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〈
判
例
研
究
〉
暴
力
団
員
と
電
話
で
言
い
合
い
に
な
り
⽛
今
か
ら
来
い
⽜
と
発
言
し
た
と
こ
ろ
、
自

宅
敷
地
内
に
不
法
侵
入
さ
れ
て
弟
と
と
も
に
暴
行
さ
れ
た
た
め
、
弟
の
身
体
を
防
衛
す
る
た
め

シ
ー
ス
ナ
イ
フ
で
殺
害
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
状
況
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
盗
犯
等

防
止
法
第
一
条
第
一
項
三
号
の
許
容
す
る
相
当
性
の
限
度
を
超
え
て
い
る
と
し
て
過
剰
防
衛
を

認
め
た
事
例

千
葉
地
裁
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
二
日
判
決

（
平
成
二
六
年
（
わ
）
第
六
〇
号
：
殺
人
被
告
事
件
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
暴
力
団
甲
一
家
に
所
属
す
る
暴
力
団
員
A
か
ら
貸
し
て

い
た
金
を
返
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
、
平
成
二
六
年
一
月
二
日
の
午
後

八
時
四
八
分
頃
及
び
同
日
午
後
九
時
三
分
頃
の
二
度
に
わ
た
り
、
甲
一

家
の
本
部
事
務
所
に
電
話
を
か
け
た
。
甲
一
家
所
属
の
暴
力
団
員
で
あ
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る
被
害
者
及
び
B
は
、
被
告
人
が
正
月
早
々
に
本
部
事
務
所
に
電
話
を

か
け
て
き
た
こ
と
を
聞
い
て
腹
を
立
て
、
被
告
人
と
の
電
話
で
怒
鳴
っ

た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
、
被
害
者
及
び
B
に
対
し
、
甲
一
家
を
軽
ん
ず

る
よ
う
な
発
言
や
⽛
今
か
ら
来
い
⽜
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
た
。
こ

れ
に
憤
激
し
た
被
害
者
及
び
B
は
、
A
を
呼
び
出
し
て
被
告
人
方
ま
で

案
内
さ
せ
、
同
日
午
後
九
時
三
〇
分
頃
、
被
告
人
方
敷
地
内
に
普
通
乗

用
自
動
車
で
乗
り
入
れ
た
。
一
方
、
被
告
人
は
、
被
告
人
の
弟
で
暴
力

団
乙
組
に
所
属
す
る
暴
力
団
員
C
に
対
し
、
甲
一
家
の
者
と
電
話
で
言

い
合
い
に
な
り
、
来
る
か
も
し
れ
な
い
旨
を
伝
え
、
C
が
被
告
人
方
に

来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
害
者
は
、
上
記
自
動
車
か
ら
降
り
る
と
、
被

告
人
方
敷
地
内
に
い
た
C
の
名
字
を
確
認
す
る
や
い
な
や
、
そ
の
場
で

C
の
頭
部
及
び
顔
面
を
複
数
回
殴
り
つ
け
、
そ
の
腰
や
大
腿
部
付
近
を

蹴
り
つ
け
て
C
を
地
面
に
倒
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
背
中
付
近
を
足
で
踏

み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
蹴
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
、
C
は
う
つ
ぶ
せ
の

状
態
に
な
っ
た
。
同
じ
頃
、
B
は
、
物
音
を
聞
き
つ
け
て
勝
手
口
に
出

て
き
た
被
告
人
の
頭
部
及
び
顔
面
を
複
数
回
殴
り
つ
け
る
等
し
て
被
告

人
を
地
面
に
倒
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
左
半
身
を
殴
る
蹴
る
等
の
暴
行
を

加
え
、
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
た
被
告
人
の
背
中
を
手
で
押
さ
え
、
さ
ら
に

B
に
代
わ
っ
て
A
が
被
告
人
の
背
中
を
手
で
押
さ
え
た
。
被
告
人
は
、

C
が
被
害
者
か
ら
暴
行
を
受
け
て
い
る
状
況
な
ど
を
見
て
、
C
の
身
の

危
険
を
感
じ
、
勝
手
口
付
近
に
あ
ら
か
じ
め
置
い
て
い
た
シ
ー
ス
ナ
イ

フ
（
刃
体
の
長
さ
約
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
持
ち
出
し
、
C
の
身

体
を
防
衛
す
る
た
め
、
被
害
者
に
対
し
殺
意
を
も
っ
て
そ
の
右
側
腹
部

を
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
死
亡
さ
せ
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
正
当
防
衛
状
況
の
有
無
、
防
衛
行
為
の
相
当

性
等
が
争
わ
れ
、
検
察
官
は
、
被
害
者
と
B
が
被
告
人
及
び
C
に
暴
力

を
振
る
っ
た
の
は
、
被
告
人
の
言
動
が
原
因
で
あ
る
こ
と
、
被
告
人
は

被
害
者
ら
が
押
し
か
け
て
く
る
こ
と
を
予
期
し
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る

た
め
の
準
備
を
し
て
待
ち
構
え
て
い
た
こ
と
、
被
告
人
及
び
C
と
被
害

者
ら
が
け
ん
か
闘
争
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
被
告
人
は
正
当

防
衛
が
認
め
ら
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
懲
役
七
年
六
月
）。

ま
ず
、
正
当
防
衛
状
況
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に

判
示
し
て
こ
れ
を
肯
定
し
た
。⽛
被
告
人
は
被
害
者
ら
に
対
し
て
、
甲

一
家
を
軽
ん
ず
る
よ
う
な
発
言
及
び
⽝
今
か
ら
来
い
⽞
と
い
う
趣
旨
の

発
言
を
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
か
か
る
発
言
が
被
害
者
ら
に
よ
る
暴

行
を
招
く
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
…
…
被
告
人
が
正
月
に
本
部
事
務
所
に
電
話
を
か
け
た
こ
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と
に
腹
を
立
て
た
被
害
者
ら
の
方
か
ら
先
に
被
告
人
に
対
し
荒
っ
ぽ
い

言
葉
や
激
し
い
口
調
で
被
告
人
に
絡
ん
で
い
っ
た
と
い
う
流
れ
は
何
ら

不
自
然
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
被
告
人
は
被
害
者
ら
が
暴
力
団

組
員
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
何
ら
面
識

も
な
い
人
物
で
あ
り
、
被
告
人
と
し
て
は
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
の

場
所
を
知
ら
な
い
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ

る
と
、
被
告
人
の
上
記
発
言
は
、
被
告
人
か
ら
け
ん
か
を
売
っ
た
と
い

う
よ
り
は
、
被
告
人
か
ら
見
れ
ば
理
不
尽
な
怒
り
に
基
づ
く
被
害
者
ら

の
発
言
に
対
し
て
、
い
わ
ば
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
と
し
て
誘
発
さ
れ

た
も
の
と
見
る
余
地
が
多
分
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
の
上
記
発
言
を
も
っ
て
、
被
告
人
の
方
か
ら

被
害
者
ら
に
対
し
挑
発
を
仕
掛
け
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
自
ら
侵

害
を
招
い
た
も
の
と
し
て
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た

と
い
う
べ
き
根
拠
と
な
る
ほ
ど
の
落
ち
度
と
は
評
価
で
き
な
い
。

…
…
被
告
人
は
、
…
…
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、

…
…
上
記
の
と
お
り
、
被
害
者
ら
は
、
被
告
人
と
面
識
は
な
く
、
被
告

人
方
の
場
所
も
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
…
…
酒
に
酔
っ
た
勢
い
に
よ

る
単
な
る
脅
し
で
あ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
被
告
人
方
に
本
当
に
来
る
こ
と
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
被
告
人
に
お
い
て
考
え
た
可
能
性
は
十
分
に
あ

る
。
ま
た
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
到
着
し
た
際
、
C
は
特
に
武
器

等
を
所
持
す
る
こ
と
な
く
勝
手
口
付
近
に
立
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、

被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
押
し
か
け
て
来
る
こ
と
を
確
実
に
予
期
し
て

待
ち
受
け
て
い
た
に
し
て
は
無
防
備
で
あ
る
と
の
感
を
否
め
な
い
。

…
…
被
告
人
は
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

は
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
程
度
と
し
て
は
、
確
実
と
認
識
し
て
い
た

と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
来
る
か
も
し
れ
な
い
し
来
な
い
か
も
し
れ
な

い
と
い
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
被

告
人
の
予
期
の
程
度
を
前
提
に
す
れ
ば
、
被
告
人
は
警
察
へ
通
報
す
べ

き
で
あ
っ
た
と
か
、
被
告
人
の
生
活
拠
点
で
あ
る
被
告
人
方
か
ら
逃
げ

る
こ
と
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
甚
だ
酷
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
が
故
に
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ

た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
。
…
…
被
告
人
が
本
件

シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
勝
手
口
付
近
に
準
備
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
も
、
被

告
人
の
予
期
の
程
度
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
上
、
被
告
人
は
は
じ
め

か
ら
本
件
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
被
害
者
ら
に
応
対
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
万
が
一
に
備
え
て
準
備
し
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
本
件
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
使
用
し

て
積
極
的
に
被
害
者
ら
に
対
す
る
殺
傷
行
為
に
及
ぼ
う
と
し
て
い
た
と

も
認
め
ら
れ
な
い
。
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…
…
上
記
の
と
お
り
、
被
告
人
は
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
こ

と
を
強
く
予
期
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
C
に
甲
一
家
と
も

め
た
こ
と
を
伝
え
た
り
、
本
件
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
勝
手
口
付
近
に
準
備

し
た
り
し
た
の
も
、
万
が
一
に
備
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
被
告
人
及

び
C
に
お
い
て
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
こ
と
を
待
ち
構
え
て

被
害
者
ら
と
け
ん
か
を
す
る
気
で
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
確
か

に
、
…
…
C
は
、
甲
一
家
の
X
だ
と
名
乗
っ
た
被
害
者
に
対
し
、
乙
一

家
の
C
だ
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
や
、
被
害
者
又
は
B
か
ら
暴
行
を
受

け
た
の
に
対
し
被
告
人
又
は
C
が
被
害
者
ら
を
つ
か
ん
だ
り
こ
ぶ
し
を

突
き
出
す
よ
う
な
行
動
に
出
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
C
は

無
防
備
な
状
態
で
立
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
属
す
る
暴
力
団
組
織
や

名
前
を
名
乗
り
合
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
け
ん
か
に
及
ぶ
気
満
々
だ
っ

た
と
は
認
め
難
い
。
ま
た
、
被
告
人
又
は
C
の
被
害
者
ら
に
対
す
る
上

記
行
動
は
被
害
者
ら
の
先
制
攻
撃
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
上
、
そ
の
態

様
も
被
害
者
ら
の
攻
撃
と
比
較
し
て
微
弱
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行

動
か
ら
被
告
人
及
び
C
と
被
害
者
ら
が
対
等
な
立
場
で
け
ん
か
を
し
て

い
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。

…
…
検
察
官
が
主
張
す
る
諸
点
は
い
ず
れ
も
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ

る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
上
、
そ
れ

ら
の
点
を
総
合
し
て
考
慮
し
て
も
な
お
、
被
告
人
に
正
当
防
衛
が
認
め

ら
れ
る
状
況
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。⽜
と
。

次
に
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し

て
こ
れ
を
否
定
し
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
。⽛
被
害
者
ら
は
凶

器
を
用
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
被
害
者
は
被
告
人
よ
り
も
約
一
七
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
身
長
が
高
く
体
格
に
お
い
て
格
段
に
優
れ
て
い
た
こ

と
や
、
現
に
本
件
刺
突
行
為
に
至
る
ま
で
の
間
、
被
告
人
及
び
C
は
被

害
者
及
び
B
に
ま
と
も
な
反
撃
を
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
一
方
的
に
殴

る
蹴
る
の
暴
行
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
被
告
人
は
万
が
一
に
備
え
て
本

件
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
被
告
人

が
本
件
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
を
手
に
持
っ
て
防
衛
行
為
に
出
た
こ
と
自
体
は

必
ず
し
も
不
当
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

し
か
し
、
本
件
刺
突
行
為
の
直
前
の
時
点
で
は
、
被
害
者
は
C
の
背

中
に
足
を
乗
せ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
現
に
殴
る
蹴
る
の
暴
行
を
加
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、被
告
人
に
お
い
て
、

殺
意
を
も
っ
て
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
行
為
に

及
ぶ
こ
と
は
、
当
時
の
C
の
身
体
に
対
す
る
危
険
の
切
迫
し
た
状
況
か

ら
し
て
必
要
最
小
限
度
の
行
為
と
は
い
え
ず
、
被
害
者
ら
は
被
告
人
方

敷
地
内
に
不
法
に
侵
入
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
が
盗
犯
等
ノ
防
止

及
処
分
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
一
項
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
刑
法

第
三
六
条
一
項
に
お
け
る
防
衛
手
段
と
し
て
の
相
当
性
よ
り
も
緩
や
か

北研 51 (2・34) 208

資 料



に
相
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
防
衛
行
為
と
し
て
許
容

さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
防
衛
は
成
立
し
な
い
。

…
…
被
告
人
が
被
害
者
を
殺
害
し
た
行
為
は
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ

る
状
況
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
防
衛
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ

る
限
度
を
超
え
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
。⽜と
。

【
評
釈
】

一

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
本
件
で
は
、
被
告
人
が
被
害
者
ら
に
対
し
て
甲
一
家
を
軽

ん
ず
る
よ
う
な
発
言
及
び
⽛
今
か
ら
来
い
⽜
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
す

る
第
一
行
為
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
及
び
C
を
暴
行
す
る
第
二
行
為
、

被
告
人
が
被
害
者
を
シ
ー
ス
ナ
イ
フ
で
刺
殺
す
る
第
三
行
為
と
い
う
三

つ
の
行
為
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
、
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
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
招
侵
害
（
自
招
防
衛
）
に
当
た
る
と

し
て
、
正
当
防
衛
や
過
剰
防
衛
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
（
1
）。

こ
れ
に
つ
き
、
判
例
は
、
自
招
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
正
当
防
衛

は
成
立
し
う
る
と
す
る
が
（
2
）、
防
衛
行
為
者
が
⽛
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
⽜
す
な
わ
ち
積
極
的
加
害

意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
場
合
に
は
、
急
迫
性
の
要
件
を
欠
く
と
し
て
正

当
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
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
、⽛
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
、
…
…
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
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迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
⽜
と
し
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
し

た
。
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
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
大
阪
高
判
平
成
一
四
年
七
月
九
日
判
時
一
七
九
七
号
一

五
九
頁
は
、
被
害
者
か
ら
の
攻
撃
行
為
を
被
告
人
が
予
期
し
て
い
た
と

し
て
も
、
終
始
被
害
者
の
行
為
に
対
応
す
る
範
囲
内
の
防
衛
行
為
に
し

か
出
て
い
な
い
場
合
に
は
、
積
極
的
加
害
意
思
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
、
急
迫
性
を
否
定
せ
ず
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
。

積
極
的
加
害
意
思
は
被
告
人
の
主
観
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
判
例
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
、⽛
憤
激
⽜
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
（
3
）。
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
し
て
お
り
（
4
）、
そ
れ
故
、
今
日
の
判
例
は
、
防
衛
の

認
識
を
前
提
と
し
た
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
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
学
説

上
は
、
行
為
者
が
自
招
行
為
時
に
お
い
て
自
招
侵
害
性
を
認
識
し
て
い

な
い
と
し
て
も
、⽛
一
連
、
一
体
の
事
態
⽜
と
い
う
客
観
的
な
事
情
が
あ

る
な
ら
ば
急
迫
性
を
欠
く
と
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
主
張
も
あ
る
（
5
）。

積
極
的
加
害
意
思
を
、
自
招
侵
害
を
招
来
し
よ
う
と
す
る
意
思
、
言
う

な
ら
ば
主
観
的
自
招
侵
害
性
と
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、⽛
一
連
、
一
体
の

事
態
⽜
と
い
う
客
観
的
自
招
侵
害
性
の
有
無
を
問
題
と
す
る
余
地
も
当

然
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
加
害
意
思
を
欠
い
て
い
た
と
し
て

も
、
客
観
的
自
招
侵
害
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
過
失
に
よ
る
自
招
行
為
が

な
さ
れ
た
と
し
て
、正
当
防
衛
の
成
立
を
消
極
的
に
解
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
判
決
は
、⽛
被
告
人
は
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
こ
と

を
強
く
予
期
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
…
…
被
告
人
及
び
C
に
お
い

て
、
被
害
者
ら
が
被
告
人
方
に
来
る
こ
と
を
待
ち
構
え
て
被
害
者
ら
と

け
ん
か
を
す
る
気
で
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
⽜
と
し
て
、
機
会
を
利

用
し
た
攻
撃
の
意
思
の
欠
如
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
予
期
の
確
実
性
を

欠
い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
積
極
的
加
害
意
思
の
存
在
を
否
定
し
、

急
迫
性
を
含
め
た
正
当
防
衛
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。

加
え
て
、⽛
被
告
人
の
上
記
発
言
を
も
っ
て
、
被
告
人
の
方
か
ら
被
害
者

ら
に
対
し
挑
発
を
仕
掛
け
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
自
ら
侵
害
を
招

い
た
も
の
と
し
て
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
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べ
き
根
拠
と
な
る
ほ
ど
の
落
ち
度
と
は
評
価
で
き
な
い
。⽜
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
過
失
に
よ
る
自
招
行
為
が
な
さ
れ
た
と
も
解
し
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
自
招
侵
害
に
は
当
た
ら
な

い
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
自
招
侵
害
性
と
い
う
概
念
を
容
認

す
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
積
極
的
加
害
意
思
と
そ
の
前
提
と
な
る
予

期
の
確
実
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
正
当
防
衛
状
況
に
あ
る

こ
と
を
肯
定
し
た
本
判
決
の
判
断
は
、
最
決
昭
和
五
二
年
七
月
二
一
日

の
内
容
に
も
沿
う
も
の
と
言
え
よ
う
。

二

第
二
は
、
盗
犯
等
ノ
防
止
及
処
分
ニ
関
ス
ル
法
律
（
以
下
⽛
盗
犯

等
防
止
法
⽜）
第
一
条
第
一
項
が
⽛
左
ノ
各
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
自
己
又
ハ

他
人
ノ
生
命
、
身
体
又
ハ
貞
操
ニ
対
ス
ル
現
在
ノ
危
険
ヲ
排
除
ス
ル
為

犯
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
刑
法
第
三
十
六
条
第
一
項
ノ
防
衛
行
為
ア

リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
⽜、
同
三
号
が
⽛
故
ナ
ク
人
ノ
住
居
又
ハ
人
ノ
看
守
ス

ル
邸
宅
、
建
造
物
若
ハ
船
舶
ニ
侵
入
シ
タ
ル
者
又
ハ
要
求
ヲ
受
ケ
テ
此

等
ノ
場
所
ヨ
リ
退
去
セ
ザ
ル
者
ヲ
排
斥
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
⽜
と
規
定
す

る
と
こ
ろ
、
本
件
事
案
に
お
い
て
被
告
人
方
敷
地
内
に
不
法
侵
入
し
た

被
害
者
ら
は
同
三
号
に
お
け
る
不
法
侵
入
者
に
該
当
す
る
が
、
こ
れ
に

対
す
る
被
告
人
の
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
よ
る
防
衛
行
為
に

つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
相
当
性
を
認
め
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
刑
法
第
三
六

条
第
一
項
の
正
当
防
衛
に
お
け
る
相
当
性
を
充
足
す
る
こ
と
を
前
提
に

事
例
を
列
挙
し
た
、
い
わ
ば
第
三
六
条
第
一
項
の
正
当
防
衛
の
成
立
要

件
に
つ
い
て
の
注
意
規
定
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
防
衛
行
為
の
相
当

性
の
要
件
自
体
を
緩
和
す
る
趣
旨
で
あ
る
の
か
議
論
が
あ
る
。
さ
ら
に

防
衛
行
為
者
の
行
為
が
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
形
式
的
に
該

当
し
た
場
合
、
即
座
に
相
当
性
の
要
件
の
充
足
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
さ
ら
な
る
実
質
的
違
法
判
断
を
要
す
る
の
か
も
問
題
と
な

る
。判

例
の
立
場
に
は
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
名
古
屋
高
判
昭
和
三
七
年
一

二
月
四
日
高
刑
集
一
五
巻
九
号
六
六
九
頁
は
、
夜
間
に
泥
酔
し
て
住
居

に
不
法
侵
入
し
た
被
害
者
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
被
告
人
が
被
害
者
か

ら
手
拳
で
殴
打
さ
れ
た
た
め
、
被
害
者
を
丸
太
で
殴
打
し
て
死
亡
さ
せ

た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
第
一

条
第
一
項
は
そ
の
各
号
所
定
の
場
合
に
お
い
て
も
、
刑
法
第
三
六
条
第

一
項
の
⽝
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
⽞
に
い
で
た
こ
と
を
当
然
に
要
件
と
し

て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。⽜
と
し
た
う
え
で
、⽛
盗
犯

等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
要
件
を

形
式
的
に
は
充
足
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
相
当
性
の
要
件
を

欠
如
し
、
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
刑
法
第
三
六
条
第
二
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項
の
過
剰
防
衛
と
認
め
る
ほ
か
な
⽜
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、

第
三
六
条
第
一
項
の
相
当
性
の
要
件
の
充
足
を
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、

盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
を
相
当
性
に
関
す
る
注
意
規
定
に
過
ぎ

な
い
と
し
た
う
え
で
（
6
）、
相
当
性
に
つ
い
て
実
質
的
違
法
判
断
を
行
っ
た

と
解
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
最
決
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
刑
集
四
八
巻
四
号
二
一

頁
は
、
被
害
者
ら
七
名
が
難
癖
を
付
け
て
金
員
を
奪
う
た
め
に
メ
リ
ケ

ン
サ
ッ
ク
で
殴
打
し
て
き
た
た
め
、
殺
意
を
持
っ
て
護
身
用
ナ
イ
フ
で

被
害
者
の
左
胸
部
を
刺
し
て
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
同
条
項

の
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
が
形
式
的
に
規
定

上
の
要
件
を
満
た
す
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
危
険
を
排
除
す
る
手
段
と

し
て
相
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
い
う
相
当
性
と
は
、
同
条
項
が
刑
法
三
六
条
一
項
と
異
な
り
、

防
衛
の
目
的
を
生
命
、
身
体
、
貞
操
に
対
す
る
危
険
の
排
除
に
限
定
し
、

ま
た
、
現
在
の
危
険
を
排
除
す
る
た
め
の
殺
傷
を
法
一
条
一
項
各
号
に

規
定
す
る
場
合
に
さ
れ
た
も
の
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
⽝
已

ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
⽞
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い

な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
刑
法
三
六
条
一
項
に
お
け
る
侵
害
に
対

す
る
防
衛
手
段
と
し
て
の
相
当
性
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
を
意
味
す
る

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。⽜
と
し
て
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一

項
三
号
に
よ
る
相
当
性
の
要
件
の
緩
和
を
肯
定
し
た
が
、⽛
強
盗
に
着

手
し
た
相
手
方
の
暴
行
が
、
メ
リ
ケ
ン
サ
ッ
ク
以
外
の
凶
器
等
を
用
い

て
お
ら
ず
、
申
立
人
の
生
命
に
ま
で
危
険
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
に
、
ナ
イ
フ
を
示
し
て
威
嚇
す
る
こ
と
も
な
く
、
い
き
な

り
被
害
者
の
左
胸
部
を
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
死
亡
さ
せ
た
も
の
で
あ

り
、
申
立
人
一
人
に
対
し
相
手
方
の
数
が
七
名
と
多
く
、
本
件
現
場
が

昼
間
と
は
い
え
人
通
り
が
少
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
考

慮
し
て
も
、
申
立
人
の
本
件
行
為
は
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
排

除
す
る
手
段
と
し
て
は
、
過
剰
な
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記
の
相
当
性
を

欠
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
一
条
一

項
の
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
原
判

断
は
、
正
当
で
あ
る
。⽜
と
し
て
、
結
局
は
相
当
性
を
否
定
し
た
。
こ
の

決
定
は
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
よ
る
相
当
性
の
緩
和
を
認

め
た
う
え
で
、
実
質
的
違
法
判
断
を
も
要
求
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

東
京
地
判
平
成
九
年
二
月
一
九
日
判
時
一
六
一
〇
号
一
五
一
頁
は
、

覆
面
姿
で
被
告
人
方
に
侵
入
し
被
告
人
の
腹
部
に
ナ
イ
フ
を
突
き
付
け

て
き
た
被
害
者
に
対
し
、
被
告
人
が
自
室
に
あ
っ
た
包
丁
を
持
っ
て
対

峙
し
、
被
害
者
が
背
を
向
け
て
逃
げ
出
し
た
こ
と
か
ら
こ
れ
を
追
い
か

け
て
、
被
告
人
の
居
室
か
ら
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
踊
り
場
に
て

未
必
的
殺
意
を
持
っ
て
被
害
者
の
背
部
を
突
き
刺
し
て
死
亡
さ
せ
た
事
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案
に
つ
い
て
、
居
室
と
踊
り
場
と
の
距
離
が
近
く
、
被
害
者
が
逃
げ
出

し
て
か
ら
被
告
人
が
こ
れ
を
刺
す
ま
で
の
時
間
も
せ
い
ぜ
い
数
秒
間
で

あ
る
こ
と
、
被
害
者
が
被
告
人
に
ナ
イ
フ
を
突
き
付
け
た
時
点
で
の
被

告
人
の
生
命
、
身
体
へ
の
危
険
は
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
被
害

者
は
逃
げ
出
し
た
も
の
の
今
後
加
害
す
る
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
す
る

な
ど
の
言
動
に
出
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ナ
イ
フ
を
持
っ
た
ま

ま
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
殺
害
行
為
時
に
お
い
て
直
ち
に
急
迫
不
正

の
侵
害
ま
た
は
⽛
現
在
ノ
危
険
⽜
が
消
滅
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
ナ

イ
フ
を
突
き
付
け
た
時
点
と
比
べ
れ
ば
微
弱
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
に
対
し
て
背
中
と
い
う
身
体
の
枢
要
部
を
包
丁
で
強
く
突
き
刺
す

行
為
は
防
衛
行
為
と
し
て
の
相
当
性
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
、⽛
被
告

人
の
行
為
は
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
欠
き
、
盗
犯
等
の
防
止
及
処
分

に
関
す
る
法
律
一
条
一
項
の
正
当
防
衛
の
適
用
は
な
く
、
刑
法
三
六
条

二
項
の
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
に
留
ま
る
。⽜
と
判
示
し
た
。
盗
犯
等

防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
よ
る
相
当
性
の
緩
和
に
つ
い
て
直
接
言
及
し

て
は
い
な
い
も
の
の
、
緩
和
さ
れ
た
相
当
性
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て

過
剰
防
衛
を
認
め
た
と
解
さ
れ
よ
う
（
7
）。

福
岡
地
判
平
成
一
二
年
三
月
二
三
日
（
判
例
集
未
登
載
）
は
、
被
告

人
が
、
男
性
同
士
の
三
角
関
係
の
も
つ
れ
か
ら
深
夜
に
突
然
自
宅
に
侵

入
し
て
き
た
被
害
者
に
よ
り
殴
る
蹴
る
の
暴
行
を
受
け
、
こ
れ
に
対
し

手
拳
で
被
害
者
の
顔
面
を
殴
打
す
る
な
ど
し
て
反
撃
し
ベ
ッ
ド
の
上
下

で
揉
み
合
う
う
ち
、
偶
々
背
後
か
ら
被
害
者
の
頸
部
に
腕
を
巻
き
つ
け

る
態
勢
に
な
り
、
被
害
者
を
頸
部
圧
迫
に
よ
る
窒
息
に
よ
り
死
亡
さ
せ

た
事
案
に
つ
い
て
、
殺
意
の
有
無
、
盗
犯
等
防
止
法
上
の
正
当
防
衛
の

成
否
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、⽛
本
件
扼
頸
行
為
の
際
に
、
被
告
人
に
未
必

的
に
せ
よ
殺
意
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
被
告
人

の
本
件
行
為
は
傷
害
致
死
罪
の
構
成
要
件
的
評
価
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。⽜
と
し
た
う
え
で
、⽛
被
告
人
が
本
件
扼
頸
行
為
を
開
始
し

た
時
点
に
お
い
て
も
、
被
告
人
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
危
険
は
な
お

継
続
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
⽜る
と
し
た
う
え
で
、⽛
な
お
、仮
に
、

被
告
人
が
殺
意
を
も
っ
て
本
件
扼
頸
行
為
に
及
ん
だ
と
評
価
す
べ
き
で

あ
る
と
し
て
も
、
殺
意
が
未
必
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
本
件
扼
頸
行
為
は
、
刑
法
三
六
条
一
項
に
お
け
る
防

衛
行
為
の
相
当
性
に
比
し
て
よ
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
盗
犯

等
防
止
法
一
条
一
項
に
お
け
る
相
当
性
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
認

め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
…
以
上
に
よ
り
、
本
件
扼
頸
行
為
に
つ
い

て
は
、
盗
犯
等
防
止
法
一
条
一
項
三
号
所
定
の
正
当
防
衛
が
成
立
す

る
。⽜
と
判
示
し
た
。
こ
れ
は
、
殺
意
を
欠
い
て
い
る
本
件
被
告
人
の
行

為
は
第
三
六
条
第
一
項
の
相
当
性
の
要
件
を
充
足
す
る
が
、
仮
に
未
必

的
殺
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
よ
り

北研 51 (2・39) 213

〈判例研究〉



緩
和
さ
れ
た
相
当
性
の
要
件
を
充
足
す
る
と
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
最
決
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
と
同
様
、
盗
犯
等
防
止
法

第
一
条
第
一
項
に
よ
る
相
当
性
の
要
件
の
緩
和
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と

に
は
疑
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
の
判
例
は
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第

一
項
を
、
第
三
六
条
第
一
項
の
相
当
性
の
要
件
を
緩
和
す
る
規
定
で
あ

る
と
解
し
つ
つ
も
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
に
は
、
同
法
の
規
定
に
形

式
的
に
該
当
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
緩
和
さ
れ
る
と
は
い
え
実
質
的

に
違
法
性
を
欠
く
だ
け
の
相
当
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
採
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
本
判
決
も
、⽛
刑
法
第
三
六
条
一
項
に
お

け
る
防
衛
手
段
と
し
て
の
相
当
性
よ
り
も
緩
や
か
に
相
当
性
を
判
断
す

る
⽜
と
し
て
、
上
掲
最
決
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
と
同
様
、
盗
犯
等
防

止
法
第
一
条
第
一
項
三
号
に
よ
る
相
当
性
の
要
件
の
緩
和
を
肯
定
し
た

う
え
で
実
質
的
違
法
判
断
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
相
当
性
を
否
定
し
た

も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
東
京
地
判
平
成
九
年
二
月
一
九
日
に
類

似
す
る
が
、
盗
犯
等
防
止
法
に
よ
る
相
当
性
の
緩
和
を
明
示
し
た
う
え

で
、同
法
に
よ
る
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
ず
過
剰
防
衛
と
し
た
点
は
、

同
法
と
第
三
六
条
第
一
項
の
相
当
性
要
件
の
関
係
を
理
解
す
る
う
え
で

参
考
と
な
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
学
説
の
状
況
は
ど
う
か
。
少
な
く
と
も
盗
犯
等
防
止
法

の
立
法
者
は
、
第
三
六
条
第
一
項
の
正
当
防
衛
の
要
件
が
抽
象
的
で
適

用
範
囲
に
解
釈
上
の
疑
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
法
は
具
体
的
に
正
当

防
衛
が
成
立
す
る
具
体
的
な
条
件
を
明
示
し
た
も
の
で
、
第
三
六
条
第

一
項
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
（
8
）。
す
な

わ
ち
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
三
号
は
、
第
三
六
条
第
一
項
の

正
当
防
衛
の
成
立
要
件
を
具
体
的
に
解
釈
し
て
説
明
す
る
規
定
で

あ
っ
て
（
9
）、
同
法
に
よ
る
正
当
防
衛
の
成
立
に
は
、
第
三
六
条
第
一
項
の

必
要
性
、相
当
性
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
10
）。

今
日
で
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
（
11
）。

一
方
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
が
第
三
六
条
第
一
項
の
⽛
已

む
こ
と
を
得
ざ
る
⽜
と
の
要
件
を
除
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
根
拠
に
、

む
し
ろ
同
法
の
規
定
は
必
要
性
や
相
当
性
の
要
件
を
緩
和
し
て
正
当
防

衛
の
成
立
範
囲
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
も
古
く
か
ら
見
ら

れ
た
（
12
）。
そ
の
う
え
で
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
の
立
法
に
関
し

て
、
同
法
に
形
式
的
に
該
当
し
た
場
合
、
即
座
に
相
当
性
の
要
件
の
充

足
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば⽛
斬
捨
て
御
免
⽜の
規
定
と
な
っ

て
し
ま
う
し
、
労
働
運
動
に
対
す
る
弾
圧
に
も
用
い
ら
れ
か
ね
な
い
と

の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
（
13
）。
こ
れ
に
対
し
、
小
野
博
士
は
、
盗
犯
等
防
止

法
第
一
条
第
一
項
は
、
第
三
六
条
第
一
項
の
⽛
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
⽜

と
の
要
件
を
除
い
て
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
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が
、
し
か
し
第
三
六
条
で
は
な
く
違
法
性
の
一
般
理
念
に
照
ら
し
た
相

当
性
の
存
在
を
要
求
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
た
（
14
）。
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条

第
一
項
は
相
当
性
の
要
件
を
緩
和
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
実
質
的
違
法

判
断
に
よ
る
相
当
性
の
要
件
の
充
足
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
多
く
の
論
者
よ
り
支
持
さ
れ
（
15
）、
最
決
平
成
六
年
六
月
三
〇

日
や
本
判
決
も
こ
れ
に
拠
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
説
に

対
し
て
は
、
盗
犯
等
防
止
法
に
よ
る
相
当
性
の
緩
和
を
肯
定
す
る
と
正

当
防
衛
と
過
剰
防
衛
の
限
界
が
な
お
い
っ
そ
う
不
明
確
に
な
る
（
16
）、⽛
已

む
こ
と
を
得
ざ
る
⽜
に
相
当
性
の
要
件
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
を
除
い
た
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
、
緩
和
さ
れ
る

と
は
い
え
相
当
性
の
要
件
を
課
す
と
い
う
の
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
（
17
）な

ど
の
批
判
が
あ
る
。

他
方
、
藤
木
博
士
は
、
盗
犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
を
立
法
者
の

意
思
に
鑑
み
⽛
正
当
防
衛
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
の
解
釈
規
定
⽜
と
す

る
も
の
の
、
相
当
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
、

⽛
い
ち
じ
る
し
く
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、

一
応
殺
傷
行
為
に
つ
い
て
相
当
性
あ
り
と
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
⽜

と
し
て
、
正
当
防
衛
の
相
当
性
要
件
の
緩
和
を
事
実
上
容
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
判
例
が
、
た
と
え
不
法
侵
入
者
で
あ
つ
て
も

犯
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
正
当
防
衛
が
否
定
さ
れ
過
剰
防
衛
と
な
っ

て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
18
）。
相

当
性
の
要
件
を
形
式
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
（
19
）、
あ
る
い

は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
は
疑
問
も
あ
る
が
、

わ
が
国
の
判
例
が
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
あ
ま
り
に
厳
格
に
適
用
し
す

ぎ
る
こ
と
へ
の
対
応
策
と
し
て
一
考
に
値
し
よ
う
。

（
1
）
な
お
、
自
招
侵
害
が
正
当
防
衛
と
な
ら
な
い
理
論
的
根
拠
に
関
す
る

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
著
⽛
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
判
平
成

二
六
年
一
二
月
一
六
日
（
判
例
集
未
登
載
））⽜
北
海
学
園
大
学
法
学
研

究
五
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
大
判
大
正
三
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
〇
輯
一
六
四
八
頁
。

（
3
）
最
決
昭
和
三
三
年
二
月
二
四
日
刑
集
一
二
巻
二
号
二
九
七
頁
。

（
4
）
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
。

（
5
）
林
幹
人⽛
自
ら
招
い
た
正
当
防
衛
⽜刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
号（
二

〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
。

（
6
）
山
口
厚
⽝
刑
法
総
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
三
五
頁
。

（
7
）
井
田
良
⽝
講
義
刑
法
学
・
総
論
⽞（
二
〇
〇
八
年
）
二
九
六
、
二
九
七
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頁
注
八
七
。

（
8
）
⽛
盗
犯
等
防
止
及
処
分
に
関
す
る
法
律
理
由
説
明
（
司
法
省
刑
事
局

発
表
）⽜
法
律
新
聞
三
一
二
三
号
（
一
九
三
〇
年
）
六
頁
、
官
報
昭
和
五

年
五
月
四
日
号
外
一
二
五
頁
、
小
野
清
一
郎
⽛
盗
犯
等
の
防
止
及
処
分

に
関
す
る
法
律
⽜
同
⽝
刑
の
執
行
猶
予
と
有
罪
判
決
の
宣
告
猶
予
及
び

其
の
他
⽞（
増
補
版
・
一
九
七
〇
年
）
二
一
四
頁
。

（
9
）
宮
本
英
脩
⽝
刑
法
大
綱
⽞（
一
九
三
五
年
）
九
七
頁
は
、
盗
犯
等
防
止

法
第
一
条
第
一
項
を⽛
刑
法
の
原
則
に
対
す
る
説
明
的
の
も
の
で
あ
る
⽜

と
す
る
。

（
10
）
山
口
・
前
掲
書
一
三
五
頁
参
照
。

（
11
）
大
谷
實
⽝
刑
法
講
義
総
論
⽞（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
二
九
四

頁
。

（
12
）
瀧
川
幸
辰
⽝
犯
罪
論
序
説
⽞（
改
訂
・
一
九
四
七
年
）
九
八
頁
、
牧
野

英
一
⽝
刑
法
総
論
上
巻
⽞（
全
訂
版
・
一
九
五
八
年
）
四
六
〇
頁
。

（
13
）
小
野
・
前
掲
論
文
二
一
五
頁
参
照
。

（
14
）
小
野
・
前
掲
論
文
二
三
五
頁
。

（
15
）
平
野
龍
一⽝
刑
法
総
論
Ⅱ
⽞（
一
九
七
五
年
）二
四
一
頁
、内
藤
謙⽝
刑

法
講
義
総
論
（
中
）⽞（
一
九
八
六
年
）
三
九
五
頁
。

（
16
）
山
口
・
前
掲
書
一
三
六
頁
。

（
17
）
山
中
敬
一
⽝
刑
法
総
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
五
〇
六
頁
は
、

昭
和
五
年
当
時
は
⽛
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
⽜
か
ら
必
要
性
の
要
件
は
導

か
れ
る
も
の
の
相
当
性
の
要
件
は
導
か
れ
ず
、
正
当
防
衛
に
内
在
す
る

一
般
的
制
約
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
、
盗

犯
等
防
止
法
第
一
条
第
一
項
を
、
相
当
性
で
は
な
く
む
し
ろ
必
要
性
を

緩
和
す
る
規
定
と
解
す
べ
き
と
す
る
。

（
18
）
団
藤
重
光
編
⽝
注
釈
刑
法
（
二
）
の
Ⅰ
⽞（
一
九
六
八
年
）
二
五
五
頁

（
藤
木
英
雄
）。

（
19
）
中
山
研
一
⽝
刑
法
総
論
⽞（
一
九
八
二
年
）
二
八
七
頁
注
一
は
、
客
観

的
要
件
に
よ
る
正
当
防
衛
の
範
囲
の
拡
大
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
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