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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
の
制
約
に
関
す
る
議
論
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
成
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

わ
が
国
の
刑
法
三
六
条
は
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
に
対
し
て
防
衛
が
可
能
だ
と
し
て
お
り
、「
刑
法
三
六
条
に
い
わ
ゆ
る
急
迫
の
侵
害
に

お
け
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
意
味
す
る
」
と
さ

れ
て
い（
1
）る。

も
っ
と
も
、
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
正
当
防
衛
の
時
間
的
制
約
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
侵
害
の
急
迫
性
は
、
こ
れ
に
欠
け
れ
ば
過
剰
防
衛
の
成
立
可

能
性
も
否
定
さ
れ
る
た
め
重
要
な
要
件
だ
と
い
え
る
た
め
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
に
関
す
る
議
論
の
成
り
立
ち
を
考
察
し
て
い
く
こ

と
は
、
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、「
現
在
の
違
法
な
攻

撃
」
に
対
す
る
反
撃
を
許
容
す
る
正
当
防
衛
規
定
を
刑
法（
2
）典に
も
つ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
、
こ
の
よ
う
な
時
間
的
制
約
に
関

す
る
文
言
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
順
に
見
て
い
く
。
な
お
、
現
行
ド
イ
ツ
法
の
「
現
在
の

攻
撃
」
と
い
う
文
言
は
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
か
ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
ま
で
の
議
論
を
扱
う
こ
と

と
し
た（
3
）い。

　

本
稿
に
お
い
て
歴
史
的
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
知
見
を
予
め
述
べ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
よ
り
、

正
当
防
衛
の
時
間
的
成
立
範
囲
は
「
反
撃
と
攻
撃
の
同
時
性
」
と
い
う
概
念
に
収
束
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
そ
の
後
、
一
九
世
紀
に
お

け
る
各
ラ
ン
ト
の
立
法
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
は
、「
反
撃
と
攻
撃
の
同
時
性
」
か
ら
「
反
撃
の
攻
撃
に
対
す
る
先
行
性
」
へ
概
念
の
性
質

が
移
行
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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二　

ロ
ー
マ
法
の
継
受
と
攻
撃
と
反
撃
の
同
時
性

　

本
章
で
は
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
よ
り
な
さ
れ
た
議
論
ま
で
を
概
観
す
る
。
ま
ず
継
受
の
前
提
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
議
論

（
㈠
１
）、
継
受
に
至
る
ま
で
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
法
（
㈠
２
）、
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
議
論
（
㈠
３
）
を
以
下
で
見
分
す
る
こ
と
と
す

る
。

㈠　

前　

史

1
　
ロ
ー
マ
法

　

ロ
ー
マ（
4
）法に
お
い
て
は
共
和
制
が
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
紀
元
前
五
世
紀
頃
か
ら
自
力
救
済
、
復
讐
（
血
讐
）
は
制
限
さ
れ
る
方
向
に

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
、
二
八
六
年
頃
制
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ア
ク
ィ
リ
ア
法
（Lex Aquilia

）
に
関
す
る
パ

ウ
ル
ス
（Paulus

）
の
註
解
に
、
防
衛
行
為
と
復
讐
を
分
化
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
防
衛
が
第
三
者
に
及
ん
だ
場
合
に
ア

ク
ィ
リ
ア
法
の
適
用
が
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、「
と
い
う
の
も
暴
力
行
為
を
行
う
者
に
対
し
て
の
み
対
抗
し
て
暴
力
を
行
使
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
暴
力
が
自
己
の
保
護
の
た
め
で
あ
り
、
復
讐
を
理
由
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
の
み
許
容

さ
れ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い（
5
）る。
そ
し
て
、
既
に
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
一
定
の
時
間
的
範
囲
に
正
当
防
衛
を
限
定
す
る
試
み
が
な

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
試
み
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
論
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
の
終
期
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
復
讐

を
許
容
し
な
い
と
い
う
手
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
学
説
彙
纂
（D

igesta

）
に
お
け
る
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
（U

lpianus

）
の
註
解
に

は
、「
武
器
を
持
っ
て
来
る
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
者
に
対
し
武
器
を
も
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
そ
れ
は
即
座
に
そ
の

場
所
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
を
お
い
て
か
ら
初
め
て
で
は
で
き
な
い
。
そ
の
際
、
た
だ
単
に
攻
撃
さ
れ
な
い
た
め
に
反
抗
を
果
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た
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
既
に
攻
撃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
も
、
攻
撃
者
に
対
し
て
即
座
に
そ
の
場
所

で
再
び
反
撃
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
が
、
時
を
お
い
て
か
ら
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
記

述
が
あ（
6
）る。
キ
ケ
ロ
以
降
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、
正
当
防
衛
を
自
然
権
の
発
露
で
あ
る
と
し
て
い（
7
）た。
こ
こ
で
の
自
然
権
は
、
自
己
保
存

の
利
益
と
も
捉
え
ら（
8
）れ、
そ
こ
か
ら
自
己
保
存
の
必
要
の
あ
る
正
当
防
衛
と
、
そ
の
必
要
の
な
い
復
讐
を
分
離
す
る
と
い
う
立
場
に
繫

が
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
復
讐
と
の
峻
別
が
当
時
完
全
に
な
さ
れ
て
い
た
と
ま
で
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ（
9
）る。
右
の
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
の
註
解
は
「
時
を
お
い
て
」
反
撃
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
攻
撃
と
反
撃
の
同
時
性
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
一
定
の
時
間
的
限
定
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
復
讐
を
完
全
に
排
斥
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
正
当
防
衛
の
性
質
は
、
必
ず
し
も
自
己
保
存
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

社
会
情
勢
が
乱
れ
る
に
つ
れ
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
は
拡
大
し
）
10
（
た
。
例
え
ば
、
三
九
一
年
の
勅
法
で
は
、
自
己
の
土
地
に
夜
間
不
法

に
侵
入
し
て
き
た
強
盗
や
、
辻
強
盗
を
殺
害
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
）
11
（

る
。
そ
こ
で
は
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
殺
害
結
果
は
強
盗
自
身
に

よ
っ
て
招
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
裁
判
を
通
じ
て
罰
さ
れ
る
よ
り
も
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
防
止
さ
れ
る
方
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
四
〇
三
年
の
勅
法
で
は
、
脱
走
兵
の
殺
害
が
許
容
さ
れ
て
い
）
12
（

る
。
そ
こ
で
は
、
公
共
の
場
所
で
の
辻
強
盗
と
脱
走
兵
を
等

置
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
公
共
の
平
穏
の
維
持
の
た
め
に
、
実
力
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
た
。
以
上
の
諸
勅
法
に
鑑
み
れ
ば
、

ロ
ー
マ
帝
国
時
代
末
期
に
は
、
正
当
防
衛
は
自
己
保
存
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
平
穏
の
維
持
と
い
う
側
面
も
有
す
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
権
力
の
脆
弱
性
か
ら
私
人
に
そ
の
場
で
の
殺
害
に
よ
る
平
穏
の
維
持
が
可
能
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
正
当

防
衛
は
、
侵
害
終
了
後
も
平
穏
維
持
の
た
め
に
一
定
程
度
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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2
　
古
代
ゲ
ル
マ
ン
法

　

一
方
で
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
も
復
讐
の
制
限
の
一
形
態
と
し
て
、
正
当
防
衛
の
明
確
な
概
念
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
自
力
救
済
の
時

間
的
な
制
約
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
）
13
（
る
。
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
自
力
救
済
は
主
に
現
行
犯
人
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
も

の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
時
間
的
制
約
が
か
け
ら
れ
る
類
型
は
、
①
自
己
の
物
（
動
物
）
の
取
戻
し
と
、
②
現
行
犯
逮
捕
・
殺
害
権

と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
社
会
に
お
い
て
は
、
復
讐
思
想
に
根
ざ
し
た
自
力
救
済
が
行
わ
れ
て
い
た
。
復
讐
は
ジ
ッ
ペ

（Sippe

）
と
呼
ば
れ
る
家
族
共
同
体
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
、
ジ
ッ
ペ
に
対
す
る
ジ
ッ
ペ
の
組
織
的
な
復
讐
で
あ
る
フ
ェ
ー
デ
（Fehde

）

は
、
犯
行
が
一
夜
を
超
え
て
発
見
さ
れ
た
と
き
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
広
く
容
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ッ
ペ
内
の
犯
行

に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
ジ
ッ
ペ
の
平
和
と
被
害
者
の
名
誉
を
回
復
す
る
た
め
に
、
現
行
犯
人
の
殺
害
も
許
容
さ
れ
て
い
た
。
現
行
犯
の
被
害

者
は
叫
び
声
を
上
げ
、
シ
ュ
ラ
イ
マ
ン
ネ
ン
（schreim

annen

）
と
呼
ば
れ
る
こ
の
叫
び
声
を
聞
い
た
者
た
ち
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
現
行
犯
人
の
殺
害
後
に
は
裁
判
に
お
け
る
宣
誓
補
助
者
も
担
っ
た
。
被
害
者
は
、
現
行
犯
人
の
殺
害
後
、
さ
ら
な
る
復
讐
を
防

止
す
る
た
め
に
緊
急
裁
判
所
に
お
い
て
復
讐
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
）
14
（

た
。
ま
た
平
和
破
壊
は
、
贖
罪
（Sühne

）
に

よ
っ
て
平
和
喪
）
15
（
失
（Friedlosigkeit

）
な
ど
の
制
裁
を
な
し
に
済
ま
す
こ
と
も
で
き
、
現
行
犯
人
も
殺
害
行
為
の
態
様
に
よ
っ
て
は
、
贖

罪
金
や
人
命
金
（W

ergeld

）
の
支
払
い
が
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
16
（

る
。

　

部
族
法
時
代
に
な
る
と
、
贖
罪
金
支
払
い
の
金
額
を
め
ぐ
る
フ
ェ
ー
デ
を
間
接
的
に
制
限
す
る
た
め
に
、
紛
争
に
関
し
て
支
払
わ
れ
る

べ
き
金
額
が
王
法
で
設
定
さ
れ
、
支
払
い
の
た
め
の
手
続
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
17
（

た
。
そ
の
中
に
①
自
己
の
物
（
動
物
）
の
取
戻
し
に

関
す
る
定
め
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
最
古
の
部
族
法
典
と
し
て
知
ら
れ
る
サ
リ
カ
法
典
（Lex Salica

）
で
は
、
第
三
七
章
の
追
跡

（Spurfolge

）
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
動
物
を
盗
ま
れ
た
者
が
追
跡
し
て
目
的
物
を
発
見
し
た
場
合
に
、
裁
判
ま
で
の
目
的
物
の
保
管

者
の
選
別
に
つ
い
て
、
三
夜
の
経
過
を
基
準
に
し
て
、
そ
の
内
で
あ
れ
ば
発
見
者
、
外
で
あ
れ
ば
被
発
見
者
と
さ
れ
て
い
）
18
（

た
。
ま
た
、
サ

リ
カ
法
典
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
（Lex Ribuaria
）
で
は
、
第
四
七
章
の
追
跡
に
関
す
る
規
定
に
お
い
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て
自
己
の
動
物
を
三
日
以
内
に
発
見
し
た
場
合
に
は
手
続
を
踏
む
こ
と
な
く
回
収
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
）
19
（
た
。
サ
リ
カ
法
典
、
リ
ブ
ア
リ
ア

法
典
は
フ
ラ
ン
ク
人
に
よ
り
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
ず
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
ゲ
ル
マ
ン
法
も
自
力
救
済
を
時
間
的
に
制
約

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

ま
た
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
に
は
、
②
現
行
犯
殺
害
権
も
定
め
ら
れ
て
い
）
20
（
た
。
現
行
犯
殺
害
権
も
部
族
法
時
代
に
は
制
限
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
に
お
い
て
も
、
現
行
犯
殺
害
権
は
逮
捕
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
許
容
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
対
象
と
な
る
現
行
犯
人
は
自
己
の
物
、
妻
、
娘
に
対
し
て
攻
撃
を
行
っ
た
者
で
あ
り
、
自
己
の
生
命
・
身
体
に
対
し
て
攻

撃
を
行
う
者
へ
の
正
当
防
衛
と
は
な
お
距
離
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
定
に
は
、
現
行
犯
人
の
逮
捕
・
殺
害
に
時
間
的
制
約
は
か
け
ら
れ

て
い
な
い
。
以
上
の
実
体
面
に
お
け
る
補
充
性
と
い
う
制
限
と
は
別
に
、
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
で
は
手
続
面
で
の
制
限
に
比
重
が
か
け
ら
れ

て
い
る
。
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
第
七
七
章
に
お
い
て
現
行
犯
殺
害
者
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
定
の
儀
式
的
方
法
に
よ
る
死
者
の
看

守
と
、
共
誓
に
よ
る
死
者
へ
の
釈
明
と
い
う
手
続
の
履
践
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
行
犯
人
殺
害
の
場
面
の
制
限
で
は
な
く
、
殺
害
後
の

手
続
の
制
限
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
現
行
犯
殺
害
後
の
新
た
な
復
讐
を
防
止
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
現

行
犯
殺
害
自
体
は
制
限
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
社
会
の
意
識
を
見
出
だ
し
う
る
。

　

一
方
で
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
六
四
三
年
の
ロ
タ
リ
王
法
典
（König Rotharis Edikt

）
第
三
二
章
、
第
三
三
章
の
現

行
犯
逮
捕
・
殺
害
権
規
定
は
、
逮
捕
・
殺
害
が
可
能
な
状
況
を
屋
敷
内
で
発
見
さ
れ
た
と
き
に
限
定
し
て
い
た
が
、
殺
害
後
の
手
続
に
関

す
る
定
め
が
見
ら
れ
な
）
21
（

い
。
こ
の
規
定
が
現
行
犯
殺
害
を
緩
和
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
評
）
22
（

価
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
で
き
る
。
加

え
て
、
バ
ユ
ワ
リ
オ
ー
ル
ム
法
典
（Lex Baiuuariorum

）
の
第
九
章
六
条
で
は
、「
も
し
盗
人
が
、
夜
間
窃
盗
の
現
場
に
て
盗
品
を
携
へ

て
ゐ
る
間
に
、
逮
捕
せ
ら
れ
、
殺
害
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
殺
人
に
基
く
訴
訟
は
發
生
せ
ざ
る
べ
し
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
）
23
（
た
。
こ
の
規

定
は
対
象
が
窃
盗
に
限
定
さ
れ
、
状
況
も
現
場
で
盗
品
を
携
え
て
い
る
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
殺
害
後
の
手
続
に
関
す
る
定
め
が
な

い
点
は
、
ロ
タ
リ
王
法
典
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
ロ
タ
リ
王
法
典
と
も
異
な
り
、
殺
害
の
逮
捕
に
対
す
る
補
充
性
が
明
記
さ
れ
て
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い
な
い
。
ま
た
第
八
章
一
条
に
は
、
姦
通
の
際
の
現
行
犯
殺
害
権
が
定
め
ら
れ
て
い
）
24
（
た
。
こ
こ
で
も
殺
害
の
補
充
性
が
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
広
い
殺
害
権
が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
手
続
上
も
死
者
に
つ
い
て
「
何
ら
の
救
濟
を
も
受
く
る
こ
と
な
く
自
己
の
犯
行
の
ま

ま
〔
殺
さ
れ
て
〕
横
は
る
べ
し
」
と
、
通
常
の
現
行
犯
人
殺
害
後
の
手
続
と
は
異
な
り
、
殺
害
者
側
で
一
定
の
手
続
の
履
践
が
要
求
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
点
で
も
例
外
的
な
規
定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
25
（
る
。
現
行
犯
殺
害
権
が
制
限
さ
れ
る
部
族
法
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
緩
和
さ

れ
た
内
容
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
理
由
は
、
対
象
の
現
行
犯
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
ロ
タ
リ
王
法
典
や
バ
ユ
ワ
リ
オ
ー
ル
ム
法
典
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た
夜
間
の
窃
盗
や
強
姦
の
犯
行
は
、
平
和
の
破
壊
の
程
度
が

大
き
）
26
（

く
、
そ
れ
故
に
そ
こ
で
破
壊
さ
れ
た
平
和
の
回
復
の
た
め
に
殺
害
す
ら
も
通
常
よ
り
広
く
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
、
平
和
破
壊
の
程
度
を
楔
と
し
て
、
害
の
均
衡
性
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
ロ
タ
リ
王
法
典
に
は
、
①
②
の
類
型
と
は
別
に
、
動
物
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
の
規
定
が
存
在
し
）
27
（

た
。
こ
の
規
定
で
は
、
動
物

の
後
を
追
っ
て
殺
害
し
た
場
合
に
は
そ
の
動
物
と
同
様
の
物
を
返
却
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
実
体
面
で
の
制
限
は
他
の

法
典
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
に
よ
り
現
行
犯
殺
害
権
が
実
体
的
な
制
限
を
受
け
る
上
で
、
自
己
の
防
衛
権
へ
発

展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
28
（
る
。

3
　
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法

　

中
世
に
な
っ
て
も
、
復
讐
（
フ
ェ
ー
デ
）
の
制
限
は
継
続
し
て
な
さ
れ
）
29
（

た
。
一
一
五
二
年
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
に
よ
る
ラ
ン
ト
平

和
令
（Landfriede

）
で
は
、
正
当
防
衛
の
場
合
を
除
い
て
復
讐
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
さ
れ
、
多
く
の
ラ
ン
ト
平
和
令
に
よ
り
復

讐
の
制
限
が
試
み
ら
れ
）
30
（
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
実
効
性
は
大
き
く
な
く
、
実
際
上
は
中
世
の
終
末
ま
で
フ
ェ
ー
デ
は
行
わ
れ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
）
31
（

る
。
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
復
讐
の
制
限
が
行
わ
れ
る
う
ち
に
、
正
当
防
衛
の
観
念
も
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
正
当
防
衛
（not, notw

ere

）
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
最
古
の
例
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
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（Sachsenspiegel

）
で
は
、
第
二
巻
一
四
条
一
項
に
正
当
防
衛
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
て
い
）
32
（
た
。
そ
こ
で
は
、「
緊
急
」
で
あ
る
場
合
に

自
己
の
生
命
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
規
定
と
は
別
に
第
二
巻
六
九
条
は
、「
誰
し
も
平
和
破
壊
者
を

殺
し
ま
た
は
傷
つ
け
た
者
は
、
彼
（
平
和
破
壊
者
）
の
逃
走
中
ま
た
は
彼
が
平
和
を
破
っ
た
行
為
の
際
に
彼
を
傷
つ
け
た
旨
、
自
分
と
も

七
人
で
立
証
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
償
な
し
で
済
む
。」
と
平
和
破
壊
者
に
対
す
る
反
撃
を
定
め
て
い
）
33
（
た
。

　

両
規
定
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
第
二
巻
六
九
条
の
平
和
破
壊
者
殺
害
規
定
が
、
正
当
防
衛
も
含
め
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
自

力
救
済
規
定
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
第
二
巻
六
九
条
の
場
合
と
は
別
に
正
当
防
衛
に
よ
り
刑
を
免
れ
る
と
き
が
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
）
34
（

る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
第
二
巻
一
四
条
一
項
の
正
当
防
衛
規
定
に
お
け
る
「
緊
急
」
で
あ
る
場

合
も
、
第
二
巻
六
九
条
に
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
平
和
破
壊
者
が
「
逃
走
中
ま
た
は
彼
が
平
和
を
破
っ
た
行
為
の
際
」
に
肯
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
特
に
、
平
和
破
壊
者
の
「
逃
走
中
」
に
お
い
て
も
反
撃
が
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て

は
、
正
当
防
衛
の
観
念
の
中
に
復
讐
の
領
域
が
依
然
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
加
え
て
、
逃
走
中
と
い

う
制
限
は
、
事
実
上
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
）
35
（

る
。
当
時
も
行
為
者
の
所
属
す
る
共
同
体
な
い
し
は
行
為
者
自
身
に
よ
る

事
後
の
贖
罪
は
必
要
と
さ
れ
て
お
）
36
（
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
正
当
防
衛
と
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
37
（
る
。
こ
の
よ
う
な

理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
実
力
行
使
は
事
実
上
贖
罪
の
時
点
ま
で
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
は

非
常
に
広
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
広
い
正
当
防
衛
の
時
間
的
成
立
範
囲
は
、
平
和
破
壊
の
側
）
38
（

面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
）
39
（

る
。
す
な
わ
ち
、
平
和
破
壊
者
の
逃
走
中
も
反
撃
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
平
和
破
壊
者
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
平
和
の
侵
害
を
回

復
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
事
後
の
贖
罪
と
い
う
手
続
も
反
撃
に
よ
り
壊
さ
れ
た
平
和
の
修
復
の
手
段
と
い
う
意
味
で
理

解
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
攻
撃
者
で
は
な
く
反
撃
者
側
の
平
和
破
壊
と
そ
の
回
復
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
攻
撃
者
側
の
平
和
破

壊
と
反
撃
者
側
の
平
和
破
壊
が
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
さ
れ
る
こ
と
で
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
も
決
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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攻
撃
者
側
の
平
和
破
壊
が
い
つ
生
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
厳
格
に
判
断
さ
れ
て
い
る
。
攻
撃
が
既
に
開

始
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
）
40
（

れ
、
例
え
ば
、
シ
ュ
バ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Schw

abenspiegel

）
第
六
三
章
の
正
当
防
衛
規
定
に
お

い
て
も
、「
剣
を
抜
い
て
打
ち
掛
か
ら
れ
、
攻
撃
を
受
け
た
後
三
歩
以
上
逃
げ
た
こ
と
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
）
41
（
た
。
シ
ュ
バ
ー
ベ
ン
シ
ュ

ピ
ー
ゲ
ル
で
は
反
撃
者
が
逃
げ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
補
充
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、

反
撃
者
が
「
そ
こ
で
身
を
防
い
だ
と
い
う
こ
と
」
も
も
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
攻
撃
が
厳
密
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
で

平
和
が
破
壊
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
バ
ン
ベ
ル
ク
都
市
法
で
は
、
行
為
者
が
「
負
傷
」
し
た
こ
と
が
要
件

と
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
）
42
（

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
厳
格
に
正
当
防
衛
の
始
期
に
つ
い
て
の
基
準
が
定

め
ら
れ
、
正
当
防
衛
の
終
期
は
広
く
解
さ
れ
て
い
た
。
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
復
讐
と
の
区
別
に
お
い
て
防
衛
の

終
期
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
平
和
喪
失
の
観
念
か
ら
防
衛
の
始
期
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味

で
は
、
事
実
上
復
讐
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
正
当
防
衛
に
お
い
て
も
一
定
範
囲
で
復
讐
が
積
極
的
に
許
容
さ
れ
て
い
た

と
い
え
る
だ
ろ
）
43
（

う
。

㈡　

ロ
ー
マ
法
の
継
受

―
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典

　

平
和
破
壊
を
拠
り
所
に
形
成
さ
れ
た
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
は
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
の
影
響
を
受
け
修
正
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
正
当

防
衛
の
始
期
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
と
さ
れ
る
一
四
九
九
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
都
市
改
革
法

（W
orm
ser Reform

a

）
44
（

tion

）
で
は
、
私
法
の
部
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
武
器
を
持
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必

要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
）
45
（
る
。
刑
法
に
お
い
て
も
、
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
表
現
は
、
正
当
防
衛
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
た
一
五
〇
七
年
の
バ
ン
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
）
46
（

令
一
六
五
条
に
も
継
承
さ
れ
て
い
）
47
（

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
制
定
さ
れ
た
一

五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
一
四
〇
条
も
バ
ン
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
令
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
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と
お
り
で
あ
）
48
（
る
。

　

さ
ら
に
、
あ
る
者
が
あ
る
殺
害
の
武
器
ま
た
は
武
具
を
も
っ
て
襲
い
、
攻
撃
し
、
ま
た
は
打
ち
か
け
、
強
い
ら
れ
た
る
人
が
、
そ
の
者
の
身
体
、
生

命
、
名
誉
お
よ
び
良
き
風
聞
を
危
険
に
お
く
こ
と
も
毀
損
す
る
こ
と
も
な
し
に
巧
妙
に
回
避
す
る
を
え
ざ
る
と
き
は
、
彼
は
、
適
法
な
る
自
衛
に
よ
り

て
彼
の
身
体
お
よ
び
生
命
は
救
う
を
え
て
、
こ
の
さ
い
い
か
な
る
刑
罰
を
も
蒙
る
こ
と
は
な
し
。
し
か
し
て
、
彼
が
、
強
い
た
る
者
を
殺
害
す
る
場
合

は
、
彼
は
こ
れ
に
関
し
何
ら
の
責
な
く
、
ま
た
、
彼
に
は
、
彼
の
自
衛
を
な
す
を
、
彼
が
打
た
る
る
ま
で
待
ち
設
く
べ
き
責
務
も
な
し
。
か
く
は
、
成

分
諸
法
ま
た
は
諸
慣
習
に
反
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
し
。

　

こ
こ
で
も
、「
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
」
点
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
ヒ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
お
そ
ら

く
以
前
の
バ
ン
ベ
ル
ク
都
市
法
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
理
解
は
当
時
の
通
説
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
49
（

る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
の
継
受
の
時
代
に
正
当
防
衛
の
始
期
が
緩
和
さ
れ
て
き
た
根
底
に
は
、
ロ
ー
マ
法
由
来

の
自
然
権
思
想
、
自
己
保
存
の
観
念
が
浸
透
し
、
平
和
破
壊
の
側
面
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
正
当
防
衛
の
終
期
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
の
証
拠
に
関
す
る
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
一
四
二
条
（
バ
ン
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
令
一
六

七
条
）
で
は
正
当
防
衛
と
な
ら
な
い
場
合
が
示
さ
れ
、
被
殺
害
者
が
「
最
初
の
必
要
事
を
な
し
終
え
た
る
の
ち
逃
げ
た
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
者
を
故
殺
者
が
、
自
由
な
る
意
思
よ
り
、
か
つ
、
不
要
な
る
こ
と
に
も
追
跡
し
」
打
ち
殺
し
た
こ
と
が
原
告
人
か
ら
述
べ
ら
れ

立
証
さ
れ
た
場
合
に
は
、
正
当
防
衛
を
援
用
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
）
50
（

る
。

㈢　

普
通
法
時
代
の
学
説

―
同
時
性
概
念
の
確
立

　

さ
ら
に
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
制
定
後
、
普
通
法
の
時
代
に
は
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
は
、
攻
撃
と
反
撃
の
同
時
性
と
い
う
概
念
に
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結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ル
プ
ツ
ォ
フ
（Carpzov

）
を
中
心
と
し
た
普
通
法
時
代
の
学
説
は
、
ロ
ー
マ
法
・
イ
タ
リ
ア
刑
法
学
の
影

響
を
受
け
て
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
原
因
（causa

）、
程
度
（m

odus

）、
時
（tem
pus

）
に
分
け
て
論
じ
て
い
）
51
（

た
。
原
因
で
は
侵
害
の
不

正
性
が
、
程
度
で
は
防
衛
行
為
が
問
題
と
さ
れ
、
時
の
要
件
に
お
い
て
時
間
的
制
約
に
関
し
て
議
論
が
な
さ
れ
）
52
（
た
。
そ
こ
で
は
、
攻
撃
は

存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
継
続
中
で
な
け
れ
ば
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
終
了
し
た
後
に
は
単
な
る
復
讐
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
復
讐
を
制
限
し
、
正
当
防
衛
と
復
讐
を
厳
格
に
区
分
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
、
ロ
ー
マ
法
の
立
場
を
継
承
す
る

も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
に
現
れ
た
「
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
」
と
い
う
理
解
も
そ
の
ま
ま
受

け
継
が
れ
、
厳
密
に
攻
撃
の
開
始
す
る
以
前
に
正
当
防
衛
は
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単
な
る
威
嚇
で
あ
っ
て
も
、
攻
撃
者
が
剣

を
握
る
な
ど
し
て
、
真
剣
に
即
座
の
攻
撃
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
正
当
防
衛
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
）
53
（
た
。

攻
撃
の
開
始
の
判
断
に
つ
い
て
は
事
前
的
で
あ
り
行
為
者
の
認
識
し
た
事
情
を
判
断
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
学
説
の
理
解
を
ま
と
め
れ
ば
、
ロ
ー
マ
・
イ
タ
リ
ア
法
由
来
の
攻
撃
と
反
撃
の
同
時
性
と
攻
撃
の
開
始
ま
で
待
機
す
る

必
要
が
な
い
と
い
う
理
解
が
結
び
つ
き
、
緩
や
か
な
同
時
性
と
い
う
捉
え
方
が
こ
こ
に
お
い
て
定
着
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
攻
撃
は
反
撃
時
に
「
現
に
存
在
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
ロ
ー
マ
法
時
代
の
「
時
を
お
い
て
の
反
撃
」
も
正
当
防

衛
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
事
後
の
反
撃
が
一
切
排
除
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
と
復
讐
と
の
完
全
な
分
化
が
普
通
法

時
代
に
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
）
54
（
る
。
も
っ
と
も
、
攻
撃
の
開
始
に
あ
ま
り
に
も
先
行
す
る
事
案
の
処
理
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
分

明
で
あ
る
。
ま
た
、
復
讐
と
正
当
防
衛
の
区
別
に
つ
い
て
も
、
違
法
性
の
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
緩

や
か
な
同
時
性
の
理
解
は
違
法
性
の
概
念
が
生
ま
れ
る
前
に
既
に
存
在
し
て
お
り
、
当
時
、
正
当
防
衛
は
故
意
（dolus

）
を
阻
却
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
復
讐
に
つ
い
て
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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三　

各
ラ
ン
ト
に
お
け
る
立
法

―
同
時
性
か
ら
先
行
性
へ

　

以
上
の
経
緯
で
生
成
さ
れ
た
攻
撃
と
反
撃
の
「
同
時
性
」
の
理
解
は
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
啓
蒙
期
に
は
、
主
に
正
当
防
衛

の
根
拠
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
一
九
世
紀
に
は
各
ラ
ン
ト
の
立
法
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
正
当
防
衛
規
定
に
つ
い
て
も
時
間
的
制

約
に
関
す
る
文
言
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
議
論
の
中
で
、
正
当
防
衛
の

時
間
的
範
囲
の
性
質
は
同
時
的
な
反
撃
か
ら
先
行
的
な
防
衛
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
以
下
で
は
、
い
く
つ
か
の
ラ
ン
ト
を
題
材
に
立
法
過

程
と
そ
こ
で
現
れ
た
議
論
に
つ
い
て
概
観
す
）
55
（
る
。

㈠　

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

　

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
一
九
世
紀
ま
で
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
が
効
力
を
有
し
て
い
た
が
、
普
通
法
の
補
塡
の
必
要
性
か
ら
、
刑
法

の
起
草
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
56
（
た
。
一
八
二
三
年
の
草
案
か
ら
一
貫
し
て
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
に
つ
い
て
は
「
違
法
な
差

し
迫
っ
た
攻
撃
（ein rechtsw
idriger und dringender Angriff

）」
を
要
件
と
し
て
い
た
。
一
八
三
九
年
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
刑
法
典

一
〇
二
条
は
次
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る
。

　

自
己
防
衛
は
次
の
場
合
に
、
違
法
な
、
そ
し
て
差
し
迫
っ
た
攻
撃
を
官
憲
の
救
助
を
通
じ
て
避
け
ら
れ
え
な
い
場
合
に
は
許
容
さ
れ
る
。

1　

 

す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
危
険
あ
る
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
も
し
く
は
名
誉
に
関
連
し
た
人
へ
の
攻
撃
自
体
に
対
し
て
。

2　

 

不
動
産
も
し
く
は
動
産
の
所
有
の
毀
損
、
奪
取
、
処
分
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
行
為
に
対
し
て
、
盗
ま
れ
た
物
を
持
っ
て
逃
げ
る
盗
犯
に
該
当
す
る

場
合
に
も
。
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3　

 

他
人
の
所
有
地
へ
侵
入
、
押
し
入
り
を
し
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
そ
の
他
の
許
さ
れ
ざ
る
方
法
で
入
り
込
も
う
と
す
る
者
に
対
し
て
。

　
　

そ
の
防
衛
に
よ
っ
て
生
じ
た
攻
撃
者
の
暴
行
や
殺
害
は
、
法
律
上
の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
、
不
可
罰
と
す
る
。

　
「
盗
ま
れ
た
物
を
持
っ
て
逃
げ
る
盗
犯
に
該
当
す
る
場
合
」
と
い
う
文
言
は
、
一
八
三
五
年
の
草
案
に
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
草
案
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、「
奪
取
」
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
の
場
合
に
、
盗
ま
れ
た
物
を
持
っ
て
逃
げ
る
盗
犯
に
該
当
す
る
場
合
も
含

ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
）
57
（
が
、
一
八
三
七
年
の
代
表
者
委
員
会
に
お
い
て
、「
暴
力
行
為
」（G

ew
altthätigen

）
に
窃
盗
の
場
合
は
含
ま
れ

な
い
と
さ
れ
、
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
差
し
迫
っ
た
」
攻
撃
に
つ
い
て
フ
フ
ナ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
が
現
在
（gegenw

ärtig

）
し
て
い
る
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
、

攻
撃
と
防
衛
が
同
時
に
存
在
す
る
必
要
は
な
く
、
攻
撃
が
推
測
さ
れ
る
が
逃
れ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
に
も
正
当
防
衛
が
可
能
だ
と

さ
れ
て
い
）
58
（
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
的
概
念
で
は
な
く
補
充
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
後
述
す
る

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
議
論
の
影
響
が
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
正
当
防
衛
に
補
充
性
を
要
求
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
後

ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
影
響
に
よ
り
、
補
充
性
は
要
求
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
と
な
）
59
（

る
。

㈡　

バ
ー
デ
ン

　

バ
ー
デ
ン
に
お
い
て
も
同
様
に
普
通
法
の
変
容
に
よ
り
、
新
た
な
統
一
的
刑
法
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
60
（
た
。
一
八
四
五
年

バ
ー
デ
ン
大
公
国
刑
法
典
八
四
条
は
正
当
防
衛
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　

開
始
さ
れ
た
、
も
し
く
は
ま
さ
に
切
迫
し
た
違
法
な
攻
撃
に
対
し
て
自
己
防
衛
の
た
め
に
私
力
か
ら
回
避
す
る
こ
と
は
、
迫
っ
た
危
険
を
そ
の
私
力

以
外
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
者
に
知
り
え
た
他
の
手
段
に
よ
っ
て
安
全
に
、
利
益
を
損
す
る
こ
と
な
し
に
は
避
け
ら
れ
え
な
い
と
い
う
要
件
の
下
で
、
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以
下
の
場
合
に
許
容
さ
れ
る
。

1　

す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
危
険
あ
る
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
も
し
く
は
名
誉
に
関
連
し
た
人
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
。

2　

財
産
状
態
の
毀
損
、
奪
取
、
阻
害
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
に
対
し
て
。

3　

他
人
の
所
有
地
へ
侵
入
、
押
し
入
り
を
し
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
そ
の
他
の
許
さ
れ
ざ
る
方
法
で
入
り
込
も
う
と
す
る
者
に
対
し
て
。

　

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
刑
法
典
に
見
ら
れ
た
法
律
上
の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
不
可
罰
と
す
る
と
い
う
文
言
は
、
八
五
条
に
分
け
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
刑
法
典
に
お
け
る
差
し
迫
っ
た
攻
撃
が
、
避
け
る
手
段
が
な
い
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
バ
ー
デ
ン
大
公
国
刑
法
典
で
は
、
一
八
三
六
年
及
び
一
八
三
九
年
の
草
案
か
ら
一
貫
し
て
、「
危
険
に
さ
ら
さ
れ

た
者
に
知
り
え
た
他
の
手
段
に
よ
っ
て
安
全
に
、
利
益
を
損
す
る
こ
と
な
し
に
は
避
け
ら
れ
え
な
い
」
と
補
充
性
要
件
が
別
個
に
規
定
さ

れ
た
上
で
、「
開
始
さ
れ
た
、
も
し
く
は
ま
さ
に
切
迫
し
た
違
法
な
攻
撃
（begonnene oder eben bevorstehende rechtsw

idrige 

Angriff

）」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
八
三
八
年
の
草
案
ま
で
は
、「
官
憲
の
救
助
を
恃
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
者
に
知
り
え
た
他
の
手
段
に
よ
っ
て
も
、
安
全
に
、
利
益
を
損
す
る
こ
と
な
し
に
は
避
け
ら
れ
え
な
い
」
と
官
憲
に
よ
る

救
助
に
つ
い
て
の
文
言
が
存
在
し
た
。
こ
の
文
言
は
、
草
案
が
提
出
さ
れ
た
議
会
の
審
議
の
中
で
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
は
、
裁
判
官
が
官
憲
の
救
助
に
つ
い
て
厳
格
に
適
用
し
す
ぎ
る
こ
と
で
、
正
当
防
衛
が
不
当
に
制
限
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、

官
憲
に
よ
る
救
助
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
者
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
補
充
性
概
念
へ
吸
収
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
）
61
（

る
。

㈢　

バ
イ
エ
ル
ン

　

バ
ー
デ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
正
当
防
衛
規
定
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン

王
国
刑
法
典
が
あ
っ
た
。
一
八
三
八
年
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
刑
法
典
の
も
と
と
な
っ
た
一
八
三
五
年
草
案
の
理
由
書
で
は
、
正
当
防
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衛
規
定
の
大
部
分
は
一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。
一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法

典
一
二
五
条
は
正
当
防
衛
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
）
63
（

る
。

　

回
避
す
る
た
め
に
官
憲
の
救
助
の
要
請
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
現
在
の
官
憲
の
救
助
が
不
十
分
で
あ
る
違
法
な
暴
力
行
為
、
お
よ
び
人
ま
た

は
物
に
対
す
る
犯
罪
的
攻
撃
に
対
し
て
、
何
び
と
も
、
自
己
自
身
お
よ
び
他
人
か
ら
、
私
力
（Privatgew

alt

）
に
よ
る
回
避
を
試
み
る
こ
と
が
許
さ

れ
、
且
つ
、
か
よ
う
な
適
法
な
防
禦
に
お
い
て
生
じ
た
強
制
、
損
害
、
ま
た
は
攻
撃
者
の
殺
人
は
、
そ
の
際
、
法
律
に
よ
る
限
界
か
ら
逸
脱
し
な
い
限

り
、
罰
せ
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
一
三
三
条
に
お
い
て
攻
撃
が
終
了
し
た
後
の
反
撃
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、「
攻
撃
が
終
了
し
、
か
つ
、
完

全
に
危
険
が
遠
ざ
け
ら
れ
た
の
ち
に
初
め
て
生
じ
た
違
法
な
攻
撃
者
の
侵
害
ま
た
は
死
亡
は
、
他
の
理
由
が
そ
の
行
為
を
許
さ
な
い
限
り
、

許
さ
れ
な
い
復
讐
と
し
て
、
故
意
に
よ
る
犯
罪
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　

バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
一
二
五
条
は
、「
回
避
す
る
た
め
に
官
憲
の
救
助
の
要
請
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
現
在
の
官
憲
の
救

助
が
不
十
分
」
な
場
合
に
正
当
防
衛
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
刑
法
典
や
バ
ー
デ
ン
の
刑
法
草
案
に

も
類
似
し
て
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
起
草
者
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
（Paul Johann Anselm

 von Feuerbach

）
の
正
当
防
衛
論
を
表
し
た
も
の
で
あ
）
64
（
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、「
い
か
な
る
権
利

で
あ
れ
、
そ
れ
が
強
制
的
権
利
を
基
礎
づ
け
る
、
そ
の
権
利
の
、
そ
れ
が
権
利
と
し
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
核
心
は
こ
の
こ
と
に
あ

る
。」
と
し
て
、
正
当
防
衛
を
強
制
状
況
に
お
け
る
権
利
と
し
て
理
解
す
）
65
（

る
。
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
権
利
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

そ
の
行
使
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
権
利
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、「
違
法
の
攻

撃
は
、
防
衛
権
を
基
礎
づ
け
、
そ
し
て
攻
撃
者
に
お
い
て
直
接
に
、
そ
の
権
利
の
侵
害
が
被
攻
撃
者
自
身
の
権
利
の
維
持
の
た
め
に
必
要
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不
可
欠
で
あ
る
範
囲
で
、
攻
撃
者
の
権
利
を
否
定
す
る
。」
と
い
う
こ
と
に
な
）
66
（
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
社
会
契
約
論

の
立
場
か
ら
、
こ
の
権
利
を
市
民
は
国
家
へ
委
譲
し
て
お
り
、
国
家
が
人
を
保
護
で
き
な
い
状
態
に
お
い
て
の
み
、
正
当
防
衛
が
許
容
さ

れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
正
当
防
衛
の
原
理
か
ら
、
個
別
の
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
①
攻
撃
の
違
法
性
、

②
攻
撃
の
現
在
性
、
③
行
為
者
自
ら
の
責
任
で
攻
撃
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
④
攻
撃
の
対
象
と
な
る
権
利
、
⑤
防
衛
の
必

要
性
、
⑥
補
充
性
を
挙
げ
て
い
）
67
（

た
。

　

ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
の
手
に
よ
る
一
八
〇
二
年
の
草
案
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
中
で
、
正
当
防
衛

の
時
間
的
制
約
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
一
八
六
条
は
、「
切
迫
し
た
大
き
な
危
険

（eine bevorstehende große G
efahr

）」
を
要
件
と
し
て
挙
げ
て
い
る
）
68
（
が
、
こ
の
切
迫
性
に
つ
い
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
侵
害
が
現
在

（gegenw
ärtig

）
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
侵
害
の
実
行
が
観
念
さ
れ
る
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
）
69
（

る
。
そ
し
て
、「
切

迫
」
し
た
段
階
で
正
当
防
衛
を
認
め
る
草
案
で
は
、
侵
害
の
実
行
に
至
る
ま
で
時
間
的
余
裕
の
あ
る
よ
う
な
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合
ま
で
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
の
草
案
を
誤
り
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
制
定
後
、
さ
ら
な
る
刑
法
改
正
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
中
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

自
身
が
改
訂
を
手
掛
け
た
一
八
二
四
年
の
草
案
で
は
、
一
八
一
三
年
刑
法
典
の
復
讐
と
攻
撃
の
終
了
に
関
す
る
一
三
三
条
を
削
除
し
、

「
現
在
の
危
険
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
）
70
（
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
一
八
二
四
年
草
案
の
「
現
在
の
危
険
」
と
い
う
表
現
と
ク
ラ
イ
ン

シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
に
お
け
る
「
切
迫
し
た
大
き
な
危
険
」
と
い
う
文
言
を
比
較
す
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
が
よ
り
明
確
に
な

る
。「
現
在
」
の
危
険
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
侵
害
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て

「
切
迫
」
し
た
危
険
と
は
、
よ
り
前
倒
し
さ
れ
た
、
攻
撃
が
開
始
さ
れ
る
前
段
階
を
中
心
に
据
え
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
は
、
反
撃
は
攻
撃
に
先
行
す
る
も
の
と
解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
お
そ
ら
く
、

そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
時
間
的
に
広
が
り
す
ぎ
る
の
を
限
定
す
る
機
序
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
攻
撃
と
反
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撃
の
同
時
性
を
固
持
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
関
与
し
て
い
な
い
一
八
二
二
年
の
草
案
や
そ
れ
を
踏
襲
し
た
一
八
二
七
年
、
一
八
三
一
年
の
草
案
で
は
、
時
間

的
制
約
に
関
す
る
文
言
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
一
八
二
二
年
草
案
七
七
条
の
正
当
防
衛
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
）
71
（
る
。

　

違
法
な
攻
撃
と
暴
力
行
為
に
対
す
る
私
力
に
よ
る
自
己
の
防
衛
は
、
官
憲
の
救
助
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
え
な
い
と
き
に
、
以
下
の
場
合
に
許
容
さ
れ

る
。

1 　

す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
危
険
あ
る
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
も
し
く
は
貞
潔
に
関
連
し
た
そ
の
者
へ
の
暴
力
行
為
に
対
し
て
。

2 　

不
動
産
も
し
く
は
動
産
の
所
有
の
毀
損
、
奪
取
、
処
分
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
行
為
に
対
し
て
。

3　

窃
盗
の
際
に
、
そ
の
不
正
を
気
付
か
れ
た
者
に
対
し
て
。

4　

他
人
の
所
有
地
へ
侵
入
、
押
し
入
り
を
し
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
そ
の
他
の
許
さ
れ
ざ
る
方
法
で
入
り
込
も
う
と
す
る
者
に
対
し
て
。

　

攻
撃
の
対
象
ご
と
に
場
合
分
け
し
て
規
定
す
る
と
い
う
法
文
の
構
造
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
や
バ
ー
デ
ン
の
立
法
に
も
採
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
一
八
五
四
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
に
お
け
る
重
罪
と
軽
罪
に
関
す
る
法
典
草
案
の
六
三
条
で
は
、「
既
に
開
始
さ
れ

た
、
ま
た
は
急
迫
し
た
違
法
の
、
そ
し
て
暴
力
行
為
に
よ
る
攻
撃
に
対
し
て
（gegen einen bereits begonnenen oder unm

ittelbar 

drohenden rechtsw
idrigen und gw

altthätigen Angriff

）」
許
容
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
）
72
（

た
。
草
案
理
由
書
で
は
、
新
た
に
付
与
さ
れ
た
時
間

的
制
約
に
つ
い
て
は
何
ら
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
）
73
（

が
、
こ
の
文
言
は
そ
の
後
の
一
八
六
〇
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
に
お
い
て
も
維
持
さ

れ
て
い
）
74
（
る
。
攻
撃
の
開
始
さ
れ
た
状
況
と
急
迫
し
た
状
況
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
結
局
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
見
解
と
異

な
り
、
よ
り
広
い
時
間
的
範
囲
で
正
当
防
衛
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
急
迫
の
攻
撃
を
ど
う
判
断
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
事
前
判
断
に
よ
る
べ
き
と
の
見
解
が
存
在
し
た
。
ヴ
ァ
イ
ス
は
、
裁
判
官
は
純
粋
に
客
観
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
者
の
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置
か
れ
た
状
況
な
ど
か
ら
、
行
為
者
が
攻
撃
が
急
迫
し
て
い
る
と
想
定
し
え
た
か
を
判
断
す
べ
き
だ
と
し
て
い
）
75
（
る
。

㈣　

プ
ロ
イ
セ
ン

　

現
行
刑
法
の
「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言
は
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
）
76
（

る
。
四
一
条
で
は

正
当
防
衛
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
所
為
が
正
当
防
衛
に
よ
り
許
容
さ
れ
た
と
き
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
は
存
在
し
な
い
。
正
当
防
衛
と
は
、
現
在
の
違
法
な
攻
撃
か
ら
自
己
ま
た
は

他
の
者
を
回
避
さ
せ
る
の
に
必
要
な
防
衛
で
あ
る
。
不
意
打
ち
、
恐
怖
、
ま
た
は
驚
愕
か
ら
の
み
に
よ
り
行
為
者
が
防
衛
の
限
界
を
超
え
た
と
き
、
同

様
に
正
当
防
衛
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
規
定
の
「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
か
ら
自
己
ま
た
は
他
の
者
を
回
避
さ
せ
る
の
に
必
要
な
防
衛
」
と
い
う
文
言
は
、
一
八
七
〇
年
の

北
ド
イ
ツ
連
邦
刑
法
典
に
引
き
継
が
れ
、
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
に
も
同
様
の
文
言
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、

プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
の
立
法
過
程
の
中
で
常
に
「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言
が
採
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
二
七
年

の
草
案
か
ら
一
八
四
三
年
の
草
案
ま
で
は
、「
明
白
な
脅
威
と
な
っ
た
攻
撃
お
よ
び
既
に
開
始
さ
れ
た
攻
撃
を
ま
さ
に
回
避
す
る
た
め
に

（ebensow
ohl zur Abw

endung eines unzw
eideutig angedrohten, als eines schon begonnen Angriffs

）」
認
め
ら
れ
る
と
規
定
し
て
い
た
）
77
（
が
、

こ
の
文
言
は
一
八
四
五
年
の
修
正
草
案
で
は
削
除
さ
れ
て
い
）
78
（

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
一
八
四
三
年
草
案
に
対
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
領
内

の
反
応
が
挙
げ
ら
れ
）
79
（
る
。
司
法
省
大
臣
が
新
た
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
代
わ
り
、
国
王
に
提
出
さ
れ
た
一
八
四
三
年
草
案
は
、
公
表
さ
れ
、
修

正
を
必
要
と
す
る
い
く
つ
か
の
点
に
つ
き
地
方
ラ
ン
ト
議
会
へ
検
討
が
も
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
批
判
が
草
案
に
寄
せ
ら
れ
、

見
直
さ
れ
た
結
果
提
案
さ
れ
た
の
が
一
八
四
五
年
修
正
草
案
で
あ
る
。
各
ラ
ン
ト
議
会
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
よ
れ
ば
、
正
当



正当防衛の時間的制約とドイツにおける歴史的沿革

155

防
衛
の
時
間
的
制
約
に
関
す
る
文
言
に
つ
い
て
は
、「
既
に
正
当
防
衛
と
い
う
概
念
が
、
そ
れ
自
体
急
迫
し
た
危
険
に
対
す
る
保
護
と
い

う
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
の
概
念
の
中
に
既
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
削
除
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
）
80
（

る
。
こ
の
よ
う
な
意

見
を
受
け
、
一
八
四
五
年
草
案
か
ら
一
八
四
八
年
の
草
案
ま
で
、
時
間
的
制
約
に
関
す
る
文
言
は
削
除
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
四
九
年
の
草
案
、
一
八
五
一
年
の
草
案
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
公
布
さ
れ
た
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
に
お
い
て
も
、

「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
文
言
は
、
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
ま
で
承
継
さ
れ

た
。

　

な
ぜ
再
び
時
間
的
範
囲
に
関
す
る
文
言
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
八
五
一
年
の
草

案
理
由
書
で
は
、「
違
法
な
攻
撃
が
急
迫
（unm

ittelbar drohende

）
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
）
81
（
る
。
当
時
の
先
行
的
に

正
当
防
衛
を
認
め
る
他
の
ラ
ン
ト
の
議
論
を
受
け
て
、
先
行
性
を
表
す
意
味
で
「
現
在
」
と
い
う
文
言
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
制
定
後
の
学
説
も
、
攻
撃
の
現
在
性
を
将
来
に
関
連
し
た
脅
威
を
除
く
と
い
う
意
味
で
理
解

し
て
お
り
、
即
座
に
発
生
す
る
危
険
に
よ
る
脅
威
の
場
合
に
は
攻
撃
は
現
在
し
て
い
る
と
し
て
い
）
82
（

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
プ
ロ

イ
セ
ン
刑
法
に
お
け
る
「
現
在
の
攻
撃
」
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
な
同
時
性
を
強
調
し
た
理
解
で
は
な
く
、
先
行
性
を
強
調
し

た
理
解
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
攻
撃
の
現
在
性
の
判
断
は
、「
正
当
防
衛
を
し
な
け
れ
ば
、
侵
害
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
者
の
合
理

的
な
確
信
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
し
て
、
事
前
判
断
に
よ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
83
（

る
。

㈤　

小　

括

　

以
上
の
各
ラ
ン
ト
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
当
時
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
に
関
し
て
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
各
ラ
ン
ト
の
立
法
で
採
用
さ
れ
た
文
言
は
「
切
迫
」
な
ど
攻
撃
に
先
行
す
る
状
況
を
規
定
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し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
よ
り
同
時
性
と
い
う
か
た
ち
で
正
当
防
衛
の
終
期
が
固
定
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
、
正
当

防
衛
は
攻
撃
に
先
行
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
い
う
理
解
が
浸
透
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
前
提
に
は
、
自
己
保
存
、

権
利
保
護
の
思
想
か
ら
攻
撃
に
先
ん
じ
て
防
衛
が
行
わ
れ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン

刑
法
典
は
「
現
在
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
草
案
理
由
書
に
お
い
て
も
、
学
説
に
お
い
て
も
先
行
性
を
表
す
も
の
と
し
て
解
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
当
時
、
多
く
の
学
説
は
正
当
防
衛
の
前
提
状
況
を
事
前
的
に
、
行
為
者
の
主
観
も
含
め
て
判
断
し
て
い
た
。
歴
史
的
に

は
、
一
九
世
紀
ま
で
は
正
当
防
衛
状
況
の
判
断
は
行
為
者
の
認
識
し
た
事
情
も
含
め
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

本
稿
の
ま
と
め

　

最
後
に
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
成
立
範
囲
に
つ
い
て
若
干
な
が
ら
考
察
を
行
う
。
ま

ず
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
は
被
攻
撃
者
の
自
己
保
存
と
い
う
側
面
か
ら
固
定
化
さ
れ
て
き
た
と
い
い
う
る
。
自
己
保
存
の
思
想
か
ら

復
讐
と
正
当
防
衛
を
区
別
す
る
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
議
論
が
継
受
に
よ
り
、
反
撃
と
攻
撃
の
同
時
性
の
概
念
を
作
り
出
し
、
そ
の
後
さ
ら

に
先
行
性
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
一
方
で
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ロ
ー
マ
法
時
代
や
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
平
穏
や
平
和
の
維

持
・
回
復
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
が
変
動
し
た
こ
と
に
も
触
れ
た
。
特
に
、
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法

に
お
い
て
攻
撃
者
側
の
平
和
破
壊
と
被
攻
撃
者
側
の
平
和
破
壊
が
問
題
と
さ
れ
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
が
定
め
ら
れ
た
点
は
、
自
己

保
存
型
の
時
間
的
範
囲
と
対
極
を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
正
当
防
衛
の
時
間
的
成
立
範
囲
に
関
す
る
議
論
は
、

歴
史
的
に
は
い
わ
ば
「
自
己
保
存
」
対
「
平
穏
・
平
和
侵
害
」
と
い
う
構
図
で
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ

こ
で
の
自
己
保
存
の
思
想
の
内
容
は
、「
咄
嗟
の
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
理
解
で
き
る
。
一
九
世
紀
ま
で
行
為
者
の
主
観
も
含
め
て
正
当
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防
衛
の
前
提
状
況
を
判
断
し
て
い
た
点
が
こ
れ
を
裏
付
け
る
証
左
と
な
り
え
よ
）
84
（
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
一
面
に
お
い
て
自
己
保
存
本
能

と
い
う
観
点
か
ら
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
「
攻
撃
」
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
き
た
と
評
価
で
き
）
85
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
自
己
保
存
と
い
う
側
面
か
ら
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
を
定
め
た
と
し
て
も
、
正
当
防
衛
の
終
期
は
復
讐
と
の
区
別
か
ら

明
ら
か
に
な
る
も
の
の
、
正
当
防
衛
の
始
期
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
一
九
世
紀
各
ラ
ン
ト

に
お
け
る
立
法
に
お
い
て
、
防
衛
の
攻
撃
に
対
す
る
先
行
性
を
表
す
文
言
が
採
用
さ
れ
る
一
方
で
、
ど
の
よ
う
な
限
定
が
可
能
か
議
論
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
に
対
し
て
「
攻
撃
は
開
始
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
批
判
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
右
の
問
題
点
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
が
目
指
し
た
の
は
構
成
要
件
の
明
確
化
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
正
当
防
衛
に
つ
い
て
も
「
行
為
」
に
引
き
付
け
て
時
間

的
成
立
範
囲
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
当
防
衛
の
始
期
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
限
定
す
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
施
行
後
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
平
成
二
七
年
度
「
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
1
）  

最
判
昭
和
二
四
年
八
月
一
八
日
刑
集
三
巻
九
号
一
四
六
五
頁
。

（
2
）  

ド
イ
ツ
刑
法
典
三
二
条
二
項
は
「
正
当
防
衛
と
は
、
現
在
の
違
法
な
攻
撃
か
ら
自
己
又
は
他
の
者
を
回
避
さ
せ
る
の
に
必
要
な
防
衛
で
あ

る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
訳
は
、
法
務
資
料
四
六
一
号
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
二
〇
〇
七
）
二
七
頁
に
よ
る
。

（
3
）  

正
当
防
衛
の
歴
史
的
検
討
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
、
村
井
敏
邦
「
正
当
防
衛
と
そ
の
過
剰
：
歴
史
的
考
察
」
一
橋
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究
八

巻
（
一
九
七
二
）
三
八
三
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
「
正
当
防
衛
と
正
当
化
の
原
理
」
同
『
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
』（
成
文
堂
・
一
九
八

〇
）
所
収
三
頁
以
下
、
津
田
重
憲
『
正
当
防
衛
の
研
究
』（
時
潮
社
・
一
九
八
五
）
一
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）  

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
、W

ilhelm
 Rein, D

as Crim
inalrecht der Röm

er, 1844, S. 138 ff.; Theodor M
om
m
sen, 

Röm
isches Strafrecht, 1899, S. 621 ff.
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（
5
）  Paul. D. 9. 2. 45. 4. 

加
え
て
、
生
命
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
盗
犯
を
殺
害
し
た
場
合
に
も
正
当
防
衛
と
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
翻
訳

と
し
て
、Karl Eduard O

tto/ Bruno Schilling/ Karl Friedrich Ferdinand Sintenis

（H
rsg.

）, D
as Corpus Iuris Cicilis

（Rom
ani

）, 2. 
Aufl., 1. Bd., 1984, S. 811.

（
6
）  U

lp. D. 43. 16. 9.
（
7
）  
津
田
・
前
掲
注
（
3
）
二
〇
頁
以
下
。

（
8
）  
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
六
頁
以
下
。

（
9
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
村
井
敏
邦
「
過
剰
防
衛
の
歴
史
的
展
開
（
一
）」
一
橋
論
叢
六
一
巻
六
号
（
一
九
六
九
）
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
10
）  

モ
ム
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
当
初
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
防
衛
の
み
が
許
容
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
治
安
の
悪
化
か
ら
強

盗
に
対
す
る
防
衛
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。M

om
m
sen

（
前
掲
注
（
4
））, S. 621.

（
11
）  C. 3. 27. 1.

（
12
）  C. 3. 27. 2.

（
13
）  

部
族
法
時
代
の
議
論
に
つ
い
て
は
、O
tto von Alberti, N

otw
ehr: heute und in den Volksrechten, 1898, S. 16 f.

（
14
）  

以
上
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
ハ
イ
ン
ツ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
〔
改

訂
版
〕』（
創
文
社
・
一
九
七
一
）
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
15
）  

平
和
喪
失
に
処
さ
れ
た
者
は
、
ジ
ッ
ペ
の
保
護
か
ら
排
除
さ
れ
、
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
と
も
に
、
共
同
体
構
成
員
に
よ
り
殺
害
可
能
と

な
り
、
殺
害
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
五
八
頁
以
下
。

（
16
）  Eberhard Schm
idt, Einführung in die G

eschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., 1965, S. 36

（
§24

）.

（
17
）  

明
石
三
郎
『
自
力
救
済
の
研
究
〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
七
八
）
九
三
頁
。

（
18
）  

法
文
の
訳
は
久
保
正
幡
『
サ
リ
カ
法
典
』（
創
文
社
・
一
九
七
七
）
一
〇
六
頁
に
よ
る
。

　
　
　
「
誰
か
が
牛
も
し
く
は
馬
ま
た
は
何
ら
か
の
動
物
を
盗
み
に
よ
り
て
失
ひ
、
し
か
し
て
そ
れ
を
追
跡
し
て
三
夜
以
内
に
追
い
著
き
た
る

（consequutus fuerit

）
場
合
、
そ
れ
を
引
き
連
れ
た
る
者
〔
現
所
持
者
〕
が
〔
そ
れ
を
ば
〕
買
得
も
し
く
は
換
得
せ
る
旨
主
張
し
ま
た
は
抗
辯

し
た
る
と
き
は
、
追
跡
者
は
自
己
の
物
を
第
三
の
手
〔
係
争
物
補
完
の
受
託
者
〕
の
ご
と
く
に
保
管
す
る
こ
と
を
誓
約
す
べ
し
（per tercia 
m
anu agranire debet

）。
し
か
る
に
、
自
己
の
物
を
捜
索
す
る
者
が
、
既
に
三
夜
経
過
の
後
に
、
そ
れ
を
發
見
し
た
る
場
合
、
そ
れ
が
自
分
の

許
に
て
發
見
せ
ら
れ
た
る
者
〔
現
所
持
者
〕
が
、
そ
れ
を
ば
買
得
も
し
く
は
換
得
せ
る
旨
主
張
し
た
る
と
き
は
、
彼
〔
現
所
持
者
〕
自
身
誓
約
す
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る
こ
と
を
得
べ
し
。
し
か
る
に
若
し
も
か
の
追
跡
者
が
そ
の
他
方
〔
相
手
方
〕
抗
辯
者
に
對
し
、
自
己
の
見
出
し
た
り
と
主
張
す
る
も
の
〔
目
的

物
〕
を
第
三
の
手
〔
係
争
物
補
完
者
〕
の
ご
と
く
に
保
管
す
る
こ
と
を
申
出
づ
る
こ
と
（offere per tertia m

anum

）
を
も
欲
せ
ず
、
ま
た
法

律
に
従
つ
て
日
没
ま
で
の
期
限
を
置
く
こ
と
を
も
な
さ
ず
し
て
（nec solem
 colocaverit

）、〔
目
的
物
を
〕
奪
取
せ
し
こ
と
立
證
せ
ら
れ
た
る

（tulisse convincitur

）
と
き
は
、
彼
は
千
二
百
デ
ナ
リ
ウ
ス
す
な
は
ち
三
〇
ソ
リ
ヅ
ス
責
あ
る
も
の
と
判
決
せ
ら
る
べ
し
。」

（
19
）  
久
保
正
幡
『
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
』（
創
文
社
・
一
九
七
七
）
一
三
九
頁
以
下
に
よ
る
と
、
法
文
は
以
下
の
と
お
り
（
法
文
に
付
さ
れ
た
注
の
引

用
は
省
略
、
以
下
同
）。

　
　
　
「
一　

 
何
人
か
が
自
分
の
動
物
を
追
跡
し
て
三
日
以
内
に
誰
か
の
家
又
は
何
處
か
の
場
所
に
て
そ
れ
を
發
見
し
た
る
場
合
に
は
、
彼
は
ア
ネ

フ
ァ
ン
ク
（Anefang

）
な
し
に
そ
れ
を
回
収
す
る
こ
と
（absque intaerciato revocare

）
を
得
べ
し
。

　
　
　

二　

 

然
る
に
そ
れ
（
動
物
）
が
家
の
内
に
あ
り
て
、
そ
の
家
の
所
有
者
が
彼
（
追
跡
者
）
に
家
宅
捜
索
を
拒
絶
し
た
る
場
合
に
は
、
彼
（
家
の

所
有
者
）
は
盗
人
と
看
做
さ
る
べ
し
。

　
　
　

三　

 

然
し
彼
（
追
跡
者
）
が
そ
こ
に
暴
力
を
以
て
侵
入
し
た
る
場
合
に
は
、
彼
は
三
倍
の
五
ソ
リ
ヅ
ス
罰
せ
ら
る
べ
く
、
又
は
六
人
と
共
に
宣

誓
す
べ
し
。」

（
20
）  

リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
第
七
七
章
、
訳
は
久
保
・
前
掲
注
（
19
）
一
九
八
頁
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
「
誰
か
（
甲
）
が
自
分
の
物
に
關
し
、
又
は
妻
に
關
し
、
又
は
女
子
（
娘
）
に
關
し
、
又
は
こ
れ
と
類
似
の
理
由
に
よ
り
、
他
人
（
乙
）
を
捕

へ
、
彼
を
縛
ら
む
と
欲
し
た
る
に
、
彼
を
縛
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
彼
は
彼
（
甲
）
の
手
よ
り
脱
し
、
而
し
て
彼
（
甲
）
が
彼
（
乙
）
を
殺
害
し

た
る
場
合
に
は
、
彼
（
甲
）
は
十
字
路
に
お
い
て
證
人
の
面
前
に
て
彼
（
乙
）
を
棺
臺
の
上
に
戴
す
べ
く
、
か
く
し
て
四
十
又
は
十
四
夜
の
間
看

守
す
べ
し
。
而
し
て
然
る
後
彼
（
甲
）
は
裁
判
官
の
面
前
神
聖
な
る
場
所
に
お
い
て
（in harao

）、
彼
は
彼
（
乙
）
を
ば
罪
の
た
め
生
命
を
失

へ
る
者
な
る
が
故
に
（de vita forfactum

）
殺
害
し
た
る
旨
を
、
共
誓
す
べ
し
。
然
る
に
彼
（
甲
）
が
こ
れ
を
遂
行
せ
ざ
り
し
場
合
に
は
、
彼

は
殺
人
の
責
あ
る
も
の
と
判
決
せ
ら
る
べ
し
。
又
若
し
彼
が
否
認
す
る
場
合
に
は
、
彼
は
法
定
數
（
の
宣
誓
補
助
者
）
と
共
に
、
彼
は
こ
れ
を
な

さ
ざ
り
し
旨
を
、
宣
誓
す
べ
し
。」

（
21
）  

塙
浩
「
ロ
タ
リ
王
法
典
邦
訳
」
同
『
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
部
族
法
典
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
）
所
収
四
七
頁
。
第
三
二
章
は
自
由
人
の
現
行
犯
に

関
す
る
規
定
で
あ
り
、
第
三
三
章
は
奴
隷
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
法
文
は
以
下
の
と
お
り
（
法
文
に
付
さ
れ
た
注
は
省
略
、
以
下
同
）。

　
　
　

第
三
二
章

　
　
　
「
自
由
人
に
つ
い
て
、
も
し
彼
が
夜
間
他
人
の
屋
敷
内
で
見
つ
け
ら
れ
、
し
か
し
て
両
手
を
縛
ら
れ
む
が
た
め
に
差
出
す
こ
と
な
し
に
殺
害
せ
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ら
れ
た
る
と
き
は
、
親
族
達
に
よ
り
て
〔
賠
償
金
は
〕
訴
求
せ
ら
れ
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
し
彼
が
自
ら
を
縛
ら
む
が
た
め
に
両
手
を
差
出
し
そ

し
て
縛
ら
れ
た
る
と
き
は
、
彼
は
自
ら
の
た
め
に
八
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
ふ
べ
し
。
何
故
な
ら
ば
人
が
夜
間
他
人
の
屋
敷
内
へ
黙
り
て
又
は
密

か
に
侵
入
す
る
如
き
は
理
に
合
は
ず
し
て
、
も
し
何
で
あ
れ
所
用
あ
る
と
き
は
、
彼
は
入
る
に
先
立
ち
て
〔
家
人
を
〕
呼
び
立
つ
べ
き
な
れ
ば
な

り
。」

　
　
　

第
三
三
章

　
　
　
「
も
し
奴
隷
が
他
人
の
屋
敷
内
で
見
付
け
ら
れ
、
し
か
し
て
両
手
を
差
出
す
こ
と
を
せ
ず
し
て
殺
害
さ
れ
た
る
と
き
は
、〔
彼
の
〕
主
人
に
よ
り

て
〔
賠
償
金
は
〕
訴
求
さ
れ
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
し
彼
が
両
手
を
差
出
し
て
縛
ら
れ
た
る
と
き
は
、
彼
は
四
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
以
て
自
ら
を
解

き
放
つ
べ
し
。」

（
22
）  

塙
・
前
掲
注
（
21
）
四
八
頁
（
註
（
1
）
ａ
）。

（
23
）  

世
良
晃
志
郎
『
バ
イ
エ
ル
ン
部
族
法
典
〔
復
刊
〕』（
創
文
社
・
一
九
七
七
）
二
五
八
頁
。

（
24
）  

規
定
は
以
下
の
と
お
り
。
訳
は
世
良
・
前
掲
注
（
23
）
二
四
三
頁
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
「
も
し
誰
か
が
他
人
の
自
由
人
た
る
妻
と
同
衾
し
た
る
と
き
は
、
彼
女
の
夫
に
對
し
、
自
己
の
人
命
金
す
な
は
ち
百
六
十
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
も
つ

て
賠
償
す
べ
し
。

　
　
　

し
か
し
て
も
し
彼
が
寝
臺
の
上
で
彼
女
と
共
に
殺
害
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
彼
女
の
夫
に
支
拂
ふ
べ
か
り
し
人
命
金
の
故
に
、
彼
は
何
ら
の
救

濟
を
も
受
く
る
こ
と
な
く
自
己
の
犯
行
の
ま
ま
〔
殺
さ
れ
て
〕
横
は
る
べ
し
（in suo scelere iaceat sine vindica

）。

　
　
　

し
か
し
て
も
し
彼
が
寝
臺
に
一
歩
踏
み
入
れ
た
る
に
、
女
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
そ
れ
以
上
何
事
を
も
な
さ
ざ
り
し
と
き
は
、
十
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を

も
つ
て
賠
償
す
べ
し
。
け
だ
し
彼
は
不
正
に
他
人
夫
婦
の
寝
臺
（thorus

）
に
踏
み
入
り
し
が
故
な
り
。」

（
25
）  

世
良
・
前
掲
注
（
23
）
二
五
〇
頁
以
下
（
註
四
）。

（
26
）  

ロ
タ
リ
王
法
典
第
三
二
章
の
「
人
が
夜
間
他
人
の
屋
敷
内
へ
黙
り
て
又
は
密
か
に
侵
入
す
る
如
き
は
理
に
合
は
ず
し
て
」
と
い
う
文
言
も
、
こ

の
平
和
破
壊
の
程
度
と
い
う
意
味
で
理
解
で
き
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
五
八
頁
以
下
で
は
、
夜
間
の

重
窃
盗
や
強
姦
は
は
不
名
誉
な
心
情
の
発
露
た
る
行
為
と
し
て
平
和
喪
失
に
科
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）  

第
三
三
〇
章
で
あ
る
。
訳
は
塙
・
前
掲
注
（
21
）
二
四
一
頁
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
「
も
し
誰
か
が
、
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
他
人
の
犬
を
殺
害
し
た
る
、
即
ち
剣
又
は
細
棒
（uirga

）
又
は
〔
其
他
〕
何
で
あ
れ
武
器
を
手

に
も
ち
て
〔
殺
害
し
た
る
〕
と
き
は
、
そ
の
細
棒
自
体
が
中
位
の
大
き
さ
の
（m

ediocris

）
剣
程
の
も
の
た
る
こ
と
が
明
か
な
る
限
り
、〔
賠
償
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は
〕
彼
に
求
め
ら
れ
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
し
彼
が
そ
れ
自
体
の
後
を
追
ひ
て
そ
れ
を
殺
害
し
た
る
と
き
は
、
同
様
〔
の
も
の
〕
を
以
て

（ferquido

）（
即
ち
同
じ
き
〔
も
の
〕
を
（sim

ilem

））
返
却
す
べ
し
。」

（
28
）  

津
田
・
前
掲
注
（
3
）
五
〇
頁
。

（
29
）  
当
時
の
復
讐
の
制
限
が
行
わ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
崩
壊
に
よ
り
無
政
府
状
態
が
続
き
、
自
力
救
済
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
明
石
・
前
掲
注
（
17
）
一
〇
三
頁
以
下
。

（
30
）  E. Schm

idt

（
前
掲
注
（
16
））S. 51 ff.

（
31
）  

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
四
二
三
頁
。

（
32
）  

法
文
は
以
下
の
と
お
り
。
訳
は
久
保
正
幡
＝
石
川
武
＝
直
居
淳
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』（
創
文
社
・
一
九
七
七
）
一
五
四

頁
以
下
に
よ
る
（
法
文
に
付
さ
れ
た
注
は
省
略
、
以
下
同
）。

　
　
　
「
或
る
人
が
緊
急
や
む
を
え
な
い
事
由
に
よ
り
（
正
当
防
衛
の
た
め
に
）（dorch not

）
他
人
を
打
っ
て
死
に
致
ら
し
め
た
場
合
、
彼
が
彼

（
自
身
）
の
生
命
を
危
惧
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
（
他
人
）
を
裁
判
所
の
前
に
連
れ
出
し
て
彼
（
他
人
）
を
裁
判
に
か
け
る
た
め
に
彼
（
他
人
）

の
そ
ば
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
敢
え
て
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
死
者
（
他
人
）
を
伴
わ
ず
に
裁
判
所
の
前
に
出
頭
し
、
人
か
ら
訴
え
ら
れ
る
以
前
に
、

そ
れ
（
正
当
防
衛
に
よ
る
殺
人
）
を
告
白
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
き
彼
が
法
に
従
い
（
彼
の
法
的
義
務
の
履
行
を
）
申
し
出
る
な
ら
ば
、
人
は

【〈
そ
れ
ゆ
え
に
〉】
判
決
に
よ
っ
て
彼
か
ら
彼
の
首
を
奪
う
べ
き
で
は
な
い
。
彼
に
対
し
、
裁
判
官
に
は
彼
（
裁
判
官
）
に
通
常
支
払
わ
れ
る
罰

金
の
最
高
額
の
そ
れ
を
、
そ
し
て
（
死
者
の
）
親
族
に
は
彼
等
の
（
取
得
す
べ
き
）
人
命
金
を
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
よ
う
、
判
決
す
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
等
（
親
族
）
は
、
彼
等
の
人
命
金
を
受
領
す
る
よ
う
、
最
近
の
裁
判
集
会
に
、
そ
し
て
第
二
、
第
三
の
（
そ
れ
）
に
召
喚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
等
が
そ
の
と
き
出
頭
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
、
彼
等
が
訴
を
も
っ
て
そ
れ
を
彼
か
ら
取
得
す
る
ま
で
〈
の
期
間
〉、
占
有
（dar m

ede 
besitten

）
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
に
平
和
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
者
に
つ
い
て
は
〈
そ
の
よ
う
に
〉、
い
か
な
る
人
も
彼
か
ら

彼
の
首
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
だ
し
彼
は
、
訴
え
ら
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
に
つ
き
み
ず
か
ら
法
に
従
い
（
彼
の
法
的
義
務
の
履
行

を
）
申
し
出
た
の
で
あ
る
か
ら
。」

（
33
）  

訳
は
久
保
＝
石
川
＝
直
居
・
前
掲
注
（
32
）
二
二
三
頁
以
下
に
よ
る
。

（
34
）  O

tto Posse, D
ie N
otw
ehr im

 Sachsenspiegel, 1937, S. 10 （Fn. 3
）.

（
35
）  Posse

（
前
掲
注
（
34
））, S. 13.

（
36
）  E. Schm

idt

（
前
掲
注
（
16
））, S. 75

（
§62

）.; Rudolf H
is, G

eschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina, 1928, S. 37. 
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ヒ
ス
に
よ
れ
ば
、
中
央
権
力
と
個
人
の
ど
ち
ら
に
贖
罪
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
地
域
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
が
、
ザ
ク
セ
ン
地
方
に
お
い
て

は
一
七
世
紀
ま
で
こ
の
慣
習
は
続
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）  

こ
れ
に
対
し
て
、
贖
罪
金
の
支
払
い
義
務
が
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
と
し
て
、Siegm

und Keller, D
er Bew

eis der N
otw
ehr, 1904, S. 6 f.

（
38
）  
ロ
タ
リ
王
法
典
の
よ
う
に
部
族
法
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
て
反
撃
の
時
間
的
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
平
和
破
壊
の
観
点
か
ら
非
常
に
広
い
時
間
的
範
囲
で
反
撃
が
可
能
と
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
起
草
者
で
あ
る
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
（Eike von Repgow

）
が
教
会
法
の
継
受
を
拒
否
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

と
思
わ
れ
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
四
一
六
頁
参
照
。

（
39
）  

村
井
・
前
掲
注
（
3
）
四
〇
三
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
頁
も
参
照
。

（
40
）  Robert von H

ippel, D
eutsches Strafrecht, 1. Bd., 1925, S. 146 f.

（
41
）  

村
井
・
前
掲
注
（
3
）
四
一
九
頁
（
註
五
、
六
）。
法
文
は
以
下
の
と
お
り
。
訳
は
田
中
周
友
＝
上
山
安
敏
＝
岩
田
健
二
＝
石
部
雅
亮

「Schw
abenspiegel

邦
訳
（
三
）」
法
と
政
治
九
巻
二
号
（
一
九
五
八
）
二
二
一
頁
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
「
そ
し
て
あ
る
人
が
、
夜
で
あ
ろ
う
と
昼
で
あ
ろ
う
と
他
人
の
許
へ
行
き
、
一
方
が
他
方
を
襲
い
、
そ
し
て
そ
こ
に
た
ま
た
ま
誰
も
居
合
せ
ず
、

ま
た
誰
も
見
な
い
と
き
、
他
方
は
逃
げ
得
る
だ
け
、
後
に
逃
げ
た
。
そ
し
て
何
と
か
し
て
彼
か
ら
逃
れ
ん
と
欲
し
た
。
彼
（
一
方
）
が
彼
を
打
つ
。

彼
は
彼
に
対
し
て
已
む
を
得
ず
し
て
、
彼
を
逆
に
打
返
し
て
、
防
衛
す
る
。
彼
は
彼
を
正
当
防
衛
で
殺
す
。
さ
て
我
々
は
以
下
に
彼
が
正
当
防
衛

を
誓
約
に
よ
り
立
証
す
べ
き
か
を
尋
ね
よ
う
。

　
　
　

我
々
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
彼
は
即
座
に
出
来
る
だ
け
早
く
裁
判
官
の
許
に
行
き
、
身
を
以
て
裁
判
官
の
支
配
に
服
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も

彼
に
彼
の
剣
を
法
廷
で
渡
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
は
法
廷
の
弁
明
を
彼
に
許
す
べ
き
で
あ
る
。
誰
か
が
彼
を
訴
え
る
と
裁
判
官
は
法
廷

に
彼
を
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
は
死
者
を
運
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
代
理
人
を
通
じ
て
彼
を
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
を
殺
し
た
者

は
、
彼
が
逃
げ
ら
れ
る
だ
け
、
三
歩
乃
至
そ
れ
以
上
彼
が
彼
か
ら
後
づ
さ
つ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
彼
か
ら
逃
げ
得
な
い
程
突
然
に

彼
を
打
つ
た
か
、
或
は
そ
れ
が
彼
が
逃
げ
得
な
い
場
所
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
最
初
彼
が
そ
こ
で
身
を
防
い
だ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
彼
が
な
し
た
の
は
彼
が
彼
の
体
の
正
当
防
衛
で
な
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
聖
物
に
か
け
て
宣
誓
す
る
こ
と
を
命
ず
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
死
者
が
彼
の
父
系
の
新
属
を
持
ち
、
彼
が
彼
と
決
闘
す
る
こ
と
を
欲
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
彼
は
彼
に
対
し
て
拒
否
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

但
し
彼
が
そ
の
同
一
身
分
者
で
な
い
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
そ
し
て
死
者
が
誰
も
有
し
な
い
と
き
は
、
彼
は
免
れ
た
人
で
あ
る
。」

（
42
）  Rudolf H

is, D
as Strafrecht des deutschen M

ittelalters, 1. Teil, 1920, S. 198. 

ヒ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
多
く
は
、
攻
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撃
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
な
い
し
は
負
傷
し
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。V
gl., H

is

（
前
掲
注
（
36
））, S. 36.

（
43
）  Posse

（
前
掲
注
（
34
））, S. 14.

（
44
）  

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・
世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
四
五
〇
頁
。

（
45
）  H

ippel

（
前
掲
注
（
40
））, S. 201

（Fn. 6

）.
（
46
）  
バ
ン
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
令
は
バ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
司
教
区
裁
判
所
の
首
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
シ
ュ
バ
ル

ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
手
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
と
ド
イ
ツ
法
の
統
合
が
実
現
さ
れ
た
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
・

世
良
訳
・
前
掲
注
（
14
）
四
五
一
頁
。

（
47
）  

塙
浩
「
バ
ン
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
令
（
バ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
）」
同
『
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
刑
事
法
史
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
）
所
収
二
九
二
頁

以
下
参
照
。

（
48
）  

訳
は
、
塙
浩
「
カ
ル
ル
五
世
刑
事
裁
判
令
（
カ
ロ
リ
ナ
）」
同
『
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
刑
事
法
史
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
）
所
収
二
〇
三
頁
に

よ
る
。
傍
線
は
筆
者
。

（
49
）  H

ippel

（
前
掲
注
（
40
））, S. 202 f.

（
50
）  

塙
・
前
掲
注
（
48
）
二
〇
四
頁
、
前
掲
注
（
47
）
二
九
三
頁
。

（
51
）  

普
通
法
時
代
の
議
論
に
つ
い
て
は
、Friedrich Schaffstein, D

ie allgem
einen Lehren vom

 Verbrechen in ihrer Entw
icklung durch 

die w
issenschaft des gem

einen strafrechts, 1930, S. 73.

（
52
）  Schaffstein

（
前
掲
注
（
51
））, S. 73. 

村
井
・
前
掲
注
（
3
）
四
一
四
頁
も
参
照
。

（
53
）  Schaffstein

（
前
掲
注
（
51
））, S. 73.

（
54
）  

こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
時
代
に
不
完
全
で
あ
っ
た
正
当
防
衛
と
復
讐
と
の
分
化
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
中
央
権
力
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
原

因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
明
石
・
前
掲
注
（
17
）
一
〇
四
頁
参
照
。

（
55
）  

本
文
に
掲
げ
た
各
ラ
ン
ト
の
正
当
防
衛
規
定
の
原
文
に
つ
い
て
は
、M

elcher Stenglein, Sam
m
lung der deutschen Strafgesetzbücher, 

1857 -1858. 

を
参
照
し
た
。
ま
た
、
傍
線
は
筆
者
。

（
56
）  

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、Stenglein

（
前
掲
注
（
55
））, 1. Bd., IV. W

ürttem
berg., Einleitung, S. 3 f.

（
57
）  M

otive zu dem
 Entw

urfe eines Straf-gesetz-Buches fur das Königreich W
ürttem

berg 1835, 1836, S. 56.

（
58
）  Carl Friedrich von H

ufnagel, Com
m
entar über dau Strafgesetzbuch für das Königreich W

ürttem
berg, 1. Band, 1840, S. 219.
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（
59
）  

曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
四
〇
頁
以
下
。

（
60
）  

バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、Stenglein

（
前
掲
注
（
55
））, 2. Bd., V

III. Baden., Einleitung, S. 3 f.
（
61
）  W

ilhelm
 Thilo, Strafgesetzbuch für das G

rossherzogthum
 Baden m

it den M
otiven der regierung und den Resultaten der 

Standerverhandlungen im
 Zusam

m
enhange dargestellt, 1845, S. 121.

（
62
）  Entw

urf des Straf-G
esetz-Buches für das Königreich W

ürttem
berg m

it M
otiven, II. M

otive zu dem
 Entw

urfe des Straf-
G
esetz-Buches für das Königreich W

ürttem
berg, 1836, S. 95.

（
63
）  

訳
に
つ
い
て
は
、
中
川
祐
夫
「
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
（
Ⅰ
）」
龍
谷
法
学
二
巻
二
・
三
・
四
号
（
一
九
七
〇
）
二
五
五
頁
以
下

参
照
。

（
64
）  

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
正
当
防
衛
論
に
つ
い
て
は
、Robert H

aas, N
otw
ehr und N

othilfe, 1978, S. 105 ff.; M
ichael Paw

lik, D
ie 

A
ufhebung der Strafbarkeit, in; A

rnd Koch/ M
ichael Kubiciel/ M

artin Löhnig/ M
ichael Paw

lik

（H
rsg.

）, Feuerbachs 
Bayerisches Strafgesetzbuch, 2014, S. 304 ff.

（
65
）  Paul Johann Anselm

 von Feuerbach, Kritik des natürlichen Rechts, 1796, S. 52.

（
66
）  Paul Johann Anselm

 von Feuerbach, Lehrbuch es gem
einen in D

eutschland gültigen Peinlichen Rechts, 14. Aufl., 1847, 

§36

（S. 62 f

）.

（
67
）  Feuerbach

（
前
掲
注
（
66
））, 

§38 （S. 65 f.
）.

（
68
）  

一
八
六
条
の
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
適
法
な
正
当
防
衛
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
以
下
の
要
請
が
同
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
１
不
適
法
な
攻
撃
、
２

切
迫
し
た
大
き
な
危
険
、
そ
し
て
３
他
者
の
損
害
以
外
に
は
避
け
ら
れ
え
な
い
こ
と
」

　
　
　

ま
た
、
切
迫
し
た
危
険
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
九
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
人
に
彼
の
生
命
も
し
く
は
自
由
が
回
復
不
可
能
な
方
法
で
失
わ
れ
る
、
ま
た
は
身
体
を
負
傷
す
る
、
現
今
の
明
白
な
危
険

（augenblickliche offenbare G
efahr

）
が
切
迫
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
女
性
に
貞
潔
を
失
う
危
険
が
迫
っ
て
く
る
と
き
に
の
み
正
当
防
衛

は
許
容
さ
れ
る
。」

（
69
）  Paul Johann Anselm

 von Feuerbach, Kritik des Kleinschrodischen Entw
urfs zu einem

 peinlichen G
esetzbuche für die chur-

pfalz-Bayerischen Staaten, 1804, in; W
erner Schm

id （neu H
rsg.

）, 1988, S. 257.
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（
70
）  

ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
著
・
山
中
敬
一
訳
「
付
録
一
八
二
四
年
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
刑
法
草
案
正
文
」
同
『
一
八
二
四
年
バ
イ
エ
ル
ン

王
国
刑
法
典
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
草
案
』
所
収
（
関
西
大
学
出
版
部
・
一
九
八
〇
）
四
三
頁
に
よ
る
と
、
各
則
第
三
部
第
一
四
条
の
正
当
防
衛
の

要
件
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
官
憲
の
救
護
を
要
請
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
は
既
存
の
官
憲
の
救
護
で
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
な
他
人

の
犯
罪
的
攻
撃
に
よ
っ
て
、
殺
さ
れ
、
身
体
を
損
傷
さ
れ
、
そ
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
も
し
く
は
姦
淫
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
財
産
に
、

お
そ
ら
く
回
復
し
え
な
い
損
失
を
被
む
る
よ
う
な
、
現
在
の
危
険
に
身
を
さ
ら
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
を
私
的
暴
力
に
よ
っ
て
防
衛
す

る
権
利
を
有
し
、
ま
た
そ
の
者
が
そ
の
よ
う
な
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
攻
撃
者
を
殺
し
、
ま
た
は
そ
の
他
そ
の
者
を
傷
つ
け
た
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
刑

の
責
を
免
れ
る
。
但
し
、
そ
の
者
が
許
さ
れ
た
限
界
を
越
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。」

（
71
）  Entw

urf des Strafgesetzbuch, 1822, N
eu herausgegeben von W

erner Schm
id, 1988, S. 40 f.

（
72
）  Entw

urf des G
esetzbuch über verbrechen und Vergehen für Königreich Bayern m

it M
otiven 1854, S. 30.

（
73
）  Entw

urf des G
esetzbuches über Verbrechen und Vergehen für das Künigreich Bayern m

it M
otiven, M

otive zu dem
 Entw

urfe 
des G

esetzbuches über Verbrechen und Vergehen, 1854, S. 255 ff.

（
74
）  Eines Strafgesetzbuches fur das Königreich Bayern, 1860, N

eu herausgegeben von W
erner Schm

id, 1989 S. 42 f. 

七
四
条
に

規
定
さ
れ
た
正
当
防
衛
規
定
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
自
己
ま
た
は
他
人
を
、
人
、
占
有
も
し
く
は
所
有
権
へ
の
既
に
開
始
さ
れ
た
、
ま
た
は
急
迫
し
た
違
法
の
、
そ
し
て
暴
力
行
為
に
よ
る
攻
撃

に
対
し
て
、
ま
た
は
住
居
も
し
く
は
所
有
地
へ
の
不
法
な
侵
入
に
対
し
て
、
保
護
す
る
た
め
に
、
攻
撃
者
も
し
く
は
侵
入
者
を
殺
害
、
も
し
く
は

傷
害
し
た
、
ま
た
は
そ
も
そ
も
刑
罰
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
際
に
防
衛
の
限
界
を
有
責
に
越
え
な
か
っ
た
限
り
で
、

刑
罰
を
免
れ
る
。

　
　
　

同
様
の
こ
と
は
、
不
法
に
侵
入
し
た
者
を
そ
の
場
で
追
い
返
す
者
、
ま
た
は
行
為
の
現
場
で
、
も
し
く
は
逃
避
中
の
強
盗
、
窃
盗
、
も
し
く
は

そ
の
他
の
攻
撃
者
か
ら
不
法
に
侵
奪
さ
れ
た
動
産
の
占
有
を
再
び
得
よ
う
と
す
る
者
に
妥
当
す
る
。

　
　
　

防
衛
の
限
界
の
過
剰
は
、
行
為
者
が
狼
狽
、
動
転
、
恐
怖
ま
た
は
驚
愕
の
み
か
ら
、
過
剰
を
開
始
し
た
と
き
に
は
、
有
責
だ
と
見
做
さ
れ
え
な

い
。」

（
75
）  Ludw

ig W
eis, D

as Strafgesetzbuch für dan Königreich Bayern sam
m
t G
esetz vom

 10. N
ovem

ber 1861, 1. Band, 1863, S. 
206 f.
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（
76
）  

既
に
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
第
二
編
第
二
〇
章
第
九
節
五
一
七
条
で
は
正
当
防
衛
に
つ
い
て
、「
何
人
も
自
己
、
自

己
の
家
族
、
ま
た
は
同
胞
に
対
す
る
不
法
な
損
害
の
恐
れ
の
あ
る
危
険
（drohende G

efahr

）
を
事
案
に
相
当
す
る
救
済
手
段
に
よ
っ
て
回
避

す
る
権
能
を
有
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
た
。

（
77
）  
一
八
四
八
年
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
立
法
資
料
に
つ
い
て
は
、W

erner Schubert/ Jürgen Regge 

（H
rsg.

）, G
esetzrevision 

（1825 -1848

）, 
I. Abteilung Straf-und Strafprozessrecht, Bd. 1 -6, 1981 -1996

（
以
下
で
は
、「G

esetzrevision

」
と
引
用
）.

例
え
ば
、
一
八
二
七
年
草

案
一
二
二
条
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
（G

esetzrevision, 1. Bd., S. 17.

参
照
）。

　
　
　
「
正
当
防
衛
は
明
白
な
脅
威
と
な
っ
た
攻
撃
お
よ
び
既
に
開
始
さ
れ
た
攻
撃
を
ま
さ
に
回
避
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
既
に
失
っ
た
占
有
を
自
ら

再
び
獲
得
す
る
た
め
に
、
本
条
に
お
い
て
も
官
憲
の
救
助
が
遅
延
し
て
し
ま
う
蓋
然
性
が
あ
る
と
き
に
、
行
わ
れ
る
。」

（
78
）  G

esetzrevision
（
前
掲
注
（
77
））, 6. Bd., 1. Teil, S. 12.

六
三
条
の
正
当
防
衛
規
定
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
「
そ
れ
自
体
刑
罰
が
科
さ
れ
う
る
行
為
が
、
人
体
も
し
く
は
財
産
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
攻
撃
か
ら
被
攻
撃
者
自
身
ま
た
は
他
の
者
を
回
避
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
が
正
当
な
緊
急
防
衛
と
し
て
行
わ
れ
、
防
衛
の
目
的
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
限
り
で
、

不
可
罰
な
も
の
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

同
様
の
こ
と
は
、
そ
の
所
為
の
場
で
現
認
さ
れ
た
犯
罪
者
を
逮
捕
す
る
た
め
に
、
ま
た
は
他
人
の
土
地
に
暴
力
を
も
っ
て
入
り
来
る
者
、
も
し

く
は
そ
の
土
地
の
所
有
者
の
意
思
に
反
し
て
と
ど
ま
る
者
を
追
い
払
う
た
め
に
行
わ
れ
た
行
為
に
も
妥
当
す
る
。」

（
79
）  

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
岡
本
勝
『
ド
イ
ツ
近
代
刑
法
史
―
特
に
19
世
紀
前
葉
の
刑
法
理
論
及
び
刑
事
立
法
の
現
代
的

意
義
―
』（
一
九
九
六
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
80
）  Revision des Entw

urfs des Strafgesetzbuchs von 1843, erster Band, Zum
 ersten Theil des Entw

urfs, in; G
esetzrevision

（
前

掲
注
（
77
））, S. 200.

（
81
）  M

otive zum
 Entw

urf des Strafgesetzbuchs für die preußischen Staaten, 1851, S. 18.

（
82
）  Friedlich Christian O

ppenhof, D
as Strafgesetzbuch für die preißischen Staaten, 5. Aufl., 1867, S. 108.

（
83
）  G
eorg Beseler, Kom

m
entar über das Strafgesetzbuchs für die preußischen Staaten, 1851, S. 188.

（
84
）  

津
田
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
七
頁
以
下
で
は
、
前
掲
注
（
83
）
の
ベ
ー
ゼ
ラ
ー
の
言
明
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
よ
る
正
当
防
衛
権
拡
大
の
例
の
一

つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
全
体
と
し
て
は
伝
統
的
な
固
定
さ
れ
た
判
断
手
法
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
85
）  

行
為
者
の
主
観
も
含
め
た
正
当
防
衛
状
況
の
判
断
と
自
己
保
存
本
能
に
つ
い
て
は
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
七
頁
も
参
照
。
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山
田
　
雄
大
（
や
ま
だ　

ゆ
う
だ
い
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域　
　

刑
法

主
要
著
作　
　

 「
刑
法
三
六
条
に
お
け
る
侵
害
の
始
期
と
時
間
的
切
迫
性
に
つ
い
て
」『
法
学
政
治
学

論
究
』
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
四
年
）


