
裁
は
「
無
罪
と
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
無
罪 

（
8
） 

同
じ
当
事
者
主
義
の
刑
事
訴
訟
を
原
則
と
す
る
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
の
上
訴
を
認

め
て
い
な
い
が
、
政
府
は
日
本
で
冤
罪
事
件
が
少
な
か
ら
ず
、
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
う
し
た
制
度
を 

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

（
7
） 

検
察
官
の
証
拠
開
示
に
つ
い
て
は
、
前
記
検
察
官
の
努
力
を
担
保
す
る
た
め
、
下
稲
葉
法
務
大
臣
が
五
月
十
三
日

の
衆
院
法
務
委
員
会
答
弁
で
紹
介
し
て
い
る
、
カ
ナ
ダ
の
よ
う
に
公
判
前
あ
る
い
は
公
判
中
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
察 

官
に
証
拠
開
示
を
義
務
づ
け
る
法
律
を
提
案
し
て
は
ど
う
か
。 

る
と
、
「
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
係
る
再
審
の
判
決
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
を
踏

ま
え
て
、
信
用
性
の
あ
る
供
述
の
確
保
と
そ
の
裏
付
け
捜
査
の
徹
底
、
証
拠
物
や
そ
の
鑑
定
等
の
客
観
的
な
証
拠
の

十
分
な
収
集
、
検
討
等
に
一
層
の
意
を
用
い
、
事
件
の
適
正
な
捜
査
処
理
に
努
め
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と

も
最
後
の
再
審
無
罪
判
決
が
確
定
し
た
一
九
八
九
年
二
月
以
降
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
得
な
い
と
信
頼
し
て
い

い
か
。 

二
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七 

世
論 

（
2
） 

オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
医
師
林
郁
夫
被
告
に
対
す
る
無
期
懲
役
の
判
決
に
つ
い
て
、
五
月
三
十
一
日
付
け
朝
日
新
聞 

（
1
） 

五
月
十
三
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
原
田
法
務
省
刑
事
局
長
は
「
現
在
、
な
お
国
民
世
論
の
多
数
が
、
極
め
て

悪
質
で
凶
悪
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
死
刑
を
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
答
弁
し
た
が
、
国
連
加
盟
国
中
、 

通
常
犯
罪
の
死
刑
を
廃
止
し
た
国
に
お
け
る
廃
止
決
定
時
の
世
論
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
把
握
で
き
た
か
。
把
握
で 

き
て
い
た
な
ら
ば
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
10
） 

死
刑
判
決
を
受
け
た
被
告
の
冤
罪
に
と
ど
ま
ら
ず
、
死
刑
確
定
者
の
再
審
無
罪
も
実
際
に
発
生
し
て
い
る
事
実
を

踏
ま
え
る
と
、
無
実
の
人
の
命
を
国
が
奪
う
と
い
う
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
過
ち
を
犯
す
の
で
は
な
い
か
と
心
配 

で
は
な
い
か
。 

判
決
が
確
定
し
た
と
い
う
意
味
と
解
釈
し
、
検
察
官
に
上
訴
権
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
い
っ
た
ん
無
罪
判
決
が
出

た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
同
様
、
検
察
官
に
は
上
訴
権
は
な
い
と
の
解
釈
も
あ
り
、
ま
た
憲
法
に
こ
う
し
た
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
の
上
訴
は
慎
重
、
謙
抑
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二
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（
3
） 

林
郁
夫
被
告
の
裁
判
で
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
お
い
て
、
林
被
告
が
サ
リ
ン
を
散
布
し
た
路
線
で
亡
く
な
っ

た
営
団
地
下
鉄
職
員
二
人
の
妻
が
そ
ろ
っ
て
、
林
被
告
に
死
刑
を
求
め
な
か
っ
た
。
犯
罪
や
事
故
で
、
愛
す
る
家
族 

を
失
っ
た
人
た
ち
が
犯
人
や
当
事
者
に
厳
し
い
憎
悪
を
注
ぐ
の
は
当
然
の
心
情
だ
が
、
中
に
は
時
間
の
経
過
、
被
告 

「
検
察
の
求
刑
に
は
、
自
白
へ
の
情
状
酌
量
の
ほ
か
に
、
長
期
化
す
る
オ
ウ
ム
裁
判
の
大
事
な
証
人
を
失
い
た 

 
く
な
い
と
い
う
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
別
の
側
面
か
ら
、
こ
の
判
決
を
支
持 

す
る
。
私
た
ち
は
、
六
年
前
に
当
時
十
七
歳
だ
っ
た
娘
を
交
通
事
故
で
失
っ
た
。
当
初
の
運
転
者
へ
の
感
情
は 

『
許
し
難
い
憎
悪
』
で
あ
っ
た
。
『
娘
を
返
し
て
欲
し
い
』
と
そ
の
人
に
向
か
っ
て
叫
び
た
か
っ
た
。
だ
が
、
こ 

の
思
い
は
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
人
の
人
間
は
、
唯
一
無
二
だ
か
ら
だ
。
何
に
よ
っ
て
も
代
え
難 

い
か
ら
だ
。
そ
の
時
か
ら
『
人
間
に
は
い
か
な
る
理
由
で
も
、
人
間
を
殺
す
権
利
は
な
い
』
と
考
え
る
よ
う
に 

 

な
っ
た
。
戦
争
で
も
、
裁
判
で
も
、
で
あ
る
。
『
正
し
い
理
由
が
あ
れ
ば
、
人
間
は
人
間
を
殺
し
て
も
よ
い
』
と 

い
う
論
理
こ
そ
が
、
人
類
の
悲
劇
を
繰
り
返
し
て
き
た
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
以
下
略
）
」 

に
は
五
十
歳
の
男
性
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
。 

政
府
は
こ
の
投
書
の
よ
う
な
世
論
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
。 

二
五 

 



 

八 

情
報
公
開
と
死
刑
執
行 

（
5
） 

死
刑
廃
止
や
執
行
停
止
に
よ
る
議
論
を
求
め
る
議
員
は
四
七
・
二
％
で
、
「
現
状
の
ま
ま
で
い
い
」
と
す
る
議
員

を
七
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
結
果
を
尊
重
し
な
い
の
か
。 

（
4
） 

一
九
九
四
年
六
月
十
四
日
付
け
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
衆
院
議
員
面
接
調
査
中
、
死
刑
制
度
に
つ
い
て
は
「
即

時
廃
止
」
四
十
人
（
八
・
四
％
）
、
「
仮
釈
放
を
認
め
な
い
終
身
刑
な
ど
を
創
設
し
て
、
死
刑
は
廃
止
す
る
」
九
十 

三
人
（
一
九
・
六
％
）
、
「
現
段
階
で
執
行
を
停
止
し
、
そ
の
間
に
議
論
を
深
め
る
」
九
十
一
人
（
一
九
・ 

 

二
％
）
、
「
現
状
の
ま
ま
で
い
い
」
百
九
十
一
人
（
四
〇
・
二
％
）
と
い
う
結
果
だ
っ
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る 

 

か
。
全
国
民
の
代
表
と
し
て
選
挙
さ
れ
、
国
権
の
最
高
機
関
を
組
織
す
る
議
員
の
こ
う
し
た
動
向
を
ど
の
よ
う
に
考 

え
る
か
。 

の
態
度
、
命
に
対
す
る
考
察
な
ど
か
ら
国
に
よ
る
厳
罰
を
求
め
な
い
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
も
事
実
だ
。
政
府

は
犯
罪
や
事
故
の
被
害
者
に
対
し
て
、
処
罰
感
情
を
調
査
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
は
時
期
、
内
容
な
ど
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
調
査
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
は
こ
う
し
た
調
査
が
必
要
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ

ら
れ
た
い
。 

二
六 

 



 

（
4
） 

同
じ
死
刑
存
置
国
で
あ
っ
て
も
、
執
行
に
報
道
関
係
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
な
ど
、
情
報
公
開
を
進
め
る
一
方
で
死

刑
確
定
者
の
接
見
や
信
書
の
自
由
を
保
障
す
る
国
と
、
死
刑
を
密
行
し
て
情
報
公
開
も
年
間
の
執
行
者
数
な
ど
だ
け 

に
と
ど
め
、
死
刑
確
定
者
の
接
見
や
信
書
の
自
由
を
制
限
す
る
国
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
死
刑
を
直
視
し
た
論
議
が
高 

ま
る
と
考
え
る
か
。 

（
3
） 

死
刑
制
度
に
つ
い
て
、
小
・
中
・
高
校
で
は
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
か
。
子
ど
も
た
ち
に
は
死
刑
制
度
の
是

非
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
議
が
あ
る
こ
と
も
教
え
て
い
る
か
。 

（
2
） 

死
刑
を
め
ぐ
る
論
議
は
必
要
と
考
え
て
い
る
か
。
必
要
と
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、
論
議
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
何

が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。 

（
1
） 

雑
誌
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
の
一
九
四
七
年
十
月
二
十
九
日
・
十
一
月
五
日
合
併
号
に
広
島
の
刑
場
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
取
材
さ
れ
た
か
、
承
知
し
て
い
る
か
。
取
材
に
応
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
現
在 

で
も
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
応
じ
る
か
。
現
在
は
応
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
死
刑
の
執
行
が
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
多
数

（
「
死
刑
の
執
行
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
一
月
十
三
日
付
け
政
府
答
弁
書
に
よ
る
と
、
一
九
四
七 

年
の
執
行
は
十
二
人
）
に
上
っ
て
い
た
当
時
は
認
め
て
、
現
在
認
め
な
い
理
由
は
何
か
。 

二
七 

 



 

 

二
八 

（
5
） 

現
在
、
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
政
府
提
案
の
情
報
公
開
法
案
が
成
立
し
た
場
合
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
が

進
む
と
期
待
し
て
い
い
か
。 

（
6
） 
死
刑
廃
止
条
約
の
批
准
を
求
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
報
道
関
係
者
の
間
に
は
、
組
織
犯
罪
対
策
法
案
な
ど
で
忙
し
か
っ
た

今
国
会
の
会
期
終
了
後
、
死
刑
執
行
命
令
の
法
務
大
臣
決
裁
を
仰
ぐ
た
め
の
関
係
記
録
の
精
査
検
討
に
入
り
、
七
月 

ま
で
に
執
行
す
る
と
の
情
報
が
あ
る
が
、
事
実
か
。 

右
質
問
す
る
。 


