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一
　
問
題
の
所
在

　
本
稿
で
は
、
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
判
断
要
素
と
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
ど
の
よ
う
な
根

拠
か
ら
急
迫
不
正
の
侵
害
の
開
始
を
判
断
す
る
際
に
重
要
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
議
論
を
確
認
・
検
討
す
る
。

わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
一
般
に
、
急
迫
不
正
の
侵
害
が
開
始
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は
、
侵
害
者
の
行
為
が
未
遂
と
し
て
評
価
さ
れ

る
段
階
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
と
さ
れ（
1
）る。

ま
た
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
急
迫
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、
客
観
的
な
態
勢
、
侵
害
意
図

と
い
っ
た
事
情
に
着
目
さ
れ
て
い（
2
）る。
も
っ
と
も
、
未
遂
時
期
ま
で
待
つ
必
要
が
な
い
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
て
急
迫
の

侵
害
が
肯
定
さ
れ
る
の
か
、「
侵
害
へ
向
か
う
客
観
的
な
攻
撃
態
勢
」
や
「
侵
害
意
図
」
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
ど
の
程
度
要
求
さ
れ
る

の
か
に
つ
い
て
、
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
た
め
本
稿
で
は
、
わ
が
国
と
似
た
正
当
防
衛
規
定
を
持
つ
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
判
断
要
素
と

根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
に
立
ち
入
り
、
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
も
参
考
と
な
る
部
分
が
な
い
か
探
り
た
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
典
三
二
条
二
項

は
、
現
在
の
違
法
な
攻
撃
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
認
め
て
い
る（
3
）が、
い
つ
初
め
て
攻
撃
の
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ

の
学
説
で
は
、
対
抗
の
先
延
ば
し
が
防
衛
効
果
の
減
退
に
つ
な
が
る
時
点
で
正
当
防
衛
を
肯
定
す
る
防
衛
効
果
説
、
未
遂
時
期
ま
で
対
抗

を
待
つ
必
要
は
な
い
と
す
る
予
備
最
終
段
階
説
、
未
遂
犯
規
定
を
参
照
し
未
遂
時
期
と
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
未
遂
説

が
存
在
し
て
い（
4
）る。

本
稿
で
は
ま
ず
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
に
お
い
て
「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言
が
採
用
さ
れ
た
後
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
判
例
の
動
向
と
、
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
学
説
の
議
論
を
確
認
す
る
（
二
）。

　
次
に
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
が
定
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
基
礎
付
け
の
問
題
に
つ
い
て
も
議
論
が
見
ら
れ
る

た
め
、
章
を
あ
ら
た
め
て
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
の
根
拠
論
に
つ
い
て
参
照
す
る
（
三
）。
そ
し
て
最
後
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
正
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当
防
衛
の
開
始
時
期
の
議
論
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
確
認
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
議
論
を
総
括
し
、
わ
が
国
に
お
い

て
急
迫
性
を
判
断
す
る
際
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
（
四
）。

二
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
判
例
と
学
説

㈠
　
戦
前
の
判
例
・
学
説

1　

判
例

　
戦
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
判
示
を
し
た
も
の
と
し
て
、
密
猟
者
に
対
す
る
銃
の
使
用
に
関
す
る
二
つ

の
判
例
と
攻
撃
者
の
殴
打
行
為
以
前
に
正
当
防
衛
状
況
を
肯
定
し
た
判
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
判
例
①
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一

九
一
八
年
一
〇
月
二
三
日
判
決
（RG
St 53, 132
）
は
、
民
間
の
山
林
監
視
員
で
あ
る
被
告
人
が
、
密
猟
者
の
も
の
と
思
わ
れ
る
銃
声
を

耳
に
し
て
探
索
中
、
銃
を
持
っ
た
被
害
者
を
発
見
し
、
誰
何
し
て
一
発
威
嚇
射
撃
を
し
た
後
、
被
告
人
か
ら
逃
げ
て
い
く
被
害
者
の
右
足

を
撃
ち
重
傷
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
誰
何
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で
も
攻
撃
に
使
用
で
き
る
銃
を
手
放
さ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
被
告
人
に
は
攻
撃
が
次
の
瞬
間
に
も
行
わ
れ
得
る
と
い
う
認
識
に
至
る
十
分
な
手
が
か
り
が
あ
っ
た
。
被
告
人
が
躊
躇
す
る
こ

と
に
よ
り
、
密
猟
者
が
攻
撃
に
有
利
な
隠
れ
場
所
に
た
ど
り
着
き
、
被
告
人
を
襲
撃
す
る
危
険
が
増
加
す
る
た
め
、
直
ち
に
防
衛
行
為
を

行
う
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
判
示
し（
5
）て、

攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し（
6
）た。

　
ま
た
、
判
例
②
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
〇
日
判
決
（RG

St 67, 337

）
は
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
山
林
監
視
官
の

Ｒ
が
、
密
猟
者
で
あ
る
被
告
人
Ａ
、
Ｗ
等
三
人
を
発
見
し
、
逃
げ
る
Ａ
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
銃
で
狙
い
を
定
め
、
発
砲
し
よ
う
と
し
た

が
、
Ｗ
が
Ｒ
の
発
砲
を
阻
止
し
て
揉
み
合
い
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
引
き
返
し
て
き
た
Ａ
が
、
Ｒ
を
銃
殺
し
た
。
故
殺
罪
の
共
同
正
犯
に
問
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わ
れ
た
Ｗ
の
行
為
に
つ
き
、
Ｗ
側
が
Ｒ
の
拳
銃
使
用
が
違
法
で
あ
り
自
ら
正
当
防
衛
で
あ
る
と
の
主
張
を
し
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
、

判
例
①
を
引
用
し
、「
ま
だ
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
が
、
直
接
に
侵
害
行
為
へ
と
転
化
し
得
、
こ
の
侵
害
行
為
に
よ
り
直
接
し
た
法
益

侵
害
の
発
生
が
脅
か
さ
れ
る
行
態
も
ま
た
、
そ
の
防
衛
行
為
を
先
延
ば
し
た
ら
防
衛
効
果
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
」
現
在
の

攻
撃
に
あ
た
る
と
判
示
し（
7
）て、
Ａ
の
Ｒ
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
き
現
在
性
を
肯
定
し
た
。
同
判
決
で
は
、
先
の
判
例
①
の
判
断
が
具
体
化
さ

れ
、「
直
接
に
侵
害
行
為
へ
と
転
化
し
得
る
こ
と
」、「
防
衛
行
為
の
先
延
ば
し
に
よ
り
そ
の
効
果
に
危
険
が
生
じ
る
こ
と
」
が
基
準
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
Ａ
と
Ｗ
が
猟
銃
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
Ｒ
が
銃
を
使
用
し
な
け
れ
ば
、
逃
げ
た
Ａ
が
茂
み
に
隠
れ
、
直
ぐ

に
Ｒ
を
撃
つ
危
険
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
の
一
方
で
猟
銃
を
持
っ
た
Ｗ
を
そ
の
場
に
残
し
た
ま
ま
Ａ
を
追
い
掛
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
、
Ｒ
の
拳
銃
使
用
の
適
法
性
を
肯
定
し（
8
）た。

　
こ
の
二
つ
の
判
例
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
攻
撃
意
図
が
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
触
れ
ず
に
襲
撃
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
攻
撃
意
図
に
も
触
れ
つ
つ
、
判
例
②
の
基
準
を
承
継
し
て
攻
撃
の
現
在
性
を
判
断
す
る
判
例
が
生
ま

れ
る
。

　
判
例
③
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
四
〇
年
二
月
五
日
の
事
案
（RG

 H
RR

40 N
r.1102

）
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
攻
撃
の
現

在
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
被
告
人
は
住
居
と
し
て
使
用
し
て
い
た
土
地
に
お
い
て
、
Ｂ
に
木
製
の
サ
ン
ダ
ル
を
持
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
の
で
、

徐
々
に
Ｂ
か
ら
後
退
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
の
妻
と
娘
が
現
れ
、
Ｂ
の
妻
が
Ｂ
を
止
め
に
入
っ
た
。
続
い
て
Ｂ
の
息
子
Wi
が
現
れ
た
。
Wi

は
Ｂ
等
と
事
前
に
被
告
人
に
攻
撃
を
加
え
よ
う
と
話
し
合
っ
て
お
り
、
被
告
人
へ
攻
撃
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
Ｂ
の
娘
が
被
告
人
は
拳

銃
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
Wi
を
制
止
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
Ｂ
の
息
子
で
あ
る
Ｗ
が
被
告
人
か
ら
約
八
な
い
し
九

メ
ー
ト
ル
離
れ
た
小
屋
の
そ
ば
に
現
れ
た
。
被
告
人
は
近
づ
い
て
く
る
Ｂ
と
Ｗ
の
間
の
空
間
へ
向
け
て
威
嚇
射
撃
を
行
っ
た
。
そ
れ
で
も

Ｗ
は
「
殴
っ
て
や
る
」
等
と
言
い
、
立
て
掛
け
て
あ
っ
た
ス
コ
ッ
プ
を
手
に
取
っ
た
。
こ
の
と
き
被
告
人
と
Ｗ
の
距
離
は
約
三
・
五
メ
ー

ト
ル
に
な
っ
て
お
り
、
被
告
人
は
、
Ｗ
が
ス
コ
ッ
プ
の
方
を
見
た
瞬
間
、
二
度
目
の
発
砲
を
し
、
弾
は
Ｗ
の
左
胸
部
に
命
中
し
、
こ
の
傷
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が
Ｗ
の
死
因
と
な
っ
た
。
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
、
被
告
人
は
Ｗ
と
ま
だ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
お
り
、
Ｗ
が
落
ち
着
く
の
を
待
つ

こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
拳
銃
を
持
っ
た
被
告
人
に
対
し
て
Ｗ
は
ス
コ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
被
告
人
が
優
位
に
立
っ
て
い

た
の
で
実
際
Ｗ
は
攻
撃
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
原
審
は
攻
撃
の
現
在
性
を
否
定
し
、
ま
た
防
衛
行
為
の
必
要
性
も
否
定

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
威
嚇
射
撃
し
た
と
き
、
少
な
く
と
も
、
Ｂ
と
Ｗ
が
被
告
人
に
攻
撃
を
加
え
る
つ
も

り
で
あ
り
、
威
嚇
射
撃
の
後
も
ス
コ
ッ
プ
へ
と
急
い
で
向
か
っ
て
い
た
Ｗ
は
更
に
攻
撃
を
加
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
判
示
し
、
判
例
①

②
を
引
用
し
た
上
で
、「
確
か
に
ま
だ
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
が
、
直
接
に
侵
害
行
為
に
転
化
し
得
、
侵
害
行
為
に
転
化
す
る
こ
と
に

よ
り
直
接
し
た
権
利
侵
害
の
発
生
を
脅
か
す
行
態
も
ま
た
、
そ
の
防
衛
行
為
を
先
延
ば
し
た
ら
防
衛
効
果
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う

と
き
、
正
当
防
衛
の
認
め
ら
れ
る
刑
法
典
五
三
条
に
お
け
る
現
在
の
攻
撃
に
あ
た
る
」
と
判
例
②
と
同
様
の
基
準
を
掲
げ（
9
）た。
そ
し
て
、

Ｗ
は
被
告
人
よ
り
攻
撃
手
段
の
点
で
劣
っ
て
い
た
と
い
う
原
審
の
判
断
に
対
し
て
は
、
侵
害
の
発
生
が
直
接
脅
か
さ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
Ｗ
が
攻
撃
を
考
え
直
す
の
を
被
告
人
は
待
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
原
審
の
判
示
に
対
し
て
は
、
待
機
す
る

こ
と
に
よ
り
防
衛
効
果
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
を
引
き
受
け
る
必
要
は
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
こ
の
よ
う
に
攻
撃
の
現
在

性
が
肯
定
さ
れ
た
上
で
、
防
衛
行
為
の
必
要
性
に
関
し
て
更
に
詳
細
な
判
断
を
要
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。

　
判
例
③
で
は
、
威
嚇
射
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｗ
が
被
告
人
へ
向
っ
て
来
る
こ
と
か
ら
攻
撃
意
図
と
「
侵
害
行
為
へ
の
転
化
可
能
性
」
が

認
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
防
衛
効
果
の
減
退
」
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
者
が
考
え
直
す
の
を
待
っ
て
防
衛
効
果
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を

引
き
受
け
る
必
要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ス
コ
ッ
プ
を
持
っ
た
攻
撃
者
と
拳
銃
を
持
っ
た
被
告
人
の
立
場
を
考
慮
し
て

も
な
お
、
威
嚇
射
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
進
ん
で
く
る
攻
撃
者
の
意
図
が
強
く
、
待
機
に
よ
る
防
衛
効
果
の
減
退
は
重
大
な
も
の
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
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2　

学
説

　
⑴
　「
直
接
切
迫
し
た
」
時
点
で
正
当
防
衛
状
況
を
肯
定
す
る
見
解

　
戦
前
の
多
く
の
学
説
は
、
攻
撃
の
現
在
性
の
開
始
時
期
を
「
直
接
切
迫
し
た
時
点
」
と
し
て
お
）
10
（
り
、
将
来
に
属
す
る
攻
撃
の
単
な
る
お

そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
し
て
い
）
11
（
た
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
は
将
来
の
お
そ
れ
で
し
か
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
直

接
切
迫
し
た
」
と
い
え
る
の
か
具
体
例
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
よ
り

詳
し
く
、
未
遂
の
段
階
ま
で
待
つ
必
要
が
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
）
12
（
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
る
の

は
、
犯
罪
や
特
定
の
行
為
で
は
な
く
、
危
険
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
正
当
防
衛
権
は
、
攻
撃
意
図
が
明
白
に
示
さ
れ
た
予
備
行
為
が
、

実
行
行
為
へ
と
直
接
に
進
行
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
侵
害
の
最
中
（laesio 

inchoata

）
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
攻
撃
の
現
在
性
を
侵
害
の
最
中
に
限
定
す
る
こ
と
は
普
通
法
の
法
源
に
も
矛
盾
す
る
と
し
て
、
カ
ロ

リ
ー
ナ
刑
事
法
典
一
四
〇
条
の
「
打
ち
掛
か
ら
れ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
し
」
と
い
う
文
言
を
引
用
し
て
い
）
13
（
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
こ
の

未
遂
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
見
解
は
、
予
備
の
最
終
段
階
説
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
）
14
（

る
。

　「
直
接
切
迫
し
て
い
る
」
対
象
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
行
為
に
着
目
す
る
も
の
と
そ
の
結
果
に
着
目
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
は
、

切
迫
性
の
対
象
を
「
侵
害
」
で
は
な
く
、「
侵
害
の
危
険
を
基
礎
付
け
る
攻
撃
」
だ
と
し
て
、
追
剝
が
道
に
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
を
張
り
、

初
め
に
通
っ
た
車
の
乗
客
を
傷
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
も
、
正
当
防
衛
（
緊
急
救
助
）
は
可
能
だ
と
述
べ
て
い
）
15
（
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
Ｍ
．
Ｅ
．
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、「
脅
威
の
即
座
の
実
現
が
予
想
さ
れ
る
と
き
」
現
在
性
が
存
す
る
と
さ
れ
て
い
）
16
（

る
。
こ
の
理
解
は
、

侵
害
結
果
を
切
迫
性
の
対
象
と
し
た
も
の
だ
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
⑵
　
Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
の
防
衛
効
果
説

　
以
上
の
「
直
接
切
迫
し
た
」
時
点
で
正
当
防
衛
状
況
を
認
め
る
見
解
と
は
異
な
り
、
Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
は
切
迫
性
の
な
い
場
合
に
お
い
て

も
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
攻
撃
者
に
よ
っ
て
侵
害
の
脅
威
が
生
じ
て
お
り
、
そ
し
て
防
衛
の
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さ
ら
な
る
延
期
が
、
防
衛
結
果
を
深
刻
に
危
殆
化
さ
せ
る
」
と
き
に
現
在
性
は
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
）
17
（
る
。
そ
し
て
例
と
し
て
、
追
剝
が
旅

行
者
の
後
を
追
っ
て
、
森
の
中
に
両
者
が
い
る
と
き
に
襲
お
う
と
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
旅
行
者
が
、
森
の
中
で
は
追
剝

に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
た
め
、
森
へ
入
る
手
前
で
追
剝
を
川
に
突
き
落
と
し
た
場
合
を
挙
げ
、「
多
種
多
様
な
兆
候
か
ら
推
論
さ
れ
得
る

侵
害
の
脅
威
を
攻
撃
と
捉
え
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
現
在
性
は
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
）
18
（
る
。

　
一
方
で
Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
は
、「
状
況
に
応
じ
て
、
脅
威
と
な
っ
た
法
益
侵
害
の
発
生
が
後
の
防
衛
措
置
に
よ
っ
て
ま
だ
防
止
さ
れ
得
る

と
き
に
は
」、
ま
だ
将
来
の
攻
撃
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
正
当
防
衛
状
況
を
否
定
し
て
い
る
。
Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
は
、「
攻
撃
の
存
在
は
攻
撃

者
の
観
点
で
は
な
く
、
そ
の
法
益
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
の
観
点
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
）
19
（

る
。
彼
の
見
解
は
、
被
攻
撃
者

の
法
益
保
護
を
重
視
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
反
撃
を
差
し
控
え
る
こ
と
で
生
じ
る
防
衛
効
果
の
減
退
を
、
攻
撃
の
現
在
性
の
判

断
要
素
と
す
る
こ
の
理
解
は
、
戦
後
に
な
り
防
衛
効
果
説
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
）
20
（

る
。

㈡
　
戦
後
の
判
例
・
学
説
の
動
向

1　

判
例

　
戦
後
に
入
っ
て
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
し
て
判
断
し
た
も
の
と
し
て
、
判
例
④
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
二
年
一
一
月
七
日
判
決

（BG
H
 N

JW
 1973, 255

）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
被
害
者
Sch
が
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
忍
ば
せ
て
い
た
弾
丸
入
り
の
拳
銃
に
手
を
伸
ば
し
た
の
で
、

発
砲
し
た
被
告
人
の
行
為
が
故
殺
未
遂
に
問
わ
れ
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
判
例
①
②
等
を
引
用
し
て
、「
ま
だ
権
利
を
侵
害
し
て
い

な
い
が
、
直
接
に
侵
害
へ
転
化
し
得
、
そ
の
た
め
に
防
衛
行
為
を
先
延
ば
し
た
と
き
そ
の
効
果
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
行
態
も
ま

た
」
現
在
の
攻
撃
に
あ
た
る
と
し
た
上
で
、
事
件
の
数
日
前
に
も
Sch
に
理
由
も
な
く
銃
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
二
人
の
関
係
が
悪
化
し
て
い

た
こ
と
に
触
れ
、「
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Sch
が
装
塡
さ
れ
た
銃
の
隠
さ
れ
た
方
向
へ
手
を
伸
ば
し
、
被
告
人
の
方
へ
向
き
直
っ

た
こ
と
を
、
可
能
な
攻
撃
の
た
め
の
単
な
る
無
害
な
準
備
行
為
と
安
易
に
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
瞬
時
の
内
に
侵
害
行
為
へ
と
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発
展
し
得
る
、
Sch
に
よ
る
直
接
の
被
告
人
の
危
険
に
つ
い
て
相
当
な
手
が
か
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

―
客
観
的
に
ま
た
は
少
な
く

と
も
被
告
人
の
視
点
か
ら
は

―
素
早
く
防
衛
手
段

0

0

0

0

を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
切
り
抜
け
ら
れ
る
危
険
な
状
況
が
存
在
し
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
（
強
調
原
文
）」
と
し
）
21
（
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
本
判
決
で
は
、
戦
前
の
判
例
が
引
用

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
基
準
は
（
ア
）
い
つ
で
も
侵
害
へ
と
転
化
し
得
る
こ
と
、（
イ
）
防
衛
行
為
の
先
延
ば
し
に
よ
り
そ
の
効
果

に
危
険
が
生
じ
る
こ
と
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
②
③
で
掲
げ
ら
れ
た
基
準
は
、「
侵
害
行
為
へ
の
転
化
可
能
性
」、

「
侵
害
行
為
と
侵
害
発
生
の
直
接
性
」、「
反
撃
を
先
延
ば
し
た
と
き
の
防
衛
効
果
の
減
退
」
の
三
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
基
準
の
内
容
の

実
質
的
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、「
侵
害
行
為
へ
の
転
化
可
能
性
」、「
侵
害
行
為
と
侵
害
発
生
の
直
接
性
」
と
い
う
基
準
が
判

例
④
に
お
い
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
転
化
可
能
性
の
対
象
が
侵
害
行
為
か
ら
侵
害
へ
移
行
し
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
本

判
決
で
は
侵
害
の
転
化
可
能
性
を
判
断
す
る
た
め
に
侵
害
行
為
へ
の
発
展
可
能
性
に
つ
き
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
判
例
⑤
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
七
年
八
月
二
六
日
判
決
（BG

H
 N

StE N
r.5 zu 

§ 32 StG
B

）
は
、
判
文
か
ら
は
判
然
と
し
な

い
も
の
の
、
被
害
者
が
違
法
な
攻
撃
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
被
告
人
は
こ
の
攻
撃
に
対
し
て
正
当
防
衛
に
よ
り
反
撃
し
た
と
い
う
趣
旨
の

被
告
人
の
主
張
に
対
し
て
、
被
告
人
が
違
法
な
攻
撃
者
で
あ
り
、
被
告
人
の
攻
撃
は
現
在
し
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
事
案
は
、

被
害
者
が
家
の
扉
を
開
く
と
、
被
害
者
の
姪
の
顔
が
そ
の
婚
約
者
で
あ
る
被
告
人
に
よ
り
殴
ら
れ
て
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
の
を
目
に

し
、
ま
た
更
に
被
告
人
が
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
近
づ
い
て
く
る
の
を
見
て
（
被
告
人
は
両
手
に
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
被
害
者
は
左
手
の

ナ
イ
フ
に
し
か
気
づ
か
な
か
っ
た
）、
被
害
者
は
被
告
人
の
顔
を
殴
り
左
手
に
持
っ
て
い
た
ナ
イ
フ
を
奪
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
右
手
に

持
っ
て
い
た
ナ
イ
フ
で
被
害
者
を
刺
し
た
事
案
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
判
決
は
、「
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
攻
撃

が
直
接
に
切
迫
し
て
い
る
と
き
に
も
既
に
刑
法
三
二
条
二
項
に
お
け
る
攻
撃
は
現
在
し
て
い
る
。
侵
害
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
初
め
て

必
要
な
防
衛
措
置
の
た
め
の
権
利
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
に
法
益
侵
害
へ
と
転
化
し
得
る
、
そ
の
た
め
に
防
衛
行
為
の
先
延

ば
し
に
よ
り
そ
の
効
果
が
危
険
に
さ
ら
ら
さ
れ
て
し
ま
う
、
ま
た
は
防
衛
者
が
自
身
の
侵
害
の
重
大
な
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
対
立
者
の
行
態
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
。
攻
撃
の
現
在
性
は
侵
害
行
為
が
開
始
さ
れ
て
初
め
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

攻
撃
が
切
迫
す
る
こ
と
に
よ
り
作
出
さ
れ
た
危
機
的
状
況
の
時
点
で
既
に
認
め
ら
れ
る
。」
と
判
示
し
）
22
（

て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
本
判
決

で
も
、
攻
撃
の
現
在
性
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
攻
撃
の
開
始
」
と
「
攻
撃
の
直
接
の
切
迫
」
と
を
区
別
し
直
接
に
切
迫
し
た
時
点
で
正
当

防
衛
が
肯
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
直
接
の
切
迫
」
の
下
位
基
準
と
し
て
、「
直
接
に
法
益
侵
害
へ
と
転
化
し
得
る
こ
と
」、

「
そ
の
た
め
に
防
衛
行
為
の
先
延
ば
し
に
よ
り
そ
の
効
果
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
」、「
防
衛
者
が
自
身
の
侵
害
の
重
大
な
リ

ス
ク
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
判
例
④
の
基
準
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
判
例
④
で
は
、

侵
害
へ
の
転
化
可
能
性
を
認
定
す
る
に
際
し
、
侵
害
行
為
へ
の
発
展
可
能
性
に
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
本
判
決
で
は
、
判
断
の
対
象
が
侵

害
行
為
で
は
な
く
危
機
的
状
況
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
侵
害
へ
の
転
化
可
能
性
に
と
っ
て
は
危
機
的
状
況
で
あ
る
か
が

重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
面
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
資
料
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
判
例
⑥
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
〇
年
三
月
八
日
決
定
（BG

H
 N

StZ 2000, 365

）
は
、
被
告
人
が
妻
ら
三
人
と
歩
い
て
い
た

際
に
、
反
対
側
か
ら
歩
い
て
き
た
集
団
六
人
の
内
の
Ｋ
が
被
告
人
の
妻
に
触
れ
た
こ
と
に
対
し
、
被
告
人
が
Ｋ
に
暴
行
を
加
え
た
こ
と
か

ら
、
諍
い
に
発
展
し
、
集
団
の
一
人
に
ビ
ー
ル
瓶
で
殴
ら
れ
た
被
告
人
が
ナ
イ
フ
を
取
り
出
し
、
左
右
に
振
っ
て
脅
し
た
た
め
、
集
団
の

三
人
が
被
告
人
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
た
が
、
な
お
被
告
人
に
近
づ
い
て
来
る
Ｋ
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
、
危
険
な
身
体
傷
害
の
罪
に
問
わ
れ

た
事
案
に
つ
い
て
、
判
例
⑤
を
引
用
し
、「
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Ｋ
に
よ
る
違
法
な
攻
撃
が
直
接
に
切
迫
し
て
い
た
。
そ
の
所

為
に
先
行
す
る
両
グ
ル
ー
プ
の
間
の
身
体
的
な
争
い
は
終
了
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
、
Ｋ
と
ま
だ
二
人
の
Ｋ
の
同
伴
者
が
敵
意
を
持
っ

て
被
告
人
へ
近
づ
い
て
来
て
い
た
。」「
そ
の
Ｋ
の
行
態
は
直
接
に
法
益
侵
害
へ
転
化
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
防
衛
行
為
を
先

延
ば
し
て
い
た
ら
防
衛
の
効
果
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
し
）
23
（

て
、
単
な
る
将
来
の
攻
撃
で
し
か
な
い
と
し
て
正
当
防
衛
の
成
立

を
否
定
し
た
原
審
と
異
な
り
、
攻
撃
の
現
在
を
肯
定
し
）
24
（
た
。
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以
上
の
判
例
の
動
向
か
ら
は
、
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
し
て
は
判
例
上
、
攻
撃
が
実
際
に
開
始
さ
れ
る
時
点
で
は
な
く
、
直
接
に

攻
撃
が
切
迫
し
た
段
階
で
正
当
防
衛
は
可
能
で
あ
る
点
が
戦
前
か
ら
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
判
断
の
た
め
の
基
準
と
し
て
は
、

（
ア
）
直
ち
に
侵
害
へ
と
転
化
し
得
る
こ
と
、（
イ
）
防
衛
行
為
の
先
延
ば
し
に
よ
り
防
衛
の
効
果
に
危
険
が
生
じ
る
こ
と
の
二
点
が
重
視

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。（
ア
）
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
⑦
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
五
年
一
月
九
日
判
）
25
（
決

（BayO
bLG

 N
JW

 1985, 2600

）
に
お
い
て
、
被
害
者
が
飲
食
店
で
被
告
人
の
妻
を
撫
で
回
し
、
淫
売
呼
ば
わ
り
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告

人
が
、
妻
の
持
っ
て
い
た
グ
ラ
ス
で
被
害
者
の
顔
を
殴
り
、
床
に
倒
れ
た
被
害
者
に
飛
び
か
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
原
審
が
被

害
者
の
意
思
が
侮
辱
か
ら
暴
行
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
正
当
防
衛
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
て
、

侵
害
へ
直
接
に
転
化
し
得
る
行
態
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
侮
辱
か
ら
実
力
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
意

思
が
単
に
排
除
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
実
力
で
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
準
備
を
被
害
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
何
の
根
拠
も

な
く
現
在
の
攻
撃
を
肯
定
す
る
こ
と
は
三
二
条
の
適
用
範
囲
を
誤
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
26
（
る
。
本
判
決
で
は
、
攻
撃
意
図
は

侵
害
へ
の
転
化
可
能
性
の
判
断
資
料
で
あ
る
点
は
変
更
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
方
で
攻
撃
意
図
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

り
、
例
え
ば
判
例
④
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
侵
害
行
為
へ
展
開
し
得
る
状
況
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
理
解
で
き
）
27
（
る
。

2　

学
説

　
次
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
言
及
す
る
学
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
は
防
衛
効
果
説
、

未
遂
説
、
予
備
最
終
段
階
説
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
ま
ず
、
各
説
の
展
開
と
こ
れ
ら
の
見
解
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
見

て
い
く
。
そ
の
後
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
そ
の
他
の
見
解
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
。

　
⑴
　
防
衛
効
果
説

　
防
衛
効
果
説
は
、
判
例
②
に
お
い
て
示
さ
れ
た
基
準
の
（
イ
）
防
衛
行
為
の
先
延
ば
し
に
よ
り
そ
の
効
果
に
危
険
が
生
じ
る
こ
と
に
着
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目
し
て
、
自
説
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
よ
り
後
の
行
為
で
は
も
は
や
防
衛
が
不
可
能
と
な
る
ほ
ど
に
攻
撃

の
準
備
が
さ
れ
て
い
る
場
）
28
（

合
」
や
「
最
も
安
全
な
防
衛
の
可
能
性
が
消
滅
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
）
29
（

合
」
等
の
防
衛
効
果
が
減
退
す
る
場
合

に
は
、
結
果
的
に
不
必
要
と
な
る
反
撃
が
行
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
十
分
確
実
に
排
除
さ
れ
る
た
）
30
（
め
、
攻
撃
の
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
）
31
（
う
。

　
防
衛
効
果
説
に
対
す
る
批
判
は
、
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
（
近
日
中
に
ま
た
や
っ
て
く
る
の
ぞ
き
魔
を
撃
つ
場
合
等
）

に
も
、
直
前
で
は
防
衛
困
難
な
場
合
が
あ
る
た
め
正
当
防
衛
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
点
に
中
心
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
攻
撃
の
現
在
性
が

否
定
さ
れ
た
判
例
⑥
に
つ
い
て
も
、
防
衛
効
果
説
に
よ
れ
ば
、
手
足
を
使
っ
て
暴
行
さ
れ
る
場
合
に
は
反
撃
を
待
て
ば
防
衛
機
会
が
限
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
）
32
（

る
。
こ
の
批
判
は
、
緊
急
避
難
に
お
い
て
正
当

化
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
継
続
的
危
険
（
い
つ
か
は
生
じ
る
が
い
つ
生
じ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
危
険
）
の
場
合
に
も
正
当
防
衛
の
成
立
が
肯
定
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
錯
誤
の
危
険
が
高
ま
っ
て
い
る
段
階
で
正
当
防
衛
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
い
不

当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
33
（
る
。
ま
た
、
最
善
の
防
衛
手
段
に
関
す
る
問
題
は
必
要
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
現
在
性
の
問
題
で
は
な
い
と

も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
か
ら
防
衛
行
為
の
必
要
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
攻

撃
の
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
理
由
に
必
要
性
を
持
ち
出
す
の
は
現
在
性
要
件
を
定
義
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
34
（
る
。

　
⑵
　
未
遂
犯
規
定
に
依
拠
す
る
見
解
（
未
遂
説
）

　
一
方
で
戦
後
に
な
っ
て
、
未
遂
犯
規
）
35
（
定
に
依
拠
し
て
攻
撃
の
現
在
性
を
判
断
す
る
見
解
（
未
遂
説
）
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
見
解
は
「
直

接
構
成
要
件
の
実
現
に
着
手
し
た
」
段
階
に
お
い
て
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
、
時
間
的
な
切
迫
性
を
厳
格
に
要
求
す
）
36
（

る
。
未
遂
説
の
代

表
的
論
者
で
あ
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
見
解
が
切
迫
性
を
要
求
す
る
論
拠
と
し
て
は
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
段
階
で
は

錯
誤
の
危
険
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
時
間
的
余
裕
の
あ
る
段
階
に
お
い
て
も
正
当
化
が
肯
定
さ
れ
る
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、

錯
誤
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
補
充
性
要
件
や
害
の
均
衡
性
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
い
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
錯

誤
の
危
険
が
低
下
す
る
、
時
間
的
に
切
迫
し
た
時
点
に
お
い
て
の
み
正
当
化
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
）
37
（
る
。
そ
し
て
、
未
遂
時
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期
と
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
が
リ
ン
ク
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
印
象
説
を
採
用
し
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
特
別
の

行
為
無
価
値
で
あ
る
公
共
の
法
的
平
穏
に
対
す
る
攪
乱
と
解
し
、
未
遂
時
期
に
お
い
て
は
法
益
侵
害
の
た
め
の
最
大
限
の
犯
罪
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
正
当
防
衛
が
問
題
と
な
る
切
迫
し
た
段
階
で
も
、
公
共
の
法
的
平
穏
が
害
さ
れ
て
、
ま

た
法
益
侵
害
の
た
め
の
最
大
限
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
）
38
（
る
。

　
未
遂
）
39
（

説
に
対
し
て
は
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
と
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
は
異
な
る
と
い
う
批
）
40
（

判
の
ほ
か
、
正
当
防
衛
は
刑
法
上
違
法
の

行
為
に
限
ら
れ
な
い
以
上
未
遂
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
批
）
41
（
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
未
遂
時
期
ま
で
防
衛
機
会
を

与
え
な
い
こ
と
に
よ
る
弊
害
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
未
遂
説
で
は
正
当
防
衛
の
認
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
す
ぎ

る
と
言
い
、
そ
の
指
摘
の
具
体
的
内
容
は
、
未
遂
時
期
ま
で
待
っ
て
い
た
ら
反
撃
す
る
際
に
は
法
益
侵
害
が
発
生
し
て
し
ま
い
防
衛
機
会

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
と
い
う
批
）
42
（

判
、
未
遂
時
期
ま
で
待
つ
こ
と
で
よ
り
重
大
な
反
撃
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
場
合
が
あ

る
と
い
う
批
）
43
（
判
に
分
け
ら
れ
る
。

　
⑶
　
予
備
最
終
段
階
説

　
未
遂
説
よ
り
前
倒
し
し
て
予
備
の
最
終
段
階
に
お
い
て
も
正
当
防
衛
を
肯
定
す
る
予
備
の
最
終
段
階
説
は
既
に
戦
前
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

よ
り
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
見
解
は
戦
後
に
な
っ
て
防
衛
効
果
説
と
未
遂
説
に
対
す
る
批
判
か
ら
自
説
を
展
開
す
）
44
（

る
。
ま
ず
防
衛
効

果
説
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
防
衛
効
果
説
で
は
継
続
的
危
険
の
場
合
に
も
正
当
防
衛
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
ド
イ
ツ

刑
法
典
三
二
条
二
項
に
お
け
る
「
攻
撃
」
と
い
う
文
言
上
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
す
）
45
（

る
。
ま
た
、
未
遂
説
に
対
す
る
、

錯
誤
の
危
険
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
防
衛
効
果
に
疑
問
が
生
じ
る
と
い
う
批
判
か
ら
、
錯
誤
の
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た

上
）
46
（
で
、
予
備
最
終
段
階
説
の
論
者
は
正
当
防
衛
の
基
本
思
想
で
あ
る
法
益
保
護
の
観
点
に
基
づ
い
）
47
（
て
、
未
遂
説
よ
り
前
倒
す
こ
と
を
認
め

る
。
具
体
的
に
は
、（
Ａ
）
反
撃
を
待
つ
と
法
益
侵
害
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
（
防
衛
機
会
の
消
滅
）、（
Ｂ
）
反
撃
を
待
つ
と
重
大
な
反

撃
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
（
防
衛
に
よ
り
生
じ
る
害
の
増
大
）
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
理
由
付
け
か
ら
、
予
備
の
最
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終
段
階
に
お
い
て
も
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ど
の
要
素
を
考
慮
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
予
備
最
終
段

階
説
内
部
に
お
い
て
も
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
要
素
（
Ａ
）
及
び
（
Ｂ
）、
錯
誤
の
リ
ス
ク
の
全
て
を
考
慮
す
る
見
解
（
①
説
）
が

あ
る
一
方
）
48
（
で
、（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
防
衛
行
為
の
必
要
性
の
問
題
で
あ
り
、
錯
誤
の
リ
ス
ク
は
事
後
的
に
判
断
し
た
場
合
、
未
遂
説
に
も

予
備
最
終
段
階
説
に
も
同
等
に
存
在
す
る
と
し
て
、（
Ａ
）
の
要
素
と
、
侵
害
と
の
客
観
的
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
見
解
（
②
説
）
も

あ
）
49
（

る
。

　
予
備
最
終
段
階
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
時
間
的
に
前
倒
し
す
れ
ば
錯
誤
の
危
険
が
高
ま
る
と
い
う
も
の
の
ほ
か
）
50
（
に
、
予
備
の
最

終
段
階
が
ど
こ
か
ら
な
の
か
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
51
（

る
。
ま
た
、
予
備
最
終
段
階
説
内
部
で
も
、
②
説
か
ら
①
説
に

対
し
て
、
防
衛
に
よ
り
生
じ
る
害
の
大
き
さ
は
必
要
性
の
問
題
で
あ
る
と
防
衛
効
果
説
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
52
（
る
。

①
説
の
現
在
性
の
成
立
範
囲
は
②
説
よ
り
も
広
い
と
さ
れ
て
い
る
）
53
（

が
、
一
方
で
ど
の
点
で
広
い
と
言
え
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
）
54
（
る
。

　
⑷
　
場
所
的
離
隔
と
錯
誤
の
リ
ス
ク

　
未
遂
説
や
予
備
最
終
段
階
説
が
考
慮
す
る
錯
誤
の
リ
ス
ク
は
、
侵
害
発
生
ま
で
時
間
的
離
隔
が
あ
る
場
合
に
侵
害
発
生
に
つ
い
て
誤
信

す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
場
所
的
離
隔
が
あ
る
場
合
に
も
考
慮
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

メ
ー
レ
ン
ベ
ッ
ク
は
攻
撃
が
「
現
在
」
し
て
い
る
と
は
、
時
間
的
に
だ
け
で
な
く
、
攻
撃
の
場
に
空
間
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
も
意
味
し

て
い
る
と
し
て
、
反
撃
者
の
予
測
・
評
価
判
断
の
基
礎
・
対
象
と
な
る
攻
撃
行
為
に
つ
い
て
反
撃
者
が
知
覚
で
き
、
こ
れ
に
対
す
る
反
撃

資
源
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
正
当
防
衛
の
苛
烈
な
反
撃
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
緊
急
状
況
と
は
、
錯
誤

の
リ
ス
ク
が
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
軽
減
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
述
べ
、
反
撃
者
が
攻
撃
の
場
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に

は
場
所
的
な
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
し
て
正
当
防
衛
状
況
を
否
定
す
）
55
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
場
所
的
近
接
性
を
要
求
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
反
撃
者
が
知
覚
で
き
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
、
見
通
し
が
悪
い
状
況
に
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お
い
て
も
正
当
防
衛
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
、
ま
た
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
の
場
合
や
時
限
爆
弾
に
つ
い
て
聞
き
出
す
場
合
だ
け
で
な
く
、
遠

隔
操
作
に
よ
り
爆
発
さ
せ
る
場
合
に
も
正
当
防
衛
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
批
判
さ
れ
て
い
）
56
（

る
。

　
⑸
　
恐
喝
事
例
に
お
け
る
財
産
侵
害

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
恐
喝
被
害
者
が
特
に
過
去
の
違
法
行
為
に
関
し
て
口
止
め
料
を
要
求
さ
れ
、
恐
喝
行
為
者
に
反
撃
す
る
事
例
に

つ
い
て
正
当
防
衛
の
成
否
が
議
論
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
金
銭
要
求
時
と
受
渡
し
時
に
間
隙
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

金
銭
要
求
時
に
財
産
侵
害
に
関
す
る
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
す
る
見
解
も
存
在
す
）
58
（
る
。

　
こ
の
見
解
か
ら
な
さ
れ
る
説
明
は
、
恐
喝
行
為
は
被
恐
喝
者
の
意
思
決
定
の
侵
害
が
財
産
侵
害
の
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
恐
喝
行
為
に
意
思
決
定
侵
害
と
財
産
侵
害
の
間
に
一
体
性
を
認
め
、
金
銭
要
求
時
に
お
い
て
財
産
侵
害
に
つ
い
て
ま
で
攻
撃
の
現
在

性
を
肯
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
）
59
（

る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
金
銭
要
求
時
に
既
に
財
産
侵
害
に
対
す
る
危
険
が
あ
）
60
（

り
、
恐
喝
の
未
遂
段

階
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
）
61
（
ら
、
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻
撃
も
現
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻
撃
の
現
在
性
を
否
定
す
る
見
解
は
、
意
思
決
定
侵
害
と
財
産
侵
害
の
一
体
的
思
考
を
否
定
す
）
62
（

る
。

そ
し
て
、
恐
喝
・
詐
欺
は
行
為
者
が
被
害
者
を
道
具
と
し
て
使
用
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
行
為
者
に
よ
り
直
接
財
産
へ
の
攻
撃
が
引
き
起
こ

さ
れ
な
い
と
し
て
、
被
害
者
に
よ
る
引
渡
し
の
時
点
ま
で
攻
撃
の
現
在
性
は
発
生
し
な
い
と
す
）
63
（

る
。
ま
た
、
全
体
行
為
の
一
部
が
行
わ
れ

た
と
い
う
だ
け
で
は
攻
撃
が
存
在
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
支
払
い
ま
で
数
日
の
間
隙
が
あ
る
場
合
に
は
正
当
防
衛
状
況
は
な

く
、
反
撃
を
延
期
す
る
こ
と
で
防
衛
効
果
が
問
題
視
さ
れ
る
ほ
ど
に
要
求
の
現
実
化
が
接
近
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
財
産
に
つ
い
て

も
攻
撃
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
る
見
解
も
あ
）
64
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
多
く
の
見
解
は
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻
撃
の
現
在
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
以
前
に
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
攻
撃
が
現

在
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
）
65
（

る
。
学
説
に
は
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
の
自
由
の
侵
害
を
捉
え
て
、
恐
喝
の
事
例
以
外
に
つ
い
て
も
攻

撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
、
実
質
的
に
正
当
防
衛
状
況
の
範
囲
を
広
げ
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
と
し
て
レ
ッ
シ
ュ
は
、
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「
将
来
の
侵
害
の
危
険
と
直
面
さ
せ
ら
れ
な
い
自
由
」
を
掲
げ
、
攻
撃
の
実
行
が
客
観
的
に
大
き
く
見
込
ま
れ
る
ほ
ど
準
備
さ
れ
て
い
る

と
き
に
は
、
本
来
甘
受
す
る
必
要
の
な
い
強
要
効
果
が
生
じ
て
お
り
、
攻
撃
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
）
66
（

る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
二

人
の
男
と
一
人
の
女
が
ク
ル
ー
ザ
ー
に
乗
っ
て
お
り
、
夜
に
男
等
が
自
分
を
海
に
落
と
し
て
殺
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い

る
こ
と
を
偶
然
耳
に
し
た
女
が
、
朝
の
う
ち
に
二
人
の
男
を
逆
に
海
へ
落
と
し
殺
害
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て

い
）
67
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
危
険
に
対
処
す
る
手
段
を
強
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
自
由
を
問
題
と
し
た
と
き
、
正
当
防
衛
状
況
は
大
き
く

拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。

㈢
　
小
　
括

1　

判
例
の
傾
向

　
こ
こ
ま
で
見
た
ド
イ
ツ
の
諸
判
例
は
ど
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
の
か
、
各
学
説
の
反
応
か
ら
判
例
の
傾
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た

い
。
ま
ず
、
戦
前
の
学
説
か
ら
は
、
判
例
①
は
直
接
切
迫
し
た
状
況
で
正
当
防
衛
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
と
評
価
さ
れ
て
い
）
68
（

た
。
判
例
①
は

射
撃
行
為
が
侵
害
行
為
で
あ
り
、
こ
の
直
前
に
あ
る
行
為
に
つ
い
て
正
当
防
衛
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
判
例
①
と
同
様
の

事
案
で
あ
る
判
例
②
や
殴
打
行
為
の
直
前
で
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
た
判
例
③
も
直
接
切
迫
し
た
状
況
で
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
戦
後
、
防
衛
効
果
説
は
、
胸
ポ
ケ
ッ
ト
内
の
拳
銃
に
手
を
伸
ば
し
た
判
例
④
に
つ
い
て
は
、
現
在
性
を
肯
定
し
て
い
）
69
（

る
。
ま
た
、
密
猟

者
に
対
す
る
銃
撃
に
関
す
る
判
例
①
を
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
事
案
だ
と
し
て
い
る
）
70
（
が
、
一
方
で
、
判
例
①
②
に
つ
い
て
は
攻
撃
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
害
者
が
単
に
逃
げ
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
な
正
当
防
衛
状
況
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
ら

れ
て
も
い
）
71
（

る
。
口
論
か
ら
暴
行
へ
反
転
す
る
意
図
を
被
害
者
が
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
判
例
⑦
に
つ
い
て
も
、
法
益
侵
害
を
惹
起
す
る
行
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為
が
必
要
だ
と
し
て
、
現
在
性
を
否
定
し
た
結
論
が
肯
定
さ
れ
て
い
）
72
（
る
。

　
ま
た
、
未
遂
説
の
立
場
か
ら
は
密
猟
者
の
判
例
①
②
に
つ
い
て
は
、
銃
を
向
け
る
た
め
に
は
一
度
ど
こ
か
に
隠
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
た
め
、
現
在
性
は
否
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
73
（
る
。
一
方
で
、
判
例
④
に
つ
い
て
は
、
故
殺
罪
の
未
遂
時
期
に
あ
る
と
し
て
現
在
性

が
肯
定
さ
れ
て
い
る
ほ
）
74
（
か
、
判
例
⑥
に
つ
い
て
も
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
）
75
（
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
④
に
つ
い
て
は
予
備
最
終
段
階
説
も
、

未
遂
時
期
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
し
て
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て
い
）
76
（

る
。

　
予
備
最
終
段
階
説
に
お
い
て
は
、
判
例
③
④
⑤
⑥
の
帰
結
に
つ
い
て
は
肯
定
的
な
見
解
が
多
数
で
あ
る
）
77
（
が
、
判
例
①
②
の
評
価
に
つ
い

て
は
分
か
れ
て
い
る
。
判
例
①
②
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
防
衛
効
果
説
と
同
じ
く
、
攻
撃
の
意
図
が
客
観
的
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
攻
撃
の
意
図
や
あ
る
い
は
拳
銃
に
弾
が
装
塡
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
現
在
性
に
欠
け
る
だ
け
で
な
く
、

攻
撃
が
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
）
78
（

る
。
こ
の
見
解
は
判
例
①
に
つ
い
て
攻
撃
意
図
が
存
在
す
れ
ば
、
誰
何
さ
れ
て
も
手
に
持
っ
た
銃
を
捨

て
な
か
っ
た
の
で
、
現
在
性
は
肯
定
さ
れ
る
と
す
る
の
に
対
し
）
79
（
て
、
攻
撃
意
図
を
前
提
に
し
て
も
現
在
性
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も

あ
る
。
こ
の
批
判
的
見
解
は
、
密
猟
者
が
逃
げ
て
い
く
事
案
で
は
、
向
か
っ
て
く
る
事
案
と
異
な
り
、
攻
撃
が
ど
こ
で
行
わ
れ
る
か
時
間

的
に
も
場
所
的
に
も
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
茂
み
に
隠
れ
る
な
ど
攻
撃
（
銃
撃
）
の
た
め
の
準
備
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
現
在
性

は
肯
定
さ
れ
な
い
と
し
て
い
）
80
（

る
。

　
予
備
最
終
段
階
に
あ
っ
た
と
予
備
最
終
段
階
説
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
判
例
④
に
つ
い
て
、
未
遂
説
は
未
遂
時
期
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
見
解
の
差
が
生
じ
る
の
は
主
に
判
例
①
②
の
事
案
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
予
備
最
終
段
階
説
内
部
に

お
い
て
も
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
判
例
①
②
も
含
め
て
判
例
の
傾
向
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
判
例
は
全
体
的
な
方
向
性
と
し
て
、

予
備
最
終
段
階
で
現
在
性
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
）
81
（
う
。
具
体
的
な
判
断
基
準
に
つ
い
て
戦
後
の
判
例
は
、（
ア
）

い
つ
で
も
侵
害
に
転
化
し
得
る
こ
と
及
び
、（
イ
）
反
撃
を
先
延
ば
し
た
と
き
の
防
衛
効
果
の
減
退
を
問
題
と
し
て
い
た
。（
ア
）
に
つ
い

て
は
、
多
く
の
判
例
が
現
実
に
存
在
し
た
攻
撃
意
図
と
反
撃
時
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
お
り
、
特
に
、
判
例
④
に
お
い
て
攻
撃
意
図
に
加
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え
て
侵
害
行
為
へ
展
開
し
得
る
状
況
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
そ
し
て
判
例
⑦
に
お
い
て
攻
撃
意
図
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
さ
れ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
イ
）
に
つ
い
て
は
判
例
③
に
お
い
て
、
ス
コ
ッ
プ
を
持
っ
た
攻
撃
者
に
対
す
る
拳
銃
を
持
っ
た
被
告
人
の
優
位

性
を
考
慮
し
て
も
防
衛
効
果
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
。

2　

正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
学
説
と
判
断
要
素

　
次
に
学
説
の
対
立
と
各
学
説
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
判
断
要
素
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に

お
い
て
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、（
ア
）、（
イ
）
の
点
に
つ
い
て
、
防
衛
効
果
説
は
（
イ
）
の
点
を
重
視
し
、
こ
れ
に
対
し
て
他
説
か

ら
は
、
緊
急
避
難
が
成
立
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
も
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
予
備
最
終
段
階
説
内
部
に
お
け
る
密
猟
者
へ
の
銃
撃
に
関
す
る
判
例
①
②
の
結
論
に
対
す
る
見
解
の
対
立
が
参
考
と
な
る
。

肯
定
的
な
見
解
が
、
攻
撃
の
意
図
と
「
誰
何
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
銃
を
捨
て
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
客
観
的
に
意
図
が
現
れ
る
最

低
限
の
行
動
・
状
況
か
ら
攻
撃
の
現
在
性
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
否
定
的
見
解
は
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
し
て
、
よ
り
厳
格
に
判
断
す

べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、（
ア
）
の
点
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
攻
撃
者
に
よ
り
な

さ
れ
る
攻
撃
の
特
定
性
に
関
し
て
争
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
で
も
侵
害
へ
転
化
し
得
る
危
険
と
は
、

緊
急
避
難
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
危
険
と
し
て
の
継
続
的
危
険
（
い
つ
か
は
法
益
侵
害
が
生
じ
る
が
い
つ
生
じ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
危
険
）
と
の

対
比
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
攻
撃
が
い
つ
生
じ
る
か
が
特
定
さ
れ
て
い
る
点
に
意
義
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
未
遂
説
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
錯
誤
の
危
険
に
つ
い
て
、
予
備
最
終
段
階
説
か
ら
は
現
在
性
を
未
遂
時
期
と
連
動
さ
せ
て

厳
格
に
判
断
し
た
際
の
弊
害
か
ら
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
の
前
倒
し
を
肯
定
し
て
い
た
。
そ
の
弊
害
の
内
容
は
、（
Ａ
）
よ
り
重
大
な
害

を
も
た
ら
す
防
衛
行
為
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
、（
Ｂ
）
法
益
が
侵
害
さ
れ
防
衛
機
会
が
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
の
若
干
趣
旨
の

異
な
る
二
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
錯
誤
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
時
間
的
離
隔
だ
け
で
な
く
、
場
所
的
離
隔
の
あ
る
場
合
に
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も
考
慮
す
る
見
解
が
存
在
し
た
。

三
　
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
の
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論

　
次
に
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
学
説
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
自
説
を
基
礎
付
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
大
別

し
て
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
論
か
ら
説
明
す
る
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
観
点
か
ら
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。

㈠
　
正
当
化
根
拠
論
か
ら
の
説
明

1　

法
確
証
の
利
益

　
特
に
予
備
最
終
段
階
説
か
ら
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
限
界
が
緊
急
避
難
よ
り
制
限
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
法
確
証
の
利
益
を
持

ち
出
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
法
と
の
闘
い
が
ま
だ
生
じ

て
い
な
い
た
め
、
法
確
証
の
利
益
に
欠
け
る
と
さ
れ
）
82
（

る
。
こ
の
理
解
に
対
し
て
は
、
法
確
証
の
利
益
は
予
備
段
階
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い

る
状
況
に
お
い
て
も
、
犯
罪
の
申
出
・
約
束
も
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
三
〇
条
二
項
）、
認
め
ら
れ
る
と
批
判
さ
れ
て

い
）
83
（

る
。
こ
の
反
論
か
ら
は
、
法
確
証
の
利
益
か
ら
説
明
し
た
と
し
て
も
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述

べ
ら
れ
て
い
）
84
（
る
。

2　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
未
遂
説

　
一
方
で
、
前
に
述
べ
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
見
解
は
、
法
確
証
の
利
益
を
考
慮
せ
ず
、
個
人
権
的
側
面
か
ら
正
当
防
衛
を
説
明
す
る
。

彼
は
攻
撃
者
の
利
益
状
況
の
低
要
保
護
性
を
挙
）
85
（

げ
、
そ
こ
か
ら
攻
撃
の
現
在
性
に
関
す
る
視
点
と
し
て
「
最
高
度
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
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展
開
」
を
導
き
出
）
86
（
す
。
そ
し
て
、
時
間
的
離
隔
の
あ
る
時
点
で
の
実
力
行
使
を
許
容
し
得
る
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
侵
害
発
生
に
つ
い

て
誤
信
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
、
害
の
均
衡
性
、
補
充
性
等
の
要
件
で
補
完
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
）
87
（

て
、
そ
れ
ら
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
正

当
防
衛
は
、「
最
高
度
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
示
さ
れ
錯
誤
の
危
険
が
排
除
さ
れ
た
状
況
で
の
み
可
能
だ
と
す
）
88
（
る
。

3　

エ
ン
グ
レ
ン
ダ
ー
の
未
遂
説

　
エ
ン
グ
レ
ン
ダ
ー
も
、
独
自
の
正
当
化
根
拠
論
か
ら
未
遂
説
を
基
礎
付
け
て
い
る
。
彼
の
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
論
は
、
法
確
証
の

利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
被
攻
撃
者
の
主
観
的
権
利
と
い
う
個
人
権
的
側
面
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
人
に
与
え
ら
れ
た
主

観
的
権
利
は
、
相
互
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
義
務
付
け
る
が
、
こ
れ
に
反
し
被
攻
撃
者
の
主
観
的
権
利
が
無
視
さ
れ
た
と
き
に
は
、
彼
の

自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
強
制
権
限
と
し
て
正
当
防
衛
権
が
認
め
ら
れ
）
89
（

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
主
観
的
権
利
の
無
視
」
は
、「
攻
撃
者

が
実
際
に
本
来
の
攻
撃
へ
移
行
し
始
め
た
と
き
」
に
生
じ
る
と
し
て
、
未
遂
時
期
の
時
点
に
お
い
て
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
す
る
。
具
体

例
と
し
て
は
、
攻
撃
者
が
武
器
を
持
っ
て
被
害
者
へ
駆
け
寄
っ
て
く
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
90
（

る
。

㈡
　
正
当
化
根
拠
論
以
外
の
基
礎
付
け

1　

国
家
の
管
轄
と
の
区
別

　
予
備
の
最
終
段
階
説
に
立
つ
ロ
ク
シ
ン
は
、
正
当
防
衛
の
時
間
的
範
囲
が
制
限
的
に
解
さ
れ
る
刑
事
政
策
的
理
由
と
し
て
、
将
来
の
侵

害
の
阻
止
は
警
察
・
国
家
機
関
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
）
91
（

る
。
補
充
性
や
害
の
均
衡
性
が
要
求
さ
れ
な
い
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
の

は
、
明
白
な
闘
争
状
況
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
正
当
防
衛
に
犯
罪
予
防
任
務
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
）
92
（
る
。

　
未
遂
説
の
論
者
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
ス
も
、
同
様
の
視
点
か
ら
切
迫
性
を
説
明
す
）
93
（

る
。
す
な
わ
ち
、「
計
画
的
な
犯
罪
予
防
と
犯
罪
に
よ
り

奪
わ
れ
た
財
の
再
調
達
は
警
察
の
任
務
で
あ
る
。
攻
撃
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
た
場
合
に
の
み
事
態
の
強
制
が
、
管
轄
に
関
す
る
憂
慮
に
打
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ち
勝
つ
」。
デ
ン
カ
ー
も
ヤ
コ
ブ
ス
と
同
様
の
視
点
か
ら
正
当
化
事
由
の
時
間
的
範
囲
を
根
拠
付
け
る
。
デ
ン
カ
ー
は
、
公
的
機
関
の
利

用
に
失
敗
し
て
も
私
人
の
実
力
行
使
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
国
家
の
管
轄
の
行
使
と
、
国
家
の
管
轄
の
利
用
が
不
成
功

に
終
わ
っ
た
場
合
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
現
在
性
を
説
明
す
）
94
（
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
二
七
条
の

仮
逮
捕
が
私
人
に
許
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
場
面
で
も
私
人
の
実
力
行
使
の
禁
止
を
貫
徹
す
れ
ば
、
犯
罪
の
現
場
で
犯
人
を
見
逃
す
と
い

う
法
へ
の
忠
誠
が
揺
ら
ぐ
恐
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
得
る
と
さ
れ
）
95
（

る
。
デ
ン
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
正
当
化
事
由
に
お
け
る
時
間
的
制
約
は

「
立
法
者
が
危
惧
す
る
否
定
的
展
開
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
バ
ル
ブ
」
で
あ
り
、
こ
の
バ
ル
ブ
は
社
会
的
印
象
が
強
く
認
め
ら
れ
る
状

況
に
お
い
て
の
み
法
に
忠
誠
な
市
民
の
意
思
・
感
情
の
た
め
に
開
か
れ
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
こ
と
は
正
当
防
衛
に
お
け
る
攻
撃
の
現
在

性
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
い
）
96
（
る
。

　
以
上
の
国
家
と
の
管
轄
に
着
目
し
た
根
拠
付
け
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
は
そ
の
予
防
効
果
を
最
も
効
果
的
に

発
揮
す
る
場
面
に
限
っ
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
正
当
防
衛
論
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
は
犯
罪
の
阻
止
に
供

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
予
防
効
果
は
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
97
（

る
。
国
家
の
実
力
権
限
が
厳
格
に
規
律
さ
れ
て
い
る
昨
今
に
お
い
て
、

「
焦
眉
の
急
と
な
っ
た
攻
撃
の
強
烈
）
98
（
さ
」
に
対
し
て
正
当
防
衛
と
し
て
反
撃
さ
れ
る
こ
と
で
、
被
攻
撃
者
の
権
利
性
が
示
さ
れ
、
高
い
予

防
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
（
そ
う
し
な
い
と
市
民
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
得
る
）、
ま
た
そ
れ
で
十
分
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の

見
解
の
主
張
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
高
い
予
防
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
切
迫
し
て
い
な
い
場
合
で
も

例
外
的
に
法
確
証
の
利
益
・
個
人
的
利
益
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
問
題
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
）
99
（

る
。

2　

平
穏

　
ロ
ク
シ
ン
は
更
に
、
異
な
っ
た
観
点
か
ら
錯
誤
の
リ
ス
ク
の
低
下
を
要
求
す
）
100
（
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
予
備
段
階
全
体
に
、
あ
る
い
は
犯



ドイツにおける正当防衛の開始時期をめぐる議論について

287

罪
の
予
告
・
約
束
の
時
点
ま
で
正
当
防
衛
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
熱
心
に
や
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
、
錯
誤
に
陥
る
と
い

う
人
間
の
性
質
に
よ
っ
て
、
社
会
の
平
穏
秩
序
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
更
に
指
摘
さ
れ
る
」。
そ
し
て
、
錯
誤
の
リ
ス

ク
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
時
間
的
限
定
が
な
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
一
二
七
条
の
仮
逮
捕
が
「
現
場
」
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
挙
げ
る
。「
襲
わ
れ
る
と
い
う
危
惧
に
よ
り
、
冷
静
な
判
断
が
困
難
に
な
る
の
で
、
対
立
が
生
じ
る
前
に
お
い
て
既
に
正
当
防
衛

に
よ
る
保
護
を
認
め
、
予
防
的
な
実
力
行
使
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
」
と
ロ
ク
シ
ン
は

述
べ
、
切
迫
し
た
闘
争
状
況
に
お
い
て
錯
誤
と
や
り
過
ぎ
の
リ
ス
ク
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
）
101
（
る
。

　
前
項
で
扱
っ
た
国
家
の
管
轄
と
の
区
別
は
、
攻
撃
者
へ
の
予
防
効
果
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
平
穏
秩
序
の
危
殆

化
の
問
題
は
、
そ
れ
を
越
え
て
よ
り
一
般
的
な
レ
ベ
ル
で
の
予
防
効
果
に
関
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
攻
撃
の
有
無
に

関
す
る
「
錯
誤
」
は
、
逆
に
相
手
方
か
ら
の
正
当
防
衛
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
闘
争
状
況
を
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
、
反
撃
に
つ
い

て
の
「
や
り
過
ぎ
」
は
、
紛
争
状
況
に
お
い
て
実
力
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
風
潮
、
ひ
い
て
は
強
い
者
だ
け
が
勝
つ
と
い
う
弱
肉

強
食
的
風
潮
が
蔓
延
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
予
防
効
果
は
対
象
を
攻
撃
者
に
限
定
し
て

お
ら
ず
、
紛
争
状
態
に
か
か
わ
る
者
全
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
に
危
険
な
状
況
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ

と
い
う
理
解
も
あ
）
102
（

る
。

四
　
検
　
討

㈠
　
行
為
に
よ
る
補
完

　
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
若
干
な
が
ら
検
討
を
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加
え
る
。
第
一
に
、
判
例
は
、（
ア
）
い
つ
で
も
侵
害
（
行
為
）
に
転
化
し
得
る
こ
と
及
び
、（
イ
）
防
衛
行
為
を
先
延
ば
し
た
と
き
に
そ

の
効
果
が
危
う
く
な
る
こ
と
の
二
点
を
基
準
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
学
説
は
防
衛
効
果
説
、
未
遂
説
、
予
備
最
終
段
階
説
に
分
か
れ
て
い

た
。
防
衛
効
果
説
は
反
撃
の
延
期
に
よ
る
防
衛
効
果
の
減
退
を
重
視
し
、
未
遂
説
は
侵
害
発
生
に
関
す
る
錯
誤
の
リ
ス
ク
の
低
下
を
強
く

求
め
て
い
た
。
予
備
最
終
段
階
説
は
、
未
遂
説
に
対
し
て
は
防
衛
効
果
の
減
退
の
リ
ス
ク
か
ら
、
防
衛
効
果
説
に
対
し
て
は
錯
誤
の
リ
ス

ク
な
い
し
は
侵
害
と
の
客
観
的
つ
な
が
り
か
ら
、
自
説
を
基
礎
付
け
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
学
説
の
背
景
で
は
、「
行
為
」
に
よ
り
、
攻
撃
の
現
在
性
の
判
断
に
際
し
て
、
補
完
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
103
（
る
。

例
え
ば
、
防
衛
効
果
説
は
攻
撃
行
為
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
攻
撃
と
は
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前

提
と
し
た
理
解
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
予
備
最
終
段
階
説
内
部
に
お
け
る
、
判
例
①
②
の
密
猟
者
事
例
に
関
す
る
、
い
つ
で
も
攻
撃
へ
転
化

し
得
る
と
い
う
攻
撃
の
特
定
性
を
め
ぐ
る
評
価
の
争
い
も
、
行
為
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
正
当
防
衛
状
況
に
お

い
て
問
題
と
さ
れ
る
「
行
為
」
と
は
「
結
果
発
生
か
ら
因
果
経
過
を
遡
っ
て
存
在
す
る
最
も
結
果
に
近
い
原
因
」
で
あ
）
104
（
り
、
こ
の
因
果
経

過
の
最
後
の
「
侵
害
行
為
」
へ
つ
な
が
る
一
歩
手
前
の
行
為
の
特
定
に
関
し
、
学
説
に
お
い
て
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
）
105
（

る
。
密
猟

者
が
一
度
身
を
隠
す
場
所
へ
逃
げ
て
そ
の
後
発
砲
す
る
た
め
に
背
を
向
け
て
走
り
出
し
た
時
点
で
、
行
為
が
開
始
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評

価
を
す
れ
ば
攻
撃
の
現
在
性
は
肯
定
さ
れ
、
ま
だ
行
為
は
開
始
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て

評
価
が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
に
よ
る
特
定
は
限
界
事
例
で
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も

理
解
で
き
る
だ
ろ
）
106
（

う
。

　
他
方
こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
侵
害
結
果
発
生
を
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
攻
撃
の
現
在
性
は
法
益
侵
害
の
発
生
・
強
化

の
観
点
か
ら
特
定
さ
れ
る
と
し
て
、
攻
撃
か
ら
想
定
さ
れ
る
侵
害
と
の
客
観
的
つ
な
が
り
か
ら
予
備
の
最
終
段
階
説
を
支
持
す
）
107
（
る
。
こ
の

見
解
か
ら
は
「
侵
害
に
転
化
し
得
る
こ
と
」
は
法
益
侵
害
と
の
連
関
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
密
猟
者

事
例
に
つ
い
て
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て
お
）
108
（
り
、
侵
害
の
危
険
性
が
あ
れ
ば
広
く
正
当
防
衛
状
況
を
肯
定
す
る
と
い
う
帰
結
も
考
え
ら
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れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
行
為
と
結
果
か
ら
ど
の
よ
う
に
正
当
防
衛
状
況
を
限
定
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
課
題
が
残
る
。

㈡
　
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
に
関
す
る
形
式
と
実
質

　
第
二
に
、
正
当
防
衛
の
開
始
時
期
を
形
式
的
に
捉
え
る
か
、
実
質
的
な
判
断
要
素
か
ら
定
め
る
か
に
つ
い
て
方
向
性
を
述
べ
た
い
。
ド

イ
ツ
の
学
説
は
、
防
衛
効
果
説
、
未
遂
説
、
予
備
最
終
段
階
説
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
未
遂
ま
で
待
つ
必
要
は
あ
る
か
と
い
う
議
論

は
、
必
ず
し
も
意
味
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
恐
喝
事
例
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
多
く
の
見
解
は
予
備
の
最
終
段
階
に
お
い
て

攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
、
恐
喝
の
未
遂
行
為
が
あ
れ
ば
支
払
い
ま
で
時
間
的
離
隔
が
あ
っ
て
も
、
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻

撃
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
論
理
は
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
正
当
防
衛
状
況

の
判
断
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
争
い
に
お
い
て
考
慮
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
を
ど
こ
ま
で
含
め
る
か
と
い
う
観
点
か
ら

判
断
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
遂
説
、
予
備
最
終
段
階
説
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
「
侵
害
発
生
に

関
す
る
錯
誤
の
リ
ス
ク
」
及
び
「
侵
害
と
の
客
観
的
つ
な
が
り
」、
防
衛
効
果
説
、
予
備
最
終
段
階
説
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
「
防

衛
を
先
延
ば
す
こ
と
で
生
じ
る
弊
害
（（
Ａ
）
防
衛
機
会
の
消
滅
、（
Ｂ
）
防
衛
に
よ
り
生
じ
る
害
の
増
大
）」
と
い
う
判
断
事
情
を
ど
の
よ
う
な

根
拠
か
ら
ど
こ
ま
で
考
慮
す
る
の
か
が
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
根
拠
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
正
当
化
根
拠
論
に
関
わ
る
も

の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
正
当
化
根
拠
論
に
関
わ
ら
な
い
根
拠
付
け
に
つ
い
て
は
、
正
当
化
根
拠
論
の
対
立
に

関
わ
ら
ず
主
張
し
得
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
主
張
可
能
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
実
質
的
要
素
に
着
目
し
た
こ
の
よ

う
な
議
論
は
、
正
当
防
衛
規
定
の
立
て
付
け
や
未
遂
犯
論
に
関
わ
ら
ず
検
討
さ
れ
得
る
た
め
、
わ
が
国
の
正
当
防
衛
論
に
お
い
て
も
直
接

参
考
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
急
迫
の
侵
害
の
有
無
・
程
度
・
根
拠
に
関
す
る
わ
が
国
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
得
た

知
見
を
も
と
に
、
今
後
詳
細
な
検
討
を
行
い
た
い
。
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（
1
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
）
二
七
四
頁
（
註
一
二
）
等
。

（
2
）  

例
え
ば
、
東
京
高
判
昭
和
六
二
年
一
月
一
九
日
判
タ
六
五
〇
号
二
五
一
頁
は
「
被
告
人
に
危
害
を
加
え
る
意
思
で
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
余

地
が
あ
り
」「
瞬
時
の
間
に
傍
ら
の
テ
ー
ブ
ル
上
に
鞘
を
払
つ
た
状
態
で
置
い
て
あ
る
右
ナ
イ
フ
を
手
に
し
て
被
告
人
に
対
し
切
り
つ
け
又
は
突

き
か
か
る
等
の
挙
に
出
る
勢
い
の
あ
る
態
勢
に
あ
」っ
た
と
判
示
し
て
い
る
。
客
観
的
態
勢
に
つ
い
て
は
、
髙
山
佳
奈
子
「
正
当
防
衛
論
（
上
）」

法
学
教
室
二
六
七
号
（
二
〇
〇
二
）
八
三
頁
で
は
「
侵
害
に
直
接
連
な
る
活
動
が
客
観
的
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）  
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
）
に
よ
る
。
改
正
前
の
旧
五
三
条
二
項
の

正
当
防
衛
規
定
も
同
様
で
あ
っ
た
。

（
4
）  

こ
れ
ま
で
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
や
判
例
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
橋
田
久
「
正
当
防
衛
の
始
期
」
産
大
法
学
二
九
巻
三

号
（
一
九
九
五
）
四
五
三
頁
以
下
、
明
照
博
章
『
正
当
防
衛
権
の
構
造
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
三
）
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
5
）  RG

St 53, 132 （133
）.

（
6
）  

本
件
の
わ
が
国
で
の
評
釈
と
し
て
、
山
本
輝
之
「
攻
撃
の
現
在
性
」
堀
内
捷
三
＝
町
野
朔
＝
西
田
典
之
編
『
判
例
に
お
け
る
ド
イ
ツ
刑
法
（
総

論
）』（
良
書
普
及
会
・
一
九
八
七
）
五
九
頁
以
下
。

（
7
）  RG

St 67, 337 （339 f.

）.

（
8
）  

更
に
、
山
林
監
視
員
が
正
当
防
衛
状
況
に
あ
る
と
錯
誤
し
た
が
、
義
務
に
し
た
が
っ
た
判
断
に
基
づ
い
て
お
り
、
錯
誤
に
つ
い
て
責
め
を
負
う

と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
場
合
で
さ
え
、
正
当
防
衛
と
し
て
適
法
に
行
為
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。RG

St 67, 337 （400

）.

（
9
）  RG

 H
RR 40 N

r.1102.

（
10
）  Friedrich O

skar Schwarze, Com
m
entar zum

 Strafgesetzbuch für das D
eutsche Reich, 3. Aufl., Leipzig 1873, S. 243; Ernst 

Traugott Rubo, Kom
m
entar über das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, Berlin 1879, S. 479; A

dolf M
erkel, Lehrbuch des 

deutchen Strafrechts, Stuttgart 1889, S. 162; H
einrich von G

erland, D
eutsches Reichstrafrecht, Berlin/Leipzig 1922, S. 113; 

Reinhard Frank, D
as Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 16. Aufl., Tübingen 1925, S. 149; Franz von Liszt/Eberhard 

Schm
idt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., Berlin/Leipzig 1927, S. 186; Philipp A

llfeld/H
ugo M

eyer, Lehrbuch 
des deutschen Strafrechts Allgem

einer Teil, 9. Aufl., Leipzig 1934, S. 125. 

（
11
）  Schwarze

（
前
掲
注
（
10
））, S. 243; G

erland

（
前
掲
注
（
10
））, S. 113; Schm

idt
（
前
掲
注
（
10
））, S. 108; Liszt/Schm

idt

（
前
掲
注
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（
10
））, S. 186.

（
12
）  Karl Binding, H

andbuch des Strafrechts Erster Band, Leipzig 1885, S. 746.
（
13
）  Binding

（
前
掲
注
（
10
））, S. 747. 

同
様
に
、laesio inchoata

の
必
要
性
は
な
い
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、Liszt/ Schm

idt

（
前
掲
注

（
10
））, S. 186 

（Fn. 7

）. 

こ
れ
に
対
し
て
、
攻
撃
の
現
在
性
をlaesio inchoata

の
意
味
で
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、A

nselm
 Ritter von 

Feuerbach, Lehrbuch des gem
einen in D

eutschland gültigen peinlichen Strafrechts, 40. Aufl., G
iessen 1847, S. 65 （

§ 38

）. 

（
14
）  
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
制
定
前
に
お
い
て
、
未
遂
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、M

oritz W
ilhelm

 A
ugust Breidenbach, Com

-
m
entar über das G

rossherzoglich H
essische Strafgesetzbuch Erster Band Erste Abteilung, D

arm
stadt 1842, S. 591 f.

（
15
）  Frank

（
前
掲
注
（
10
））, S. 149. 

（
16
）  M

ax Ernst M
ayer, D

er allgem
eine Teil des D

eutschen Strafrechts, H
eidelberg 1915, S. 277. 

（
17
）  A

ugust Köhler, D
eutsches Strafrecht Allgem

einer Teil, Leipzig 1917, S. 349.

（
18
）  Köhler

（
前
掲
注
（
17
））, S. 349.

（
19
）  Köhler

（
前
掲
注
（
17
））, S. 350.

（
20
）  

Ａ
．
ケ
ー
ラ
ー
は
、
防
衛
効
果
説
を
主
張
す
る
中
で
、
緊
急
避
難
に
つ
い
て
言
及
し
た
判
例
（RG

St, 36, 334

）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
。
正
当
防
衛
と
緊
急
避
難
の
時
間
的
範
囲
を
同
等
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。Köhler

（
前
掲
注
（
17
））, S. 349 （Fn. 5

）.

（
21
）  BG

H
 N

JW
 1973, 255.

（
22
）  BG

H
 N

StE N
r.5 zu 

§ 32 StG
B.

（
23
）  BG

H
 N

StZ 2000, 365.

（
24
）  

同
判
決
以
前
に
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
四
年
一
一
月
一
五
日
決
定
（BG

H
 N

JW
 1995, 973

）
は
、
被
告
人
の
店
で
暴
れ
た
り
被
告

人
の
妻
の
首
を
絞
め
た
り
し
て
い
た
Ｇ
を
中
心
と
す
る
約
一
〇
人
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
が
、
施
錠
さ
れ
て
い
た
被
告
人
の
店
の
ド
ア
を
蹴
破
っ
て

立
ち
入
り
、
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
が
立
ち
入
っ
た
一
人
に
約
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
発
砲
し
、
被
告
人
の
行
為
が
故
殺
未
遂
等
に
問

わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
原
審
が
住
居
権
に
対
す
る
攻
撃
し
か
検
討
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
住
居
権
だ
け
で
な
く
、
生

命
身
体
が
直
接
脅
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
論
さ
せ
る
と
し
て
判
例
④
を
引
用
し
、
攻
撃
が
直
接
に
切
迫
し
た
段
階
で
現
在
性
は
肯
定
さ
れ
る
と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
三
日
判
決
（BG

H
 N

StZ-RR 2009, 70

）
で
は
、
割
れ
た
瓶
や
ナ
イ
フ
を

持
っ
て
取
り
囲
ん
だ
被
害
者
ら
か
ら
脅
さ
れ
て
い
た
被
告
人
等
が
被
害
者
か
ら
奪
っ
た
ナ
イ
フ
で
被
害
者
を
刺
殺
し
よ
う
と
し
た
事
案
に
つ
き
、
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判
例
④
が
引
用
さ
れ
た
上
で
、
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
た
原
審
の
判
断
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）  

本
件
の
評
釈
と
し
て
、W

ilfried Bottke, Anm
erkung zum

 U
rteil BayO

bLG
 v. 9.1.1985 ‒JR 1986, 291 ‒, Juristische Rundschau, 

1987, S. 292 ff.; D
ietrich Kratsch, „D

er Angriff

“ ‒ ein Schlüsselbegriff des N
otw

ehrrechts, Strafverteidiger, 1987, S. 224 ff.
（
26
）  BayO

bLG
 N

JW
 1985, 2600 （2601

）.
（
27
）  
橋
田
・
前
掲
注
（
4
）
五
頁
も
参
照
。

（
28
）  Eberhard Schm

ithäuser, Strafrecht Allgem
einer Teil Lehrbuch, 2. Aufl. Tübingen 1975, S. 347.

（
29
）  Erich Sam

son, in: H
ans-Joachim

 Rudolphi/Eckhard H
orn/Erich Sam

son, System
atischer Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 
5. Aufl. Frankfurt am

 M
ain 1992, 

§ 32, Rn. 26.

（
30
）  G

ünter Stratenwerth/Lothar Kuhlen, Strafrecht Allgem
einer Teil, 6. Aufl. M

ünchen 2011, S. 131 （Rn. 68

）.

（
31
）  

他
に
防
衛
効
果
説
と
し
て
、Paulheinz Baldus ,in: Paulheinz Baldus/G

ünter W
illm

s 

（H
rsg.

）, Leipziger Kom
m
entar zum

 Straf-
gesetzbuch, 9. Aufl. Berlin/N

ew
 York 1974, 

§ 32, Rn. 5; H
erm

ann Blei, Strafrecht I. Allgem
einer Teil, 18. Aufl. M

ünchen 
1983, S. 143 f.; U

rs Kindhäuser, in: U
rs Kindhäuser/U

lfrid N
eum

ann/H
ans-U

llrich Paeffgen （H
rsg.

）, N
om

os Kom
m
entar zum

 
Strafgesetzbuch, 4. Aufl. Baden-Baden 2013, 

§ 32, Rn. 52.

（
32
）  Bottke

（
前
掲
注
（
25
））, S. 293.

（
33
）  Claus Roxin, Von w
elchem

 Zeitpunkt an ist ein Angriff gegenw
ärtig und löst das N

otw
ehrrecht aus?, in: H

ans-H
einrich Je-

scheck/Jhong-W
on Kim

/H
aruo N

ishihara/H
ans-Ludiw

ig Schreiber （H
rsg.

）, G
edächtnisschrift für Zong U

k Tjong, Tokio 1985, 
S.142.

（
34
）  H

ans-Ludwig G
ünther, in: Jürgen W

olter 

（H
rsg.

）, System
atischer Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 8. Aufl. Berlin 2013, 

§ 
32, Rn. 70.

（
35
）  

ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
条
は
「
行
為
に
つ
い
て
の
自
ら
の
表
象
に
よ
り
、
直
接
、
構
成
要
件
の
実
現
に
着
手
し
た
者
は
、
犯
罪
行
為
の
未
遂
を

行
っ
た
者
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
訳
は
法
務
資
料
四
六
一
号
（
前
掲
注
（
3
））
二
五
頁
に
よ
る
。

（
36
）  G

ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 70.

（
37
）  D

om
inik Ludwig, „G

egenw
ärtiger Angriff

“, „drohende

“ und „gegenw
ärtige G

efahr

“ im
 N

otw
ehr- und N

otstandrecht, Frank-
furt am

 M
ain 1991, S. 82 ff.
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（
38
）  Ludwig

（
前
掲
注
（
37
））, S. 100 ff.

（
39
）  

他
に
未
遂
説
に
立
つ
も
の
と
し
て
、G

ünter Jakobs, Strafrecht Allgem
einer Teil, 2. Aufl. Berlin/N

ew
 York 1991, S. 389 （Rn. 23

）; 
A
rm

in Engländer, in: H
olger M

att/Joachim
 Renzikow

ski 

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch Kom
m
entar, M

ünchen 2013, 

§ 32, Rn. 14; 
Kristian Kühl, in: Kristian Kühl/M

artin H
eger, Strafgesetzbuch Kom

m
entar, 28. Aulf., M

ünchen 2014, 

§ 32, Rn. 4.
（
40
）  Thom

as Rönnau/Kristian H
ohn, in: H

einrich W
ilhelm

 Laufhütte/Ruth Rissing-van Saan/Klaus Tiedem
ann （H

rsg

）, Leipziger 
Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 12. Aufl. Berlin 2006, 

§ 32, Rn. 144.

（
41
）  G

ünther
（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 70 f.; Rönnau/H
ohn

（
前
掲
注
（
32
））, 

§ 32, Rn. 145.

（
42
）  Rönnau/H

ohn
（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 144.

（
43
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 142. 

ロ
ク
シ
ン
は
刑
事
政
策
的
に
被
攻
撃
者
に
負
担
さ
せ
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
未
遂
説

の
ギ
ュ
ン
タ
ー
か
ら
、
正
当
防
衛
は
適
法
・
不
法
に
関
わ
る
制
度
で
あ
り
法
秩
序
全
体
の
問
題
で
あ
っ
て
民
法
上
の
正
当
防
衛
制
度
と
も
併
せ
て

そ
の
要
件
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
刑
事
政
策
的
考
慮
に
理
由
は
な
い
と
反
論
さ
れ
て
い
る
。G

ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, 
Rn. 70.

（
44
）  

予
備
最
終
段
階
説
に
あ
た
る
の
は
、Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 142 ff.; H

arro O
tto, G

egenw
ärtiger Angriff

（
§ 32 StG

B

） und ge-
genw

ärtige G
efahr

（
§§ 34, 35, 249, 255 StG

B

）, Jurischtische Ausbildung, 1999, S. 552; Felix H
erzog, in: U

rs Kindhäuser/U
l-

frid N
eum

ann/H
ans-U

llrich Paeffgen （H
rsg.

）, N
om

os Kom
m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 3. Aufl. Baden-Baden 2010, 

§ 32, Rn. 
27; G

unnar D
uttge, in: D

ieter D
ölling/ G

unnar D
uttge/D

ieter Rössner 

（H
rsg.

）, G
esam

tes Strafrecht, 2. Aufl. Baden-Baden 
2011, 

§ 32, Rn. 13; Volker Erb, in: W
olfgang Joecks/Klaus M

iebach （H
rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 2. 
Aufl. M

ünchen 2011, 

§ 32, Rn. 108; W
alter Perron, in: Adolf Schönke/H

orst Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. M
ünchen 

2014, 

§ 32, Rn. 14. 

他
に
こ
の
見
解
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、G

ünter Spendel, in: Burkhard Jähnke/H
einrich W

ilhrlm
 

Laufhutte/W
alter O

dersky 

（H
rsg.

）, Leipziger Kom
m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 11. Aufl. Berlin 2003, 

§ 32, Rn. 118 ff.; Rön-
nau/H

ohn

（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 146.

（
45
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 141.

（
46
）  Rönnau/H

ohn

（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 146.

（
47
）  Kristian Kühl, Strafrecht Allgem

einer Teil, 7. Aufl. M
ünchen 2012, 

§ 7, Rn. 41.
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（
48
）  

こ
の
立
場
と
し
て
、Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 140; Erb

（
前
掲
注
（
44
））, 

§32, Rn. 108.

（
49
）  

こ
の
説
の
立
場
と
し
て
、Rönnau/H

ohn

（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 146. 

同
様
に
防
衛
に
よ
る
害
の
増
大
を
基
準
と
す
べ
き
で
な
い
と

す
る
予
備
最
終
段
階
説
と
し
て
、Perron

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 14.

こ
れ
ら
の
見
解
は
判
例
の
基
準
の
内
、「
侵
害
（
行
為
）
に
転
化
し

得
る
こ
と
」
の
み
を
現
在
性
の
基
準
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

（
50
）  Ludwig

（
前
掲
注
（
37
））, S. 190.

（
51
）  G

ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 70.

（
52
）  Rönnau/H

ohn

（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 146.

（
53
）  Rönnau/H

ohn
（
前
掲
注
（
40
））, 

§ 32, Rn. 146 （Fn. 421

）.

（
54
）  Erb

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 108 （Fn. 276

）.

（
55
）  M

ichaela M
öhlenbeck, D

as absolute Folterverbot, Frankfurt am
 M

ain 2008, S. 114 ff. 

他
に
現
在
性
を
場
所
的
近
接
性
の
意
味
で
も

理
解
す
る
も
の
と
し
て
、Spendel

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 113.

（
56
）  Erb

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 103.

（
57
）  

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
友
田
博
之
「
恐
喝
被
害
者
に
よ
る
『
反
撃
』
と
正
当
防
衛
の
成
否

―
い
わ
ゆ
る 

“Chantage

” 

を
中
心
と
し

て

―
」
法
学
雑
誌
五
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
）
九
六
頁
以
下
参
照
。

（
58
）  

こ
の
問
題
に
関
し
て
判
例
の
判
断
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（Claus Roxin, Strafrecht, Allgem

einer Teil I, 4. Aufl., 
M

ünchen 2006, 

§ 15, Rn. 100.

）。
具
体
的
事
例
に
関
し
て
は
、Petar N

ovoselec, N
otw

ehr gegen Erpressung i.e.S. und Chantage, 
N
eue Zeitschrift für Strafrecht 1997, S. 218 ff.

（
59
）  A

ntje Kroß, N
otw

ehr gegen Schw
eigegelderpressung, Berlin 2004, S. 121 ff. 

同
様
に
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定

す
る
見
解
と
し
て
、Tino Seesko, N

otw
ehr gegen Erpressung durch D

rohung m
it erlaubtem

 Verhalten, Berlin 2004, S. 79 f. 

こ
れ

に
対
し
て
、
意
思
決
定
侵
害
と
財
産
侵
害
の
間
の
一
体
性
を
否
定
し
つ
つ
財
産
侵
害
に
関
し
て
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、

G
unther A

rzt, N
otw

ehr gegen Erpressung, M
onatsschrift für deutsches Recht, 1964, S, 344 f.; Jürgen Baum

ann, 

§ 53 StG
B als 

M
ittel der Selbstjustiz gegen Erpressung?, M

onatsschrift für deutsches Recht, 1965, S. 346 f. 

こ
の
見
解
は
財
産
侵
害
に
つ
い
て
は

攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
つ
つ
、
支
払
わ
な
け
れ
ば
回
避
で
き
る
と
し
て
防
衛
行
為
の
必
要
性
を
否
定
す
る
。

（
60
）  Seesko

（
前
掲
注
（
59
））, S. 79 f.
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（
61
）  Kroß

（
前
掲
注
（
59
））, S. 124 f. 

予
備
の
最
終
段
階
説
に
立
て
ば
、
未
遂
段
階
で
財
産
侵
害
に
対
す
る
攻
撃
の
現
在
性
を
否
定
す
る
理
由
は

な
い
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、N

ovoselec

（
前
掲
注
（
58
））, S. 219 f.

（
62
）  H

enning Ernst M
üller, Zur N

otw
ehr bei Schw

eigegelderpressung （Chantage

）, N
eue Zeitschrift für Strafrecht 1993, S. 367 f.

（
63
）  M

üller

（
前
掲
注
（
62
））, S. 368.

（
64
）  Kratsch

（
前
掲
注
（
33
））, S. 229.

（
65
）  Knut A

m
elung, D

as Problem
 der heim

lichen N
otw

ehr gegen die erpresserische Androhung kom
prom

ittierender Enthüllun-
gen, G

oltdam
m
er's Archiv für Strafrecht 1982, S. 384 ff.; Roxin

（
前
掲
注
（
58
）） 

§ 15, Rn. 29. 

こ
こ
で
は
、
意
思
決
定
の
自
由
に
対

す
る
攻
撃
が
終
了
し
た
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
主
題
か
ら
逸
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
攻

撃
の
現
在
性
を
否
定
す
る
見
解
の
論
拠
は
、
①
話
し
終
わ
っ
た
と
き
に
は
物
理
的
な
作
用
は
終
了
し
て
い
る
、
②
恐
喝
罪
は
状
態
犯
で
あ
り
正
当

防
衛
状
況
を
肯
定
す
る
こ
と
は
自
己
司
法
の
拡
大
に
つ
な
が
る
、
③
攻
撃
行
為
は
終
了
し
て
お
り
、
危
険
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

反
論
と
し
て
例
え
ば
、A

m
elung

（
前
掲
注
（
65
））, S. 384 ff.

（
66
）  H

eiko Lesch, D
ie N

otw
ehr, in: G

unter W
idm

aier/H
eiko Lesch/Bernd M

üssig/Rochus W
allau 

（H
rsg.

）, Festschrift für H
ans 

D
ahs, Köln 2005, S. 110.

（
67
）  Lesch

（
前
掲
注
（
65
））, S. 109 f. 
ま
た
、
通
常
正
当
防
衛
状
況
が
否
定
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
の
ぞ
き
魔
事
例
、
す
な
わ
ち
、
何
度
も
自
宅
を

覗
か
れ
て
い
た
男
が
、
あ
る
晩
ベ
ッ
ド
の
横
に
の
ぞ
き
魔
が
立
っ
て
い
る
の
に
起
き
て
気
づ
き
、
逃
げ
る
の
ぞ
き
魔
を
追
い
か
け
て
発
砲
し
重
傷

を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
も
、
攻
撃
の
現
在
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
レ
ッ
シ
ュ
は
防
衛
行
為
の
相
当
性
、
公
的
機
関
の
保
護
が
可

能
で
な
い
こ
と
、
を
要
求
し
て
い
る
。

（
68
）  Frank

（
前
掲
注
（
10
））, S. 149; Liszt/Schm

idt

（
前
掲
注
（
10
））, S. 186 （Fn. 7

）; A
llfeld/M

eyer

（
前
掲
注
（
10
））, S. 125 （Fn. 21

）.

（
69
）  Kindhäuser

（
前
掲
注
（
31
））, 

§ 32, Rn. 52.

（
70
）  Schm

ithäuser

（
前
掲
注
（
28
））, S. 347; Blei

（
前
掲
注
（
31
））, S. 143 f.; Sam

son

（
前
掲
注
（
29
））, 

§ 32, Rn. 27.

（
71
）  Baldus

（
前
掲
注
（
31
））, 

§ 32, Rn. 6; Stratenwerth/Kuhlen
（
前
掲
注
（
30
））, S. 131 （Fn. 83

）. 

（
72
）  Sam

son

（
前
掲
注
（
29
））, 

§ 32, Rn. 27. 

同
旨
、Kindhäuser

（
前
掲
注
（
31
））, 

§ 32, Rn. 52.

（
73
）  Ludwig

（
前
掲
注
（
37
））, S. 182; G

ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 71. 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
こ
の
事
例
に
つ
い
て
正
当
防
衛
を
否

定
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
二
二
八
条
の
緊
急
避
難
規
定
を
類
推
適
用
す
る
た
め
（Ludwig
（
前
掲
注
（
37
））, S. 183.

）、
予
備
の
最
終
段
階
説
か
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ら
は
同
様
の
帰
結
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。Roxin

（
前
掲
注
（
58
））, 

§ 15, Rn. 22 

（Fn. 55

）. 

も
っ
と
も
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
類
推
適
用

の
場
面
で
退
避
義
務
を
要
求
し
て
い
る
。Ludwig

（
前
掲
注
（
37
））, S. 182 f. 

（
74
）  Ludwig

（
前
掲
注
（
37
））, S. 200.

（
75
）  G

ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 71.
（
76
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 144. 

更
に
、
三
人
の
男
が
、「
血
を
見
る
ぜ
」
と
言
い
、
接
近
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
時
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は

手
に
持
っ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
を
振
り
上
げ
な
が
ら
近
づ
い
て
い
た
と
い
う
事
案
（BG

H
St 25, 229

）
に
つ
い
て
、
予
備
最
終
段
階
説
は
未
遂
時
期

に
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
も
の
の
（Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 143.

）、
未
遂
説
の
論
者
は
未
遂
時
期
に
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る

（G
ünther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 71.

）。
本
件
の
わ
が
国
で
の
評
釈
と
し
て
、
井
田
良
「
正
当
防
衛
と
過
失
殺
人
―
防
衛
時
に
意
図
せ
ず

し
て
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
が
正
当
防
衛
と
さ
れ
た
事
例
―
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
八
六
号
（
一
九
七
九
）
五
五
頁
以
下
。

（
77
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 144; Spendel

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 118; H
erzog

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 28; Erb

（
前
掲
注

（
44
））, 

§ 32, Rn. 109; Perron
（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 14. 

シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
判
例
⑦
に
つ
い
て
は
、
侮
辱
に
つ
き
攻
撃
の
現
在
性
を
肯

定
し
、
防
衛
行
為
の
点
で
正
当
防
衛
を
否
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。Spendel

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 118.

（
78
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 145 f.

（
79
）  Roxin

（
前
掲
注
（
58
））, 

§ 15, Rn. 26.

（
80
）  Spendel

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 120. 
結
論
同
旨
、 Herzog

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 28; D
uttge

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, R
n. 

14; Perron

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 14.

（
81
）  Roxin

（
前
掲
注
（
33
））, S. 143; Günther

（
前
掲
注
（
34
））, 

§ 32, Rn. 67; Duttge

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 13; Erb

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 109.

（
82
）  Perron

（
前
掲
注
（
44
））, 

§ 32, Rn. 14, 17.

（
83
）  H
einz W

agner, Individualistische oder überindividualistische N
otw

ehrbegründung, Berlin 1984, S. 51; Kratsch

（
前
掲
注
（
25
））, 

S. 227; Joachim
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