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明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
政
府

は
自
殺
を
減
ち
す
た
め
の
政
策
を
と

る
べ
き
だ
」
と
言
う
た
め
に
は
、
チ

ェ
ッ
ク
す
べ
き
と
と
が
あ
る
。
「
自

殺
す
る
の
は
本
人
の
自
由
な
選
択

だ
」
と
い
う
反
論
に
対
抗
し
な
貯
れ

ば
な
ち
な
い
。
第
一
意
で
議
論
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
自
殺
に
は
負
の
外

部
性
と
社
会
的
費
用
が
あ
る
と
と
、

社
会
的
損
失
の
大
き
さ
、
市
場
的
不

完
全
性
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ア
の
歪
み

が
存
在
す
る
の
が
政
策
介
入
の
理
由

だ
。
外
部
性
で
一
番
大
き
い
の
は
、

つ
。
労
働
市
場
が
う
ま
く
機
能
し
て

い
な
い
た
め
に
発
生
す
る
失
業
や
、

信
用
市
場
が
不
完
全
な
た
め
に
存
在

す
る
連
帯
保
証
人
の
制
度
が
自
殺
を

誘
発
し
て
い
る
乙
と
、
生
命
保
険
の

自
殺
免
責
期
聞
が
短
い
ほ
ど
保
険
契

約
料
を
増
や
し
、
自
殺
リ
ス
ク
を
高

め
る
と
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
経
済
的
環
境
と
自

殺
率
の
関
係
が
分
析
さ
れ
る
。
ど
の

国
で
も
経
演
状
態
と
自
殺
率
の
聞
に

相
聞
は
あ
る
が
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
特

に
日
本
で
そ
の
傾
向
が
強
い
と
い

「
中
小
＊
駅
で
人
身
事
故
発
生
の
た
め
、
直
接
的
対
策
は
心
理
的
6

医
学

め
、
た
だ
い
ま
＊
＊
線
の
運
行
を
停
的
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
社
会

止
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
ア
ナ
ウ

’
全
体
で
自
殺
率
が
大
き
く
変
動
す
る

ン
ス
を
聞
い
て
ド
キ
ッ
と
す
る
と
と
背
景
に
は
、
社
会
的
・
経
済
的
な
要

が
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
人
身
事
故
因
が
あ
る
は
ず
だ
。
自
殺
の
ニ
ュ
ー

に
よ
る
懇
坦
障
害
に
頻
繁
に
接
す
る
ス
を
聞
く
度
に
、
社
会
科
学
者
と
し

と
、
ぞ
れ
に
慣
れ
て
い
る
自
分
が
い
て
何
か
で
さ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

．
る
。
恐
ろ
し
い
と
と
だ
。

直
接
的
な
対
策
は
、
ホ
1
ム

柵

を

悲

劇

を

減

ら

す

た

め

「

社

会

科

学

」

に

で

き

る

こ

と

般
置
す
る
と
と
だ
が
、
駅
に
青
色
灯

を
設
置
す
る
だ
り
で
、
自
殺
者
数
は

約
邸
物
下
落
す
る
と
い
う
と
と
が
本

書
で
明
ち
か
に
さ
れ
て
い
る
。
鉄
道

自
殺
が
増
え
た
の
は
日
本
の
自
殺
者

数
全
体
が
増
え
た
た
め
だ
。
自
殺
者

数
は
、
2
0
1
1年
ま
で
凶
年
間
連

続
で
3
万
人
を
超
え
て
い
た
。

自
殺
の
直
接
の
背
景
に
は
、
う
つ

病
の
よ
う
な
医
学
的
問
題
が
あ
る
た

か
、
と
私
は
感
じ
て
き
た
。
本
書
は
、

そ
う
し
た
社
会
科
学
者
の
期
待
に
十

分
答
－
見
て
く
れ
る
も
の
だ
し
、
日
本

の
自
殺
を
減
色
す
た
め
の
多
く
の
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

本
書
の
特
徴
は
、
自
殺
の
変
動
要

因
を
徹
底
的
に
数
量
的
な
エ
ピ
デ
ン

ス
に
基
づ
い
て
分
析
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
自
殺
が
痛
ま
し
い
と
と
は

遺
族
の
問
題
だ
。
自
死
遺
族
数
は
約

3
0
0万
人
に
な
る
。
著
名
人
の
自

殺
は
、
一
般
の
人
の
自
殺
を
上
昇
さ

せ
る
（
「
ウ
ェ
ル
テ
ル
効
果
」
）
と
い
う

負
の
外
部
性
を
も
っ
て
い
る
。
本
書

に
よ
れ
ば
、
日
本
の
年
間
約
4
5
0

件
の
自
殺
は
ウ
ェ
ル
テ
ル
効
果
に
よ

る
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
鉄

道
自
殺
も
多
額
の
負
の
外
部
住
を
も

う。

1
人
当
た
り
G
D
P、
所
得
格

差
、
失
業
率
な
ど
が
自
殺
率
と
高
い

相
闘
を
も
っ
て
い
る
。

1
9
9
7年

か
ち
邸
年
の
金
融
危
機
時
に
自
殺
者

数
が
急
増
し
た
の
は
よ
く
知
ち
れ
て

い
る
が
、

2
0
0
0年
代
に
自
殺
率

が
高
止
ま
り
を
続
砂
た
理
由
は
、
自

殺
の
若
年
化
が
発
生
し
た
と
と
に
あ

る
と
い
う
本
書
の
指
摘
は
重
要
だ
。

第
三
章
で
は
、
自
然
災
害
と
自
殺

の
関
係
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
自
然

災
害
に
よ
っ
て
死
者
が
発
生
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
数
年
後
に
そ
の
地
域

の
自
警
勢
増
加
す
る
と
と
、
し

か
し
、
樫
災
者
数
が
多
い
場
合
に
は
、

社
会
的
つ
な
が
り
が
強
化
さ
れ
て
自

殺
が
減
少
す
る
と
い
う
結
果
が
示
さ

れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
政
治
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
自
殺
と
の
関
係
が
、

第
五
章
で
は
、
行
政
投
資
や
福
祉
政

策
と
自
殺
と
の
関
係
が
分
析
さ
れ

る
。
第
六
章
で
は
、
自
殺
対
策
の
効

果
を
分
析
し
て
い
る
。
う
つ
病
に
つ

い
け
日
切
納
容
や
相
談
窓
口
を
記
載
し

た
紳
創
膏
を
配
布
す
る
名
古
屋
市
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
と
と
ろ
の
幹
創
膏
」

が
、
数
ヶ
月
後
に
そ
の
地
域
の
自
殺

件
数
を
減
ち
し
た
乙
と
を
明
ち
か
に
1

’

し
て
い
る
。

自
殺
を
減
ち
し
た
い
と
い
う
思
い

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
何
が
有
効

か
を
明
ち
か
に
し
て
く
れ
る
と
同
時

に
、
社
会
科
学
の
役
割
を
示
し

τく

れ
る
本
だ
。




