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交通トラブルの際に被害者に大声で文句を言って口論
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て、被害者から肩をつかまれた状態で自動車を発進さ

せ負傷させた場合について、正当防衛、過剰防衛及び
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〈
判
例
研
究
〉
交
通
ト
ラ
ブ
ル
の
際
に
被
害
者
に
大
声
で
文
句
を
言
っ
て
口
論
と
な
り
、
被
害

者
を
暴
力
団
関
係
者
と
誤
信
し
逃
げ
よ
う
と
し
て
、
被
害
者
か
ら
肩
を
つ
か
ま
れ
た
状
態
で

自
動
車
を
発
進
さ
せ
負
傷
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
、
過
剰
防
衛
及
び
誤
想
過
剰

防
衛
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
事
例

神
戸
地
裁
平
成
二
六
年
一
二
月
一
六
日
判
決

（
平
成
二
六
年
（
わ
）
第
四
五
九
号
：
傷
害
被
告
事
件
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
普
通
乗
用
車
を
運
転
し
て
パ
チ
ン
コ
店
の
前
の
道
路
付

近
を
通
り
か
か
っ
た
際
、
対
向
直
進
し
て
き
た
A
運
転
の
自
動
車
が
右

折
し
て
パ
チ
ン
コ
店
に
入
り
、
被
告
人
は
A
車
が
被
告
人
車
と
ぶ
つ
か

り
そ
う
に
な
っ
た
な
ど
と
し
て
腹
を
立
て
、
A
車
を
追
っ
て
パ
チ
ン
コ

店
に
入
り
、
同
店
駐
車
場
内
通
路
で
A
車
を
追
い
抜
い
て
そ
の
右
前
方

に
被
告
人
車
を
止
め
、
A
車
を
停
止
さ
せ
た
。
被
告
人
は
即
座
に
被
告
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人
車
を
降
り
て
A
車
の
運
転
席
側
に
行
き
、「
危
な
い
や
な
い
か
。」
な

ど
と
大
声
で
言
っ
た
と
こ
ろ
、
A
も
A
車
か
ら
降
り
て
き
て
そ
の
場
で

口
論
と
な
っ
た
。
口
論
の
最
中
、
被
告
人
は
、
A
の
言
動
や
着
て
い
た

作
業
着
の
刺
繍
か
ら
、
A
が
暴
力
団
関
係
者
で
は
な
い
か
と
考
え
、
逃

げ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
、「
も
う
え
え
わ
。」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
被

告
人
車
の
方
に
戻
り
、
運
転
席
に
乗
り
込
ん
で
被
告
人
車
を
発
進
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
A
は
被
告
人
の
後
を
追
い
か
け
て
被
告
人
車

の
運
転
席
側
に
行
き
、
ド
ア
が
開
い
た
状
態
で
運
転
席
に
座
っ
た
被
告

人
の
襟
首
や
胸
ぐ
ら
を
つ
か
み
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
た
り
、
エ
ン
ジ
ン

キ
ー
の
取
り
合
い
に
な
る
な
ど
し
、
被
告
人
は
A
に
対
し
恐
怖
心
を
抱

き
、「
ご
め
ん
、
ご
め
ん
」
と
言
う
な
ど
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
、

パ
チ
ン
コ
店
に
て
A
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
た
A
の
友
人
B
が
携
帯

電
話
を
持
っ
て
被
告
人
車
の
方
に
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
、

A
ら
の
言
動
か
ら
A
・
B
が
知
人
同
士
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
う
え
、

実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
A
・
B
両
名
が
携
帯
電

話
で
さ
ら
に
仲
間
を
呼
ぼ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
状
況
に
至
っ

た
。
A
は
、
自
己
の
上
半
身
が
被
告
人
車
内
に
入
っ
た
状
態
で
被
告
人

の
首
の
後
ろ
か
ら
左
腕
を
回
し
て
そ
の
左
肩
、
襟
の
辺
り
を
つ
か
ん
だ

と
こ
ろ
、
被
告
人
は
そ
の
場
か
ら
逃
走
し
よ
う
と
考
え
、
別
の
車
を
避

け
て
被
告
人
車
を
後
退
さ
せ
て
か
ら
発
進
さ
せ
、
A
及
び
被
告
人
車
の

す
ぐ
近
く
に
い
た
B
を
転
倒
さ
せ
て
、
A
に
加
療
約
一
か
月
間
を
要
す

る
右
母
趾
種
子
骨
骨
折
等
の
傷
害
を
、
B
に
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る

腰
背
部
打
撲
等
の
傷
害
を
そ
れ
ぞ
れ
負
わ
せ
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
弁
護
人
は
、
被
告
人
の
行
為
は
過
剰
防
衛
又

は
誤
想
過
剰
防
衛
（
急
迫
不
正
の
侵
害
が
な
い
の
に
あ
る
と
思
っ
た
場

合
）
に
該
当
す
る
な
ど
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
懲
役
一
年
二
月
執
行
猶
予
三
年
）。

「
被
告
人
は
A
か
ら
襟
首
や
胸
ぐ
ら
を
つ
か
ま
れ
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら

れ
る
な
ど
し
、
更
に
は
仲
間
を
呼
ば
れ
れ
ば
拉
致
さ
れ
た
り
袋
だ
た
き

に
さ
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
そ
の
場
か
ら
逃
走
す
る
た

め
に
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
と
認
め
ら
れ
る
が
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な

事
態
に
陥
っ
た
原
因
は
、
A
の
運
転
態
度
に
腹
を
立
て
た
被
告
人
が
路

外
の
パ
チ
ン
コ
店
に
入
っ
た
A
車
を
わ
ざ
わ
ざ
追
い
か
け
て
停
止
さ
せ

た
上
、
自
車
を
降
り
て
A
車
の
運
転
席
付
近
ま
で
行
き
大
声
で
文
句
を

言
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
記
認
定
の
よ
う
に
、

被
告
人
が
胸
ぐ
ら
を
つ
か
む
な
ど
被
告
人
の
方
か
ら
先
に
A
に
暴
行
を

加
え
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
交
通
ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
相
手
方
に
大

声
で
文
句
を
言
え
ば
、
相
手
方
の
対
応
に
よ
っ
て
は
口
論
か
ら
素
手
の
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つ
か
み
合
い
な
ど
に
発
展
す
る
こ
と
は
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
内
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
前
記
A
の
攻
撃
は
被
告
人
が
自
ら
の
行
為
に
よ
り
招

い
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
被
告
人
に
お
い
て
A
に
対
す
る
正
当

防
衛
を
な
し
得
る
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

A
が
仲
間
を
呼
ぼ
う
と
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
点
を
も
っ
て
、
新

た
な
攻
撃
が
あ
る
と
誤
信
し
た
と
み
る
余
地
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
A

自
身
、
暴
力
団
を
名
乗
っ
た
訳
で
も
な
く
、
犯
罪
組
織
の
関
係
者
で
あ

る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
客
観
的
事
情
は
な
い
。
住
宅
街
に
あ
る
営
業

中
の
パ
チ
ン
コ
店
の
敷
地
内
で
の
事
件
で
あ
り
、
当
時
は
ま
だ
明
る
い

時
間
帯
で
、
何
人
も
が
被
告
人
と
A
ら
の
様
子
を
見
て
い
る
状
況
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
被
告
人
に
も
容
易
に

認
識
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
A
の
仲
間
が
た
だ
ち
に

駆
け
つ
け
、
そ
の
指
示
ど
お
り
に
被
告
人
を
袋
だ
た
き
に
す
る
等
の
現

実
的
・
具
体
的
な
危
険
性
は
高
く
な
か
っ
た
上
、
電
話
で
仲
間
を
呼
び

出
そ
う
と
し
て
い
る
段
階
で
は
未
だ
被
告
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る

法
益
侵
害
が
現
在
す
る
と
か
、
間
近
に
押
し
迫
っ
て
い
る
と
も
認
め
難

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
を

超
え
る
新
た
な
攻
撃
が
あ
っ
た
な
ど
と
は
認
め
難
い
。（
な
お
、
被
告

人
は
、
A
か
ら
『
刺
し
た
る
。』
と
言
わ
れ
た
と
も
述
べ
る
が
、
A
が
実

際
に
刃
物
を
取
り
出
し
た
な
ど
と
は
う
か
が
わ
れ
ず
、
生
命
・
身
体
へ

の
侵
害
が
切
迫
し
た
状
況
は
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。）。

そ
し
て
、
B
に
至
っ
て
は
、
被
告
人
に
何
ら
の
暴
行
も
加
え
て
お
ら

ず
、
被
告
人
も
A
と
B
の
二
人
が
か
り
で
攻
撃
さ
れ
る
と
思
っ
た
と
は

述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
A
が
B
と
共
謀
し
て
暴
行
を
加
え
た
と
見
る
余

地
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
被
告
人
も
分
か
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
被
害
者
二
名
の
関
係
で
、
被
告
人
に
急
迫
不
正
の

侵
害
が
あ
っ
た
と
か
、
合
理
的
根
拠
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
侵
害
が

あ
る
と
誤
信
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
人
に
正
当
防
衛
は
も
ち
ろ

ん
、
過
剰
防
衛
や
誤
想
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。」

【
評
釈
】

一

本
件
事
案
で
は
、
第
一
に
被
告
人
が
A
車
を
停
止
さ
せ
て
A
に
大

声
で
文
句
を
言
う
行
為
、第
二
に
被
害
者
が
被
告
人
の
襟
首
や
胸
ぐ
ら
、

左
肩
等
を
掴
む
な
ど
す
る
行
為
、
第
三
に
被
告
人
が
自
動
車
を
発
進
さ

せ
A
ら
を
転
倒
さ
せ
負
傷
さ
せ
る
行
為
と
い
う
、
三
つ
の
行
為
が
存
在

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
防
衛
行
為
者
が
挑
発
す
る
な
ど
し
て
自
ら
不
正

の
侵
害
を
招
き
（
自
招
行
為
）、
こ
れ
に
乗
っ
た
被
害
者
か
ら
攻
撃
さ
れ

る
（
攻
撃
行
為
）
こ
と
で
正
当
防
衛
の
状
況
を
作
り
出
し
、
こ
れ
へ
の

反
撃
と
し
て
被
害
者
を
攻
撃
す
る
（
防
衛
行
為
）、
い
わ
ゆ
る
自
招
侵
害

（
ま
た
は
自
招
防
衛
）
に
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
防
衛
行
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為
者
に
つ
い
て
正
当
防
衛
や
過
剰
防
衛
を
認
め
う
る
か
が
問
題
と
な

る
。
大
判
大
正
三
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
〇
輯
一
六
四
八
頁
は
、「
刑

法
三
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
レ
ハ
不
正
ノ
行
為
ニ
因
リ
自
ラ
侵
害
ヲ
受
ク

ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
仍
ホ
正
当
防
衛
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ

妨
ケ
サ
ル
」
と
判
示
し
、
自
招
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
正
当
防
衛
は

成
立
し
う
る
と
の
立
場
を
採
る
。
も
っ
と
も
、
自
招
防
衛
に
つ
い
て
一

律
に
正
当
防
衛
の
成
立
を
肯
定
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
正
当
防
衛

の
成
否
の
判
断
基
準
と
そ
の
理
論
的
根
拠
は
問
題
と
な
る
。
近
年
の
判

例
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
正
当
防
衛
の
急
迫
性
の
要
件
を
否
定
す
る
要

素
と
し
て
「
積
極
的
加
害
意
思
」
を
挙
げ
、
こ
の
有
無
に
よ
り
正
当
防

衛
の
成
否
を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
。

①
最
決
昭
和
五
二
年
七
月
二
一
日
刑
集
三
一
巻
四
号
七
四
七
頁
は
、

中
核
派
に
属
す
る
被
告
人
ら
が
、
か
ね
て
対
立
関
係
に
あ
っ
た
革
マ
ル

派
な
ど
の
学
生
ら
の
生
命
、
身
体
に
害
を
加
え
る
目
的
で
凶
器
を
持
っ

て
集
合
し
、
押
し
か
け
て
き
た
革
マ
ル
派
な
ど
の
者
一
〇
数
名
を
滅
多

打
ち
に
す
る
な
ど
し
て
撃
退
後
、反
撃
に
備
え
て
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
き
、

再
び
押
し
か
け
て
き
た
革
マ
ル
派
の
者
達
を
バ
リ
ケ
ー
ド
越
し
に
応
戦

し
た
事
案
に
つ
い
て
、
こ
の
応
戦
が
正
当
防
衛
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ

た
と
こ
ろ
、「
刑
法
三
六
条
が
正
当
防
衛
に
つ
い
て
侵
害
の
急
迫
性
を

要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
る
べ
き
義
務
を
課

す
る
趣
旨
で
は
な
い
か
ら
、
当
然
又
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
侵
害
が
予
期

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
原

判
断
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
違
法
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、

同
条
が
侵
害
の
急
迫
性
を
要
件
と
し
て
い
る
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
単
に

予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
な
か
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機

会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す
る
意
思
で
侵
害

に
臨
ん
だ
と
き
は
、
も
は
や
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
」

と
し
て
、「
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す

る
意
思
」
す
な
わ
ち
積
極
的
加
害
意
思
が
防
衛
行
為
者
に
あ
る
場
合
に

は
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
と
し
た
。

こ
の
①
決
定
は
喧
嘩
闘
争
と
正
当
防
衛
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
正
当
防
衛
の
成
否
が
争
わ
れ
た
被
告
人
の
バ
リ
ケ
ー

ド
越
し
の
応
戦
と
い
う
防
衛
行
為
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
凶
器
準

備
集
合
の
う
え
被
害
者
を
滅
多
打
ち
に
し
た
被
告
人
ら
の
自
招
行
為
に

端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
招
侵
害
の
問
題
と
見
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
①
決
定
は
、
自
招
行
為
に
続

く
被
害
者
の
攻
撃
行
為
（
侵
害
）
が
予
期
さ
れ
、
か
つ
防
衛
行
為
者
に

積
極
的
加
害
意
思
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
衛
行
為
は
急
迫
性
を
欠
く
か

ら
正
当
防
衛
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
も
の
と
理
解
し
う
る
。
積
極
的
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加
害
意
思
は
被
告
人
の
主
観
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
①
決
定
が
言
う
よ

う
な
急
迫
性
の
要
素
で
は
な
く
、
む
し
ろ
防
衛
の
意
思
の
要
素
で
あ
っ

て
、
積
極
的
加
害
意
思
（
攻
撃
の
意
思
）
が
あ
る
な
ら
ば
防
衛
の
意
思

は
併
存
し
え
ず
否
定
さ
れ
、
従
っ
て
正
当
防
衛
も
成
立
し
な
い
と
す
る

余
地
も
あ
る
。
実
際
に
、「
憤
激
」
に
よ
り
反
撃
し
た
事
案
に
つ
い
て
防

衛
の
意
思
を
否
定
し
た
判
例
も
か
つ
て
は
見
ら
れ
た
（
1
）。
し
か
し
、
そ
の

後
の
判
例
は
立
場
を
転
じ
、
防
衛
の
意
思
と
し
て
は
、
自
ら
の
行
為
が

防
衛
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
認
識
、
い
わ
ゆ
る
防
衛
の
認
識
が
あ

れ
ば
十
分
で
、
攻
撃
の
意
思
が
併
存
し
て
い
た
と
し
て
も
防
衛
の
意
思

は
認
め
う
る
と
す
る
（
2
）。

①
決
定
も
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
積
極
的
加
害
意

思
は
防
衛
の
意
思
で
は
な
く
急
迫
性
の
要
素
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
①
決
定
は
「
機
会
を
利
用
」
す
る
意
思
を
問
題
と
し
て

い
る
か
ら
、
急
迫
性
を
決
定
づ
け
る
「
予
期
」
の
判
断
基
準
時
は
自
招

行
為
時
と
な
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

②
最
決
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
刑
集
六
二
巻
六
号
一
七
八
六
頁

は
、
被
告
人
が
路
上
で
言
い
争
い
と
な
っ
た
被
害
者
を
殴
打
し
て
立
ち

去
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
被
告
人
を
追
い
か
け
て
被
告
人
を
殴
打
し

た
こ
と
か
ら
、
特
殊
警
棒
で
被
害
者
を
殴
打
し
負
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ

い
て
、
原
判
決
が
被
害
者
の
報
復
を
「
十
分
予
期
し
て
い
た
」
こ
と
な

ど
か
ら
正
当
防
衛
の
急
迫
性
を
否
定
し
た
の
に
対
し
、「
被
告
人
は
、
被

害
者
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
被
害
者
に
対
し
て
暴
行
を
加
え
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
の
攻
撃
は
、
被
告
人
の
暴
行
に
触
発
さ
れ

た
、
そ
の
直
後
に
お
け
る
近
接
し
た
場
所
で
の
一
連
、
一
体
の
事
態
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
被
告
人
は
不
正
の
行
為
に
よ
り
自
ら
侵
害
を
招
い

た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
被
害
者
の
攻
撃
が
被
告
人
の
前
記
暴
行
の
程

度
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
な
い
な
ど
の
本
件
の
事
実
関
係
の
下
に
お

い
て
は
、
被
告
人
の
本
件
傷
害
行
為
は
、
被
告
人
に
お
い
て
何
ら
か
の

反
撃
行
為
に
出
る
こ
と
が
正
当
と
さ
れ
る
状
況
に
お
け
る
行
為
と
は
い

え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
否

定
し
た
原
判
断
は
、
結
論
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

②
決
定
も
ま
た
、
言
い
争
い
か
ら
被
害
者
を
殴
打
し
た
点
を
自
招
行

為
、
そ
の
後
に
被
告
人
が
殴
打
さ
れ
た
点
を
攻
撃
行
為
、
特
殊
警
棒
で

被
害
者
を
殴
打
し
た
点
を
防
衛
行
為
と
し
て
、
自
招
侵
害
の
問
題
に
か

か
る
決
定
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
①
決
定
は
、
最
初
か

ら
防
衛
行
為
に
至
る
経
過
を
予
期
し
て
自
招
行
為
に
出
た
、「
機
会
を

利
用
し
」
た
場
合
に
つ
い
て
積
極
的
加
害
意
思
あ
り
と
し
、
急
迫
性
を

否
定
し
た
が
、
②
決
定
は
、「
機
会
を
利
用
し
」
よ
う
と
し
た
、
自
招
行

為
時
に
お
け
る
被
告
人
の
計
画
性
を
認
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ

き
、
被
告
人
は
一
回
目
の
殴
打
の
直
後
に
立
ち
去
っ
て
い
る
か
ら
「
被

害
者
に
対
す
る
加
害
を
意
図
し
て
積
極
的
に
準
備
し
、
攻
撃
し
た
」
と
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い
う
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
ま
し
て
、
そ
の

よ
う
な
事
態
の
推
移
を
見
越
し
て
被
害
者
を
挑
発
し
た
と
評
価
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
か
ら
、
最
高
裁
が
、
積
極
的
加
害
意
思
の
存
在
を
肯
定

し
て
急
迫
性
を
否
定
し
た
原
判
決
を
改
め
た
の
は
正
当
で
あ
っ
た
と
の

指
摘
も
あ
る
（
3
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
②
決
定
は
、
被
告
人
の
主
観
的
な
積

極
的
加
害
意
思
を
理
由
に
急
迫
性
ひ
い
て
は
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定

し
た
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
自
招
侵
害
で
あ
る
こ
と
自
体
を
理
由
に

正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
正
当
防
衛
の
要
件
の
い

ず
れ
を
欠
い
て
い
る
か
を
明
確
に
は
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
き
、

被
告
人
は
自
招
行
為
時
に
お
い
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、「
一

連
、
一
体
の
事
態
」
と
い
う
客
観
的
な
事
情
を
理
由
に
急
迫
性
を
欠
く

と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
主
張
も
あ
る
（
4
）。

こ
れ
は
客
観
的
な
自

招
侵
害
性
と
言
え
よ
う
が
、仮
に
こ
の
よ
う
な
主
張
に
拠
っ
た
な
ら
ば
、

主
観
的
な
自
招
侵
害
性
と
言
う
べ
き
積
極
的
加
害
意
思
の
有
無
を
、
急

迫
性
の
判
断
に
お
い
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
②
決
定
の
事
案
で
は
、「
被
害
者
の
攻
撃
が
被
告
人
の
前
記
暴
行

の
程
度
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
な
い
」こ
と
に
加
え
、被
害
者
も「
一

回
や
ら
れ
て
一
回
や
り
返
し
た
か
ら
そ
れ
で
終
わ
り
」
だ
と
考
え
て
い

た
と
供
述
し
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
、
被
害
者
が
さ
ら
に
被
告
人
を
殴

打
す
る
可
能
性
は
客
観
的
に
低
か
っ
た
と
し
て
、
自
招
侵
害
性
か
ら
離

れ
て
防
衛
行
為
時
の
急
迫
性
を
単
純
に
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の

よ
う
な
客
観
的
判
断
が
不
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
過
剰
防
衛
を
認
め
る

余
地
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
東
京
高
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
八
日
東
高
刑
報
六
〇
巻
一
四
二
頁

は
、
引
き
こ
も
り
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
、
実
母
及
び
実
母
の
再
婚

相
手
で
あ
っ
た
被
害
者
の
援
助
の
下
に
ア
パ
ー
ト
で
一
人
暮
ら
し
を
始

め
、
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
実
母
を
訪

ね
た
際
、
面
会
を
阻
も
う
と
し
た
被
害
者
か
ら
暴
行
を
受
け
た
も
の
の

実
母
か
ら
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
実
母
も
被
告
人
と
距
離

を
取
ろ
う
と
し
、
被
告
人
は
実
母
か
ら
経
済
的
援
助
を
求
め
よ
う
と
実

母
と
被
害
者
の
住
む
マ
ン
シ
ョ
ン
出
入
口
前
に
居
座
り
、
そ
の
際
被
害

者
が
被
告
人
に
帰
る
よ
う
強
く
促
し
た
も
の
の
こ
れ
に
応
じ
ず
、
被
害

者
か
ら
暴
行
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
被
害
者
を
携
帯
し
て
い
た
果
物
ナ

イ
フ
で
突
き
刺
し
負
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
上
記
の
経
緯
か
ら
、

被
告
人
が
実
母
に
会
う
こ
と
に
固
執
す
れ
ば
被
害
者
が
暴
行
を
加
え
て

く
る
こ
と
を
被
告
人
は
予
期
し
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
と
し
た
う

え
で
、「
単
に
侵
害
が
予
期
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
被
侵
害
者
が
正
当
な

利
益
を
損
な
う
こ
と
な
く
容
易
に
そ
の
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害
が
あ
れ
ば
反
撃
す
る
意
思
で
、
自
ら
侵
害
が

予
想
さ
れ
る
状
況
に
臨
み
、
反
撃
行
為
に
及
ん
だ
と
い
う
場
合
に
は
、
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実
際
に
受
け
た
侵
害
が
事
前
の
予
想
の
範
囲
・
程
度
を
大
き
く
超
え
る

も
の
で
あ
っ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、『
急
迫
不
正
の
侵

害
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
反
撃
行
為
に
出
る
こ

と
が
正
当
と
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
…
…
被
告
人

は
、
被
害
者
の
暴
行
の
高
い
可
能
性
を
予
期
し
、
か
つ
、
被
害
者
や
実

母
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
実
母
に
会
お
う
と
し
な
け
れ
ば
容
易
に
被
害

者
の
暴
行
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
な
お
、
被
告

人
が
当
時
三
四
歳
の
成
人
男
性
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
上
記
の
よ
う

な
経
緯
を
み
れ
ば
、
本
件
当
時
被
害
者
や
実
母
の
意
思
に
反
し
て
強
引

に
実
母
に
面
会
を
求
め
る
こ
と
に
、
何
ら
正
当
な
利
益
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
被
告
人
に
は
、
実
母
と
の
面
会
を
断
ら
れ
た
時

点
で
、
少
な
く
と
も
道
義
的
に
は
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
立
ち
去
る
義

務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。）、
被
害
者
の
暴
行
が
あ
れ
ば
準
備

し
た
本
件
果
物
ナ
イ
フ
を
用
い
て
反
撃
す
る
意
思
で
、
本
件
マ
ン
シ
ョ

ン
を
訪
れ
、
予
想
さ
れ
た
範
囲
・
程
度
に
と
ど
ま
る
被
害
者
の
暴
行
を

受
け
、
本
件
果
物
ナ
イ
フ
で
上
記
の
よ
う
な
刺
突
行
為
に
及
ん
だ
、
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
到
底
『
急
迫
不
正
の
侵
害
』
が

あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
正
当
防
衛
も
過
剰
防
衛
も
成
立
し
な
い
。」
と
判

示
し
た
。

こ
の
事
案
で
は
、
被
告
人
は
、
実
母
を
訪
ね
た
な
ら
ば
被
害
者
か
ら

暴
行
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

敢
え
て
果
物
ナ
イ
フ
を
携
帯
し
て
実
母
を
訪
ね
、
暴
行
し
て
き
た
被
害

者
を
果
物
ナ
イ
フ
に
よ
り
負
傷
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
実
母
を
訪
ね

て
マ
ン
シ
ョ
ン
出
入
り
口
に
居
座
る
と
い
う
行
為
を
挑
発
、
自
招
行
為

と
見
て
、
自
招
侵
害
の
事
案
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
③

判
決
は
、
被
告
人
が
「
侵
害
が
あ
れ
ば
反
撃
す
る
意
思
」
を
有
し
、
か

つ
被
害
者
の
攻
撃
行
為
が
「
事
前
の
予
想
の
範
囲
・
程
度
」
を
大
き
く

超
え
た
な
ら
ば
、
急
迫
不
正
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
正

当
防
衛
を
な
し
う
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
っ

た
と
は
言
え
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
侵
害
が
あ
れ
ば
反
撃
す

る
意
思
」
が
積
極
的
加
害
意
思
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
③

判
決
は
、
そ
も
そ
も
被
告
人
に
は
実
母
に
強
引
に
面
会
を
求
め
る
正
当

な
利
益
が
な
く
、
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
立
ち
去
る
義
務
さ
え
あ
っ
た
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、仮
に「
侵
害
が
あ
れ
ば
反
撃
す
る
意
思
」が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
客
観
的
な
自
招
侵
害
性
を
認
め
て
正
当
防
衛
の
成
立
を

否
定
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

④
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
判
タ
一
三
五
九
号
二
五
一
頁

は
、
被
告
人
に
よ
る
器
物
損
壊
等
の
挑
発
行
為
に
対
し
、
被
害
者
が
被

告
人
を
複
数
回
殴
打
し
て
奥
歯
を
折
る
等
の
攻
撃
行
為
を
し
、
揉
み
合

い
と
な
っ
て
被
告
人
が
被
害
者
を
背
後
か
ら
制
止
し
よ
う
と
し
て
、
認
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識
せ
ず
被
害
者
の
首
を
締
め
て
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
物
を

壊
す
行
為
と
人
を
傷
つ
け
る
行
為
と
を
比
較
す
れ
ば
、
被
害
者
の
行
為

は
、
被
告
人
に
よ
る
物
を
壊
す
行
為
の
違
法
性
の
程
度
を
大
き
く
超
え

て
い
る
と
い
え
る
。
…
…
被
告
人
が
本
件
事
件
当
時
、
被
害
者
に
対
し

て
積
極
的
に
危
害
を
加
え
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
…
…
被
告
人
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
当
た
る
被
害
者
の
攻
撃
に

対
し
て
反
撃
が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
の
下
、
防
衛
の
た
め
に
…
…
行
為

に
及
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
…
…
被
告
人
に
被
害
者
の
首
を
締
め
て
い

る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
人
は
被

害
者
の
首
の
辺
り
を
腕
で
押
さ
え
込
み
、
被
害
者
の
動
き
を
封
じ
よ
う

と
す
る
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
…
…
被
告
人
の
認
識
上
、
被

告
人
が
被
害
者
に
対
し
て
し
た
行
為
は
、
被
害
者
の
攻
撃
か
ら
身
を
守

る
防
衛
行
為
と
し
て
許
容
範
囲
を
超
え
て
お
ら
ず
、
相
当
性
を
有
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
は
、
防
衛
の
た
め
相
当

な
行
為
を
す
る
つ
も
り
で
誤
っ
て
そ
の
限
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

防
衛
行
為
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
に
欠
け
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
は
誤
想
防
衛
に
当
た
り
、
被
告

人
に
対
し
、
被
害
者
に
対
す
る
傷
害
致
死
罪
の
故
意
責
任
を
問
う
こ
と

は
で
き
な
い
。」
と
し
て
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。

④
判
決
は
、
被
告
人
の
積
極
的
加
害
意
思
を
否
定
し
た
う
え
で
、「
被

害
者
の
攻
撃
が
被
告
人
の
前
記
暴
行
の
程
度
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で

な
い
」
こ
と
等
を
根
拠
に
正
当
防
衛
を
否
定
し
た
②
決
定
と
は
逆
に
、

攻
撃
行
為
が
自
招
行
為
を
「
大
き
く
超
え
て
い
る
」
こ
と
を
根
拠
に
、

客
観
的
に
は
正
当
防
衛
に
当
た
る
と
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
、
自
招
行
為
と
攻
撃
行
為
を
比
べ
て
後
者
が
著
し
い
場
合
に

は
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
う
る
と
の
立
場
が
判
例
上
改
め
て
確
認
さ
れ

た
と
言
え
よ
う
。
④
判
決
で
は
誤
想
防
衛
に
よ
り
無
罪
と
さ
れ
て
い
る

が
、
理
論
的
に
は
故
意
の
阻
却
を
認
め
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
過
失
致

死
罪
な
い
し
重
過
失
致
死
罪
の
成
否
は
問
題
と
な
り
う
る
。「
被
告
人

の
認
識
上
、
被
告
人
が
被
害
者
に
対
し
て
し
た
行
為
は
、
…
…
相
当
性

を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
案

に
お
い
て
、
首
を
締
め
る
と
い
う
行
為
が
客
観
的
に
相
当
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
被
告
人
の
誤
想
防
衛
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害

の
有
無
に
関
す
る
誤
信
で
は
な
く
、
防
衛
行
為
の
程
度
の
相
当
性
に
関

す
る
誤
信
で
あ
る
か
ら
、
暴
行
罪
な
い
し
傷
害
罪
の
限
度
で
故
意
を
阻

却
し
た
と
し
て
も
、
相
当
性
を
上
回
る
死
の
結
果
に
つ
い
て
は
過
失
責

任
を
問
う
余
地
が
あ
っ
た
。
④
判
決
は
過
失
犯
の
成
否
に
つ
い
て
一
切

言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
訴
因
変
更
の
問
題
に
起
因

す
る
、
あ
る
い
は
被
告
人
が
被
害
者
か
ら
の
攻
撃
行
為
を
阻
止
す
る
際

の
心
理
的
動
揺
を
根
拠
に
注
意
義
務
違
反
を
構
成
し
な
い
と
解
す
る
余
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地
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
5
）。

二

本
判
決
は
、
被
告
人
が
交
通
ト
ラ
ブ
ル
で
A
を
追
い
か
け
て
文
句

を
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
交
通
ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
相
手
方
に
大
声

で
文
句
を
言
え
ば
、
相
手
方
の
対
応
に
よ
っ
て
は
口
論
か
ら
素
手
の
つ

か
み
合
い
な
ど
に
発
展
す
る
こ
と
は
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
内
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
前
記
A
の
攻
撃
は
被
告
人
が
自
ら
の
行
為
に
よ
り
招
い

た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
」
と
し
て
お
り
、
積
極
的
加
害
意
思
が
あ

る
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、客
観
的
な
自
招
侵
害
性
を
肯
定
し
て「
正

当
防
衛
を
な
し
得
る
立
場
に
な
か
っ
た
」
と
し
た
。
以
上
か
ら
、
本
判

決
は
、
②
決
定
と
同
様
、
客
観
的
な
自
招
侵
害
性
を
根
拠
に
正
当
防
衛

の
成
立
を
否
定
し
、
正
当
防
衛
の
要
件
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
い
る
の
か

を
明
確
に
示
さ
な
い
立
場
を
採
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
本
判
決
は
、「
未
だ
被
告
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
法
益
侵

害
が
現
在
す
る
と
か
、
間
近
に
押
し
迫
っ
て
い
る
と
も
認
め
難
い
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
を
超
え
る

新
た
な
攻
撃
が
あ
っ
た
な
ど
と
は
認
め
難
い
。（
…
…
生
命
・
身
体
へ

の
侵
害
が
切
迫
し
た
状
況
は
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。）。」
と
す
る

が
、
被
告
人
は
肩
を
掴
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
要
保
護
性
が
な
い
と
は

い
え
身
体
法
益
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
急
迫

性
は
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
を
超
え
る
新
た
な
攻
撃
」
に
つ
い
て
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
客
観
的
な
自
招
侵
害
性
が

あ
る
場
合
に
つ
い
て
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
」
の
攻
撃
行
為
に
対
す

る
正
当
防
衛
を
否
定
す
る
が
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
を
超
え
る
新

た
な
攻
撃
」
に
限
っ
て
は
、
正
当
防
衛
、
あ
る
い
は
そ
の
場
合
の
防
衛

行
為
が
過
剰
で
あ
れ
ば
過
剰
防
衛
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
、
し

か
し
本
件
事
案
で
は
、
結
局
は
防
衛
行
為
時
に
お
い
て
「
通
常
予
想
で

き
る
範
囲
を
超
え
る
新
た
な
攻
撃
」
に
か
か
る
急
迫
性
を
欠
い
て
い
る

か
ら
、
正
当
防
衛
も
過
剰
防
衛
も
成
立
し
な
い
と
解
し
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、
自
招
侵
害
に
つ
い
て
基
本
的

に
は
②
決
定
と
同
じ
立
場
を
採
り
、
さ
ら
に
「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲

を
超
え
る
新
た
な
攻
撃
」
を
超
え
る
攻
撃
行
為
に
対
し
て
は
、
正
当
防

衛
や
過
剰
防
衛
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
特
徴
が
あ

る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
本
判
決
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
か
、
合
理
的
根

拠
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
侵
害
が
あ
る
と
誤
信
し
た
と
は
認
め
ら

れ
」
な
い
と
判
示
し
て
、
誤
想
過
剰
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。

A
が
被
告
人
の
左
肩
を
掴
ん
だ
行
為
に
対
し
て
は
、
被
告
人
の
自
招
侵

害
性
を
根
拠
に
正
当
防
衛
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
誤
想
過
剰
防

衛
が
問
題
と
な
り
う
る
A
ら
の
攻
撃
行
為
は
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
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囲
を
超
え
る
新
た
な
攻
撃
」
に
該
当
す
る
、
A
ら
が
仲
間
を
呼
ん
で
被

告
人
を
袋
だ
た
き
に
し
た
り
、
刃
物
を
取
り
出
し
て
刺
す
な
ど
の
行
為

に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
本
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
・
現
実
的
危

険
は
差
し
迫
っ
て
お
ら
ず
、
急
迫
性
を
欠
く
と
す
る
。

急
迫
不
正
の
侵
害
が
な
い
の
に
あ
る
と
誤
信
し
て
過
剰
防
衛
に
出
た

場
合
が
誤
想
過
剰
防
衛
で
あ
る
が
、
従
来
の
通
説
は
、
誤
信
に
よ
る
防

衛
行
為
が
相
当
性
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、

故
意
犯
の
成
立
を
認
め
て
過
剰
防
衛
に
よ
り
第
三
六
条
第
二
項
を
適
用

し
て
刑
を
減
免
し
、
こ
れ
に
対
し
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

急
迫
不
正
の
侵
害
の
誤
信
と
相
当
性
の
誤
信
が
重
な
っ
た
誤
想
過
剰
防

衛
と
し
て
故
意
な
い
し
責
任
を
阻
却
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
当
性
の

誤
信
の
有
無
に
よ
り
そ
の
処
理
を
区
別
し
て
い
る
（
二
分
説
)
（
6
）。

本
判

決
は
相
当
性
の
誤
信
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
袋
だ
た
き
に
さ

れ
た
り
刃
物
で
刺
さ
れ
る
と
の
攻
撃
行
為
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
、
車
を

発
進
さ
せ
て
A
ら
を
転
倒
さ
せ
る
防
衛
行
為
は
相
当
性
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
被
告
人
自
身
に
防
衛
行
為
が
相
当

性
を
超
え
て
い
る
認
識
は
な
か
っ
た
と
見
る
余
地
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
被
告
人
が
急
迫
不
正
の
侵
害
に
つ
い
て
誤
信
し
て
い
た

の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
に
つ
い
て
の
誤
信
自
体
が
な
か
っ
た
の
か
は
問

題
と
な
り
う
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
は
、
誤
想
防
衛
・
誤
想
過

剰
防
衛
に
つ
い
て
本
判
決
に
言
う
「
合
理
的
根
拠
」、
す
な
わ
ち
相
当
な

理
由
に
基
づ
く
誤
信
を
要
求
し
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
責

任
を
阻
却
す
る
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
に
関
す
る
厳
格
責
任
説
の

主
張
（
7
）に

繋
が
り
う
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
「
何
人
も
が
被
告
人
と
A

ら
の
様
子
を
見
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
状
況
は
被
告
人
に
も
容
易
に
認
識
で
き
た
」
と
し
て
、「
合
理
的
根
拠

に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
侵
害
が
あ
る
と
誤
信
し
た
と
は
認
め
ら
れ
」

な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
判
決
は
、
被
告
人
が
、

袋
だ
た
き
に
あ
っ
た
り
刃
物
で
刺
さ
れ
る
等
の
「
通
常
予
想
で
き
る
範

囲
を
超
え
る
新
た
な
攻
撃
」
が
差
し
迫
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
つ

い
て
そ
も
そ
も
誤
信
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
誤
想
過
剰
防
衛
の
成
立
を

否
定
し
た
、
い
う
な
ら
ば
急
迫
不
正
の
侵
害
の
誤
信
も
相
当
性
の
誤
信

も
な
か
っ
た
事
案
と
解
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

な
お
、
自
招
侵
害
が
正
当
防
衛
と
な
ら
な
い
理
論
的
根
拠
に
つ
い

て
、
学
説
上
は
非
常
に
錯
綜
し
て
い
る
。
主
立
っ
た
学
説
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

第
一
説
（
権
限
濫
用
説
）
は
、
自
招
侵
害
に
は
違
法
性
阻
却
事
由
の

実
質
的
根
拠
で
あ
る
法
確
証
の
利
益
が
な
く
、
正
当
防
衛
権
の
濫
用
で

あ
る
か
ら
正
当
防
衛
が
成
立
し
な
い
と
す
る
（
8
）。
本
説
に
対
し
て
は
、
そ
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も
そ
も
法
確
証
の
利
益
を
独
立
の
法
益
と
し
て
認
め
て
正
当
防
衛
の
根

拠
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
（
9
）、
権
利
濫
用
理
論
の
概
念
は
本
来
私
法

に
お
け
る
曖
昧
な
一
般
条
項
で
、
刑
法
解
釈
に
お
い
て
直
接
適
用
す
る

の
は
危
険
で
あ
る
（
10
）、

な
ど
の
批
判
が
あ
る
。

第
二
説
（
自
招
行
為
・
防
衛
行
為
行
為
一
体
説
）
は
、
自
招
行
為
と

防
衛
行
為
を
一
体
と
し
て
考
え
、
自
招
行
為
は
防
衛
行
為
の
実
行
の
着

手
で
あ
る
か
ら
、
自
招
行
為
が
違
法
で
あ
れ
ば
全
体
と
し
て
違
法
と
な

る
と
す
る
（
11
）。
本
説
に
対
し
て
は
、
自
招
行
為
に
応
じ
る
相
手
方
が
必
ず

攻
撃
す
る
と
は
限
ら
ず
、
他
人
の
規
範
的
障
害
の
あ
る
行
為
が
介
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
招
行
為
を
即
座
に
防
衛
行
為
の
実
行
の
着

手
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
（
12
）。

第
三
説
（「
原
因
に
お
い
て
違
法
な
行
為
」
の
理
論
）
は
、
自
招
侵
害

を
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
と
同
様
に
考
え
、
原
因
行
為
に
当

た
る
自
招
行
為
が
違
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
適
法
な
防
衛

行
為
を
経
て
被
害
者
の
法
益
侵
害
を
惹
起
し
た
こ
と
に
対
し
、
故
意
・

過
失
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
13
）。

本
説
に
対
し
て
は
、
も

と
も
と
防
衛
行
為
と
そ
の
結
果
が
適
法
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ

原
因
行
為
が
違
法
で
あ
れ
ば
、
適
法
で
あ
る
は
ず
の
結
果
が
同
時
に
既

遂
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
疑
問
で
あ
る
（
14
）、
防
衛
行

為
が
自
招
行
為
を
前
提
と
す
る
以
上
、
二
つ
の
行
為
を
切
り
離
し
て
違

法
性
を
評
価
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
15
）、

な
ど
の
批
判
が
あ
る
。

第
四
説
（
社
会
的
相
当
性
説
）
は
、
防
衛
行
為
が
社
会
的
相
当
性
を

欠
く
場
合
は
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
前
提
に
立

ち
、
自
招
侵
害
は
一
般
的
に
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
と
言
え
る
場
合
で

あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
挑
発
行
為
が
過
失
に
よ
る
な
ど
、
社
会
的

相
当
性
の
枠
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
社
会
的

相
当
性
を
有
す
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
（
16
）。

本
説
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ

も
正
当
防
衛
に
社
会
的
相
当
性
の
要
件
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
の

批
判
が
あ
る
（
17
）。

第
五
説
（
侵
害
回
避
義
務
論
）
は
、
不
正
の
侵
害
者
の
法
益
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
保
護
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
前
提
に

立
ち
、
被
侵
害
者
に
は
、
正
当
な
利
益
を
犠
牲
に
し
な
い
限
度
に
お
い

て
、
侵
害
の
事
前
回
避
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
事
前
に
回
避
す
べ

き
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
避
さ
れ
ず
に
現
実
化
し
た
不
正
の
侵
害

は
、
も
は
や
私
人
の
実
力
行
使
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
状
況
と
は
言
え

な
い
か
ら
、
正
当
防
衛
の
成
立
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
18
）。

そ
の
う

え
で
、
自
招
行
為
（
挑
発
行
為
）
が
な
け
れ
ば
侵
害
を
回
避
で
き
た
以

上
、自
招
行
為
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、

自
招
行
為
に
出
る
こ
と
を
差
し
控
え
て
、
侵
害
を
事
前
に
回
避
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
に
違
反
し
て
自
招
行
為
に
出
た
な

北研 51 (1・163) 163

〈判例研究〉



ら
ば
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
と
す
る
（
19
）。

③
判
決
は
、「
正
当
な
利
益
」や「
マ

ン
シ
ョ
ン
か
ら
立
ち
去
る
義
務
」
等
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い

は
侵
害
回
避
義
務
論
を
採
用
し
た
と
見
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
の
よ
う
に
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
を
超
え

る
新
た
な
攻
撃
」
を
超
え
る
攻
撃
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
や
過
剰
防

衛
を
認
め
る
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
自
招
行
為
に
出
た
こ
と
を
も
っ
て

攻
撃
行
為
の
急
迫
性
を
す
べ
て
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
し
、
③
判
決
も
「
事
前
の
予
想
の
範
囲
・
程
度
」
を
問
題
と
し
て

い
る
。

第
六
説
（
要
保
護
性
喪
失
説
）
は
、
自
招
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
進
ん

で
自
己
の
法
益
を
危
険
に
さ
ら
し
た
場
合
、
そ
の
法
益
は
要
保
護
性
を

失
う
か
ら
、
防
衛
行
為
時
に
お
い
て
急
迫
性
の
要
件
を
充
足
し
な
い
と

す
る
（
20
）。

肩
を
掴
ま
れ
る
等
の
A
の
暴
行
に
よ
る
被
告
人
の
身
体
法
益
の

侵
害
は
、
自
招
侵
害
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
通
常
予
想
で
き

る
範
囲
内
」
の
限
り
に
お
い
て
、
被
告
人
の
身
体
法
益
の
要
保
護
性
が

低
下
す
る
と
解
し
う
る
か
ら
、
自
招
侵
害
性
を
問
題
と
す
る
②
決
定
や

本
判
決
の
立
場
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
も
っ
と
も
、
何
故
自
招
行
為
が
法

益
の
要
保
護
性
を
喪
失
さ
せ
る
か
の
理
論
的
根
拠
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
き
、
林
教
授
は
「
行
為
者
に
（
高
度
の
）
危
険
の
引
受
が
あ

る
」
（
21
）

点
を
挙
げ
る
が
、
一
方
、
危
険
の
引
受
で
は
被
害
者
の
同
意
と
同

様
に
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
22
）。

被
害

者
の
攻
撃
行
為
が
「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
内
」
で
あ
れ
ば
構
成
要
件

に
該
当
せ
ず
、
従
っ
て
自
招
行
為
者
の
防
衛
行
為
は
急
迫
不
正
の
侵
害

に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の

は
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
被
害
者
の
同
意
で
あ
れ
ば
、
同
意

の
内
容
が
少
な
く
と
も
同
意
を
受
け
た
行
為
者
に
と
っ
て
は
明
確
で
あ

る
か
ら
、
法
益
侵
害
が
同
意
内
容
か
ら
わ
ず
か
に
外
れ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
少
な
い
が
、
自
招

侵
害
で
は
、
自
招
行
為
者
が
、
自
招
行
為
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
危
険

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
明
確
に
は
認
識
し
て
い
な
い
場
合

が
多
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
「
通
常
予
想
で
き
る

範
囲
」
を
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
超
え
る
か
否
か
で
、
構
成
要
件
該
当
性

の
有
無
と
い
う
二
者
択
一
の
重
大
な
判
断
を
し
て
良
い
の
か
は
疑
問
が

残
る
。
自
招
侵
害
で
は
攻
撃
行
為
が
「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
内
」
を

超
え
る
こ
と
は
容
易
に
起
こ
り
う
る
が
、
そ
の
「
範
囲
」
は
被
害
者
の

同
意
と
異
な
り
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
結
局
は
攻
撃

行
為
の
程
度
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
自
招
侵
害
に
お
け
る
要
保
護
性
喪

失
は
、
構
成
要
件
該
当
性
で
は
な
く
む
し
ろ
違
法
性
の
段
階
で
判
断
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
林
教
授
は
、
被
害
者
に
同
意

が
あ
り
、
行
為
者
が
そ
れ
を
認
識
せ
ず
に
同
意
の
内
容
を
実
現
し
た
場
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合
に
、
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
が
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る

余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
23
）、
自
招
侵
害
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
被
害

者
の
攻
撃
行
為
は
修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
未
遂
犯
と
し
て

違
法
性
、
責
任
を
有
す
る
、
ま
さ
に
急
迫
不
正
の
侵
害
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
被
害
者
の
同
意
と
危
険
の
引
受
に
加
え
て
、
自
招
侵

害
を
も
同
一
線
上
に
お
い
て
論
ず
る
の
は
容
易
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

四

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
自
傷
行
為
の
理
論
と
共
犯

の
理
論
を
併
せ
て
用
い
る
こ
と
で
、
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
自
招
行
為
者
は
自
招
行
為
に
出
る
こ
と
で
、
被
害
者
に
対

し
「
自
招
行
為
者
へ
の
攻
撃
」
を
故
意
な
い
し
過
失
（
24
）に

よ
っ
て
教
唆
し

た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、不
可
罰
で
あ
る
自
傷
行
為
へ
の
関
与
と
し
て
、

あ
る
い
は
第
二
〇
二
条
に
相
当
す
る
規
定
を
持
た
な
い
同
意
傷
害
へ
の

関
与
と
し
て
、
や
は
り
不
可
罰
で
あ
る
と
解
し
う
る
（
25
）。

近
年
の
多
数
説

は
、
第
二
〇
二
条
が
同
意
殺
人
を
処
罰
す
る
点
や
生
命
の
重
要
性
に
鑑

み
、
生
命
に
危
険
を
与
え
る
態
様
の
重
大
な
傷
害
に
つ
い
て
は
同
意
が

無
効
で
あ
る
と
す
る
か
ら
（
26
）、
こ
れ
へ
の
関
与
も
ま
た
違
法
性
を
生
ず
る

が
、「
重
大
で
な
い
」
傷
害
へ
の
関
与
で
あ
れ
ば
違
法
性
を
欠
き
不
可
罰

で
あ
る
と
解
し
う
る
。
従
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
招
行
為
者
は
傷
害

罪
等
の
教
唆
犯
に
問
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
自
招
（
傷
）
行
為
者
に
教

唆
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
、
教
唆
行
為
か
ら
「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
」

を
超
え
な
い
攻
撃
行
為
は
、
不
可
罰
で
あ
る
自
傷
行
為
へ
の
関
与
で
あ

る
か
ら
、
あ
る
い
は
自
招
行
為
者
の
法
益
の
要
保
護
性
が
利
益
欠
缺
の

原
則
に
よ
り
消
滅
し
違
法
性
を
欠
く
か
ら
、
や
は
り
不
可
罰
と
な
る
。

し
か
し
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
」
を
超
え
る
攻
撃
行
為
は
、
共
犯
の

過
剰
と
し
て
違
法
と
な
り
（
27
）、

自
招
行
為
者
は
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛

を
な
し
う
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て

も
、
被
告
人
は
、
自
招
行
為
に
よ
っ
て
左
肩
を
掴
ま
れ
る
程
度
を
含
む

被
告
人
に
対
す
る
攻
撃
行
為
を
A
ら
に
故
意
な
い
し
過
失
に
よ
り
教
唆

し
、
A
は
こ
れ
に
よ
り
被
告
人
の
左
肩
を
掴
む
攻
撃
行
為
に
出
て
暴
行

罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
、
従
っ
て
被

告
人
に
と
っ
て
急
迫
不
正
の
侵
害
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
へ
の
防

衛
行
為
に
出
た
被
告
人
は
傷
害
罪
の
罪
責
に
問
わ
れ
、
正
当
防
衛
、
過

剰
防
衛
、
誤
想
過
剰
防
衛
は
い
ず
れ
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
1
）
最
決
昭
和
三
三
年
二
月
二
四
日
刑
集
一
二
巻
二
号
二
九
七
頁
。

（
2
）
最
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
、
最

判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
二
九
巻
一
〇
号
九
八
三
頁
、
東
京

高
判
平
成
一
四
年
六
月
四
日
判
時
一
八
二
五
号
一
五
三
頁
な
ど
。
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（
3
）
照
沼
亮
介
「
正
当
防
衛
と
自
招
侵
害
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
号

（
二
〇
〇
九
年
）
一
八
頁
。

（
4
）
林
幹
人「
自
ら
招
い
た
正
当
防
衛
」刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
号（
二

〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
。

（
5
）
穴
沢
大
輔
「
自
己
の
違
法
な
行
為
後
に
実
弟
か
ら
暴
行
を
加
え
ら
れ

た
被
告
人
が
、
実
弟
の
背
後
か
ら
腕
を
首
に
回
し
て
締
め
付
け
て
窒
息

死
さ
せ
た
と
い
う
傷
害
致
死
の
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
に
は
防
衛
行

為
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
が
欠
け
て
い
た
と

し
て
、
誤
想
防
衛
の
成
立
が
認
め
ら
れ
、
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
例
」

刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
九
頁
。

（
6
）
福
田
平
『
刑
法
総
論
』（
全
訂
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
二
一
七
頁
注

五
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
九

六
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
三
年
）
二
九
五
頁
。

大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
二
九
三
頁

は
反
対
。

（
7
）
大
谷
・
前
掲
書
三
三
九
頁
。

（
8
）
大
塚
・
前
掲
書
三
八
五
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
三
版
・

二
〇
一
三
年
）
三
六
二
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
二
八
四
頁
、
山
中
敬
一
『
刑

法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
四
八
八
頁
。

（
9
）
林
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
一
九
八
頁
。

（
10
）
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
三
六
八
頁

注
一
四
（
た
だ
し
、
同
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）

二
五
八
頁
で
は
こ
の
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）、
木
村
光
江
『
刑
法
』

（
第
三
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
二
五
頁
。

（
11
）
瀧
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』（
改
訂
・
一
九
四
七
年
）
九
六
頁
、
木
村

亀
二
（
阿
部
純
二
増
補
）『
刑
法
総
論
』（
増
補
版
・
一
九
七
八
年
）
二

五
六
頁
。

（
12
）
山
中
・
前
掲
書
四
八
八
頁
。

（
13
）
平
野
龍
一『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
一
九
七
五
年
）二
三
五
頁
、山
口
厚『
刑

法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
三
一
頁
。

（
14
）
前
田
・
前
掲
書
（
第
五
版
）
三
六
八
頁
注
一
五
（
た
だ
し
、
同
第
六

版
二
五
八
頁
で
は
こ
の
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）、
山
中
・
前
掲
書
四

八
七
頁
。

（
15
）
大
谷
・
前
掲
書
二
八
七
頁
、
川
端
・
前
掲
書
三
六
二
頁
。

（
16
）
福
田
・
前
掲
書
一
六
四
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
二
八
六
頁
。

（
17
）
山
中
・
前
掲
書
四
八
六
頁
。

（
18
）
橋
爪
隆
「
正
当
防
衛
論
の
最
近
の
動
向
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六

号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
頁
。

（
19
）
橋
爪
・
前
掲
論
文
八
頁
。

（
20
）
林
・
総
論
一
九
九
頁
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
二
〇
〇
八

年
）
二
八
八
頁
。

（
21
）
林
・
総
論
一
九
九
頁
。

（
22
）
林
・
総
論
一
七
五
頁
。

（
23
）
林
・
総
論
一
六
一
頁
。

（
24
）
正
犯
者
の
過
失
行
為
を
過
失
に
よ
り
教
唆
な
い
し
幇
助
し
た
場
合

に
、
過
失
に
よ
る
共
犯
の
成
立
を
認
め
て
処
罰
し
て
よ
い
か
は
学
説
上

の
議
論
が
あ
る
。
不
可
罰
説
の
論
者
は
、
誤
っ
て
範
囲
を
生
ぜ
し
め
た

場
合
に
故
意
の
正
犯
と
同
じ
法
定
刑
の
範
囲
で
処
罰
す
る
必
要
は
な
い
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（
前
田
・
前
掲
書
（
第
六
版
）
三
七
二
頁
注
二
）、
第
三
八
条
第
一
項
は

過
失
犯
を
処
罰
す
る
際
に
特
別
の
規
定
を
要
す
る
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
共
犯
規
定
の
中
に
は
過
失
犯
を
処
罰
す
る
旨
の
特
別
規
定
が
と
く

に
置
か
れ
て
い
な
い
（
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
一
九
七
五
年
）
三

九
三
頁
、
大
越
義
久
『
刑
法
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
九
六

頁
）
な
ど
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
可
罰
説
の
論
者
は
、
わ
が
国

の
刑
法
典
で
は
、
教
唆
犯
は
必
ず
し
も
故
意
犯
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い

（
佐
伯
千
仭
『
刑
法
講
義
（
総
論
）』（
第
四
版
・
一
九
八
一
年
）
三
五
四

頁
）、
通
説
は
結
果
的
加
重
犯
に
対
す
る
共
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
が
、

そ
れ
な
ら
ば
過
失
犯
に
対
す
る
過
失
に
よ
る
共
犯
も
肯
定
さ
れ
て
然
る

べ
き
で
あ
る
（
坂
本
学
史
「
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
危
険
運
転
行

為
へ
の
二
次
的
な
関
与
と
同
乗
行
為
」神
戸
学
院
法
学
四
三
巻
四
号（
二

〇
一
四
年
）
一
四
八
頁
以
下
）
な
ど
と
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
、
自
招

行
為
者
の
被
害
者
に
対
す
る
「
自
招
行
為
者
へ
の
攻
撃
」
の
教
唆
が
故

意
と
過
失
の
い
ず
れ
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
傷
行
為
へ
の
関

与
あ
る
い
は
同
意
傷
害
を
不
可
罰
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、不
可
罰
説
、

可
罰
説
い
ず
れ
に
拠
っ
た
と
し
て
も
不
可
罰
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

（
25
）
前
田
・
前
掲
書
（
第
六
版
）
二
四
五
頁
参
照
。

（
26
）
平
野
・
前
掲
書
二
五
三
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
二
五
四
頁
、
西
田
典
之

『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
八
九
頁
。

（
27
）
「
重
大
な
傷
害
」
に
つ
い
て
も
、「
通
常
予
想
で
き
る
範
囲
」
を
超
え

る
攻
撃
行
為
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
前
注
（
26
）
の
見
解
に
拠
っ
た
な

ら
ば
同
意
自
体
が
無
効
と
な
る
か
ら
、や
は
り
違
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
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