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特集　死刑制度と被害者支援について考える

特
集
　
死
刑
制
度
と
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
考
え
る

わ
が
国
の
死
刑
適
用
基
準
に
つ
い
て

原　
　

田　
　

國　
　

男

一　

は
じ
め
に

二　

わ
が
国
の
死
刑
適
用
基
準
―
―
永
山
事
件
基
準

三　

永
山
事
件
基
準
の
問
題
点

四　

私
の
経
験

五　

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
判
決

一　

は
じ
め
に

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
死
刑
事
件
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
法
務
省
内
の
死
刑
執
行
起
案
も
担
当
し
ま
し
た
。
私
が
か
か

わ
っ
た
死
刑
囚
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
と
後
日
報
道
で
知
り
ま
す
と
、
心
か
ら
そ
の
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
被
害
者
遺
族
の
方
々
か
ら

す
れ
ば
、
被
害
者
の
冥
福
こ
そ
祈
る
べ
き
で
、
死
刑
囚
の
冥
福
を
祈
る
な
ど
け
し
か
ら
ん
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
死
刑
の
言
渡
し
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は
、
正
当
な
刑
罰
の
適
用
で
あ
っ
て
国
家
に
よ
る
殺
人
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
や
は
り
、
心
情
と
し

て
は
、
殺
人
そ
の
も
の
で
す
。
法
律
上
許
さ
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
殺
害
行
為
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
経
験
に
基
づ

き
、
学
者
の
方
々
と
は
ひ
と
味
違
う
報
告
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
わ
が
国
実
務
の
一
般
的
な
傾
向
な
い
し
考
え
方

を
述
べ
た
上
、
自
分
の
死
刑
に
対
す
る
考
え
方
の
一
端
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　

わ
が
国
の
死
刑
適
用
基
準
―
―
永
山
事
件
基
準

　

わ
が
国
の
死
刑
適
用
基
準
と
し
て
は
、
永
山
事
件
基
準
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
永
山
則
夫
と
い
う
被
告
人
が
一
九
六
八

年
の
一
か
月
足
ら
ず
の
間
に
二
名
の
タ
ク
シ
ー
運
転
手
と
二
名
の
警
備
員
、
合
計
四
名
を
函
館
、
東
京
、
名
古
屋
、
京
都
の
各
地
で

拳
銃
に
よ
り
射
殺
し
た
と
い
う
わ
が
国
の
犯
罪
史
上
で
も
特
異
で
著
名
な
事
件
で
す
。
連
続
射
殺
魔
事
件
と
も
よ
ば
れ
ま
す
。
現
在

で
は
、
こ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
が
強
い
よ
う
で
す
。
永
山
被
告
人
に
対
し
て
一
九
九
七
年
に
死
刑
が
執
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
第
一
次
上
告
審
に
お
い
て
判
示
さ
れ
た
の
が
永
山
事
件
基
準
で
す
（
最
判
一
九
八
三
年
七
月
八
日
刑
集
三
七
巻
六
号
六
〇
九
頁
）。

す
な
わ
ち
、「
死
刑
制
度
を
存
置
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
性
・

残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、
前
科
、
犯
行
後

の
情
状
等
各
般
の
情
状
を
併
せ
て
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も
一
般
予
防
の

見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」。

　

こ
の
永
山
事
件
基
準
は
、
そ
の
後
の
死
刑
判
決
に
お
い
て
ほ
ぼ
例
外
な
く
適
用
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
判
決

に
お
い
て
も
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ほ
ぼ
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
基
準
自
体
に
は
言
及
し
て
い
な
い
例
が
あ
る
か
ら
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で
す
。

　

こ
の
基
準
は
、
判
示
の
諸
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
方
式
を
採
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
っ
て
死
刑
が
選
択
で
き
る
と
す
る
も
の
で
す
。

三　

永
山
事
件
基
準
の
問
題
点

　

１　

死
亡
被
害
者
の
数

　

同
基
準
が
「
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
」
と
判
示
し
て
、
被
害
者
の
数
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
を
示
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
死
亡
被
害
者
が
一
名
の
場
合
に
は
、
死
刑
を
選
択
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
が
弁
護
人
か
ら
し
ば
し
ば
出
さ
れ

ま
す
。
最
高
裁
は
、
そ
の
後
の
複
数
の
判
決
を
通
し
て
、
死
亡
被
害
者
一
名
の
場
合
で
も
死
刑
を
認
め
て
い
ま
す）1
（

。
実
際
に
、
わ
が

国
で
は
、
永
山
事
件
以
前
か
ら
も
、
無
期
懲
役
の
仮
釈
放
中
の
殺
人
、
保
険
金
目
的
殺
人
、
身
代
金
目
的
殺
人
等
に
お
い
て
は
、
死

亡
被
害
者
一
名
で
あ
っ
て
も
死
刑
と
し
て
き
ま
し
た
。
最
近
公
表
さ
れ
た
司
法
研
究
（
こ
れ
に
は
、
井
田
教
授
も
協
力
研
究
員
と
し
て

参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。）
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
事
件
三
四
六
件
の
う
ち
、
死
亡
被
害
者
一
名
の
殺
人
事
件
が
四
八
件
あ
り
、
う
ち
一

八
人
（
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
つ
い
て
死
刑
が
宣
告
さ
れ
て
い
ま
す）2
（

。
も
っ
と
も
、
死
亡
被
害
者
が
多
数
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
死

刑
に
な
る
割
合
が
増
え
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
同
司
法
研
究
に
よ
れ
ば
、
死
亡
被
害
者
三
名
以
上
の
強
盗
殺
人
事
件
は
、
調
査
対

象
事
件
の
う
ち
、
二
一
件
あ
り
、
す
べ
て
死
刑
が
宣
告
さ
れ
て
い
ま
す）3
（

。

　

２　

遺
族
の
被
害
感
情

　

遺
族
の
被
害
感
情
は
、
永
山
事
件
基
準
で
は
、
考
慮
す
べ
き
事
情
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
量
刑
要
素
に
つ
い
て
は
、
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わ
が
国
で
は
、
被
害
者
が
受
け
た
精
神
的
な
被
害
そ
の
も
の
と
犯
人
に
対
す
る
処
罰
感
情
と
に
二
分
し
て
考
え
る
の
が
一
般
的
に

な
っ
て
い
ま
す）4
（

。
こ
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
争
い
が
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
、
考
慮
す
べ
き
で
な
い
、

考
慮
で
き
る
と
し
て
も
、
恐
喝
の
よ
う
に
犯
罪
自
体
に
そ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
考
慮
で
き

る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
考
慮
で
き
な
い
、
両
者
に
つ
い
て
考
慮
で
き
る
が
、
そ
の
程
度
に
差
が
あ
る
等
々
で
あ
り
、
学
者
一
人

一
説
の
状
態
で
す）（
（

。
私
は
、
最
後
の
立
場
で
、
考
慮
で
き
る
が
、
限
度
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
死
刑
が
問
題
と
な
る
被
害
者

遺
族
の
被
害
感
情
に
つ
い
て
は
、
同
じ
こ
と
を
行
っ
て
も
、
遺
族
が
い
る
場
合
と
い
な
い
場
合
で
、
死
刑
か
無
期
か
が
分
か
れ
る
の

は
、
不
公
平
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
死
刑
判
決
で
は
、
両
者
あ
わ
せ
た
意
味
で
の
遺
族
の
被
害
感
情
を
死
刑
選
択
の
一
要
素
と
す
る
の
が
、
ほ
ぼ
例
外
の

な
い
扱
い
で
す
。
遺
族
の
被
害
感
情
に
言
及
し
な
い
で
死
刑
に
処
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
死
刑
に
限
ら
ず
、
わ
が

国
の
量
刑
実
務
で
は
、
こ
の
要
素
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
性
的
犯
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
傾

向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
の
死
刑
事
件
で
も
同
様
で
す
。
判
決
文
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
裁
判
で
は
、

こ
の
要
素
を
軽
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。
一
般
国
民
で
あ
る
裁
判
員
の
目
線
が
十
分
感
じ
ら

れ
ま
す
。
裁
判
官
も
、
被
害
感
情
を
こ
と
さ
ら
軽
視
し
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
犯
罪
被
害
者
保
護

立
法
以
前
は
、
や
は
り
、
被
害
者
を
蚊
帳
の
外
に
お
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
横
断
歩
道
上
の
ト
ラ
ッ
ク
に

よ
る
歩
行
者
死
亡
事
件
で
も
、
執
行
猶
予
が
相
場
だ
っ
た
の
で
す
。
今
日
で
は
、
ま
ず
実
刑
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
の
み
る
と
こ

ろ
、
二
〇
〇
〇
年
を
契
機
に
二
一
世
紀
に
入
り
、
被
害
者
保
護
が
刑
事
事
件
で
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

　

３　

 

被
告
人
の
反
省

　

こ
の
点
は
、
同
基
準
で
は
、
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
犯
行
後
の
情
状
」
に
含
ま
れ
ま
す
。
わ
が
国
の
量
刑
実
務
で
は
、
こ
の
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要
素
は
と
く
に
重
視
さ
れ
て
い
ま
す）6
（

。
裁
判
員
裁
判
で
は
、
裁
判
員
か
ら
は
、
反
省
す
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
か
ら
被
告
人
に
有

利
に
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
が
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
反
省
し
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
反
省

が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
被
告
人
に
不
利
益
に
考
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
光
市
母
子
殺
害
事
件
（
犯
行
当
時
一
八
歳
の
少
年
で
あ
っ
た

被
告
人
が
、
白
昼
、
配
水
管
の
検
査
を
装
っ
て
上
が
り
込
ん
だ
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
当
時
二
三
歳
の
主
婦
を
強
姦
し
よ
う
と
し
て
、
激
し
く
抵

抗
さ
れ
、
同
女
を
殺
害
し
た
上
で
姦
淫
し
、
あ
わ
せ
て
当
時
生
後
一
一
か
月
の
被
害
者
の
長
女
を
殺
害
し
た
。）
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
次

上
告
審
判
決
が
（
最
判
二
〇
〇
六
年
六
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
三
号
八
九
頁
）、
第
一
審
の
無
期
懲
役
を
維
持
し
た
控
訴
審
判

決
を
あ
え
て
破
棄
し
た
決
定
的
な
理
由
は
、
高
橋
先
生
御
指
摘
の
よ
う
に
、
遺
族
の
被
害
感
情
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、

実
際
に
は
、
被
告
人
の
反
省
の
程
度
が
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す）（
（

。

四　

私
の
経
験

　

以
上
は
、
わ
が
国
の
死
刑
適
用
の
一
般
的
な
考
え
方
を
述
べ
た
つ
も
り
で
す
。
そ
こ
で
、
今
度
は
、
私
の
経
験
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
経
験
か
ら
し
ま
す
と
、
死
刑
判
断
は
、
ま
さ
に
ギ
リ
ギ
リ
の
判
断
で
す
。
最
後
ま
で
、
死
刑
を
回
避

で
き
な
い
か
を
徹
底
的
に
検
討
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
ど
う
し
て
も
死
刑
し
か
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
と
き
に
死
刑
を
宣
告
し

ま
す
。
高
橋
先
生
の
御
指
摘
の
よ
う
に
、
上
記
の
光
市
母
子
殺
害
事
件
の
最
高
裁
判
例
が
原
則
死
刑
、
例
外
無
期
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
批
判
は
、
判
文
を
見
る
限
り
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
し
ょ
う）8
（

。
し
か
し
、
実
際
に
、
刑
事
裁
判
官
は
、
一
定
の
客
観

的
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
原
則
死
刑
で
、
特
別
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
無
期
と
は
考
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
総
合
し
て
や
む
を
え
な

い
と
い
え
な
け
れ
ば
、
死
刑
に
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
裁
判
官
の
死
刑
意
見
が
全
員
一
致
で
な
け
れ
ば
、
死
刑

に
し
な
い
の
が
慣
行
だ
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
死
刑
判
断
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
数
が
第
一
で
す）（
（

。
次
い
で
、
犯
行
の
動
機
、
犯
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行
の
手
段
・
方
法
等
の
犯
罪
自
体
の
客
観
的
な
要
素
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
第
三
ラ
ン
ク
と
し
て
、
被
害
者
遺
族
の
被
害
感

情
、
反
省
の
程
度
等
が
考
慮
さ
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
、
犯
罪
の
上
記
の
客
観
的
な
要
素
か
ら
す
れ
ば
、
無
期
相
当
で
す
が
、

被
害
感
情
が
強
い
か
ら
死
刑
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
裁
判
官
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
判
決
に
は
、

こ
の
要
素
も
考
慮
し
た
と
は
必
ず
書
き
、
ま
た
、
朗
読
し
ま
す
。
法
廷
の
目
の
前
に
遺
族
の
方
々
が
い
る
の
で
す
か
ら
、
考
慮
し
な

い
な
ど
と
い
え
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
決
定
的
な
要
素
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
遺
族
の

被
害
感
情
が
強
け
れ
ば
、
死
刑
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
無
期
と
い
う
の
が
公
平
で
あ
る
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
か
ら
で
す
。

　

反
省
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
こ
の
期
に
及
ん
で
反
省
を
口
に
出
せ
な
い
と
い
う
の
は
、
何
か
理
由
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
要

素
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
裁
判
所
に
反
抗
的
だ
か
ら
死
刑
、
ふ
て
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
死
刑
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
裁
判
官
に
よ
る
死
刑
言
渡
し
は
、
か
な
り
抑
制
的
な
い
し
慎
重
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
傾
向
が
、

裁
判
員
裁
判
で
ど
う
な
る
の
か
が
今
後
の
一
番
の
注
目
点
で
し
ょ
う
。

五　

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
判
決

　

裁
判
員
裁
判
で
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
末
ま
で
に
、
一
八
件
の
裁
判
員
裁
判
事
件
に
お
い
て
死
刑
求
刑
が
あ
り
、
う
ち
、
一
四
件

が
死
刑
に
、
三
件
が
無
期
懲
役
、
一
件
が
無
罪
に
な
っ
て
い
ま
す）（（
（

。

　

死
刑
事
件
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の
裁
判
員
の
方
々
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
そ
れ
が
非
常
に
大
変
で
つ
ら
い
判
断
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
当
然
で
し
ょ
う
。
職
業
裁
判
官
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
す
。
法
廷
で
の
被
告
人
の
首
筋
の
血
管
が
脈
打
っ
て
い
る
の
が
目
に

浮
か
び
、
こ
れ
を
絞
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
経
験
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
理
論
や
観
念

の
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
、
一
般
国
民
の
方
々
は
、
初
め
て
刑
事
事
件
に
か
か
わ
り
、
し
か
も
、
初
め
て
死
刑
事
件
に
直
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面
す
る
の
で
す
。
死
刑
言
渡
し
後
に
、
裁
判
長
が
控
訴
を
勧
め
た
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
等
で
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

裁
判
員
の
方
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
か
ら
と
い
い
ま
す
。
裁
判
員
と
し
て
は
、
も
う
一
度
自
分
た
ち
の
死
刑

と
い
う
判
断
を
控
訴
審
で
再
検
討
し
て
ほ
し
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
死
刑
判
断
の
重
み
を
考
え
ま
す
と
当
然

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
死
刑
の
評
議
で
の
全
員
一
致
制
度
に
つ
い
て
も
、
そ
う
な
る
と
、
自
分
が
死
刑
に
賛
成
し
た
こ
と
が
公
に

な
り
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
死
刑
言
渡
し
経
験
者
の
声
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
裁
判
員
裁
判
で
の
死
刑
が
ど
う
な
る
の
か
予
測
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
増
加
す
る
の
か
減
少
す
る
の
か
、

た
い
し
て
変
わ
ら
な
い
の
か
。
こ
の
時
点
で
は
、
も
う
少
し
様
子
を
見
て
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
裁
判
員
と
し
て
、
死
刑
問
題
の
深
刻
さ
を
十
分
感
じ
つ
つ
も
、
市
民
感
情
と
し
て
、
反
省
し
て
い
な
い
被
告
人
を
死
刑
と

す
る
こ
と
は
当
然
と
考
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
遺
族
の
被
害
感
情
を
重
視
し
死
刑
と
す
る
こ
と
に
そ
う
た
め
ら
い
は
な
い
で

し
ょ
う
。
他
方
、
今
ま
で
と
は
ち
が
い
、
自
分
が
死
刑
判
断
を
す
る
と
な
る
と
、
当
然
、
そ
れ
を
た
め
ら
う
気
持
ち
も
起
こ
る
で

し
ょ
う
。
気
後
れ
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
慎
重
が
上
に
も
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
と
思
う
は
ず
で
す
。
私
と
し
て
は
、
裁
判
員
裁

判
に
な
っ
て
、
死
刑
存
置
国
で
あ
る
わ
が
国
が
さ
ら
に
死
刑
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
死
刑
の

適
用
基
準
が
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
裁
判
と
同
様
に
、
裁
判
員
裁
判
で
も
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
1
）　

拙
著
『
量
刑
判
断
の
実
際
〔
第
三
版
〕』
三
一
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
、
立
花
書
房
）。

（
2
）　

井
田
良
・
大
島
隆
明
・
園
原
敏
彦
・
辛
島
明
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
一
一
〇
頁
（
二
〇
一
二
年
、

法
曹
会
）。

（
3
）　

前
注（
2
）一
二
七
頁
。

（
4
）　

大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
著
『
量
刑
実
務
大
系　

第
二
巻　

犯
情
等
に
関
す
る
諸
問
題
』
一
二
七
頁
以
下
〔
小
池
信
太
郎
・
コ
メ
ン

ト
〕（
二
〇
一
一
年
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）。
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（
（
）　

議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
注（
4
）の
ほ
か
、
同
九
六
頁
以
下
〔
横
田
信
之
〕。

（
6
）　

反
省
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
著
『
量
刑
実
務
大
系　

第
三
巻　

一
般
情
状
等
に
関
す
る
諸
問
題
』
一
七
二

頁
以
下
〔
川
合
昌
幸
〕（
二
〇
一
一
年
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）。

（
（
）　

永
田
憲
史
「
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー　

量
刑
に
関
す
る
議
論
の
た
め
の
基
本
文
献
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
一
号
二
〇
〇
頁
。

（
8
）　

本
庄
武
・
刑
事
裁
判
例
批
評
二
一
二
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
四
号
一
〇
五
頁
以
下
は
、
こ
の
立
場
か
ら
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
点
は
、
無
期
懲
役
を
維
持
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
先
例
（
最
判
一
九
九
九
年
一
二
月
一
〇
日
刑
集
五
三
巻
九
号

一
一
六
〇
頁
）
を
踏
襲
し
た
だ
け
で
、
新
た
な
判
断
枠
組
み
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
ま
す
し
、
第
二
次
上
告
審
（
最
判
二

〇
一
二
年
二
月
二
〇
日
裁
判
集
〔
刑
事
〕
三
〇
七
号
一
五
五
頁
）
で
は
、
総
合
判
断
の
手
法
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
上
記
の
判
断
手
法
が
正
当
か
ど
う
か
再
検
討
が
必
要
で

し
ょ
う
。
な
お
、
永
田
憲
史
「
死
刑
求
刑
が
予
想
さ
れ
る
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
光
市
事
件
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
」
季
刊
刑
事
弁

護
七
二
号
一
一
一
頁
以
下
が
興
味
深
い
分
析
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
（
）　

ド
イ
ツ
で
は
、
多
数
の
死
者
が
被
害
者
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
何
故
、
被
害
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
比
べ
て
刑
を
重
く
す
る
こ
と

が
可
能
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
生
命
法
益
に
つ
い
て
、
差
別
的
な
量
刑
評
価
・
比
較
衡
量
を
不
可
能
と
す
る
見
解
が
あ
り
ま
す
が

（
井
田
良
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
二
）
―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
学
説
の
批
判
的
検
討
を
中
心

と
し
て
―
」
法
学
研
究
五
五
巻
一
一
号
五
三
頁
）、
実
務
判
例
で
は
可
能
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
謀
殺
罪
に
は
絶
対
的
法
定
刑

と
し
て
無
期
刑
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
死
刑
か
無
期
か
と
い
う
刑
種
選
択
の
場
面
が
な
く
、
謀

殺
罪
で
は
被
害
者
の
数
は
問
題
に
な
り
に
く
い
よ
う
で
す
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
小
池
信
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
殺
人
処
罰
規

定
の
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
の
動
向
―A

E-Leben, GA
2008, S.1（3ff.

を
中
心
に
―
」
川
端
博
ほ
か
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
④
』（
二
〇
一

一
年
、
成
文
堂
）
二
三
三
頁
以
下
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

（
10
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
裁
判
員
裁
判
実
施
状
況
の
検
証
報
告
書
』
一
〇
四
頁
。


