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「
安
楽
死
」は
、
人
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
や
す

い
。そ
こ
で
、安
楽
死
を
世
界
医

師
会
の
国
際
水
準
に
基
づ
い
て

定
義
し
た
う
え
で
、
仏
教
か
ら

安
楽
死
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い

の
か
に
つ
い
て
究
明
し
た
い
。

　
世
界
医
師
会（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）は
、

２
０
１
９
年
、「
安
楽
死
と
医

師
の
支
援
を
受
け
て
な
さ
れ
る

自
殺
に
関
す
る
Ｗ
Ｍ
Ａ
宣
言
」

（
日
本
医
師
会
訳
）
を
ト
ビ
リ

シ
総
会
で
採
択
し
た
。

　

安
楽
死
（Euthanasia

）

…
患
者
自
身
の
要
請
に
基
づ

き
、
意
思
決
定
能
力
を
持
つ
患

者
に
致
死
的
薬
物
を
意
図
的
に

処
方
、
ま
た
は
患
者
の
死
を
招

く
介
入
を
実
施
す
る
医
師
の
行

為
と
定
義
さ
れ
る
。 

　
医
師
の
支
援
を
受
け
て
な

さ
れ
る
自
殺
（Physician-

assisted suicide

）
…
意
思

決
定
能
力
を
持
つ
患
者
の
自
発

的
な
要
請
に
基
づ
き
、 

医
師
が

患
者
の
死
を
招
く
意
図
を
持
っ

て
、
薬
物
を
処
方
ま
た
は
提
供

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
図
的

に
患
者
の
人
生
を
終
わ
ら
せ
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
を
意
味
す
る
。

　
こ
う
し
た
安
楽
死
と
医
師
の

支
援
に
よ
る
自
殺
幇ほ

う
助じ

ょ
に
つ
い

て
、
世
界
医
師
会
は
次
の
よ
う

に
反
対
し
て
い
る
。

　
「
世
界
医
師
会
は
、
医
の
倫

理
の
原
則
に
対
す
る
強
い
関

与
、
そ
し
て
、
人
間
の
生
命
を

維
持
す
る
こ
と
を
最
大
限
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
世
界
医
師
会
は
安
楽

死
と
医
師
の
支
援
を
受
け
て
な

さ
れ
る
自
殺
に
強
く
反
対
す

る
。
…
医
師
は
、
安
楽
死
ま
た

は
支
援
を
受
け
て
な
さ
れ
る
自

殺
に
関
わ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の

よ
う
な
目
的
の
た
め
に
医
師
の

紹
介
を
行
う
こ
と
を
強
制
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」

　
世
界
に
お
い
て
安
楽
死
と
医

師
に
よ
る
自
殺
介
助
を
認
め
て

い
る
国
は
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な

ど
少
数
で
あ
る
。
ス
イ
ス
で

は
、
医
師
に
よ
る
自
殺
介
助
を

認
め
、
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
な
ど
複

数
の
団
体
が
外
国
人
に
も
医
師

に
よ
る
自
殺
幇
助
を
認
め
て
い

る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
安
楽
死
も

医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
も
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。
医
療
は
患
者

を
死
な
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
治
療
と
ケ
ア
に
よ
っ

て
、
そ
の
人
ら
し
く
生
き
る
の

に
は
な
ら
な
い
」と
宣
言
し
た
。

す
な
わ
ち
、
患
者
の
事
前
意
思

に
基
づ
い
て
、
延
命
医
療
を
差

し
控
え
・
中
止
す
る
こ
と
を
世

界
医
師
会
は
認
め
て
い
る
。

を
支
え
る
た
め
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
安
楽
死

の
法
的
要
件
に
つ
い
て
は
、

１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
の
横

浜
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
公
判

で
、「
医
師
に
よ
る
積
極
的
安

楽
死
の
４
要
件
」
と
し
て
、
①

耐
え
難
い
肉
体
的
苦
痛
が
あ
る

こ
と
②
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
そ

の
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
③

肉
体
的
苦
痛
を
除
去
・
緩
和
す

る
た
め
に
方
法
を
尽
く
し
、
他

に
手
段
が
な
い
こ
と
④
生
命
の

短
縮
を
承
諾
す
る
患
者
の
明
確

な
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
―
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
世
界
医
師
会
は
ト

ビ
リ
シ
総
会
で
、「
治
療
を
拒

否
す
る
患
者
の
基
本
的
権
利
を

尊
重
す
る
医
師
が
、
望
ま
れ
て

い
な
い
医
療
を
控
え
る
、
ま
た

は
中
止
す
る
場
合
に
は
、
患
者

の
希
望
を
尊
重
す
る
こ
と
が
死

と
い
う
結
果
を
招
く
場
合
で

あ
っ
て
も
、
非
倫
理
的
な
行
為

安
楽
死
に
対
す
る
仏
教
の
一
視
座
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▼
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
（
Ａ

Ｌ
Ｓ
）

　
全
身
の
筋
肉
が
衰
え
る
病

気
。神
経
だ
け
が
障
害
を
受
け
、

体
が
徐
々
に
動
か
な
く
な
る
一

方
、
感
覚
や
視
力
・
聴
力
な
ど

は
保
た
れ
る
。
公
益
財
団
法
人

難
病
医
学
研
究
財
団
が
運
営
す

る
難
病
情
報
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

と
、
年
間
の
新
規
患
者
数
は
人

口
10
万
人
当
た
り
約
１
～
２
・

５
人
。
進
行
を
遅
ら
せ
る
薬
は

あ
る
が
、
治
療
法
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。

用
語
解
説

寄

稿

　
２
０
０
４
年
、
日
本
医
師
会

第
Ⅷ
次
生
命
倫
理
懇
談
会
の

『
医
療
の
実
践
と
生
命
倫
理
に

つ
い
て
の
報
告
』
に
、
こ
う
記

さ
れ
て
い
る
。

　
「
死
に
対
す
る
戦
い
の
終
わ

り
と
と
も
に
、
よ
り
良
い
生
を

完
遂
す
る
努
力
、
す
な
わ
ち
尊

厳
を
保
っ
て
生
を
全
う
す
る
こ

と
の
手
伝
い
が
で
き
た
と
い
う

成
功
感
を
共
に
確
か
め
、
心
の

中
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
、

国
民
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す

こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
」

　
患
者
は
死
ぬ
た
め
に
病
院
に

来
た
の
で
は
な
い
。
最
後
ま
で

少
し
で
も
良
く
な
っ
て
生
き
る

た
め
に
医
療
は
あ
る
。

　
医
療
の
目
的
は
、
患
者
に
適

切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
評
価
）

と
対
処
（
治
療
・
処
置
）
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
し
み
を

予
防
し
、
和
ら
げ
て
、
そ
の
人

ら
し
い
生
の
完
遂
を
支
え
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
こ
に
最
後
ま
で

見
捨
て
な
い
と
い
う
慈
し
み
が

求
め
ら
れ
る
。

　
実
際
に
、
川
口
有
美
子
さ
ん

の
母
親
は
、
筋
萎
縮
性
側
索
硬

化
症
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）
＝
用
語
解
説

＝
に
罹り

患か
ん

し
、
徐
々
に
動
け
な

く
な
っ
た
が
、
在
宅
で
人
工
呼

吸
器
を
使
用
し
て
、
８
年
間
生

き
抜
い
た
。
娘
の
川
口
さ
ん
は

『
逝
か
な
い
身か

ら
だ体

―
Ａ
Ｌ
Ｓ
的

日
常
を
生
き
る
』（
医
学
書
院
）

に
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
「
と
て
も
た
く
さ
ん
の
Ａ
Ｌ

Ｓ
の
人
た
ち
が
死
の
床
で
さ
え

笑
い
な
が
ら
、
家
族
や
友
人
の

た
め
に
生
き
る
と
誓
い
、
で
き

る
だ
け
長
く
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で

生
き
て
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。
…
進
行
し
た
Ａ
Ｌ
Ｓ
患
者

が
惨
め
な
存
在
で
、
意
思
疎
通

が
で
き
な
け
れ
ば
生
き
る
価
値

が
な
い
と
い
う
の
は
大
変
な
誤

解
で
あ
る
。
病
人
の
な
か
に

は
、
自
分
で
は
生
き
る
意
味
も

見み

出い
だ

せ
ず
、
呼
吸
す
る
動
機
さ

え
乏
し
く
な
っ
て
い
く
者
も
い

る
」

　
「
し
か
し
、
生
き
る
意
味
は

『
他
者
』
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
…
私
も

一
時
は
母
を
哀
れ
ん
で
死
な
せ

よ
う
と
さ
え
し
た
の
だ
が
、
そ

う
し
な
か
っ
た
の
は
す
ん
で
の

と
こ
ろ
で
母
の
身
体
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
声
―
あ
な
た
た
ち
と

い
た
い
か
ら
、
別
れ
た
く
な
い

か
ら
生
き
て
い
る
―
が
聞
こ
え

た
か
ら
だ
」

　
「
生
き
る
意
味
は
他
者
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
」
と
い
う

川
口
さ
ん
の
言
葉
に
慧け

い
眼が

ん
を
与

え
ら
れ
た
。
動
け
ず
話
せ
な
い

母
の
気
持
ち
を
娘
の
彼
女
が
気

づ
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
。

　
ひ
と
は
一
人
で
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
。
他
の
誰
か
に
生

か
さ
れ
て
い
る
。
縁
起
的
生
命

観
は
、
相
互
に
依
存
し
合
っ
て

生
き
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
命

へ
の
慈
し
み
は
、
自
分
が
誰
か

を
愛
し
支
え
、
自
己
が
人
々
の

愛
や
自
然
の
多
く
の
命
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
時
に

あ
ふ
れ
て
く
る
。

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
患
者
が

臨
終
の
床
で
、
外
見
を
取
り
繕

わ
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。

患
者
も
看み

取と

る
人
も
、
あ
り
の

ま
ま
に
傷
つ
き
悲
し
む
こ
と
が

で
き
る
。
患
者
は
そ
の
ま
ま
で

仏
の
慈
悲
に
抱
か
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
法
然
は
、『
往
生
浄
土
用
心
』

で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
死
の
縁
は
、
か
ね
て
お
も

ふ
に
も
か
な
ひ
候
は
ず
、
に
は

か
に
お
ほ
ぢ
・
み
ち
に
お
は
る

事
も
候
。
…
日
ご
ろ
の
念
仏
申

て
極
楽
へ
ま
い
る
心
だ
に
も
候

ひ
と
な
ら
ば
、
い
き
の
た
え
ん

時
に
、
阿
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
、

き
た
り
む
か
へ
給
べ
し
と
信
じ

お
ぼ
し
め
す
べ
き
に
て
候
也
」

　
こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
人
間

の
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
に
死
を

迎
え
る
現
実
を
知
り
、
い
か
な

る
死
を
迎
え
る
と
も
、
必
ず
仏

の
来
迎
が
あ
る
と
明
か
し
た
。

　
ま
た
、
親
鸞
は
、
飢き

饉き
ん

や
疫

病
で
亡
く
な
っ
た
人
々
を
悼

み
、
関
東
の
門
弟
に
手
紙
を

送
っ
た
。

　
「
ま
づ
善
信
（
親
鸞
）
が
身

に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
申
さ

ず
、
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
疑

い
な
け
れ
ば
正し

ょ
う

定じ
ょ
う

聚じ
ゅ

に
住
す

る
こ
と
に
て
候
ふ
な
り
。
さ
れ

ば
こ
そ
愚
痴
無む

智ち

の
ひ
と
も
、

を
は
り
も
め
で
た
く
候
へ
。
如

来
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
往
生
す

る
よ
し
、
ひ
と
び
と
に
申
さ
れ

候
ひ
け
る
、
す
こ
し
も
た
が
は

ず
候
な
り
」

　
「
親
鸞
に
お
い
て
は
臨
終
の

善
し
悪あ

し
を
問
題
に
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
如
来
か
ら
信
心
を
た

ま
わ
り
仏
と
成
る
こ
と
が
定

ま
っ
た
仲
間
に
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
愚
者
も
臨

終
は
尊
い
。『
如
来
の
願
い
に

よ
っ
て
往
生
す
る
』
と
あ
な
た

が
人
々
に
伝
え
ら
れ
た
通
り
で

生
き
る
意
味
　
誰
が
見
出
す臨

終
に
善
し
悪
し
は
な
い

あ
る
」
―
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞

は
、
臨
終
の
姿
の
善
し
悪
し
に

よ
っ
て
、
救
い
の
是
非
を
裁
定

せ
ず
、
悲
哀
に
満
ち
た
死
を
、

尊
い
往
生
と
し
て
た
た
え
た
。

　
死
を
受
容
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
。
し
か
し
そ
れ
で
い

い
。
自
ら
を
偽
ら
ず
に
、
臨
終

ま
で
残
る
寂
し
さ
を
抱
え
た
ま

ま
で
、
仏
に
救
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
迷
い
深
き
も
の

を
、
仏
は
憐れ

ん
憫び

ん
し
、
迷
い
の
身

と
心
に
、
仏
の
慈
悲
が
貫
徹
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　
誰
に
も
代
わ
っ
て
も
ら
え
な

い
苦
し
み
の
渦
中
で
、
ひ
と
は

ど
う
生
き
て
い
っ
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
。
そ
の
答
え
を
指
し
示

す
親
鸞
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い

る
。

　
「
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け

る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す

け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け

る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」

（『
歎
異
抄
』
後
序
）

　
現
に
こ
の
通
り
の
私
、
ど
う

し
よ
う
も
な
い
苦
し
み
を
か
か

え
た
私
を
、
仏
は
救
う
。
そ
の

ま
ま
で
、
自
分
が
願
わ
れ
た
存

在
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ

と
、そ
こ
に
深
き
救
い
が
あ
る
。


