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〔
刑
法
　
三
四
〕
　
刑
法
三
六
条
一
項
に
い
う

　　　つ　　　已
一　　ム刑第一傷
集一二害　　コ
ニ審月被

三四告　ト
巻豊日事
二島第往　ヲ
ベ　ハ

墾舗得
五箏廷四　サ
七＿判四
三審決年　ノレ
頁
東 諺二
　　　

嚢養二出

　六　テ
　号　同　タ
＼＿多　ル

　　　行
　　　為
　　　」

　
｝
　
事
実
の
概
要

　
第
一
審
（
豊
島
簡
裁
昭
和
四
三
年
八
月
三
〇
日
判
決
）
の
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
、

被
告
人
は
、
K
運
送
店
の
経
理
担
当
者
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
六
月
一
六
日

午
後
四
時
一
〇
分
頃
、
同
店
構
内
に
お
い
て
、
T
（
被
害
者
、
当
時
三
二
歳
）
と

同
人
所
有
の
貨
物
自
動
車
の
売
買
に
関
し
て
言
い
合
い
を
し
、
T
が
「
社
長
が

帰
る
ま
で
待
た
せ
て
く
れ
」
と
云
う
の
に
、
「
帰
れ
」
と
云
つ
て
同
店
事
務
所

よ
り
押
し
出
し
た
上
、
同
人
を
投
げ
飛
ば
す
等
の
暴
行
を
加
え
、
同
人
の
頭
部

　
　
　
判
　
例
研
　
究

の
意
義

を
事
務
所
入
口
付
近
に
駐
車
中
の
自
動
車
の
車
体
に
打
ち
つ
け
さ
せ
、
よ
つ
て

同
人
に
治
療
約
四
五
日
間
を
要
す
る
頭
部
打
撲
症
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
も
の
で

あ
る
。

　
被
告
人
は
、
第
一
審
で
正
当
防
衛
を
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め

ず
、
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
、
被
告
人
を
罰
金
二
万
五
千
円
に
処
し
た
．

　
被
告
人
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
て
、
再
度
正
当
防
衛
で
あ
る
と
争
つ

た
と
こ
ろ
、
第
二
審
の
東
京
高
裁
（
第
二
刑
事
部
昭
和
四
四
年
三
月
二
一
百
判
決
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
（
一
七
五
五
）



　
　
　
判
例
　
研
　
究

は
．
第
一
審
の
右
事
実
認
定
の
う
ち
、
「
被
告
人
が
T
を
投
げ
飛
ば
す
等
の
暴

行
を
加
え
、
同
人
の
頭
部
を
事
務
所
入
口
付
近
に
駐
車
中
の
自
動
車
の
車
体
に

打
ち
つ
け
さ
せ
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
」
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

第
一
審
判
決
に
は
事
実
の
誤
認
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
、
あ
ら
た
め

て
、
前
記
被
告
人
は
、
前
記
犯
行
目
時
に
「
会
社
を
訪
ね
て
き
た
T
と
同
人
所

有
の
貨
物
自
動
車
の
買
戻
し
の
件
に
つ
い
て
二
、
三
応
答
の
末
、
同
人
が
『
社

長
が
帰
つ
て
く
る
ま
で
待
た
せ
て
く
れ
』
と
言
つ
て
、
執
拗
に
事
務
所
に
入
ろ

う
と
す
る
の
を
、
被
告
人
が
『
社
長
の
帰
り
が
お
そ
い
か
ら
、
き
よ
う
は
帰
つ

て
く
れ
』
な
ど
と
云
つ
て
繰
り
返
え
し
同
人
を
事
務
所
の
外
へ
押
し
出
し
た
り

し
た
の
ち
、
右
事
務
所
入
口
付
近
で
な
お
も
押
し
問
答
を
続
け
て
い
た
と
こ

ろ
、
T
が
突
然
被
告
人
の
左
手
の
中
指
と
薬
指
を
つ
か
ん
で
逆
に
ね
じ
あ
げ
た

の
で
．
被
告
人
は
．
痛
さ
の
あ
ま
り
こ
れ
を
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
右
手
で
T

の
胸
の
辺
を
一
回
強
く
突
き
飛
ば
し
、
同
人
を
仰
向
け
に
倒
し
て
そ
の
後
頭
部

を
た
ま
た
ま
付
近
に
駐
車
し
て
い
た
同
人
の
自
動
車
の
車
体
（
後
部
バ
ン
パ
ー
）

に
打
ち
つ
け
さ
せ
、
よ
つ
て
同
人
に
対
し
、
治
療
約
四
五
日
間
を
要
す
る
頭
部

打
撲
症
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
被
告
人
の
右
の
所
為
は
、
防
衛

行
為
と
し
て
そ
の
程
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
．
」
と
い
う
事
実
を
認
定
し
、
ま

た
、
弁
護
人
の
正
当
防
衛
の
主
張
に
対
す
る
判
断
と
し
て
、
「
被
告
人
の
T
に

対
す
る
所
為
は
、
そ
の
因
つ
て
生
じ
た
傷
害
の
程
度
に
か
ん
が
み
防
衛
の
程
度

を
越
え
た
い
わ
ゆ
る
過
剰
防
衛
と
見
ら
れ
る
」
と
判
示
し
、
結
局
被
告
人
を
罰

金
二
千
円
に
処
し
た
．

　
二
　
上
告
趣
意
の
要
旨

　
第
一
点
被
告
人
は
、
自
己
の
左
手
中
指
薬
指
の
二
指
を
骨
折
脱
臼
等
の
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
（
一
七
五
六
）

害
か
ら
守
る
た
め
、
右
手
の
平
手
で
T
の
左
胸
を
一
回
突
ぎ
は
な
し
た
だ
け

で
、
被
告
人
の
現
実
の
認
識
と
し
て
は
．
T
が
被
告
人
の
二
指
を
離
し
て
後
退

す
る
か
、
し
り
も
ち
を
つ
く
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
、
偶
発
的

な
事
情
が
加
わ
つ
た
た
め
、
T
に
治
療
四
五
日
を
要
す
る
頭
部
打
撲
症
を
負
わ

せ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
が
保
全
し
よ
う
と
し
た
権
利
と
防
衛
行
為
に
よ
つ
て

害
さ
れ
た
侵
害
者
側
の
利
益
と
は
な
お
共
通
で
あ
つ
て
著
し
く
権
衡
を
失
す
る

わ
け
で
も
な
く
、
社
会
通
念
上
防
衛
行
為
と
し
て
当
然
性
、
妥
当
性
を
肯
定
で

き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
「
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
も
の
」
と

判
断
し
た
の
は
、
刑
法
三
六
条
一
項
の
「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行

為
」
と
は
当
該
具
体
的
事
情
下
に
お
い
て
当
時
の
社
会
通
念
が
防
衛
行
為
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

て
当
然
性
、
妥
当
性
を
認
め
得
る
も
の
を
い
う
と
し
た
最
高
裁
判
例
（
昭
和
二

四
年
八
月
一
八
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
刑
集
三
巻
九
号
一
四
六
五
夏
　
に
違
反
す
る
。

　
第
二
点
　
　
も
し
か
り
に
原
判
決
に
最
高
裁
判
例
に
相
反
す
る
判
断
が
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
被
告
人
の
受
傷
の
事
実
を
認
定
し
て
い
な
い
の
は

事
実
誤
認
で
あ
る
。

　
三
　
判
　
　
　
旨

　
最
高
裁
判
所
は
、
右
上
告
論
旨
の
第
一
点
、
す
な
わ
ち
判
例
違
反
の
主
張
は
、

事
案
を
異
に
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
た
が
、
職
権
調
査
の
う
え
、
次
の
よ

う
に
判
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
、
原
裁
判
所
に
差
戻
し
た
。

　
「
刑
法
三
六
条
一
項
に
い
う
『
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
』
と
は
、

急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
反
撃
行
為
が
、
自
己
又
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す

る
手
段
と
し
て
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
反
撃
行
為
が



受
害
二
対
す
る
防
衛
手
没
と
し
て
相
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
つ
で
、
、
反
撃
行
為
が
右
の
限
度
を
超
え
ず
．
し
た
が
つ
て
侵
害
に

対
す
る
防
衛
手
段
と
し
て
相
当
性
を
有
す
る
以
上
、
そ
の
反
撃
行
為
に
よ
り
生

じ
た
結
果
が
た
ま
た
ま
侵
害
さ
れ
よ
う
と
し
た
法
益
よ
り
大
で
あ
つ
て
も
、
そ

の
反
撃
行
為
が
正
当
防
衛
で
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

本
件
で
被
告
人
が
右
丁
の
侵
害
に
対
し
自
己
の
身
体
を
防
衛
す
る
漕
め
と
つ
た

行
動
は
、
痛
さ
の
あ
ま
り
こ
れ
を
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
、
素
手
で
T
の
胸
の

辺
を
一
回
強
く
突
い
た
だ
け
で
あ
り
、
被
告
人
の
こ
の
動
作
に
よ
つ
て
、
被
告

人
の
指
を
つ
か
ん
で
い
た
手
を
ふ
り
ほ
ど
か
れ
た
T
が
仰
向
け
に
倒
れ
た
と
こ

ろ
に
、
た
ま
た
ま
運
悪
く
自
動
車
の
車
体
が
あ
つ
た
た
め
、
T
は
思
い
が
け
ぬ

判
示
傷
害
を
蒙
つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
被
告
人
の
右
行
為
が

正
当
防
衛
行
為
に
あ
た
る
か
否
か
は
被
告
人
の
右
行
為
が
T
の
侵
害
に
対
す
る

防
衛
手
段
と
し
て
前
示
限
度
を
超
え
た
か
否
か
を
審
究
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、

た
ま
た
ま
生
じ
た
右
傷
害
の
結
果
に
と
ら
わ
れ
、
た
や
す
く
被
告
人
の
本
件
行

為
を
も
つ
て
、
そ
の
よ
つ
て
生
じ
た
結
果
の
大
き
さ
に
か
ん
が
み
防
衛
の
程
度

を
超
え
た
い
わ
ゆ
る
過
剰
防
衛
で
あ
る
と
し
た
原
判
決
は
、
法
令
の
解
釈
適
用

を
誤
つ
た
結
果
、
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
右
違
法
は
判

決
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
．
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ

ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
る
．
」

　
四
　
評
　
　
　
釈

　
判
旨
に
賛
成
。

　
－
、
正
当
防
衛
の
成
立
要
件
と
し
て
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
と
、
こ
れ
に
対

し
て
自
己
ま
た
は
他
人
の
権
利
（
法
益
）
を
防
衛
す
る
た
め
の
（
防
衛
の
意
思
な

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

い
し
は
対
応
の
意
思
）
や
む
を
得
な
い
行
為
（
防
衛
行
為
）
で
あ
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
．

　
そ
し
て
、
や
む
を
得
な
い
で
し
た
、
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
防
衛
行
為

が
．
権
利
（
法
益
）
保
全
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
権
利
保
全
の
手
段

と
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
し
、
こ
の
要
件
を
欠
く
と
き
は
「
防
衛

ノ
程
度
ヲ
超
エ
タ
」
も
の
と
し
て
過
剰
防
衛
（
刑
三
六
条
二
項
）
と
な
る
。
　
（
同

旨
藤
本
・
注
釈
刑
法
ω
の
1
二
二
八
頁
）
．
本
件
判
旨
は
、
ま
さ
に
こ
の
正
当
防
衛

に
お
け
る
防
衛
行
為
の
「
必
要
性
」
と
「
相
当
性
」
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の

判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
「
相
当
性
」
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判

所
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
見
解
を
明
示
し
た
点
に
、
判
例
と
し
て
の
意
義
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
2
、
正
当
防
衛
と
同
様
、
緊
急
行
為
と
し
て
共
通
性
を
も
つ
緊
急
避
難
が
、
違

法
性
を
阻
却
す
る
事
由
か
、
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
か
、
そ
れ
と
も
い
わ
ゆ
る
二

（
両
）
分
説
に
し
た
が
つ
て
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
（
私
は

解
釈
論
と
し
て
は
違
法
性
阻
却
事
由
説
を
も
つ
て
正
当
と
解
す
る
）
が
、
こ
れ
を
規
定

す
る
現
行
刑
法
三
七
条
一
項
は
、
三
六
条
一
項
と
全
く
同
様
「
巳
ム
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の

已
む
こ
と
を
得
な
い
と
い
う
た
め
に
は
、
補
充
の
原
則
、
す
な
わ
ち
「
他
に
と

る
べ
き
方
法
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
こ
と
と
、
厳
密
な
法
益
権
衡
の
原
則
、
す

な
わ
ち
、
危
難
に
よ
り
蒙
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
被
害
と
、
避
難
行
為
に
よ
つ

て
生
じ
た
現
実
の
被
害
と
の
法
益
の
均
衡
が
要
求
さ
れ
る
、
と
す
る
の
が
一
般

で
あ
る
．
緊
急
避
難
の
場
合
は
、
避
難
行
為
者
も
．
現
実
に
被
害
を
蒙
つ
た
者

も
、
と
も
に
法
的
に
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
も
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る
正
対
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
　
　
（
一
七
五
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
三
七
条
一
項
は
「
其
行
為
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
害
其
避
ケ
ン

ト
シ
タ
ル
害
ノ
程
度
ヲ
超
エ
サ
ル
場
合
二
限
リ
」
と
い
う
限
定
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も
、
緊
急
避
難
成
立
の
要
件
と
し
て
の
右
の
法
益
権
衡
、
補
充
の
二

原
則
は
か
な
り
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
緊
急
行
為
と
は
い

つ
て
も
、
正
当
防
衛
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
不
正
対
正
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、

侵
害
者
側
は
み
ず
か
ら
の
不
正
行
為
に
よ
つ
て
防
衛
行
為
を
招
い
た
も
の
と
し

て
、
反
撃
を
忍
受
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
緊
急

避
難
の
成
立
要
件
た
る
法
益
権
衡
、
補
充
の
原
則
は
、
正
当
防
衛
の
行
為
の
性

質
上
、
当
然
こ
れ
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
そ
の

「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
」
の
意
義
も
相
対
的
に
ゆ
る
や
か
に

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、
緊
急

避
難
の
場
合
の
補
充
の
原
則
、
す
な
わ
ち
「
他
に
と
る
べ
き
方
法
が
な
か
つ
た
」

と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
権
衡
の
原
則
も
、
全
然
考
慮
さ
れ

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
緊
急
避
難
の
場
合
の
よ
う
に
厳
密
な
法
益
の
権
衡
は

必
要
で
は
な
い
と
し
、
緊
急
避
難
の
「
補
充
の
原
則
」
に
か
え
て
防
衛
行
為
の

「
必
要
性
」
を
、
「
権
衡
の
原
則
」
に
か
え
て
「
相
当
性
」
を
成
立
要
件
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
か
げ
、
か
つ
、
そ
の
内
容
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
た
と

え
ば
藤
木
教
授
は
「
必
要
性
」
に
つ
い
て
は
「
権
利
保
全
の
た
め
に
侵
害
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

を
排
除
す
る
の
に
必
要
な
手
段
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
足
り
る
。
不
可
欠
で
あ

る
必
要
は
な
い
．
退
避
し
、
あ
る
い
は
侵
害
者
の
要
求
に
一
旦
服
従
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
そ
れ
以
上
の
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
も
．
逃

避
、
あ
る
い
は
犯
人
へ
の
服
従
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。
」
と
し
「
相
当
性
」
に

つ
い
て
は
「
権
利
防
衛
の
た
め
必
要
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
無
条
件
に
正
当
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
　
（
一
七
五
八
）

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
防
衛
行
為
と
し
て
の
相
当
性
を
逸
脱
し

な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
し
、
相
当
性
の
要
件
と
し
て
は
、
実
質
的
違
法
性

の
｝
般
基
準
に
て
ら
し
、
具
体
的
な
情
況
を
考
慮
し
た
上
で
、
法
益
の
比
較
衡

量
と
防
衛
行
為
に
よ
る
侵
害
者
に
対
す
る
加
害
の
態
様
の
ふ
た
つ
の
方
向
を
総

合
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
が
、
緊
急
避
難
の
場
合
と
異
な
つ
て
　
（
行
為
の
性

質
上
）
、
前
者
に
つ
い
て
は
　
「
い
ち
じ
る
し
く
法
益
権
衡
を
欠
く
こ
と
が
な
け

れ
ば
よ
く
」
、
後
者
ー
加
害
の
態
様
ー
に
つ
い
て
も
「
正
当
行
為
一
般
、
労
働
争
議

行
為
、
あ
る
い
は
緊
急
避
難
の
際
に
要
求
さ
れ
る
も
の
よ
り
は
緩
和
さ
れ
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
注
釈
刑
法
㈲
の
1
二
三
八
～
九
頁
）
．
そ
し
て
、

さ
ら
に
、
具
体
的
に
本
件
と
も
直
接
関
連
す
る
、
防
衛
の
手
段
と
し
て
暴
行
・
傷

害
が
行
な
わ
れ
た
場
合
の
「
相
当
性
」
の
基
準
と
し
て
「
生
命
・
身
体
の
安
全
を
全

う
す
る
た
め
、
加
害
者
に
生
命
の
危
険
を
及
ぼ
さ
ぬ
程
度
の
制
圧
力
と
し
て
の

暴
行
を
加
え
る
こ
と
は
、
相
手
方
が
完
全
に
攻
撃
の
意
図
を
喪
失
し
た
の
に
か

か
わ
ら
ず
な
お
も
反
復
さ
れ
た
よ
う
な
事
例
を
除
い
て
は
、
一
般
に
は
、
相
当

性
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
も
の
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
傷

害
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
相
手
方
の
攻
撃
力
を
く
じ
く
う
え
で
相
当
と
認
め
ら

れ
る
か
ぎ
り
、
同
じ
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
（
藤
木
・
前
掲
書
二
四
二
ー
三
頁
）
。
こ

の
点
に
関
す
る
判
例
（
な
い
し
は
実
務
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
．
判
例
で
は
な
い

が
、
す
で
に
古
く
明
治
四
五
年
六
月
二
九
目
の
法
曹
決
議
は
「
急
迫
不
正
ノ
侵
害

ヲ
受
ク
ル
老
力
公
力
救
済
ヲ
求
メ
得
ヘ
キ
余
裕
ア
ル
場
合
二
於
テ
モ
其
侵
害
ヲ

排
斥
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
反
撃
行
為
ハ
正
当
ナ
リ
ト
ろ
　
－
（
中
略
）
…
…
蓋
シ
正

当
防
衛
ハ
身
体
財
産
名
誉
等
総
テ
ノ
法
益
二
対
ス
ル
侵
害
ヲ
排
斥
ス
ル
ノ
権
利

ト
為
シ
タ
ル
以
上
ハ
逃
走
ヲ
為
シ
侵
害
ヲ
避
ケ
得
ル
場
合
ニ
モ
之
ヲ
許
サ
サ
ル



ハ
不
条
理
ナ
リ
　
　
（
中
警
　
　
一
般
二
逃
避
シ
得
ル
場
合
二
正
当
防
衛
ヲ
認

メ
サ
レ
ハ
不
正
二
対
ス
ル
権
利
ト
シ
テ
ノ
存
在
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至

ル
ヘ
シ
」
（
評
論
一
巻
刑
法
一
七
七
頁
）
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
下
つ
て
昭
和
に
入

つ
て
、
大
審
院
時
代
の
判
例
と
し
て
は
「
正
当
防
衛
ハ
不
正
ノ
侵
害
二
対
ス
ル

権
利
行
為
ナ
レ
ハ
防
衛
行
為
力
已
ム
ヲ
得
サ
リ
シ
ト
為
ス
ニ
ハ
必
ス
シ
モ
他
二

執
ル
ヘ
キ
方
法
ノ
存
シ
タ
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
問
フ
所
二
非
ス
ト
難
其
ノ
防
衛
行
為
タ

ル
ヤ
固
ヨ
リ
無
制
限
二
許
容
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
自
ラ
一
定
ノ
限
度
ア
リ
テ
客

観
的
二
視
テ
適
正
妥
当
ノ
モ
ノ
タ
ラ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
是
レ
近
時
正
当
防
衛
二
於

ケ
ル
防
衛
行
為
ノ
必
要
性
二
代
ヘ
テ
適
当
性
力
主
張
セ
ラ
ル
ル
所
以
ナ
リ
ト

ス
」
　
（
大
判
昭
和
二
二
二
・
二
〇
評
論
一
七
巻
刑
法
一
八
頁
）
と
か
同
旨
の
「
…
－

当
該
不
正
侵
害
二
対
比
シ
テ
其
ノ
適
当
性
ヲ
保
有
ス
ル
限
必
シ
モ
他
二
採
ル
可

キ
方
法
ノ
存
シ
タ
リ
シ
ヤ
否
ヤ
ノ
如
キ
ハ
問
フ
所
二
非
ル
ナ
リ
」
（
大
判
昭
和
三

・
六
・
一
九
新
聞
二
八
九
一
号
一
四
頁
。
僅
々
豆
腐
数
丁
の
財
産
的
利
益
を
防
衛
す
る
た

め
至
重
の
法
益
た
る
人
命
を
害
す
る
が
ご
と
ぎ
は
、
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
も
の
と
し
て

過
剰
防
衛
で
あ
る
と
し
た
有
名
な
事
例
）
等
が
あ
り
、
ま
た
戦
後
の
下
級
審
の
判
例

と
し
て
は
「
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
他
の
方
法
で
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た

場
合
に
も
正
当
防
衛
の
成
立
を
妨
げ
な
い
」
（
東
京
高
判
昭
和
二
六
二
二
二
八

判
特
二
五
号
一
〇
〇
頁
、
傷
害
致
死
事
件
）
と
か
「
正
当
防
衛
に
い
わ
ゆ
る
『
已

む
こ
と
を
得
ざ
る
に
出
た
』
も
の
と
い
う
に
は
、
必
ず
し
も
他
に
執
る
べ
き
方

法
が
な
い
場
合
に
限
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
一
面
侵
害
を
容
易
に

避
け
う
る
に
か
か
わ
ら
ず
逃
避
し
な
い
で
重
大
な
反
撃
を
加
え
る
の
は
、
権
利

の
正
当
な
行
使
と
は
い
い
が
た
い
。
従
つ
て
、
防
衛
行
為
は
無
制
限
に
許
容
さ

れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
に
み
て
通
常
人
の
合
理
的
判
断
に
よ
り

　
　
　
判
例
研
究

適
正
妥
当
と
し
て
容
認
さ
れ
る
も
の
鴫
、
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
標
準
ば
侵

害
者
の
攻
撃
の
強
度
並
ひ
に
執
よ
う
性
と
防
衛
者
の
行
使
す
る
方
法
と
に
よ
つ

て
決
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
侵
害
と
防
衛
の
強
度
が
そ
の
具
体
的
状

況
に
照
ら
し
て
均
衡
の
と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
大
阪
高
判
昭
和

四
二
・
三
・
三
〇
下
級
刑
集
九
巻
三
号
一
三
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。

　
判
例
は
、
前
掲
引
用
の
も
の
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
個
々
に
ニ
ュ
ア
ソ

ス
が
あ
り
、
と
く
に
従
前
の
判
例
で
は
「
適
当
性
（
な
い
し
は
適
正
妥
当
性
）
」
が

強
調
さ
れ
、
最
近
は
「
相
当
性
」
と
い
う
表
現
が
好
ま
れ
る
（
前
掲
の
ほ
か
さ
ら

に
金
沢
地
裁
七
尾
支
部
判
昭
和
四
三
二
二
二
二
下
級
刑
集
一
〇
巻
二
一
号
二
一
二
〇

　
（
3
）

頁
参
照
）
．
し
か
し
、
こ
の
表
現
上
の
相
違
は
そ
の
実
質
上
の
相
違
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
学
説
の
通
説
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
「
已
む
こ
と
を
得
な
い
」
防
衛
行
為
か
い
な
か
に
関
す
る
具
体
事
例
を
み
る

と
、
と
く
に
人
の
死
亡
と
い
5
よ
う
な
重
大
な
結
果
を
生
じ
た
場
合
は
、
反
撃

の
手
段
は
必
要
最
小
限
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
（
前
掲
昭
和
四
二
年
の
大

阪
高
裁
判
決
ほ
か
参
照
）
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
結
果
的
に
補
充
の
原
則
を
要

求
す
る
の
と
大
差
な
い
解
釈
適
用
に
な
つ
て
い
る
」
　
（
藤
木
・
前
掲
書
二
三
九
頁
）

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
も
つ
と
も
前
掲
昭
和
四
三
年
の
金
沢
地
裁
七
尾
支
部
の
判
決
な

ど
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
に
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
て
い
る
）
。

　
3
、
さ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
前
記
事
実
の
概
要
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第

一
審
の
事
実
認
定
に
よ
る
と
、
事
案
は
、
一
見
喧
嘩
闘
争
中
の
行
為
と
も
見
ら

れ
な
く
な
い
が
、
原
審
の
認
定
お
よ
び
海
老
原
調
査
官
の
前
掲
本
件
判
例
解
説

に
よ
れ
ば
「
被
害
者
丁
は
、
被
告
人
の
会
社
の
先
代
社
長
の
世
話
で
ト
ラ
ッ
ク

を
譲
つ
て
も
ら
つ
た
が
、
そ
れ
が
不
要
に
な
つ
た
た
め
、
被
告
人
の
会
社
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
　
（
一
七
五
九
）
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ぎ
取
つ
て
貰
い
た
い
と
交
渉
し
て
い
た
が
、
被
告
人
は
社
長
（
兄
）
と
既
に
相

談
し
て
引
ぎ
取
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、
当
日
交
渉
に
来
た
T
に
そ
の

旨
を
告
げ
て
断
つ
た
と
こ
ろ
、
「
お
前
み
た
い
な
従
業
員
と
話
し
て
も
分
ら
な

ど
な
ど
と
罵
倒
し
出
し
た
の
で
、
仕
事
の
邪
魔
に
な
る
と
思
つ
た
被
告
人
が
、

外
に
押
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
ま
た
戸
を
開
け
て
入
つ
て
来
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
二
、
三
回
く
り
返
し
た
の
ち
、
T
の
乗
つ
て
来
た
ラ
イ
ト
バ
ソ
の
脇
で
押
間

答
し
て
い
る
う
ち
、
突
然
丁
が
被
告
人
の
指
を
右
手
で
ね
じ
上
げ
て
来
た
と
い

う
事
情
の
よ
う
で
あ
る
．
」
（
海
老
原
・
本
件
判
例
解
説
四
五
八
頁
）
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
単
に
一
連
の
喧
嘩
闘
争
と
し
て
正
当
防
衛
の
成
立
し
え
な
い
場
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
う
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
し
た
が
つ
て
「
T
が
突
然
被
告
人
の
左
手
の
中
指

と
薬
指
を
つ
か
ん
で
逆
に
ね
じ
あ
げ
た
の
で
、
被
告
人
は
痛
さ
の
あ
ま
り
こ
れ

を
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
右
手
で
T
の
胸
の
辺
を
一
回
強
く
突
き
飛
ば
し
」
た

の
は
、
身
体
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
行
為
と
み
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
「
痛
さ
の
あ
ま
り
」
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
手
で
つ
き
と
ぽ
し
た
と

い
う
の
は
反
射
的
行
為
の
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
防
衛
の
意
思
」

の
有
無
が
間
題
に
な
ら
な
く
は
な
い
が
、
「
対
応
意
思
」
で
足
り
る
と
す
る
見
解

（
荘
子
．
刑
法
総
論
三
七
六
頁
）
は
も
と
よ
り
、
防
衛
の
意
思
を
必
要
と
す
る
見
解

（
判
例
・
通
説
）
で
も
．
そ
の
意
思
は
「
自
己
が
急
迫
不
正
の
侵
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
、
そ
の
侵
害
を
排
除
す
る
た
め
に
加
害
者
に
立
ち
む

か
う
旨
を
意
識
し
て
い
れ
ば
足
り
」
（
藤
木
・
前
掲
注
釈
刑
法
二
三
七
頁
）
．
か
つ
被

害
者
に
対
す
る
憤
激
の
感
情
と
防
衛
の
意
思
と
は
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
い

と
さ
れ
（
東
墓
尚
判
昭
和
三
二
二
二
・
九
東
高
刑
時
報
八
・
一
二
・
四
〇
四
。
同
旨
、

大
阪
高
判
昭
和
三
五
二
一
・
四
高
刑
集
一
三
・
八
・
六
二
〇
ほ
か
．
藤
木
・
前
掲
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
一
　
　
（
一
七
山
ハ
○
）

釈
刑
法
二
三
七
～
八
頁
な
ど
参
照
）
、
最
高
裁
判
所
も
右
の
点
に
つ
き
、
本
件

判
決
後
、
最
近
に
至
つ
て
極
め
て
明
確
に
「
刑
法
三
六
条
の
防
衛
行
為
は
、
防

衛
の
意
思
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
相
手
の
加
害
行
為
に

対
し
憤
激
ま
た
は
逆
上
し
て
反
撃
を
加
え
た
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち
に
防
衛

の
意
思
を
欠
く
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
．
」
と
判
示
し
て
い
る
（
最
判
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

四
六
・
二
・
一
六
刑
集
二
五
・
八
・
九
九
六
）
。
右
の
判
決
は
従
来
の
下
級
審
判
例

や
通
説
が
認
め
て
い
た
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
最
高
裁
が
承
認
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。
本
件
被
告
人
の
場
合
は
．
憤
激
し
て
と
い
う
よ
り
は
「
痛
さ
の
あ
ま
り

こ
れ
を
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
防
衛
の
意
思
の
点

に
問
題
は
な
い
と
い
え
よ
う
（
海
老
原
・
前
掲
本
件
判
例
解
説
四
五
五
頁
）
。
し
た
が

つ
て
、
結
局
、
本
件
被
告
人
の
行
為
が
正
当
防
衛
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、

も
つ
ば
ら
反
撃
行
為
の
相
当
性
の
有
無
い
か
ん
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
点
で
、
本
件
被
害
老
丁
の
侵
害
行
為
は
．
単
に
被
告
人
の
手
を
ね

じ
上
げ
た
暴
行
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
前
述
の
と
お
り
（
加
療
四
五
目
を

要
す
る
傷
害
を
受
け
た
と
い
う
被
害
の
程
度
は
疑
わ
し
い
と
し
て
も
）
と
に
も

か
く
に
も
T
は
結
果
的
に
加
療
を
要
す
る
傷
害
を
蒙
つ
た
と
い
う
事
実
認
定
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
法
益
の
権
衡
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
原
審

判
決
の
よ
う
に
過
剰
防
衛
を
論
じ
る
可
能
性
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
件
被
告
人
は
、
行
為
の
当
時
傷
害
の
故
意
を
も
つ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

防
衛
（
反
撃
）
行
為
と
し
て
は
「
素
手
で
T
の
胸
の
辺
を
一
回
強
く
突
い
た
だ

け
」
で
．
重
い
傷
害
の
結
果
は
．
T
が
倒
れ
た
と
こ
ろ
に
．
偶
然
に
も
運
悪
く

自
動
車
の
車
体
が
あ
つ
た
た
め
に
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
藤
木

教
授
の
公
式
に
あ
て
は
め
て
み
て
も
、
方
法
と
し
て
は
相
当
性
の
範
囲
内
の
も



の
と
考
え
ら
れ
る
．
そ
の
意
味
で
本
件
判
旨
が
、
「
反
撃
行
為
が
　
　
（
中
略
）

侵
害
に
対
す
る
防
衛
手
段
と
し
て
相
当
性
を
有
す
る
以
上
、
そ
の
反
撃
行
為
に

よ
り
生
じ
た
結
果
が
た
ま
た
ま
侵
害
さ
れ
よ
う
と
し
た
法
益
よ
り
大
で
あ
つ
て

も
、
そ
の
反
撃
行
為
が
正
当
防
衛
で
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
」
と
し
た
の
は
ま
こ
と
に
正
当
で
あ
つ
た
．

　
4
、
と
こ
ろ
で
、
本
判
決
の
意
義
に
つ
い
て
西
原
教
授
は
次
の
二
点
を
評
価

さ
れ
て
い
る
．
「
第
一
は
、
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
緊
急
避
難
の
よ
う
な
厳
密
な

法
益
均
衡
は
必
要
で
な
い
、
と
い
う
学
説
の
一
般
的
傾
向
を
是
認
し
た
こ
と
で

あ
り
、
第
二
は
、
必
要
性
・
相
当
性
の
判
断
に
あ
た
つ
て
は
、
純
客
観
的
な
法

益
衡
量
の
み
に
よ
る
の
で
な
く
．
防
衛
者
の
主
観
を
も
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
．
」
（
西
原
・
本
件
判
批
、
例
判
タ
イ

ム
ズ
ニ
四
八
号
八
三
頁
）
．
第
一
点
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
．
第
二
点

に
い
わ
ゆ
る
「
純
客
観
的
な
法
益
衡
量
」
と
い
う
の
は
、
右
の
引
用
文
だ
け
か

ら
は
些
か
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
が
、
必
要
性
・
相
当
性
の
判
断

そ
の
も
の
の
客
観
性
を
い
う
の
で
は
な
く
、
「
発
生
し
た
結
果
に
即
し
て
行
な

わ
れ
」
る
衡
量
と
い
う
意
味
で
あ
り
（
西
原
・
前
掲
判
批
八
二
頁
）
、
そ
の
よ
う
な
、

生
じ
た
結
果
の
大
小
に
よ
つ
て
正
当
防
衛
行
為
の
必
要
性
・
相
当
性
を
判
断
す

る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
件
判
旨
な
の
で
あ
る
。
西
原
教
授
は
さ

ら
に
「
同
じ
結
果
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
防
衛
行
為
者
が
故
意
で
な
し
た
か

過
失
で
な
し
た
か
は
、
そ
の
行
為
が
必
要
か
つ
相
当
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
の
判

断
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
正
当
防
衛
の
場
合
、
行
為
老

の
主
観
に
立
ち
入
る
こ
と
は
必
要
で
あ
」
り
、
「
こ
れ
に
よ
つ
て
、
正
当
防
衛
と

過
剰
防
衛
と
の
区
別
の
基
準
が
ま
た
一
つ
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
基

　
　
　
判
　
例
研
　
究

準
自
体
、
私
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
．
」
と
さ
れ
る
（
西
原
・
前
掲
判
批
八
二
頁
）
、

し
か
し
、
こ
の
表
現
は
部
分
的
に
や
や
適
切
を
欠
く
憾
な
し
と
し
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
正
当
防
衛
に
防
衛
意
思
を
必
要
と
す
る
通
説
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
行
為

者
の
主
観
に
立
ち
入
る
こ
と
は
必
要
」
な
の
は
も
と
も
と
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
故
意
か
過
失
か
と
い
つ
て
も
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
、
防
衛
の
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

威
嚇
行
為
を
し
よ
う
と
思
つ
て
．
意
外
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
よ
う
な
場
合
や
、

誤
想
防
衛
の
場
合
な
ど
基
本
行
為
に
つ
い
て
過
失
を
論
じ
う
る
こ
と
は
む
し
ろ

少
な
く
、
た
と
え
生
じ
た
結
果
に
対
す
る
故
意
（
殺
意
、
傷
害
の
故
意
な
ど
）
は

認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
基
本
行
為
に
つ
い
て
の
故
意
は
あ
る
（
結

果
的
加
重
犯
）
の
が
大
多
数
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
．
今
日
の
多
数
の
理
解
に

し
た
が
つ
て
故
意
・
過
失
は
単
に
責
任
要
素
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

要
件
要
素
な
い
し
は
違
法
要
素
で
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
な
違
法
判

断
で
あ
る
正
当
防
衛
の
成
否
（
相
当
性
）
の
判
断
に
際
し
て
こ
れ
が
問
わ
れ
る
の

は
も
と
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
「
行
為
者
の
と
つ
た
手
段

が
行
為
者
の
主
観
的
認
識
を
基
準
と
す
れ
ば
相
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
し
た

が
つ
て
判
断
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
」
　
（
藤
木
・
前
掲
注
釈
刑
法
二
四
二
頁
）
と

は
い
え
る
が
、
「
故
意
で
な
し
た
か
過
失
で
な
し
た
か
が
行
為
の
必
要
性
・
相

当
性
の
判
断
に
影
響
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
右
の
理
由
で
多
少
正
確
さ
を

欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
ま
た
従
来
の
判
例
に
は
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
行
為

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
客
観
的
観
察
に
よ
り
決
す
べ
き
事
項
で
あ
つ
て
．
行
為

者
の
主
観
的
観
察
如
何
に
よ
り
定
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
た
も
の
が
あ

り
（
大
判
大
正
九
・
六
・
二
六
刑
録
二
六
・
四
〇
五
、
広
島
高
判
昭
和
二
六
・
三
・
八
判

特
二
〇
・
一
二
）
一
見
本
判
決
は
こ
れ
に
抵
触
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
　
（
一
七
六
一
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

ら
の
判
例
に
い
う
主
観
的
観
察
と
い
う
の
は
何
れ
も
防
衛
の
意
思
に
関
す
る
も

の
で
、
同
じ
く
主
観
的
認
識
と
い
つ
て
も
故
意
の
有
無
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
本
判
決
は
従
来
の
判
例
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
学

説
、
判
例
上
当
然
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
ま
で
と
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
（
ま
た
相
当
性
の
判
断
自
体
は
主
観
的
認
識
を
基
準
と
し
な
が
ら
も
客
観
的
に

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
違
法
性
判
断
と
し
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
）
。
　
西

原
教
授
の
本
判
決
の
意
義
第
二
点
の
指
摘
は
、
右
の
意
味
に
理
解
す
ぺ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
は
、
本
判
決
は
、
よ
つ
て
生
じ
た
結
果
の
大
小
に
よ

つ
て
で
は
な
く
、
反
撃
行
為
自
体
の
必
要
性
と
相
当
性
に
よ
つ
て
正
当
防
衛
の

成
否
を
決
す
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
を
端
的
に
評
価
す
れ
ば
足
り
る
よ
う
に
思

　
（
8
）

わ
れ
る
。

　
5
、
本
件
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
、
二
審
の
事
実
認
定
に
か
な
り
の
相
違

が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
判
示
内
容
も
原
審
認
定
事
実
と
は
表
現
上
微
妙
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
、
た
と
え
ば
、
T
が
、
そ
の
傷
害
の
直
接
の

原
因
と
な
つ
た
自
動
車
の
車
体
へ
ぶ
つ
か
つ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
正
当
防

衛
を
認
め
な
か
つ
た
一
、
二
審
（
原
審
で
も
過
剰
防
衛
）
は
「
…
同
人
を
仰
向
け
に

倒
し
て
そ
の
後
頭
部
を
た
ま
た
ま
付
近
に
駐
車
し
て
い
た
同
人
の
自
動
車
の
バ

ン
パ
ー
に
打
ち
つ
け
さ
せ
－
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
判
決
で
は
「
－
・

T
が
仰
向
け
に
倒
れ
た
と
こ
ろ
に
、
た
ま
た
ま
運
悪
く
自
動
車
の
車
体
が
あ
つ

む
　
　
　
む
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ぬ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

た
た
め
、
T
は
思
い
が
け
ぬ
判
示
傷
害
を
蒙
つ
た
－
」
と
さ
れ
て
い
る
　
（
以
上

傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
．
同
一
の
客
観
的
事
実
が
、
ど
の
よ
う
に
評
価
、
認
定
さ
れ

る
か
に
よ
つ
て
い
か
に
表
現
が
変
る
か
を
示
す
一
好
例
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本

判
決
で
は
右
の
過
剰
防
衛
認
定
の
原
審
判
決
を
覆
す
の
に
、
さ
ら
に
、
被
告
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
（
一
七
六
二
）

防
衛
行
為
に
つ
い
て
も
、
原
審
認
定
で
は
単
に
「
右
手
で
T
の
胸
の
辺
を
一
回

強
く
突
き
飛
ば
し
　
」
と
し
て
い
た
の
を
、
「
素
手
で
T
の
胸
の
辺
を
一
回
強

く
突
い
た
だ
け
で
あ
り
…
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
判
例
が
素
手
（
ま

た
は
こ
れ
に
準
ず
る
）
の
攻
撃
に
対
し
て
刃
物
や
鉄
棒
な
ど
の
凶
器
を
用
い
て
の

反
撃
の
場
合
に
は
概
ね
過
剰
防
衛
を
認
め
て
き
た
（
た
と
え
ば
大
判
昭
和
一
九
・

一
〇
・
二
〇
刑
塞
二
・
二
三
〇
、
大
阪
高
判
昭
和
二
九
・
四
・
六
高
刑
集
七
・
二
・
二

二
八
、
東
京
高
判
昭
和
三
〇
・
四
・
二
六
裁
特
二
・
九
・
三
六
七
、
東
高
判
昭
和
三
七
・

四
．
二
東
高
刑
時
報
コ
ニ
．
四
・
六
四
な
ど
多
数
）
こ
と
に
て
ら
し
て
意
味
が
あ
る
。

　
6
、
本
判
決
に
つ
い
て
最
後
に
残
る
問
題
点
は
、
「
刑
法
三
六
条
一
項
に
い
う

『
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
』
と
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す

る
反
撃
行
為
が
、
自
己
ま
た
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す
る
手
段
と
し
て
必
要
最

小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
反
撃
行
為
が
侵
害
に
対
す
る
防
衛
手

段
と
し
て
相
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
・
…
」
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
防
衛
（
反
撃
）
行
為
の
相
当
性
は
防
衛
手
段
と
し
て
必
要
最

小
限
度
の
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
る
と
、
相
当
性
の
要
件
と
し

て
は
か
な
り
厳
格
な
要
求
と
な
り
．
解
釈
い
か
ん
に
よ
つ
て
補
充
の
原
則
を
要

求
す
る
の
と
殆
ど
差
が
な
く
な
る
。
今
日
の
学
説
が
そ
れ
程
の
厳
格
さ
を
要
求

し
て
い
な
い
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
．
本
件
で
は
過
剰
防
衛
を
認
め
た

原
審
判
決
を
破
棄
し
て
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
る
方
向
で
の
判
決
理
由
と
し

て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的
に
は
不
当
で
は
な
い
が
、
こ
の
判
決

要
旨
を
抽
象
的
に
公
式
化
し
て
一
般
的
に
正
当
防
衛
の
成
否
を
定
め
る
基
準
と

す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
一
点
を
除
き
、
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。



（
1
）
　
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
昭
和
二
二
年
の
い
わ
ゆ
る
二
ニ
ゼ
ネ
ス
ト
に
関
す
る

　
も
の
鴫
、
、
被
告
人
は
、
ゼ
不
ス
ト
は
国
家
や
国
民
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
で
、
あ

　
る
と
考
え
、
こ
れ
を
回
避
さ
せ
る
た
め
、
産
別
会
議
議
長
K
に
斬
り
つ
け
た
と
い
う

　
の
で
あ
る
．
そ
の
判
決
要
旨
は
「
一
、
刑
法
第
三
六
条
に
い
わ
ゆ
る
『
急
迫
』
と
は
、

　
法
益
の
侵
害
が
間
近
に
押
し
迫
つ
た
こ
と
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
の
危
険
が
緊
迫
し
た

　
こ
と
を
い
い
、
被
害
の
現
在
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
二
、
国
家
的
、
公
共
的

　
法
益
の
た
め
に
す
る
正
当
防
衛
は
、
国
家
公
共
の
機
関
の
有
効
な
公
的
活
動
を
期
待

　
し
得
な
い
極
め
て
緊
迫
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
防
衛
行
為
が
社
会
通
念
上
当
然

　
性
、
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
例
外
的
に
許
容
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

　
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
の
暴
力
の
行
使
は
立
憲
国
家
に
お
い
て
は
厳
に
排
斥
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
事

　
例
で
あ
り
、
一
般
に
は
国
家
的
・
公
共
的
利
益
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
可
能
性
を
認

　
め
た
判
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
．
従
つ
て
、
本
判
決
が
こ
の
判
例

　
を
引
用
し
て
判
例
違
反
を
主
張
し
た
上
告
趣
意
第
一
点
を
、
事
案
を
異
に
す
る
と
し

　
て
斥
け
た
の
は
当
然
で
あ
つ
た
。

（
2
）
　
た
と
え
ば
小
野
・
新
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）
一
二
三
頁
、
草
野
・
刑
法
要
論
六
一

　
頁
、
斎
藤
・
刑
法
総
論
一
〇
九
頁
、
団
藤
・
刑
法
綱
要
（
総
論
）
一
六
五
頁
、
福
田
・

　
刑
法
総
論
一
二
三
頁
、
大
塚
・
注
解
刑
法
二
一
七
頁
、
藤
木
・
刑
法
七
二
頁
等
。
「
已

　
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
右
の
通
説
の

　
ほ
か
に
、
必
要
性
の
要
件
だ
け
で
足
り
る
と
す
る
泉
二
説
（
泉
二
・
刑
法
総
論
三
八

　
三
頁
、
三
八
四
頁
。
な
お
最
近
荘
子
教
授
も
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
．
荘

　
子
・
刑
法
総
論
三
六
八
頁
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
正
当
防
衛
成
立
の
要
件
は
も
つ
と

　
も
ゆ
る
や
か
な
も
の
に
な
る
）
と
必
要
性
の
ほ
か
に
、
防
衛
行
為
が
公
序
良
俗
に
反

　
し
な
い
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
5
意
味
で
相
当
性
の
要
件
を

　
必
要
と
す
る
見
解
（
た
と
え
ば
牧
野
・
刑
法
総
論
上
四
五
八
頁
、
江
家
・
刑
法
総
論

　
一
〇
三
頁
な
ど
．
こ
の
見
解
に
よ
る
と
き
は
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
は
厳
格
・
狭
溢
な

　
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
）
が
あ
る
。
通
説
は
右
二
説
の
折
衷
的
な
も
の
で
あ
る
．

判
　
例
　
研
　
究

（
3
）
正
当
防
衛
の
成
立
要
件
と
し
て
は
本
件
で
間
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
防
衛
行
為

　
の
必
要
性
、
相
当
性
が
論
ぜ
ら
れ
、
ま
た
は
泉
二
説
の
よ
う
に
必
要
性
の
み
が
論
ぜ

　
ら
れ
も
す
る
が
、
最
近
で
は
、
本
件
判
旨
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
要
性

　
は
、
独
立
の
要
件
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
相
当
性
の
判
断
を
す
る
際
の
一

　
の
要
素
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で

　
あ
ろ
う
（
藤
木
、
刑
法
七
二
頁
参
照
）
。

（
4
）
西
原
教
授
も
「
こ
う
し
て
み
る
と
。
侵
害
者
の
侵
害
行
為
は
、
被
告
人
に
対
す
る

　
一
方
的
改
撃
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
相
互
に
攻
撃
防
禦
を
な
す
喧
嘩
闘
争
と

　
み
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
本
件
判
批
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
四
八
号
八

　
二
頁
お
よ
び
八
一
頁
参
照
。

（
5
）
本
判
決
の
事
案
は
、
か
ね
て
被
害
者
に
対
し
畏
怖
の
念
を
抱
い
て
い
た
、
ふ
だ

　
ん
お
と
な
し
い
被
告
人
が
、
被
害
者
に
い
ぎ
な
り
手
拳
で
二
回
く
ら
い
強
く
殴
打
さ

　
れ
て
逆
上
し
、
と
つ
さ
に
障
子
の
鴨
居
の
上
に
隠
し
て
あ
つ
た
く
り
小
刀
を
取
り
出

　
し
、
被
害
者
を
死
に
至
ら
し
め
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
む
を
え
な
い
と
し
て
、
そ

　
の
左
胸
部
を
突
ぎ
刺
し
、
死
亡
さ
せ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
審
は
こ
れ
に
対

　
し
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
て
被
告
人
に
対
し
懲
役
三
年
執
行
猶
予
五
年
の
刑
を

　
言
渡
し
た
が
、
原
審
は
一
審
判
決
を
破
棄
し
て
自
判
し
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
否
定

　
し
（
被
害
者
の
侵
害
行
為
に
は
急
迫
性
が
な
く
、
被
告
人
に
は
防
衛
の
意
思
な
く
、

　
ま
た
防
衛
上
や
む
を
え
な
い
行
為
で
は
な
か
つ
た
と
い
う
三
点
に
よ
り
）
、
被
告
人

　
を
懲
役
五
年
に
処
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
刑
法
三
六
条
の
防
衛
行
為
と
防
衛
の
意
思

　
（
判
例
集
に
は
防
衛
の
意
義
と
あ
る
が
ミ
ス
プ
リ
ソ
ト
と
思
わ
れ
る
）
に
つ
き
本
文

　
引
用
の
よ
う
に
判
示
し
た
（
判
決
要
旨
第
二
）
ほ
か
、
要
旨
第
一
に
お
い
て
刑
法
三

　
六
条
に
い
う
「
急
迫
」
の
意
義
に
つ
き
「
刑
法
三
六
条
に
い
う
『
急
迫
』
と
は
、
法

　
益
の
侵
害
が
現
に
存
在
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
間
近
に
押
し
迫
つ
て
い
る
こ
と
を
意

　
味
し
、
そ
の
侵
害
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

　
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
急
迫
性
を
失
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
原
判
決

　
を
破
棄
し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
．

一
四
五
　
　
（
一
七
六
三
）



　
　
判
　
例
研
　
究

（
6
）
　
そ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
藤
木
・
前
掲
注
釈
刑
法
二
四
二
頁
参
照
。

（
7
）
反
対
、
平
野
・
刑
法
総
論
－
九
八
頁
、
一
五
九
頁
以
下
。

（
8
）
な
お
同
旨
の
判
例
と
し
て
「
松
茸
山
見
廻
中
松
茸
を
窃
取
中
の
被
害
者
を
発
見
、

　
口
論
の
末
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
ら
れ
、
こ
れ
を
防
衛
す
る
た
め
そ
の
両
脚
を
抱
え

　て

引
い
た
が
、
場
所
が
急
勾
配
の
山
腹
斜
面
だ
つ
た
た
め
、
後
方
に
転
倒
し
た
被
害

者
が
第
二
頭
椎
骨
の
不
完
全
骨
折
を
お
こ
し
、
即
死
し
た
事
案
に
つ
き
「
被
告
人
ノ

右
行
為
二
依
リ
テ
防
衛
セ
ソ
ト
シ
タ
ル
所
ハ
身
体
ノ
利
益
其
行
為
二
因
リ
テ
生
ジ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
　
（
輔
七
六
四
）

ル
所
ハ
侵
害
者
ノ
死
亡
ニ
シ
テ
両
者
ノ
間
軽
重
大
小
ノ
差
ハ
之
レ
ア
リ
ト
難
モ
筍
モ

被
侵
害
者
二
於
テ
防
衛
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
必
要
二
迫
ラ
レ
タ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
一
般

客
観
的
事
情
ノ
存
ス
ル
以
上
－
　
（
中
略
）
決
シ
テ
同
条
（
三
六
条
、
筆
者
注
）
第
二
項

所
謂
防
衛
ノ
程
度
ヲ
超
エ
タ
ル
行
為
ヲ
以
テ
目
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
防
衛
行
為
昌
依
リ

テ
防
衛
セ
ン
ト
シ
タ
ル
利
益
ト
其
行
為
二
因
リ
テ
損
傷
セ
ラ
レ
タ
ル
利
益
ト
ノ
軽
重

大
小
等
ハ
此
点
ノ
解
決
上
之
ヲ
顧
慮
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
）
　
（
京
都
地
判
大
正
一

〇
二
二
二
九
新
聞
一
九
二
八
号
一
〇
頁
）
と
し
た
も
の
が
あ
る
．
（
中
谷
瑛
子
）


