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一　

は
じ
め
に

　

ブ
レ
ー
キ
が
利
か
な
く
な
っ
た
自
転
車
に
乗
っ
た
Ａ
が
坂
の
上
か
ら
下
っ
て
く
る
。
そ
の
一
方
で
、
坂
の
下
に
は
Ｂ
が
お
り
、
Ｂ
が
居

る
場
所
に
そ
の
ま
ま
居
続
け
れ
ば
、
自
転
車
に
乗
っ
た
Ａ
は
Ｂ
と
衝
突
す
る
。
Ｂ
は
Ａ
を
簡
単
に
避
け
ら
れ
、
ま
た
、
Ｂ
の
背
後
に
は
枯

草
の
積
ま
れ
た
山
が
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
が
衝
突
し
な
け
れ
ば
、
Ａ
は
こ
の
山
と
ぶ
つ
か
っ
て
、
怪
我
す
る
こ
と
な
く
止
ま
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
何
の
利
益
も
害
さ
れ
な
い
。
他
方
、
Ａ
と
Ｂ
が
衝
突
す
れ
ば
、
双
方
が
怪
我
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合

に
、
Ｂ
が
避
け
ず
に
衝
突
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
制
御
不
能
の
自
転
車
に
乗
っ
た
Ａ
と
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
が
不
正
の
侵
害
者
に
な
る
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
衝
突
す
る
直
前
、
通
り
過
ぎ
る
自
転
車
の
わ
き
に
立
っ
て
い
た
Ｃ
が
、
Ｂ
に
自
転
車
が
衝
突
す
る
の
を
避

け
る
た
め
、
Ａ
を
横
か
ら
押
し
て
負
傷
さ
せ
る
場
合
、
ま
た
、
Ｂ
の
近
く
に
い
た
Ｄ
が
Ａ
を
守
る
た
め
、
Ｂ
を
横
か
ら
押
し
て
負
傷
さ
せ

る
場
合
、
Ｃ
や
Ｄ
の
行
為
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
は
成
立
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
誰
が
不
正
の
侵
害
者
か
に
つ
い
て
は
、
一
見
し
て
、
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
、
Ａ
・
Ｂ
の
ど
ち
ら

か
一
方
が
不
正
の
侵
害
者
で
あ
る
と
す
る
解
決
。
も
う
一
つ
は
、
Ａ
・
Ｂ
の
ど
ち
ら
も
が
不
正
の
侵
害
者
で
な
い
と
す
る
解
決
。
こ
の
場

合
に
は
、
正
当
防
衛
は
成
立
し
な
い
が
、
Ａ
と
Ｂ
の
衝
突
は
「
現
在
の
危
難
」
に
あ
た
り
う
る
た
め
、
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
事
案
が
処
理

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
第
三
の
解
決
は
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
も
が
、
相
手
の
身
体
へ
の
不
正
の
侵
害
者
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
例
え
ば
、
Ａ
を
守
ろ
う
と
す
る
Ｄ
と
Ｂ
を
守
ろ
う
と
す
る
Ｃ
が
戦
い
合
う
こ
と
に
な
り
、
ど
ち
ら
も
が
正
当
防
衛
権
を
持
っ
て
い

る
こ
と
と
、
正
当
防
衛
に
対
し
て
正
当
防
衛
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
矛
盾
し
、
不
当
な
帰
結
に
至
り
う
る
。
従
っ
て
、
第
一
か
第
二

の
可
能
性
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
判
断
方
法
に
よ
り
、
Ａ
・
Ｂ
が
不
正
の
侵
害
者
で
あ
る
か
な
い
か
決
定
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
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侵
害
の
不
正
性
に
つ
い
て
、
伝
統
的
に
は
、「
不
正
」
と
は
広
く
違
法
な
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い（
1
）た。
も
っ
と
も
、
こ
の
理
解

だ
け
で
は
、
公
務
員
の
適
法
な
職
務
行
為
や
正
当
業
務
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
が
で
き
な
い
こ
と
は
示
せ
て
も
、
先
の
事
例
に
対
す
る

解
決
は
十
分
に
与
え
ら
れ
な（
2
）い。
双
方
の
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
衝
突
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、

不
正
＝
違
法
と
い
う
観
念
に
必
ず
し
も
拘
泥
せ
ず
に
、
よ
り
実
質
的
に
誰
が
不
正
の
侵
害
者
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た（
3
）い。

実
際
に
は
め
っ
た
に
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
事
例
を
題
材
に
、「
不
正
と
は
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
を
超
え
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
で
、

不
正
の
侵
害
や
正
当
防
衛
を
議
論
す
る
際
に
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
側
面
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
問

題
関
心
で
あ
る
。

　

本
稿
が
「
不
正
の
侵
害
者
」
の
画
定
を
行
っ
て
い
く
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
義
務
の
衝
突
論
を
参
照
す
る
。
義
務
の
衝
突
論

と
は
、
あ
る
行
為
者
Ｘ
が
複
数
の
法
的
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
か
つ
行
為
者
が
置
か
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
全
て
の
義
務
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
、
Ｘ
の
行
為
（
い
ず
れ
か
の
義
務
を
果
た
す
行
為
と
、
ど
の
義
務
も
果
た
さ
な
い
行
為
が
考
え
ら
れ
る
）
が
違
法
と
な
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
Ｘ
が
子
Ａ
と
子
Ｂ
を
海
で
遊
ば
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
も
が
溺
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
Ｘ
が
ど
ち
ら
か
の
子
供
を
助
け
て
い
る
間
に
、
も
う
一
方
の
子
供
は
溺
死
し
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
で
、
Ｘ
の
ほ
か
に
救
助
で
き

る
人
が
い
な
い
と
い
う
事
例
が
、
義
務
の
衝
突
論
で
議
論
さ
れ
る
問
題
状
況
で
あ
る
。
義
務
の
衝
突
論
で
は
、
一
人
の
行
為
者
内
部
に
お

け
る
複
数
の
義
務
の
衝
突
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
不
正
の
侵
害
者
の
画
定
問
題
は
複
数
行
為
者
に
よ
る
衝
突
が
生
じ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
両
者
の
問
題
状
況
は
異
な
る
。
も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
の
議
論
に
お
い
て
も
、
衝
突
に
よ
り
侵
害
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
法

益
が
複
数
存
在
し
て
お
り
、「
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
う
ち
で
よ
り
強
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
は
何
か
」
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
両
者
の
問
題
状
況
は
共
通
し
て
お
り
、
不
正
の
侵
害
者
の
同
定
に
関
し
て
、
義
務
の
衝
突
論
か
ら
参
考
に
で
き
る
部
分
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
義
務
の
衝
突
論
に
概
要
を
把
握
し
た
上
で
、
不
正
の
侵
害
者
の
画
定
問
題
を
検
討
し
て
い
く
。
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二　

義
務
の
衝
突
論

　

ま
ず
、
義
務
の
衝
突
論
か
ら
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
問
題
に
転
用
可
能
な
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、

転
用
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
概
観
す（
4
）る。

㈠　
「
義
務
の
衝
突
論
」
の
不
正
の
侵
害
者
特
定
問
題
へ
の
転
用
可
能
性

1
　
同
等
・
同
質
の
義
務
が
衝
突
す
る
場
合

　

義
務
の
衝
突
論
に
お
い
て
特
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
等
で
同
質
の
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
の
解
決
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
に
学
説
は
、
複
数
の
義
務
の
全
て
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、「
不
可
能
は
義
務
を
基
礎
づ
け
な（
5
）い」、「
不
可

能
な
こ
と
を
強
い
る
と
い
う
の
は
憲
法
上
の
過
剰
の
禁
止
に
反
す（
6
）る」

な
ど
と
し
て
、
行
為
者
が
い
ず
れ
か
の
義
務
を
果
た
し
て
い
れ
ば

残
り
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い（
7
）る。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
問
題
に
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
一
人
の

行
為
者
内
の
衝
突
に
関
す
る
議
論
で
あ
っ
て
、
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
問
題
に
お
い
て
は
複
数
人
が
衝
突
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
　
優
越
性
の
判
断
方
法

　

も
っ
と
も
、
義
務
の
衝
突
論
に
お
け
る
義
務
の
優
越
性
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
の
事
例
を
解
決
す
る
道
具
と
し
て
活
用
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
正
当
防
衛
論
に
お
い
て
前
記
事
例
の
解
決
方
法
が
一
般
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
義
務
の
衝
突
状
況
の
一
例
と
し
て
正
当
防
衛
状
況
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な（
8
）る。
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確
か
に
、
正
当
防
衛
状
況
に
お
い
て
は
不
正
の
侵
害
者
は
義
務
に
反
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
通
常
、
被
侵
害
者

に
義
務
の
違
反
は
な
い
た
め
、
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
義
務
の
衝
突
論
に
お
い
て
、
衝
突
状
況
は
、
形
式
的

な
義
務
の
有
無
で
は
な
く
、
被
害
者
の
利
益
状
況
に
着
目
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ボ
ー
ト
が
転
覆
し
て
、
乗
船
し
て
い
た
Ａ

は
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
Ｂ
が
な
お
海
で
溺
れ
て
お
り
、
Ａ
・
Ｂ
に
対
す
る
不
救
助（
9
）罪が
問
題
と
な
る
と
き
、
仮
に
行
為
者
Ｘ

が
泳
げ
ず
、
Ｂ
を
助
け
よ
う
と
す
る
と
自
己
の
生
命
を
危
険
に
曝
す
た
め
、
Ｂ
に
対
す
る
作
為
義
務
に
欠
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
が

Ｂ
を
救
助
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
義
務
の
衝
突
状
況
は
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
10
（
る
。
こ
こ
で
は
、
義
務
で
は
な
く
そ

の
背
後
に
あ
る
利
益
が
衝
突
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
11
（

る
。

　

そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
義
務
の
衝
突
論
で
は
、
複
数
人
の
利
益
状
況
に
着
目
し
た
上
で
、
優
劣
関
係
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
正

当
防
衛
状
況
が
義
務
の
衝
突
状
況
の
一
場
面
だ
と
い
う
の
も
、
被
侵
害
者
が
不
正
の
侵
害
者
に
優
越
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
義
務
の
衝
突
論
は
義
務
の
背
後
に
あ
る
利
益
の
衝
突
に
関
し
て
、
優
劣
を
定
め
る
規
律
と
、
決
定

さ
れ
た
優
劣
関
係
を
も
と
に
行
為
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
を
定
め
る
規
律
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
項
で
述
べ
た
、
同
等
、
同
質

の
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
の
解
決
方
法
は
後
者
に
あ
た
り
、
こ
の
点
は
参
考
に
で
き
な
い
が
、
前
者
の
優
劣
関
係
の
判
断
方
法
に
関
し
て
、

「
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
う
ち
で
よ
り
強
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
は
何
か
」
と
い
う
点
は
、
一
人
の
行
為
者
の
内
部
で
の
衝
突
と
、
複
数

人
の
衝
突
と
で
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
節
か
ら
は
、
義
務
の
衝
突
論
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、
優
劣
関
係
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
い
く
。

㈡　

法
益
の
重
要
性

　

あ
る
行
為
者
が
複
数
の
義
務
を
同
時
に
負
っ
て
い
る
と
き
に
、
義
務
の
優
越
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
通
説
は
義
務
の
奥
に
あ
る
法
益

の
重
要
性
に
着
目
し
て
い
る
。
義
務
Ｐ
を
履
行
し
な
い
こ
と
で
侵
害
さ
れ
る
利
益
ｐ
と
義
務
Ｑ
が
保
護
す
る
利
益
ｑ
を
比
較
し
て
、p＞

q 
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で
あ
れ
ば
、
よ
り
大
き
な
利
益
で
あ
る
ｐ
を
保
護
す
る
義
務
Ｐ
が
義
務
Ｑ
に
優
越
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
行
為
者
が
義
務
Ｐ
を
果
た
し
、

そ
の
た
め
義
務
Ｑ
を
果
た
せ
ず
、
利
益
ｑ
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
行
為
者
は
優
越
す
る
義
務
Ｐ
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
為
者
は

違
法
に
行
為
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
一
方
の
利
益
が
他
方
に
優
越
す
る
場
合
に
は
、
果
た
す
べ
き
義
務
が
一
つ
に
定
ま

る
た
め
、
そ
も
そ
も
義
務
の
衝
突
そ
れ
自
体
が
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
）
12
（
る
。

　

法
益
の
優
越
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
法
益
の
価
値
の
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
危
険
の
程
度
も
考
慮
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
交
通

事
故
の
後
、
事
故
現
場
に
お
い
て
、
被
害
者
の
人
命
の
確
保
と
現
場
の
保
全
に
関
し
て
、
ど
ち
ら
を
第
一
に
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

危
険
の
大
き
さ
や
現
実
性
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
お
）
13
（

り
、
ま
た
、
実
現
ま
で
離
れ
た
生
命
の
危
険
よ
り
現
実
的
な
健
康

被
害
が
優
越
す
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
）
14
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
考
慮
さ
れ
な
い
事
情
と
し
て
、
特
に
救
命
行
為
に
関
し
て
、
人
の
属
性
の

価
値
が
挙
げ
ら
れ
）
15
（

る
。
例
え
ば
、
救
命
さ
れ
る
者
の
社
会
的
地
位
や
救
命
後
の
生
存
可
能
性
は
、
義
務
の
重
要
性
に
と
っ
て
意
味
を
な
さ

な
い
と
さ
れ
て
い
）
16
（
る
。
そ
の
こ
と
は
、
生
命
の
価
値
の
衡
量
不
可
能
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
）
17
（
る
。

　

考
慮
さ
れ
る
事
情
に
あ
た
る
か
議
論
が
あ
る
の
は
、
義
務
の
衝
突
状
況
の
作
出
に
関
す
る
落
ち
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。
肯
定
説
は
、
利

益
衡
量
で
は
抽
象
的
な
法
益
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
衝
突
状
況
に
お
け
る
具
体
的
な
法
益
保
護
の
必
要
性
も
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
、
衝
突

状
況
に
関
す
る
落
ち
度
も
考
慮
事
情
に
挙
げ
）
18
（

る
。
そ
し
て
、
衝
突
状
況
に
お
け
る
複
数
の
被
害
者
に
対
し
て
法
益
へ
の
危
険
が
同
等
に
存

在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
衝
突
状
況
へ
の
落
ち
度
が
な
い
被
害
者
の
救
助
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
）
19
（
る
。

㈢　

義
務
の
重
要
性
・
行
為
態
様

1
　
行
為
態
様
に
よ
る
区
別

　

一
方
で
、
義
務
自
体
の
内
容
や
重
要
性
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
義
務
の
行
為
態
様
に
関
し
て
、
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
が

衝
突
し
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
不
作
為
義
務
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
）
20
（
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
つ
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
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に
お
け
る
法
文
の
多
く
は
、
不
作
為
義
務
を
負
課
す
る
規
範
を
内
容
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
作
為
義
務
を
提
示
す
る
法
文
は
例
外

的
で
あ
る
、
刑
法
典
一
三
条
は
付
加
的
に
不
真
正
不
作
為
犯
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
義
務
の
基
本
形
態
は
不
作
為
義
務
で

あ
る
、
こ
の
状
況
は
偶
然
生
じ
た
の
で
は
な
い
と
述
べ
）
21
（
る
。
法
秩
序
や
平
穏
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
、
平
穏
な
秩
序
は
、
作
為
よ
り
も
不

作
為
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
く
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
第
三
者
の
利
益
へ
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
作
為
に
出
る
者

に
は
、
そ
の
侵
襲
に
関
す
る
権
利
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
22
（

い
。
侵
襲
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る
コ
ス
ト
は
「
変
更
者
」
が
負
う
と
す
る
の
で
あ

る
）
23
（

。

　

ま
た
、
別
の
見
解
は
、
作
為
か
不
作
為
か
で
は
な
く
、
積
極
的
侵
襲
か
救
助
か
と
い
う
視
点
で
、
行
為
態
様
に
よ
る
義
務
の
優
劣
を
考

察
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
典
一
三
条
が
作
為
と
不
作
為
を
同
置
し
て
い
る
以
上
、
保
証
者
的
地
位
に
基
づ
く
作
為
義
務
と
不

作
為
義
務
に
お
け
る
義
務
の
重
要
性
は
同
等
で
あ
る
と
す
）
24
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
作
為
と
不
作
為
が
同
等
に
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
法
秩
序
は
積
極
的
侵
襲
に
対
す
る
個
人
の
法
益
の
不
可
侵
性
を
保
障
し
て
い
る
。
個
人
は
法
益
の
不
可
侵
性
を
誰
に
対
し
て

も
要
求
し
う
る
法
的
地
位
を
持
ち
、
積
極
的
侵
襲
は
、
被
侵
襲
者
の
こ
の
潜
在
的
な
地
位
も
合
わ
せ
て
侵
害
し
て
い
る
と
い
）
25
（

う
。
刑
法
典

三
四
条
の
緊
急
避
難
規
定
は
義
務
に
反
し
な
い
積
極
的
侵
襲
の
領
域
を
拡
張
し
、
そ
れ
は
自
律
と
連
帯
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
個
人

は
自
己
の
自
由
領
域
内
に
お
け
る
活
動
を
自
律
的
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
社
会
内
に
お
け
る
連

帯
に
よ
っ
て
個
人
の
自
律
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
潜
在
的
法
的
地
位
の
原
則
的
な
承
認
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
利
益
衡
量
に
よ
っ

て
法
的
地
位
が
解
消
、
補
塡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
著
し
く
保
全
利
益
が
優
越
す
る
場
合
に
の
み
緊
急
避
難
に
よ

る
侵
襲
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
26
（

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
特
別
な
義
務
に
基
づ
い
て
危
険
に
陥
っ
て
い
る
者
を
救
助
す
る
場
合
（
例
え
ば
父
が
溺
れ
て
い
る
子
を
助
け
る
場
合
）、

救
助
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
潜
在
的
な
法
的
地
位
も
同
時
に
攻
撃
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
）
27
（

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
は
潜
在

的
な
法
的
地
位
へ
の
侵
襲
と
、
害
を
被
る
者
の
自
己
危
殆
化
が
相
ま
っ
て
衝
突
が
生
じ
て
い
る
事
例
の
解
決
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
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自
動
車
運
転
者
Ｘ
が
交
通
法
規
に
従
っ
て
走
行
し
て
い
た
と
き
、
歩
行
者
Ａ
が
突
然
車
道
に
飛
び
出
し
て
き
て
お
り
、
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む

と
い
う
作
為
に
よ
っ
て
Ａ
を
轢
く
と
い
う
事
態
が
避
け
ら
れ
（
作
為
義
務
）、
他
方
、
速
度
を
落
と
さ
ず
に
走
り
続
け
る
と
い
う
不
作
為

に
よ
っ
て
、
後
ろ
を
走
行
す
る
自
動
車
と
の
衝
突
が
避
け
ら
れ
る
（
不
作
為
義
務
）、
と
い
う
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、

Ｘ
は
法
規
に
従
っ
た
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
一
方
で
Ａ
は
交
通
規
範
に
反
し
て
自
己
を
危
殆
化
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、
Ｘ
の

行
動
に
潜
在
的
な
法
的
地
位
へ
の
侵
襲
は
な
く
、
救
助
に
関
す
る
二
つ
の
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
場
合
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
て
い
）
28
（

る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
規
範
的
観
点
か
ら
行
為
態
様
の
重
要
性
を
判
断
す
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

2
　
義
務
の
性
質
に
よ
る
区
別

　

ま
た
、
義
務
の
性
質
も
考
慮
要
素
と
さ
れ
る
。
例
と
し
て
、
刑
法
上
の
義
務
と
民
法
上
の
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
場
合
に
は
、
刑
法
上

の
義
務
の
履
行
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
）
29
（
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
池
で
Ｘ
の
子
Ａ
と
、
Ａ
の
友
人
Ｂ
が
溺
れ
て
い
る
と
き
や
、
患
者
Ａ
の

治
療
に
向
か
う
途
中
の
医
者
Ｘ
が
、
事
故
に
よ
り
負
傷
し
た
Ｂ
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
Ｘ
の
Ａ
に
対
す
る
作
為
義

務
と
Ｂ
に
対
す
る
不
救
助
罪
に
お
け
る
一
般
的
救
助
義
務
の
ど
ち
ら
か
し
か
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
Ａ
に
対
す
る
義
務
が
優
先

す
る
と
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
形
式
的
に
は
不
救
助
罪
に
お

け
る
一
般
的
作
為
義
務
は
、
条
文
上
「
他
の
重
要
な
義
務
」
が
な
い
場
合
に
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
）
31
（
る
。
ま
た
実
質
的
に
は
、
保
証
者
的
地

位
に
基
づ
く
作
為
義
務
の
違
反
は
、
そ
の
他
の
義
務
の
違
反
よ
り
不
法
の
程
度
が
重
）
32
（

く
、
ま
た
、
そ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
保
護
さ
れ

る
利
益
の
大
き
さ
に
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
）
33
（

る
。

　

こ
の
理
解
に
対
し
て
は
、
義
務
の
性
質
は
救
助
者
の
管
轄
の
問
題
で
あ
っ
て
、
利
益
の
大
き
さ
に
は
影
響
を
あ
た
え
な
い
と
す
る
説
明

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
述
し
た
「
積
極
的
侵
襲
は
利
益
保
護
に
関
す
る
潜
在
的
な
法
的
地
位
に
対
し
て
も
攻
撃
を
加
え
る
」
と

い
う
立
場
か
ら
、
保
証
者
的
地
位
に
基
づ
く
作
為
義
務
の
場
合
に
は
、
刑
法
典
一
三
条
に
お
い
て
作
為
と
同
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
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作
為
義
務
は
そ
の
義
務
の
履
行
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
に
そ
の
よ
う
な
法
的
地
位
を
授
け
て
い
る
と
解
し
、
保
証
者
的
地
位
に
基
づ
く

作
為
義
務
の
優
越
性
を
肯
定
し
て
い
）
34
（

る
。
そ
れ
で
も
、
保
証
者
的
地
位
に
基
づ
く
作
為
義
務
と
一
般
的
救
助
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
場
合

に
、
一
般
的
救
助
義
務
を
果
た
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
利
益
が
、
保
証
者
的
地
位
に
基
づ
く
作
為
義
務
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も

著
し
く
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
、
果
た
す
べ
き
義
務
の
優
先
順
位
は
覆
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
事
故
で
軽
い
け
が
を
負
っ
た
Ａ
に
対
し
て
Ｘ
が

保
証
者
的
地
位
に
あ
る
一
方
で
、
Ｂ
の
生
命
に
つ
い
て
も
一
般
的
救
助
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
Ｂ
に
関
す
る
義
務
が
優
越
す
る

と
さ
れ
て
い
）
35
（
る
。

㈣　

小　

括

　

以
上
の
義
務
の
衝
突
論
に
お
け
る
優
劣
関
係
の
判
断
方
法
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
複
数
の
義
務
が
同
時
に
存
在
し
、
そ
の

全
て
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
ど
の
義
務
の
履
行
が
優
先
す
る
か
は
、
①
義
務
違
反
に
よ
り
害
さ
れ
る
利
益
の
重
要
性
と
、
②

義
務
自
体
の
重
要
性
の
二
つ
の
観
点
か
ら
相
関
的
に
判
断
さ
れ
て
い
た
と
説
明
で
き
る
。
利
益
の
重
要
性
で
は
、
利
益
の
価
値
の
大
き
さ

と
危
険
の
大
き
さ
が
判
断
さ
れ
、
義
務
自
体
の
重
要
性
で
は
義
務
の
行
為
態
様
と
義
務
の
性
質
が
着
目
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
作
為
義
務

と
不
作
為
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
場
合
に
は
、
義
務
自
体
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
不
作
為
義
務
が
優
越
す
る
も
の
の
、
利
益
の
重
要
性
に

お
い
て
作
為
義
務
が
著
し
く
優
越
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
作
為
義
務
が
優
先
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
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三　

ド
イ
ツ
の
議
論
か
ら
推
察
さ
れ
る
帰
結

㈠　

ド
イ
ツ
の
正
当
防
衛
論
に
お
け
る
前
提

　

も
っ
と
も
、
違
法
な
攻
撃
者
（
不
正
の
侵
害
者
）
を
特
定
す
る
際
）
36
（

に
、
ド
イ
ツ
の
正
当
防
衛
論
に
お
い
て
は
、
二
つ
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
違
法
の
攻
撃
は
人
の
規
範
違
反
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
）
37
（
る
。
従
っ
て
、
①
利
益
の
重

要
性
や
、
②
義
務
自
体
の
重
要
性
が
判
断
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
複
数
人
の
規
範
違
反
に
よ
り
衝
突
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
。
冒
頭
の
事

例
に
お
い
て
、
自
転
車
に
乗
っ
た
Ａ
は
、
自
転
車
の
故
障
に
一
般
人
の
視
点
で
気
づ
き
え
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
衝
突
か
ら
生
じ
る
危

険
の
大
き
さ
な
ど
を
衡
量
す
る
以
前
に
違
法
な
攻
撃
者
に
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
ド
イ
ツ
の
正
当
防
衛
論
に
お
い
て
、
不
作
為
に
対
し
て
（
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
）
正
当
防
衛
に
よ
り
反
撃
で
き
る
か
と
い
う

議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
見
解
は
、
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
者
の
不
作
為
に
つ
い
て
「
攻
撃
」
で
あ
る
と
解
し
、
こ
れ
に
対
し
正

当
防
衛
を
肯
定
す
）
38
（

る
。
そ
の
根
底
に
は
、
結
果
回
避
・
惹
起
に
つ
い
て
答
責
的
な
者
の
み
が
法
益
に
対
し
て
攻
撃
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

考
え
が
あ
）
39
（
る
。
こ
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
衝
突
に
お
け
る
行
為
態
様
を
比
較
す
る
前
に
、
保
証
者
的
地
位
に
な
い
者
の
不
作
為
に
つ
い
て

は
、
違
法
な
攻
撃
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
冒
頭
の
事
例
に
お
け
る
Ｂ
は
、
保
証
者
的
地
位
に
な
け
れ
ば
、
違
法
な
攻

撃
者
に
は
な
ら
な
い
。㈡　

ド
イ
ツ
の
議
論
の
帰
結

　

こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
利
益
の
重
要
性
や
義
務
自
体
の
重
要
性
が
有
用
に
な
る
の
は
、
双
方
の
規
範
違
反

に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
為
も
し
く
は
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
者
の
不
作
為
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
作
為
と
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
者
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の
不
作
為
に
よ
っ
て
衝
突
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
作
為
ど
う
し
の
衝
突
の
場
合
と
し
て
例
え
ば
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
を
見
な
が

ら
歩
い
て
い
る
Ａ
・
Ｂ
が
、
注
意
す
れ
ば
避
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
気
づ
か
ず
、
そ
の
ま
ま
歩
き
続
け
れ
ば
Ａ
と
Ｂ
が
衝

突
す
る
の
で
、
Ｘ
が
Ａ
を
引
っ
張
っ
た
ら
、
Ａ
が
怪
我
を
し
た
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
冒
頭
の
事
例
が
、
作
為
と
不
作

為
の
衝
突
の
一
例
と
な
り
う
）
40
（
る
。
Ａ
が
規
範
違
反
に
よ
り
自
転
車
を
暴
走
さ
せ
、
か
つ
Ｂ
が
Ａ
の
法
益
に
つ
い
て
保
証
者
的
地
位
に
あ
る

場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
、
利
益
の
重
要
性
に
関
し
て
は
、
衝
突
か
ら
生
じ
る
法
益
侵
害
・
危
険
の
大
き
さ
が
判
断
さ

れ
る
。
故
意
・
過
失
が
違
法
に
影
響
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
故
意
行
為
の
方
が
過
失
行
為
よ
り
危
険
が
大
き
い
、
ま
た
は
義
務
違
反

の
程
度
が
大
き
い
た
め
、
例
え
ば
、
Ｂ
が
Ａ
に
気
づ
き
つ
つ
も
こ
れ
を
避
け
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
、
衝
突
か
ら
生
じ
る
危
険
が
同

等
で
あ
れ
ば
、
自
転
車
を
制
御
で
き
な
い
Ａ
に
は
過
失
が
な
く
、
こ
れ
に
対
し
故
意
で
衝
突
し
よ
う
と
す
る
Ｂ
が
違
法
な
攻
撃
者
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
規
範
違
反
、
利
益
の
重
要
性
が
同
等
の
場
合
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
義
務
の
衝
突
論
に
お
け
る
言
明
は
参
考
に
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
法
益
侵
害
に
つ
い
て
答
責
的
な
者
が
違
法
な
攻
撃
者
だ
と
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
衝
突
に
つ
い
て
答
責
的

な
者
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
な
攻
撃
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
危
険
の
回
避
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

四　

試　

論

　

ド
イ
ツ
の
議
論
の
帰
結
は
、
衝
突
関
与
者
双
方
の
規
範
違
反
に
各
行
為
が
基
づ
い
て
お
り
、
衝
突
が
作
為
か
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
者

の
不
作
為
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
に
、
①
利
益
の
重
要
性
と
、
②
義
務
自
体
の
重
要
性
か
ら
、
違
法
な
攻
撃
が
存
在
す
る
か
を
判

断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
判
断
手
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
①
利
益
の
重
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要
性
と
、
②
義
務
自
体
の
重
要
性
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
順
に
検
討
し
て
い
く
。

㈠　

被
侵
害
者
の
特
定

　

ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
義
務
の
衝
突
論
の
判
断
要
素
と
さ
れ
た
、
①
利
益
の
重
要
性
は
、
被
侵
害
者
の
特
定
と
い
う
意
味
で
、
わ
が

国
に
お
け
る
不
正
の
侵
害
の
特
定
の
際
に
も
有
用
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
利
益
の
重
要
性
か
ら
被
侵
害
者
を
特
定
す
る
と
き
、
冒
頭
の
事

例
で
衝
突
か
ら
生
じ
る
法
益
侵
害
・
危
険
に
つ
い
て
、
Ｂ
と
比
べ
て
Ａ
の
方
が
よ
り
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
の
法
益
の
方
が
よ
り
強
く

保
護
に
値
し
、
そ
の
意
味
で
Ａ
は
被
侵
害
者
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
被
侵
害
者
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
保
護
さ
れ

る
べ
き
法
益
が
一
つ
に
定
ま
る
た
め
、
衝
突
関
与
者
の
双
方
が
正
当
防
衛
権
を
持
つ
と
い
う
、
正
当
防
衛
権
の
対
立
は
生
じ
な
い
こ
と
に

な
る
。
例
え
ば
、
Ａ
の
簞
笥
が
倒
れ
て
Ｂ
と
衝
突
し
、
Ａ
の
簞
笥
が
壊
れ
、
Ｂ
も
怪
我
す
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
れ
）
41
（

ば
、
Ｂ
が
被
侵
害
者

と
な
り
、
Ｂ
の
法
益
の
保
護
の
た
め
の
正
当
防
衛
権
だ
け
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
42
（
る
。
利
益
の
重
要
性
に
着
目
し
た
、
被
侵
害
者

の
特
定
と
い
う
観
点
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
衝
突
か
ら
危
険
が
複
数
人
に
対
抗
的
に
及
ぶ
場
合

に
、
不
正
の
侵
害
の
画
定
に
意
味
を
持
つ
だ
ろ
）
43
（
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
利
益
衡
量
に
よ
る
被
侵
害
者
の
特
定
が
、
な
ぜ
不
正
の
侵
害
と
か
か
わ
る
の
か
は
、
帰
結
と
し
て
不
正
の
侵

害
に
あ
た
ら
な
い
と
き
に
は
緊
急
避
難
の
成
立
可
能
性
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
緊
急
避
難
と
の
関
係
性
に
お
い
て
説
明
さ

れ
う
る
。
緊
急
避
難
を
規
定
す
る
刑
法
三
七
条
が
、
侵
害
し
た
利
益
と
同
等
の
利
益
の
保
全
に
つ
い
て
違
法
性
を
阻
却
し
て
い
る
と
見
れ

ば
、
利
益
を
衡
量
し
て
同
等
の
部
分
を
超
え
る
危
険
に
つ
い
て
は
、
緊
急
避
難
制
度
上
生
ず
べ
き
で
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
不
正
」
だ

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
に
つ
い
て
は
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
対
処
（
補
充
性
、
害
の
均
衡
性
要
件
）
で
は
不
十
分
だ

と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
正
当
防
衛
に
お
い
て
対
処
す
る
契
機
が
生
ま
れ
）
44
（

る
。
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㈡　

不
正
の
侵
害
者
の
特
定

　

も
っ
と
も
、
被
侵
害
者
を
特
定
し
た
だ
け
で
は
、
不
正
の
侵
害
に
つ
い
て
完
全
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
暴
力
団
の
組
事
務

所
に
監
禁
さ
れ
、
継
続
的
に
暴
行
を
受
け
た
被
告
人
が
、
放
火
騒
ぎ
の
隙
を
突
い
て
脱
出
し
よ
う
と
考
え
、
五
戸
一
棟
の
木
造
住
宅
の
一

室
で
あ
る
同
事
務
所
に
放
火
し
た
事
案
に
つ
き
、
緊
急
避
難
・
過
剰
避
難
の
成
否
を
問
題
と
し
た
裁
判
）
45
（
例
を
、
木
造
住
宅
全
体
が
不
法
な

監
禁
手
段
を
構
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
周
辺
の
建
造
物
へ
の
延
焼
の
危
険
等
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
説
明
す
る

見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
46
（
る
。
監
禁
さ
れ
た
者
が
放
火
し
て
五
戸
一
棟
の
住
宅
を
損
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脱
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
案

に
お
い
て
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
え
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
通
常
、
監
禁
さ
れ
た
者
が
被
侵
害
者
で
あ
る
か
ら
、
利
益
衡
量
に
よ
る
被

侵
害
者
の
特
定
と
は
別
の
理
由
に
よ
り
、
正
当
防
衛
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
の
事
例
に
即
し

て
も
、
Ａ
に
生
じ
る
法
益
侵
害
が
Ｂ
側
よ
り
大
き
く
、
Ａ
が
被
侵
害
者
で
あ
る
と
考
え
た
だ
け
で
は
、
Ａ
の
た
め
の
正
当
防
衛
を
誰
に
も

認
め
な
い
と
い
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
被
侵
害
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
不
正
の
侵
害
者
が
誰
か
と
い
う

こ
と
が
依
然
と
し
て
問
題
と
な
る
。
で
は
、
い
か
な
る
事
情
が
「
不
正
の
侵
害
者
」
の
特
定
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
か
。

1
　
行
為
性
・
規
範
違
反
・
帰
責
性

　

こ
こ
で
、
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
に
影
響
し
う
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
見
ら
れ
た
、
②
義
務
自
体
の
重
要
性
な
ど
の
規
範
的
観
点

で
あ
る
。
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
不
正
の
侵
害
に
行
為
性
や
規
範
違
反
、
帰
責
性
を
要
求
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
47
（

る
。
こ
の

よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
衝
突
に
対
し
て
行
為
性
が
あ
る
、
ま
た
は
帰
責
的
な
人
物
、
ル
ー
ル
違
反
に
よ
り
衝
突
を
生
じ
さ
せ
た
人
物

が
不
正
の
侵
害
者
と
な
り
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
け
る
帰
結
と
同
様
の
結
論
に
至
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
不
正
の
侵
害
に
行
為
性
、
規
範
違
反
や
帰
責
性
を
要
求
す
る
見
解
は
、
結
論
的
に
は
や
は
り
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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Ａ
が
Ｂ
の
バ
ッ
ト
を
使
用
し
て
Ｘ
を
侵
害
す
る
場
合
に
、
行
為
性
、
規
範
違
反
や
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
Ａ
と
、
認
め
ら
れ
な
い
Ｂ
の

バ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
反
撃
可
能
性
が
異
な
る
と
解
す
る
の
は
首
肯
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
行
為
性
、
規
範
違
反
、
帰
責
性
に
よ
っ
て

不
正
の
侵
害
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
見
ら
れ
た
、
作
為
と
不
作
為
に
関
す
る
優
劣
関
係
や
不
作
為
に
よ
る
攻
撃
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の

緊
急
避
難
論
や
不
作
為
犯
論
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
と
は
議
論
の
根
底
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
　
衝
突
の
直
接
的
な
原
因

　

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
危
険
源
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
見
解
が
あ
）
48
（

る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
正
の
侵
害
を

構
成
す
る
手
段
に
対
抗
す
る
行
為
に
つ
い
て
正
当
防
衛
が
成
立
し
、
人
や
物
の
存
在
に
よ
っ
て
危
険
の
態
様
や
程
度
が
実
質
的
に
異
な
る

場
合
に
、
そ
の
人
な
い
し
物
が
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
テ
ロ
目
的
で
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
た
飛
行
機
の

乗
客
は
、
そ
の
存
在
が
危
険
の
程
度
を
実
質
的
に
左
右
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
不
正
の
侵
害
者
で
は
な
く
、
そ
の
一
方
で
、
Ｘ

が
自
転
車
に
乗
っ
て
Ｙ
に
向
か
っ
て
突
っ
込
ん
で
き
た
が
、
自
転
車
の
荷
台
に
は
無
関
係
な
Ａ
が
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
と
き
、

Ａ
の
重
量
に
よ
り
危
険
の
程
度
が
異
な
る
か
ら
、
Ａ
も
不
正
の
侵
害
者
だ
と
さ
れ
て
い
）
49
（
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
か
ら
、
先
の
放
火
に

関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
も
、
木
造
住
宅
全
体
が
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

危
険
の
程
度
を
変
更
さ
せ
る
存
在
に
つ
い
て
正
当
防
衛
を
肯
定
す
る
と
い
う
、
こ
の
見
解
の
考
え
方
は
、
規
範
的
な
観
点
か
ら
不
正
の

侵
害
を
判
断
す
る
際
に
生
じ
る
難
点
を
避
け
う
る
点
で
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
を
押
し
進
め
れ
ば
、
不
正
の
侵
害
と
は
、

「
衝
突
・
侵
害
を
構
成
す
る
、
事
実
的
で
、
直
接
的
な
原
因
」
を
指
す
と
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
正

当
防
衛
は
不
正
の
侵
害
者
に
対
す
る
反
撃
で
は
な
く
、
不
正
の
侵
害
が
生
じ
て
い
る
状
況
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
本
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稿
で
は
、
仮
説
と
し
て
、
不
正
の
侵
害
と
は
「
衝
突
・
侵
害
を
構
成
す
る
、
事
実
的
で
、
直
接
的
な
原
因
」
で
あ
る
と
提
示
し
て
、
そ
の

上
で
さ
ら
に
生
じ
る
議
論
や
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
Ａ
が
Ｂ
の
バ
ッ
ト
を
使
用
し
て
Ｘ
を
殴
ろ
う
と
し
て
い
る
事
例
を
用
い
て
、
何
が
侵
害
を
構
成
す
る
直
接
的
な
原
因
に
あ
た
る

か
を
説
明
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
ま
ず
被
侵
害
者
Ｘ
と
衝
突
す
る
の
は
、
Ｂ
の
バ
ッ
ト
で
あ
る
た
め
、
こ
の
衝
突
・
侵
害
を

直
接
的
に
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
Ｂ
の
バ
ッ
ト
は
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
物
と
な
る
。
次
に
、
こ
の
バ
ッ
ト
と
運
動
の
一
体
性
が
あ

る
（
Ａ
が
運
動
し
な
れ
ば
、
Ｂ
の
バ
ッ
ト
は
Ｘ
と
衝
突
し
な
い
）
Ａ
の
身
体
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
Ａ
も
Ｂ
の

バ
ッ
ト
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
、
例
え
ば
見
張
り
役
の
共
犯
者
Ｃ
や
Ａ
を
支
配
す
る
間
接
正
犯
者
Ｄ
が
い
た
と
し
て
、
彼
ら
は
当
該
衝

突
を
直
接
構
成
し
て
い
な
い
た
め
、
彼
ら
の
行
為
に
因
果
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
正
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
対
抗
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

不
作
為
に
よ
る
侵
害
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
可
能
性
も
同
様
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
）
50
（

る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
Ａ
が
池
で
溺
れ
て
い
る
と

き
、
Ａ
の
法
益
侵
害
（
溺
死
）
を
直
接
構
成
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
池
の
水
で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
正
の
侵
害
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
の
は
こ
の
池
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
が
Ｂ
の
家
に
あ
る
池
で
溺
れ
て
い
る
と
き
、
Ｘ
が
Ａ
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
Ｂ
の
家
に

入
り
込
ん
だ
場
合
、
Ｂ
の
住
居
へ
の
侵
入
行
為
に
つ
い
て
は
、
不
正
の
侵
害
を
解
消
す
る
行
為
と
し
て
、
正
当
防
衛
に
よ
り
正
当
化
さ
れ

う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
の
親
Ｃ
が
、
Ａ
を
助
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
助
け
な
い
と
い
う
と
き
に
、
Ｃ
が
こ
の
池
の
管
理
者
・

所
有
者
で
な
い
な
ら
ば
、
Ｃ
は
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
池
に
関
す
る
法
益
主
体
で
な
い
た
め
、
不
正
の
侵
害
を
解
消
す
る
手
段
の
対
象

と
な
ら
ず
、
Ｃ
に
対
し
て
は
緊
急
避
難
に
よ
る
対
抗
し
か
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
）
51
（
る
。
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㈢　

新
た
な
る
問
題

―
不
正
の
侵
害
と
防
衛
効
果

―

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
に
つ
い
て
不
正
の
侵
害
を
肯
定
す
る
と
考
え
た
と
き
、
こ
れ
に
対
す
る
反
撃
が
「
防

衛
す
る
た
め
の
行
為
」
と
い
え
る
か
、
正
当
防
衛
の
防
衛
効
果
と
の
関
係
に
お
い
て
二
点
、
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
で
説
明
し
た
い
。

1
　
被
侵
害
者
＝
不
正
の
侵
害
者
は
あ
り
う
る
か

　

第
一
に
、
被
侵
害
者
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
行
為
性
、
規
範
違
反
や
帰
責
性
を
要
求
せ
ず
、

衝
突
・
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
と
い
う
基
準
で
不
正
の
侵
害
を
決
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
を
殴
る
と
き
、
Ａ
だ
け
で
な

く
Ｂ
も
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
た
め
、
Ｂ
も
不
正
な
侵
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
よ
い
の
だ

ろ
う
）
52
（

か
。
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
時
の
裁
判
例
で
は
、
Ａ
が
自
身
の
胸
部
や
腹
部
を
包
丁
で
刺
す
な
ど
の
自
傷
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
り
、

こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
被
告
人
が
Ａ
の
顔
を
平
手
で
数
回
叩
き
、
Ａ
を
仰
向
け
に
倒
し
て
馬
乗
り
に
な
り
、
そ
の
右
腕
を
左
手
で
つ

か
ん
だ
行
為
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
て
い
）
53
（

る
。
こ
の
事
案
で
は
、
自
傷
行
為
が
違
法
か
ど
う
か
の
前
提
と
し
て
、
Ａ

は
被
侵
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
54
（
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
正
当
防
衛
を
他
者
か
ら
の
自
己
領
域
へ
の
介
入
に
対
す
る
防
衛
制
度
と
捉
え
る
見
解
が
あ
）
55
（

る
。
こ
の
見
解

は
、
生
じ
る
法
益
侵
害
を
誰
に
配
分
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
他
者
か
ら
の
介
入
に
対
し
て
、
被
介
入
者
の
生
活
領
域
の
保
護
の
た
め

に
、
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
を
肯
定
す
る
。
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
が
Ｂ
を
殴
る
と
き
、
介
入
者
は
Ａ
で
あ
る
か
ら
、
被
介
入
者
で

あ
る
Ｂ
は
不
正
の
侵
害
者
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
右
の
裁
判
例
も
、
自
己
の
領
域
内
で
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
者
の
領
域
に
介
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入
し
て
い
な
い
か
ら
、
Ａ
は
不
正
の
侵
害
者
と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
自
傷
行
為
の
事
例
で
は
、
自
傷
行
為
の
被
害
者
は
同
時
に
加
害
者
で
あ
る
か
ら
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
者
と
な
る
と
し
て

も
、
Ａ
が
Ｂ
を
殴
る
事
例
に
お
い
て
は
加
害
者
Ａ
が
い
る
た
め
被
害
者
Ｂ
を
不
正
の
侵
害
の
構
成
者
と
し
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
Ａ
が
Ｂ
を
殴
る
と
き
、
Ａ
の
み
が
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
と
解
す
る
場
合
、
殴
ら
れ
る
Ｂ
へ
の
侵
襲
に
つ
い
て
は
緊

急
避
難
に
よ
る
正
当
化
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
Ｂ
の
傍
に
い
た
Ｘ
が
Ｂ
を
引
っ
張
り
、
Ｂ
に
拳
が
あ
た
る
の
を
避
け
ら
れ

た
と
い
う
場
合
に
、
Ｘ
の
Ｂ
に
対
す
る
暴
行
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
正
当
化
の
対
象
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
緊
急
避
難
に
よ
る
解
決
に
頼

る
場
合
、
Ｘ
の
行
為
の
正
当
化
は
不
完
全
な
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
不
正
の
侵
害
が
存
在
す
る
と
き
、
補
充
性
の
枠
内
に
お
い
て
、

不
正
の
侵
害
者
に
反
撃
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
）
56
（
ら
、
不
正
の
侵
害
者
へ
の
反
撃
が
可
能
な
場
合
に
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
害
を

転
嫁
す
る
と
き
、
避
難
行
為
の
補
充
性
が
否
定
さ
れ
、
違
法
性
阻
却
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
Ｘ
が
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
ど

ち
ら
に
干
渉
し
て
も
Ｂ
へ
の
攻
撃
が
避
け
ら
れ
る
と
し
て
、
Ｘ
が
と
っ
さ
に
Ｂ
を
引
っ
張
っ
た
と
き
、
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
解
決
す
る
場

合
、
Ｘ
の
行
為
は
違
法
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｘ
の
行
為
に
正
当
防
衛
の
成
立

を
肯
定
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
Ｂ
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
Ｘ
の
Ａ
に
対
す
る
反
撃
可
能
性
と
Ｂ
に
対
す
る
反
撃
可
能
性
（
補
充
性
要
件
の
要
否
）
に
違
い
が
生
ま
れ
て
は
な

ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
正
当
防
衛
の
対
象
と
な
る
不
正
の
侵
害
は
必
ず
し
も
他
者
か
ら
の
介
入
に
限
ら
れ
ず
、
法
益
侵
害
・
危
険
を
構

成
す
る
事
実
的
・
直
接
的
原
因
と
い
う
基
準
で
判
断
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
殴
ら

れ
る
Ｂ
と
殴
る
Ａ
の
身
体
的
衝
突
に
よ
っ
て
Ｂ
の
身
体
が
害
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
Ｂ
の
身
体
も
こ
の
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
結
論
と
し
て
、
被
侵
害
者
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
し
う
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
57
（
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
Ｘ
が
Ｂ
を
侵
害
か
ら
回
避
さ
せ
よ
う
と
し
て
引
っ
張
り
、
そ
の
結
果
、
Ｂ
が
殴
ら
れ
る
よ
り
も

大
き
な
傷
害
を
被
っ
た
場
合
に
も
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
結
局
被
侵
害
者
の
保
護
に
失
敗
し
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て
い
る
の
で
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
肯
定
し
て
し
ま
う
の
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
結
論
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
防

衛
効
果
を
ど
の
よ
う
に
要
求
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

防
衛
効
果
に
つ
い
て
学
説
で
は
、
侵
害
排
除
効
果
が
現
実
に
発
生
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
）
58
（
と
、
排
除
効
果
が
生
じ
る
ま
で
正
当
防
衛
が

成
立
し
え
ず
、
侵
害
者
に
よ
る
反
撃
を
許
容
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
排
除
効
果
の
可
能
性
で
足
り
る
と
説
明
さ
れ
て
い
）
59
（
る
。
そ

し
て
、
反
撃
が
侵
害
排
除
に
不
十
分
で
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
失
敗
し
た
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、
防
衛
成
功
の
リ
ス
ク
を
被
侵
害
者
に
負

わ
せ
る
こ
と
に
な
り
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
て
い
）
60
（
る
。
こ
れ
は
、
反
撃
者
が
リ
ス
ク
を
考
慮
す
る
あ
ま
り
及
び
腰
に
な
り
、
侵
害
者
に
押
し

切
ら
れ
て
し
ま
い
、
被
侵
害
者
の
法
益
保
護
が
不
完
全
と
な
る
と
い
う
意
味
に
捉
え
ら
れ
）
61
（

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
被
侵
害
者
で
な
い

不
正
の
侵
害
者
へ
の
反
撃
と
い
う
通
常
の
場
合
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
侵
害
を
構
成
す
る
被
侵
害
者
に
対
し
て
防
衛
行
為
が
行
わ
れ

る
場
合
に
は
、
異
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
侵
害
よ
り
大
き
な
害
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
反
撃
に
つ
い

て
は
、
そ
の
反
撃
を
行
っ
て
も
行
わ
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
害
が
被
侵
害
者
に
生
じ
る
た
め
、「
侵
害
者
に
押
し
切
ら
れ
る
お
そ
れ
」

が
観
念
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
防
衛
成
功
の
リ
ス
ク
を
被
侵
害
者
に
負
わ
せ
な
い
結
果
、
被
侵
害
者
＝
侵
害
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被

侵
害
者
に
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
被
侵
害
者
に
対
し
て
防
衛
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
正
当
防
衛
の
効
果
が
防
衛
行
為
時
に
生

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
共
通
で
あ
る
た
め
、
侵
害
排
除
効
果
の
現
実
の
発
生
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
も
の
の
、
被
侵
害
者
で
な
い
侵

害
者
へ
の
反
撃
と
い
う
通
常
の
場
合
と
比
べ
て
防
衛
効
果
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
侵
害
よ
り
大
き
な
害
を
引
き
起
こ
す
し
か
あ
り
え
な
い

よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
も
、
正
当
防
衛
の
成
立
が
否
定
さ
れ
）
62
（

る
。

2
　
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
主
体

　

第
二
の
問
題
は
、
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
不
正
の
侵
害
者
の
内
部
に
お
い
て
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
に
限
ら
れ
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る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
危
険
源
に
対
し
て
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
を
認
め
る
見
解
は
、「
そ
の
存
在
が
危
険
の
態
様
や

程
度
を
実
質
的
に
変
更
さ
せ
る
場
合
」
に
不
正
の
侵
害
を
肯
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
て
み
た
い
。

　

Ａ
は
、
地
面
に
横
た
わ
っ
て
い
る
Ｂ
の
首
を
両
手
で
絞
め
て
い
た
。
Ｘ
に
は
、
Ａ
の
後
ろ
姿
だ
け
が
見
え
、
首
を
絞
め
ら
れ
て
い
る
Ｂ

は
見
え
な
か
っ
た
が
、
Ｘ
は
Ａ
の
履
い
て
い
る
ズ
ボ
ン
の
後
ろ
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
長
財
布
が
出
て
い
る
の
を
目
に
し
て
、
Ａ
に
後
ろ
か
ら
忍

び
寄
っ
て
、
長
財
布
を
盗
み
取
っ
た
。
Ａ
は
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
何
か
抜
き
出
さ
れ
る
違
和
感
に
気
づ
き
、
後
ろ
を
振
り
返
る
と
、
Ｘ
が
財
布

を
持
っ
て
走
り
去
ろ
う
と
し
て
い
た
。
Ａ
は
Ｂ
の
首
を
絞
め
る
の
を
止
め
、
Ｘ
を
追
い
か
け
）
63
（
た
。

　

こ
の
事
例
で
、
Ｘ
の
行
為
は
正
当
防
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
Ａ
の
長
財
布
は
Ａ
の
侵
害
の
程
度
を
実
質
的
に
変
更
す
る

存
在
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
先
述
の
考
え
方
か
ら
は
、
Ｘ
の
行
為
は
不
正
の
侵
害
に
対
抗
し
て
い
な
い
の
で
、
正
当
防
衛
と
し
て
違
法

性
阻
却
さ
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
Ｂ
に
防
衛
効
果
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、

不
正
の
侵
害
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
利
益
と
そ
う
で
な
い
利
益
を
分
け
て
、
反
撃
の
対
象
を
決
定
す
る
べ

き
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。

　

結
論
を
述
べ
れ
ば
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
以
外
へ
の
反
撃
も
、
法
益
主
体
が
同
一
で
あ
れ
ば
正
当
防
衛
と
し
て
許
容
さ
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
典
型
的
に
は
、
身
体
的
動
作
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
身
体
に
反
撃
す
る
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
正
当
防
衛
の
成
否

が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
典
型
例
で
は
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
と
反
撃
に
よ
り
害
さ
れ
る
利
益
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

長
財
布
事
例
で
は
、
両
者
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
の
処
理
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る

法
益
主
体
か
否
か
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
法
益
の
衝
突
す
る
状
況
に
お
い
て
、
不
正
の
侵
害
の
範
囲
が
、
侵
害
さ
れ
る
者
の
法
益
の

保
護
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
き
、
個
人
法
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
人
格
の
展
開
の
た
め
の
「
指
標
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
法
益
が
減
滅
す
る
と
い
う
法
益
衝
突
状
況
も
、
厳
密
に
は
法
益
同
士
の
衝
突
で
は
な
く
、
そ
の
法
益
の
主
体
と
な
っ
た
人
格
ど
う

し
の
衝
突
と
し
て
観
念
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
64
（
か
。
ま
た
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
主
体
で
あ
る
者
は
、
結
局
何
か
し
ら
の
害
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を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
）
65
（
め
、
反
撃
の
対
象
を
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
利
益
に
限
定
せ
ず
、
反
撃
に
対
応
し
て
広
く
甘
受
す
べ

き
侵
襲
が
決
定
さ
れ
る
と
解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
）
66
（

う
。
長
財
布
事
例
で
は
、
Ａ
の
身
体
に
反
撃
す
る
と
き
と
比
べ
て
、
Ａ
に
生
じ
た
害
は
小

さ
く
な
っ
て
お
り
、
限
定
し
な
い
こ
と
で
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
者
に
と
っ
て
も
よ
り
穏
当
な
帰
結
に
至
り
う
る
か
ら
で
あ
）
67
（
る
。
加
え

て
、
刑
法
三
六
条
の
文
言
の
上
で
も
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
」
を
「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
主
体
に
向
け
て
」
と

解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
）
68
（

う
。

　

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
は
、
侵
害
者
と
な
っ
た
法
益
主
体
に
対
し
て
、
反
撃
が
侵
害
を
構
成
し
て
い
な
い
法
益
に
向
け

ら
れ
た
と
き
、
そ
の
反
撃
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
法
益
ｐ
の
価
値
が
、
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
ｑ
の
そ
れ
よ
り
小
さ
い
場
合
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
の
バ
ッ
ト
を
勝
手
に
使
い
Ｘ
を
攻
撃
し
て
き
た
と
き
、
Ｘ
が
バ
ッ
ト
に
よ
る
攻
撃
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
た
ま

た
ま
隣
に
い
た
Ｂ
を
押
し
の
け
、
Ｂ
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
に
、
こ
の
Ｘ
の
行
為
ま
で
正
当
防
衛
に
よ
る
正
当
化
を
肯
定
す
る
こ
と
は

妥
当
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
Ｂ
の
生
命
へ
の
侵
襲
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
を
構
成
す
る
法
益
主
体
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
Ｂ
が
Ａ
に
バ
ッ
ト
を
渡
し
て
Ｘ
を
暴
行
す
る
よ
う
に
言
っ
た
な
ど
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
正
当

防
衛
は
成
立
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
を
構
成
す
る
法
益
を
超
え
る
価
値
の
法
益
へ
の

反
撃
が
、
正
当
防
衛
と
し
て
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
他
の
事
情
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
必
要
と
な
る
か
は
、
ま
さ
に
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
の
価
値
を
超
え

る
法
益
、
特
に
生
命
へ
の
侵
襲
が
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
従
来
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
論
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
が
、
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

　

本
項
の
帰
結
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
主
体
の
内
部
に
お
い
て
は
、
反
撃
の
対
象
は
「
衝
突
・
侵
害
を

直
接
構
成
す
る
原
因
」
に
限
定
さ
れ
な
）
69
（
い
。
し
か
し
、
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
を
超
え
る
法
益
へ
の
侵
襲
は
、
別
の
事
情
が
必
要
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に
な
る
。
不
正
の
侵
害
を
「
衝
突
・
侵
害
を
直
接
構
成
す
る
原
因
」
だ
と
理
解
す
る
立
場
か
ら
出
発
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
全
て
を
説
明

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
正
当
防
衛
成
否
の
基
準
は
二
元
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣　

冒
頭
の
事
例
に
対
す
る
一
つ
の
解
答

　

以
上
で
示
さ
れ
た
不
正
の
侵
害
の
判
断
方
法
は
、
①
利
益
衡
量
に
よ
る
被
侵
害
者
の
特
定
と
、
②
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
を
構
成
す
る

法
益
主
体
に
よ
る
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
冒
頭
の
事
例
に
つ
い
て
、
①
に
関
し
て
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
衝
突
に
よ
っ

て
、
よ
り
大
き
な
危
険
が
ど
ち
ら
に
生
じ
る
か
が
判
断
さ
れ
る
。
Ａ
に
生
じ
る
危
険
が
よ
り
大
き
け
れ
ば
、
Ａ
が
被
侵
害
者
と
な
る
。
生

じ
る
危
険
の
大
き
さ
に
差
が
な
け
れ
ば
、
優
越
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
正
当
防
衛
で
は
な
く
、
緊
急

避
難
に
よ
る
正
当
化
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

　

②
に
つ
い
て
、
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
を
構
成
す
る
法
益
主
体
に
は
被
侵
害
者
も
含
ま
れ
る
た
め
、
Ａ
が
被
侵
害
者
だ
っ
た
と
き
、
そ

の
衝
突
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
Ａ
も
Ｂ
も
不
正
の
侵
害
者
と
な
る
。
Ｂ
に
対
し
て
は
、
通
常
の
正
当
防
衛
行
為
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
例
え
ば
Ｘ
が
Ｂ
を
押
し
の
け
、
衝
突
は
避
け
ら
れ
た
が
Ｂ
が
負
傷
し
た
場
合
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
う
る
。
他
方
、
Ａ
は
同
時
に

被
侵
害
者
で
も
あ
る
た
め
、
防
衛
効
果
の
点
で
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。
Ａ
を
横
か
ら
押
し
て
生
じ
る
害
が
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
衝
突
に
よ
っ
て

生
じ
る
害
よ
り
も
大
き
く
な
る
し
か
あ
り
え
な
い
よ
う
な
反
撃
は
、
防
衛
す
る
た
め
の
行
為
と
い
え
ず
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
え
な
い
。

そ
の
よ
う
な
行
為
で
な
け
れ
ば
、
と
っ
さ
に
Ｘ
が
Ａ
を
横
か
ら
押
し
た
と
い
う
場
合
、
Ｘ
の
行
為
は
正
当
防
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
。

五　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
の
不
正
の
侵
害
者
観
か
ら
正
当
防
衛
の
法
的
性
質
に
関
し
て
見
出
し
う
る
視
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
正
当
防
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衛
の
対
象
が
「
侵
害
を
構
成
す
る
事
実
的
・
直
接
的
な
原
因
」
と
な
っ
た
者
に
限
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
「
侵
害
を
構
成
す
る
事
実
的
・
直
接
的
な
原
因
」
と
な
っ
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
で
は
、
反
撃
可
能
性
に
違
い
が
生
ま
れ
る
。
前
者
に

対
し
て
は
正
当
防
衛
が
可
能
で
あ
る
が
、
後
者
に
対
し
て
は
緊
急
避
難
に
よ
り
害
を
転
嫁
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
正
当
防
衛
と
緊
急

避
難
の
差
異
は
可
能
な
反
撃
の
範
囲
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
効
果
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
学
説
で
は
、
緊
急
避
難
に
対
し
て
緊
急
避

難
に
よ
り
害
を
避
け
る
こ
と
は
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
一
方
）
70
（
で
、
正
当
防
衛
に
対
し
て
緊
急
避
難
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
）
71
（
る
。
こ
れ
は
、

緊
急
避
難
状
況
に
お
い
て
は
、
害
の
均
衡
性
の
範
囲
で
、
誰
も
法
益
侵
害
を
被
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
一
方
で
、
不
正
の
侵
害
者
と

な
っ
た
者
に
は
、
そ
の
衝
突
を
解
消
す
る
た
め
に
生
じ
る
害
を
一
手
に
引
き
受
け
て
甘
受
し
て
も
ら
う
の
が
望
ま
し
い
と
判
断
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
）
72
（

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
当
防
衛
状
況
に
お
い
て
、
不
正
の
侵
害
者
に
害
を
甘
受
さ
せ
る
こ
と
で
衝
突
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
す
る
背
景
に
は
、

緊
急
状
態
の
継
続
に
よ
る
弊
害
が
大
き
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
緊
急
避
難
状
況
で
は
、
転
嫁
に
よ
り
生
じ
る
害
が
増
加
し

な
い
限
り
で
、
誰
も
危
難
を
引
き
受
け
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
緊
急
状
況
は
継
続
し
う
る
。
例
え
ば
、
坂
の
上
か
ら
大
き
な
石
が
転
が
っ

て
き
て
、
Ａ
が
石
を
避
け
る
た
め
に
傍
に
い
た
Ｂ
を
押
し
の
け
た
と
い
う
場
合
、
Ｂ
は
生
じ
る
害
が
小
さ
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
、

傍
に
い
た
Ｃ
を
押
し
の
け
て
自
己
へ
の
害
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
緊
急
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
対
処
可
能
性
が
継

続
す
る
と
き
、
そ
こ
に
潜
む
弊
害
は
、
事
態
の
全
体
を
把
握
し
て
い
な
い
者
が
、
新
た
に
緊
急
状
況
を
作
り
出
す
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ

る
。
Ａ
が
Ｂ
を
押
し
の
け
る
場
に
居
合
わ
せ
た
Ｄ
が
、
石
が
転
が
っ
て
く
る
の
に
は
気
づ
か
ず
、
た
だ
Ａ
が
Ｂ
に
暴
行
し
て
い
る
と
思
っ

て
、
Ｂ
を
守
る
た
め
に
Ａ
に
反
撃
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
さ
ら
に
、
Ｄ
が
Ａ
に
攻
撃
し
て
い
る
と
見
て
Ｅ
が
Ｄ
に
反
撃
す
る
こ
と
も
可
能

性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
緊
急
状
況
の
拡
大
の
お
そ
れ
は
、
人
の
認
識
可
能
性
の
限
界
か
ら
は
不
可
避
で
あ
り
、
緊
急
状
況
が
続
く
限
り
こ
の
お
そ
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れ
も
生
じ
続
け
る
の
で
、
緊
急
状
況
を
即
座
に
終
了
さ
せ
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
直
接
的
な
原
因
に
対
し

て
は
、
こ
れ
を
排
除
す
れ
ば
緊
急
状
況
は
終
了
す
る
の
で
、
排
除
の
た
め
の
反
撃
を
正
当
防
衛
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
緊
急

状
況
の
拡
大
の
お
そ
れ
に
対
処
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
反
撃
に
よ
り
生
じ
る
害
に
対
し
て
、
反
撃
に
よ
る
緊
急
状
況
の

拡
大
の
お
そ
れ
の
極
小
化
が
比
肩
し
う
る
要
素
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
制
度
的
に
正
当
防
衛
の
対
象
が
不
正
の
侵
害
に
限
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
侵
害
を
直
接
的
に
構
成
す
る
原
因
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、
緊
急
状
況
の
拡
大
の
お
そ
れ
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
不
正
の
侵
害
と
い
え
な
い
と
い
う
帰
結
に
至
り
う
る
。

す
な
わ
ち
、
緊
急
状
況
で
生
じ
る
侵
害
が
微
小
で
あ
れ
ば
、
害
の
均
衡
性
を
充
た
す
転
嫁
の
可
能
性
が
減
少
す
る
た
め
、
緊
急
状
況
拡
大

の
お
そ
れ
も
減
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
繁
華
街
や
満
員
電
車
内
で
の
軽
微
な
身
体
的
接
触
な
ど
は
、
害
の
均
衡
性
を
充
た
す
転
嫁

行
動
が
限
ら
れ
る
た
め
、
不
正
の
侵
害
と
評
価
さ
れ
ず
、
正
当
防
衛
の
成
立
が
否
定
さ
れ
）
73
（
る
。

　

さ
ら
に
、
緊
急
状
況
拡
大
の
お
そ
れ
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
正
当
防
衛
状
況
に
お
い
て
平
穏
が
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一

側
面
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
平
穏
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
が
、
緊
急
状
況
の
拡
大
と
い

う
か
た
ち
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
平
穏
と
正
当
防
衛
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
侵
害
の
継
続
性
の
議
論
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
不
正
の
侵
害
に
関
す
る
本
稿
の
考
え
方
か
ら
は
、
必
ず
し
も
こ
の
議
論
に
限
ら
れ
ず
、
正
当
防
衛
状
況
に
通
底
す
る
要
素
と

し
て
平
穏
阻
害
が
正
当
防
衛
の
成
立
要
件
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
）
74
（

る
。
そ
の
一
方
で
、
侵
害
を
構
成
す
る
直
接
的

な
原
因
に
つ
い
て
不
正
の
侵
害
を
肯
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
も
、
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
を
超
え
る
利
益
、
特
に
生
命
へ
の
反

撃
が
正
当
防
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
説
明
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
反
撃
に
よ
り

生
じ
る
害
と
平
穏
阻
害
を
比
較
し
て
、
侵
害
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
者
に
向
け
て
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
、
生
命
に
対
す

る
侵
襲
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
は
別
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
点
に
正
当
化
根
拠
論
が
か
か
わ
る
と
い
い
え
よ
う
。
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ま
た
、
本
稿
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
被
侵
害
者
へ
の
侵
襲
も
正
当
防
衛
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
解
し
た
と
き
、
侵
害
者
に
反
撃
す
る
か
、

被
侵
害
者
を
侵
襲
し
つ
つ
助
け
る
か
、
防
衛
行
為
者
に
と
っ
て
判
断
が
困
難
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
、
問
題
は
防
衛
行
為
の
相
当
性
な

ど
に
も
波
及
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
相
当
性
は
侵
害
者
と
被
侵
害
者
を
合
わ
せ
て
、
全
体
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
反
撃
に
よ
り
侵
襲
さ
れ
る
者
ご
と
に
個
別
に
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
議
論
が
生
じ
う
る
。
本
稿
で
提
示
し
た
仮
説
が
、
真

に
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
正
当
化
根
拠
論
、
他
の
要
件
論
と
の
関
係
性
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
論
の
内
実
の
検
討
を
踏
ま
え
た

上
で
、
再
度
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

 

※
本
稿
は
、
平
成
二
八
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
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
謝
し

て
記
す
。

（
1
）  

大
判
昭
和
八
年
九
月
二
七
日
刑
集
一
二
巻
一
六
五
四
頁
。

（
2
）  

前
掲
注
（
1
）
大
判
昭
和
八
年
は
、
小
学
校
の
一
室
で
協
議
し
て
い
た
区
民
会
役
員
が
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
暴
行
を
用
い
て
、
悪
口
雑
言

を
放
つ
被
告
人
を
室
内
よ
り
追
い
出
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
人
が
暴
行
を
行
っ
た
事
案
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）  

な
お
、
旧
刑
法
起
草
期
に
お
い
て
は
、
刑
法
草
案
は
正
当
防
衛
を
「
非
理
の
凶
行
」
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
認
め
て
い
た
が
、
こ
の
非
理
の
凶

行
を
め
ぐ
っ
て
、
親
の
暴
行
に
対
す
る
子
の
反
撃
が
正
当
防
衛
と
さ
れ
る
か
議
論
さ
れ
て
い
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
親
の
暴
行
も
非
理
の
凶
行
に

あ
た
る
と
解
し
、
日
本
側
は
親
の
身
体
は
子
の
身
体
よ
り
重
い
と
し
て
、
反
論
し
て
い
た
。
最
終
的
に
は
、
西
洋
の
習
慣
と
日
本
の
習
慣
が
異
な

る
た
め
、
暫
時
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
従
い
つ
つ
、
日
本
の
習
慣
に
な
ら
っ
て
校
正
に
よ
っ
て
文
言
を
変
え
る
と
い
う
方
向
性
で
議
論
が
終
結

し
て
い
る
。
西
原
春
夫
＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝
新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
13
年
〕
⑶-

Ⅲ　

日
本
立
法
資
料
全
集
34
』（
信
山
社
・
一
九

九
七
）
一
九
四
頁
参
照
。
旧
刑
法
三
一
四
条
で
は
、
非
理
の
凶
行
と
い
う
文
言
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）  

わ
が
国
に
お
け
る
義
務
の
衝
突
論
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、
勝
亦
勝
彦
「
違
法
阻
却
事
由
と
し
て
の
義
務
の
衝
突
と
そ
の
類
型
に
関
す
る
考
察

（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
七
四
号
（
一
九
九
五
）
八
五
頁
以
下
、
七
五
号
（
一
九
九
五
）
五
五
頁
以
下
、
七
七
号

（
一
九
九
六
）
二
七
頁
以
下
、
七
八
号
（
一
九
九
六
）
六
九
頁
以
下
、
同
「
作
為
義
務
と
作
為
義
務
の
衝
突
に
お
け
る
独
自
性
に
つ
い
て

―
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『
作
為
義
務
と
作
為
義
務
の
衝
突
』
と
『
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
の
衝
突
』
の
関
係

―
」
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編

『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』（
成
文
堂
・
一
九
九
八
）
三
三
九
頁
以
下
参
照
。
本
稿
で
は
不
正
の
侵
害
者
の
特
定
に
関
係
す
る
範

囲
で
義
務
の
衝
突
論
に
言
及
し
た
い
。

（
5
）  W

alter G
ropp, D

ie 

“Pflichtenkollision

”: w
eder eine Kollision von Pflichten noch Pflichten in Kollision, in: Thom

as W
eigend 

und G
eorg Küpper （H

rsg.

）, Festschrift für H
ans Joachim

 H
irsch zum

 70. G
eburtstag am

 11. April 1999, Berlin 1999, S. 215 f.

（
6
）  H

orst Schlehofer, in: W
olfgang Joecks/Klaus M

iebach 

（H
rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 2. A
ufl. 

M
ünchen 2011, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 217.

（
7
）  Thom

as Rönnau, 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, Vor 

§ 32, Rn. 124; Theodor Lenckner/D
etlev Sternberg-Lieben, in: Adolf Schönke/

H
orst Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. M

ünchen 2014, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 76.

（
8
）  G

ünther Jakobs, Kom
m
entar: N

otw
ehr, N

otstand, Pflichtenkollision, in: Albin Eser/H
aruo N

ishihara/Karl-Friedrich Lenz 

（H
rsg.

）, Rechtfertigung und Entschuldigung IV, Tokio 1993, S. 171.

（
9
）  

ド
イ
ツ
刑
法
典
三
二
三
条
ｃ
は
「
自
己
又
は
公
共
の
危
険
若
し
く
は
緊
急
の
際
に
、
救
助
が
必
要
で
あ
り
、
当
該
状
況
に
よ
れ
ば
行
為
者
に
救

助
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
自
身
へ
の
著
し
い
危
険
も
他
の
重
要
な
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
も
な
く
救
助
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
救
助
を
行
わ
な
か
っ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
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
）
一
九
五
頁
に
よ
る
。

（
10
）  U

lfrid N
eum

ann, D
er Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen -Rechte, Pflichten und Interessen als Ele-

m
ente der rechtfertigenden 

“Pflichtenkollision
”-in: Bernd Schünem

ann/H
ans A

chenbach/W
ilfrid Bottke/Bernhard H

affke/
H
ans-Joachim

 Rudolphi （H
rsg.

）, Festschrift für Claus Roxin zum
 70. G

eburtstag am
 15. M

ai 2001, Berlin 2001, S. 433 ff.

（
11
）  G
ropp （
前
掲
注
（
5
））, S. 211; N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））,  S. 433 f.

（
12
）  G

ropp （
前
掲
注
（
5
））, S. 211.

（
13
）  Rönnau （
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§ 32, Rn. 122; Lenckner/Sternberg-Lieben （
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 74.

（
14
）  Lenckner/Sternberg-Lieben （
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 74.

（
15
）  Claus Roxin, Strafrecht, Allgem

einer Teil I, 4. Aufl., M
ünchen 2006, 

§ 16, Rn. 124.
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（
16
）  Lenckner/Sternberg-Lieben （
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 74. 

ま
た
、
救
助
の
動
機
も
考
慮
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。Rönnau （
前

掲
注
（
7
））, Vor 

§ 32, Rn. 123.
（
17
）  Roxin （
前
掲
注
（
15
））, 

§ 16, Rn. 124.
（
18
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 423; Roxin （
前
掲
注
（
15
））, 

§ 16, Rn. 62.
（
19
）  Roxin

（
前
掲
注
（
15
））, 

§ 16, Rn. 123.

（
20
）  
こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
義
務
と
作
為
義
務
を
同
等
だ
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。H

ans-H
einrich Jescheck/Thom

as W
eigend, Lehrbuch 

des Strafrechts Allgem
einer Teil, 5. Aufl. 1996 Berlin, S. 367; H

ans-U
llrich Paeffgen, 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, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 171.

（
21
）  G

ropp （
前
掲
注
（
5
））, S. 208 f.

（
22
）  G

ropp （
前
掲
注
（
5
））, S. 209.

（
23
）  G

ropp （
前
掲
注
（
5
））, S. 209.

（
24
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 425.

（
25
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 426. 

こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
の
手
に
よ
ら
な
い
不
幸
に
よ
る
侵
害
に
つ
い
て
は
、
法
秩
序
は
法
益
の
不
可
侵

性
を
保
証
し
て
お
ら
ず
、
自
己
責
任
に
な
る
と
い
う
。

（
26
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 426.

（
27
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 427.

（
28
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 427.

（
29
）  Rönnau （
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§ 32, Rn. 121; Lenckner/Sternberg-Lieben

（
前
掲
注
（
７
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 75.

（
30
）  Lenckner/Sternberg-Lieben （
前
掲
注
（
7
））, Vor 
§§ 32 ff., Rn. 75. 

少
数
の
見
解
は
、
義
務
の
性
質
を
区
別
せ
ず
、
利
益
の
大
き
さ
の

み
で
優
越
性
を
判
断
す
る
。H

erm
ann Blei, Strafrecht 1. Allgem

einer Teil, Ein Studienbuch, 18. Aufl. M
ünchen 1983, S. 333 f.; 

Kristian Kühl, Strafrecht Allgem
einer Teil, 7. Aufl. M

ünchen 2012, 

§ 18, Rn. 137. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
勝
亦
「
作
為
義
務
と
作
為

義
務
の
衝
突
に
お
け
る
独
自
性
に
つ
い
て
」
前
掲
注
（
4
）
三
五
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
31
）  Rönnau

（
前
掲
注
（
7
））, Vor 

§ 32, Rn. 125; Schlehofer （
前
掲
注
（
6
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 209.

（
32
）  

特
別
な
義
務
は
一
般
的
な
義
務
に
優
越
す
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。Paeffgen （
前
掲
注
（
20
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 176.
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（
33
）  Schlehofer （
前
掲
注
（
6
））, Rn. 210.

（
34
）  N

eum
ann （

前
掲
注
（
10
））, S. 436.

（
35
）  Schlehofer （
前
掲
注
（
6
））, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 211.
（
36
）  
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
・
前
掲
注
（
9
）
二
七
頁
に
よ
る
。

（
37
）  Roxin （
前
掲
注
（
15
））, 

§ 15, Rn. 14; W
alter Perron, in: Adolf Schönke/H

orst Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. M
ünchen 

2014, 
§ 32, Rn. 21.

（
38
）  

ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、H

eribert Schum
ann, N

otw
ehr gegen U

nterlassen?, in: W
ilhelm

 D
egener/M

ichael H
eghm

anns

（H
rsg.

）, Festschrift für Friedrich D
encker zum

 70. G
eburtstag, Tübingen 2012, S. 287 ff.; A

ndré Stahl, N
otw

ehr gegen U
nter-

lassen, Baden-Baden 2015, S. 35 ff. 

学
説
で
は
、
全
面
肯
定
説
、
一
部
肯
定
説
（
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
者
に
限
定
す
る
見
解
、
不
救
助
罪

な
ど
の
一
般
的
救
助
義
務
の
違
反
も
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
）、
全
面
否
定
説
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
は
、
緊

急
避
難
の
問
題
だ
と
す
る
。

（
39
）  Stahl

（
前
掲
注
（
38
））, S. 109 ff.

（
40
）  

不
作
為
ど
う
し
の
衝
突
と
し
て
は
、
自
転
車
で
走
行
中
の
Ａ
と
Ｂ
の
双
方
が
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
互
い
を
容
易
に
避
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
避
け
ず
に
衝
突
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

（
41
）  

侵
害
行
為
と
し
て
赤
子
が
投
げ
ら
れ
た
と
い
う
例
に
お
い
て
、
こ
の
赤
子
に
対
し
て
正
当
防
衛
で
き
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
、
赤

子
と
成
熟
し
た
者
の
衝
突
で
あ
れ
ば
、
成
熟
し
た
者
に
生
じ
る
危
険
よ
り
赤
子
に
生
じ
る
危
険
の
方
が
大
き
い
た
め
、
赤
子
が
被
侵
害
者
と
な
り
、

成
熟
し
た
者
の
た
め
の
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
外
側
に
針
を
向
け
た
剣
山
つ
き
の
毛
布
で
赤
子
が
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
成
熟
し
た
者
が
被
侵
害
者
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
。

（
42
）  

な
お
、
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
益
侵
害
・
危
険
が
マ
イ
ナ
ス
と
評
価
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
利
益
衡
量
の
必
要
性
が
生
じ
な
い
。
例
え

ば
、
警
察
官
Ａ
が
犯
罪
の
現
場
で
犯
罪
者
Ｂ
を
現
行
犯
逮
捕
し
、
Ａ
が
Ｂ
の
腕
を
摑
ん
で
い
る
と
い
う
と
き
や
、
被
侵
害
者
Ｂ
が
侵
害
に
同
意
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
、
Ｂ
の
身
体
に
関
す
る
法
益
侵
害
・
危
険
は
、
Ａ
の
行
為
が
法
令
行
為
や
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
行
為
と
し
て
正
当
化
さ
れ

る
た
め
、
マ
イ
ナ
ス
と
評
価
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ａ
と
Ｂ
に
関
す
る
利
益
衡
量
す
る
ま
で
も
な
く
、
Ｂ
は
被
侵
害
者
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な

る
。
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（
43
）  

こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
不
正
の
侵
害
の
成
立
範
囲
が
従
来
の
そ
れ
よ
り
も
広
く
な
り
す
ぎ
る
、
ま
た
は
狭
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と

に
も
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
が
よ
り
高
価
な
自
己
の
物
を
使
っ
て
、
よ
り
廉
価
な
Ｂ
所
有
の
物
を
壊
そ
う
と
し
て
お
り
、
衝
突
に

よ
っ
て
ど
ち
ら
も
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
と
き
に
も
、
Ａ
が
自
己
の
物
の
損
壊
に
つ
い
て
同
意
し
て
お
り
、
Ａ
の
物
の
法
益
性
が
欠
如
す
る
た
め
、

Ａ
が
被
侵
害
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
（
同
意
は
「
侵
害
」
の
有
無
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
ま
た
、
Ａ
が
Ｃ
所
有
の
高
価
な
物
を
使
っ
て
、

Ｂ
所
有
の
廉
価
な
物
を
壊
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
利
益
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
は
Ｃ
が
被
侵
害
者
と
な
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
Ｂ
は
Ｃ
の
物

を
保
護
す
る
た
め
の
正
当
防
衛
を
Ａ
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
、
正
当
防
衛
が
全
く
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
44
）  

本
稿
が
問
題
と
す
る
対
抗
的
な
衝
突
状
況
で
は
、
当
該
衝
突
に
よ
り
双
方
に
危
険
が
及
ぶ
の
に
対
し
て
、
緊
急
避
難
状
況
に
お
い
て
は
一
方
の

法
益
が
保
全
さ
れ
、
他
方
が
害
さ
れ
る
と
い
う
点
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
双
方
の
法
益
を
同
時
に
保
全
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
ど

ち
ら
の
法
益
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
は
、
両
状
況
は
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
衝
突
状
況
に
お
い
て
誰
が
一
番
に
保
護

さ
れ
る
べ
き
か
に
関
す
る
基
礎
づ
け
は
、
緊
急
行
為
を
超
え
た
一
般
的
な
見
地
か
ら
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
鉄
道
利
用
客
が
故

意
ま
た
は
過
失
で
線
路
に
転
落
し
た
と
き
、
来
る
可
能
性
が
あ
る
列
車
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
当
該
利
用
客
が
む
し
ろ
被
害
者
と
い
え
る
た
め
、

（
過
失
）
往
来
危
険
罪
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
よ
り
一
般
的
な
不
法
と
い
う
観
点
か
ら
保
護
の
対
象

が
決
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
45
）  

大
阪
高
判
平
成
一
〇
年
六
月
二
四
日
高
刑
集
五
一
巻
二
号
一
一
六
頁
。

（
46
）  

橋
爪
隆
「
正
当
防
衛
論
」
川
端
博
＝
浅
田
和
茂
＝
山
口
厚
＝
井
田
良
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
①
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
八
）
一
一
一
頁
。

（
47
）  

不
正
の
侵
害
を
本
来
や
め
さ
せ
る
べ
き
無
用
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
、
行
為
性
を
要
求
す
る
見
解
と
し
て
、
髙
山
佳
奈
子
「
正
当
防
衛
論

（
上
）」
法
学
教
室
二
六
七
号
（
二
〇
〇
二
）
八
五
頁
、
不
正
の
侵
害
に
ル
ー
ル
違
反
を
要
求
す
る
見
解
と
し
て
、
小
田
直
樹
「
正
当
防
衛
の
前
提

要
件
と
し
て
の
『
不
正
』
の
侵
害
（
四
・
完
）」
広
島
法
学
二
〇
巻
三
号
（
一
九
九
七
）
一
二
四
頁
、
帰
責
性
を
要
求
す
る
見
解
と
し
て
、
井
田

良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
）
二
七
三
頁
。

（
48
）  

橋
爪
・
前
掲
注
（
46
）
一
〇
八
頁
以
下
。

（
49
）  

橋
爪
・
前
掲
注
（
46
）
一
一
一
頁
。

（
50
）  

学
説
で
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
と
同
様
に
不
作
為
が
「
侵
害
」
と
な
り
う
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
は
、
侵
害
は
積
極
的
侵
害
（
作

為
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
と
、
現
状
の
変
更
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
同
一
に
扱
わ
れ
、
債
務
不
履
行
に
対
す

る
正
当
防
衛
の
成
立
可
能
性
が
不
作
為
に
よ
る
侵
害
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
た
が
（
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
（
総
則
）』〔
有
斐
閣
・
一
九
一
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三
〕
二
三
四
頁
、
宮
本
英
脩
『
刑
法
学
綱
要
〔
第
七
版
〕』〔
弘
文
堂
・
一
九
二
八
〕
三
〇
〇
頁
以
下
）、
犬
の
所
有
者
Ａ
が
、
Ｂ
に
飼
い
犬
が
嚙

み
つ
く
の
を
止
め
ら
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
傍
観
し
て
い
る
場
合
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
侵
害
が
作
為
に
限
ら
れ
る
か
と
、
現
状
の
変

更
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。「
債
権
」
に
対
す
る
攻
撃
が
「
侵
害
」
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
後
者
に
関
し
て
侵
害
の

性
質
が
主
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
作
為
に
よ
る
侵
害
の
問
題
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
決

昭
和
五
七
年
五
月
二
六
日
刑
集
三
六
巻
五
号
六
〇
九
頁
は
、「
使
用
者
側
が
団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
応
じ
な
い
と
い
う
単
な
る
不
作
為
が
存
す
る

に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
い
ま
だ
刑
法
三
六
条
一
項
に
い
う
『
急
迫
不
正
の
侵
害
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
正
当
防
衛

の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
が
、
本
件
調
査
官
解
説
で
は
、「
実
力
に
よ
る
反
撃
行
為
、
権
利
保
全
行
為
を
正
当
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
積
極
的
な

侵
害
性
、
事
態
の
緊
急
性
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
金
築
誠
志
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭

和
五
七
年
度
）〔
一
九
八
六
〕
一
八
四
頁
以
下
）。
本
決
定
も
、
単
な
る
不
作
為
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
根
拠
づ
け
は
作
為
か

不
作
為
か
で
は
な
く
、
侵
害
の
性
質
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
51
）  

学
説
で
は
、
不
作
為
に
よ
る
侵
害
に
つ
い
て
、
住
居
な
ど
か
ら
退
去
し
な
い
場
合
（
井
田
・
前
掲
注
（
47
）
二
八
一
頁
、
こ
の
場
合
の
否
定
説

と
し
て
、
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
（
総
則
）』〔
有
斐
閣
・
一
九
一
三
〕
二
三
四
頁
）、
授
乳
し
な
い
で
乳
児
を
餓
死
さ
せ
る
場
合
（
泉
二
新
熊

『
日
本
刑
法
論
上
巻
』〔
有
斐
閣
・
一
九
三
九
〕
三
六
九
頁
、
江
家
義
男
『
刑
法
（
総
論
）』〔
千
倉
書
房
・
一
九
五
二
〕
一
〇
〇
頁
、
植
松
正
『
再

訂
刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
』〔
勁
草
書
房
・
一
九
七
五
〕
一
〇
〇
頁
）、
急
患
診
療
の
求
め
に
応
じ
な
い
開
業
医
に
診
療
さ
せ
る
場
合
（
宮
本
・
前
掲
注

（
50
）
三
〇
一
頁
、
青
柳
文
雄
『
刑
法
通
論
Ⅰ
総
論
』〔
泉
文
堂
・
一
九
六
五
〕
二
〇
一
頁
）
が
、
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
が
許
さ
れ
る
事
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
不
退
去
の
場
合
は
、
人
の
存
在
が
住
居
権
侵
害
の
原
因
を
直
接
構
成
し
て
い
る
た
め
、
不
正
の
侵
害
を
肯
定
で
き
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
授
乳
し
な
い
で
乳
児
を
餓
死
さ
せ
る
場
合
、
急
患
診
療
の
求
め
に
応
じ
な
い
開
業
医
に
診
療
さ
せ
る
場
合
は
、
母
親
や
開
業
医
は

法
益
侵
害
・
危
険
の
事
実
的
・
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
不
正
の
侵
害
は
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
危
険
は
存

在
し
て
い
る
た
め
、「
現
在
の
危
難
」
が
あ
り
、
緊
急
避
難
は
成
立
し
う
る
だ
ろ
う
。

（
52
）  

な
お
、
泉
二
・
前
掲
注
（
51
）
三
七
六
頁
で
は
、「
侵
害
ハ
侵
害
者
以
外
ノ
者
ノ
權
利
ニ
對
シ
テ
行
ハ
ル
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
被
侵
害
者
の
権
利
が
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
え
ば
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
こ
と
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）  

横
浜
地
判
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
評
釈
と
し
て
、
安
田
拓
人
「
判
批
」
法
学
教
室
四
三
〇
号
（
二
〇
一
六
）
一
四

八
頁
。
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（
54
）  

本
判
決
で
は
Ａ
の
自
傷
行
為
に
つ
い
て
、「
Ａ
が
自
身
の
胸
部
や
腹
部
を
包
丁
で
刺
す
な
ど
と
い
う
生
命
に
危
険
が
及
び
か
ね
な
い
行
為
で

あ
っ
て
、
自
殺
関
与
罪
が
刑
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
違
法
と
評
価
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
マ
イ
ナ
ス
と
評
価
さ
れ
る
侵
害
が
存
す
る
か
と
い
う
点
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

（
55
）  
坂
下
陽
輔
「
正
当
防
衛
権
の
制
限
に
対
す
る
批
判
的
考
察
（
五
・
完
）」
法
学
論
叢
一
七
八
巻
五
号
（
二
〇
一
六
）
七
〇
頁
以
下
。
小
田
・
前

掲
注
（
47
）
一
二
四
頁
は
、
他
者
か
ら
の
不
干
渉
ル
ー
ル
に
言
及
す
る
。

（
56
）  
山
口
厚
『
刑
法
総
論
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
六
）
一
五
一
頁
。

（
57
）  

こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
自
ら
を
身
体
的
に
傷
つ
け
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
Ａ
の
飼
い
犬
が
Ａ
の
飼
い
猫
に
攻
撃
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
居
合
わ
せ
た
Ｘ
が
、
飼
い
犬
に
傷
害
を
加
え
、
飼
い
猫
を
保
護
す
る
と
い
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
事
例
に
お
い
て
被

侵
害
者
も
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
と
考
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
緊
急
避
難
の
成
立
可
能
性
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
58
）  

こ
の
よ
う
な
見
解
と
し
て
、
山
本
輝
之
「
優
越
利
益
の
原
理
か
ら
の
根
拠
づ
け
と
正
当
防
衛
の
限
界
」
刑
法
雑
誌
三
五
巻
二
号
（
一
九
九
六
）

五
三
頁
。

（
59
）  

山
口
・
前
掲
注
（
56
）
一
三
二
頁
以
下
。
過
剰
防
衛
に
し
か
な
り
え
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
防
衛
効
果
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
、
被
侵
害
者
が
不
正
の
侵
害
を
構
成
す
る
場
合
に
、
不
正
の
侵
害
よ
り
大
き
な
害
が
被
侵
害
者
に
生
じ
た
と
き
、
必
ず
し
も
過

剰
防
衛
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
通
説
の
立
場
か
ら
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
事
案
に
お
い
て
正
当
防
衛
成
立
が
否
定
さ
れ
る
と
は
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
。

（
60
）  

山
口
・
前
掲
注
（
56
）
一
三
三
頁
。

（
61
）  

今
井
猛
嘉
＝
小
林
憲
太
郎
＝
島
田
聡
一
郎
＝
橋
爪
隆
『
刑
法
総
論
﹇
第
二
版
﹈』〔
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
〕
二
〇
六
頁
〔
橋
爪
隆
〕。

（
62
）  

防
衛
の
た
め
の
行
為
と
い
え
な
い
た
め
、
過
剰
防
衛
の
成
立
も
否
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
63
）  

偶
然
防
衛
の
一
例
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
犯
罪
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
偶
然
防
衛
の
議
論
は
急
迫
不
正
の
侵
害
の
存
在
を
前
提
と

し
て
い
る
た
め
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
の
議
論
に
影
響
し
な
い
。

（
64
）  

そ
の
上
で
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
一
人
格
に
お
け
る
対
立
も
観
念
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
65
）  

挙
げ
た
例
に
即
せ
ば
、
Ａ
は
、
Ｂ
へ
の
侵
害
を
止
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
、
自
己
の
身
体
へ
の
侵
襲
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
66
）  

今
井
ほ
か
・
前
掲
注
（
61
）
二
〇
六
頁
以
下
で
は
、「
被
侵
害
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
侵
害
者
に
対
す
る
法
益
侵
害
が
一
定
の
範
囲
で
正
当

化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ば
『
大
は
小
を
兼
ね
る
』
と
し
て
、
そ
の
範
囲
に
包
摂
さ
れ
る
法
益
侵
害
な
い
し
そ
の
危
険
に
つ
い
て
も
、
正
当
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防
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
67
）  

こ
れ
ま
で
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
、
身
体
的
動
作
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
、
例
え
ば
ナ
イ
フ
を
示
し
脅
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
思
決
定
作
用
に
影
響
を
与
え
、
防
衛
す
る
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
も
、
厳
密
に
は
、
身
体
と
い
う
侵
害
を
構
成
す
る
法
益
と
、
意
思
活
動
に
関

す
る
法
益
は
区
別
さ
れ
う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
68
）  
山
口
・
前
掲
注
（
56
）
一
三
二
頁
に
お
い
て
も
、「
侵
害
者
に
認
識
さ
れ
ず
に
、
侵
害
に
利
用
さ
れ
て
も
い
な
い
そ
の
所
有
物
を
密
か
に
破
壊

す
る
行
為
な
ど
、
お
よ
そ
侵
害
排
除
の
役
に
立
た
な
い
法
益
侵
害
」
は
防
衛
効
果
が
な
く
正
当
防
衛
が
成
立
し
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
、
当
該
行
為
が
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
反
撃
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
69
）  

前
掲
の
正
当
防
衛
の
対
象
を
危
険
源
に
限
定
す
る
見
解
に
お
い
て
、
継
続
的
に
暴
行
を
受
け
た
被
告
人
が
、
木
造
住
宅
の
一
室
で
あ
る
事
務
所

に
放
火
し
た
事
案
に
つ
き
、
緊
急
避
難
・
過
剰
避
難
の
成
否
を
問
題
と
し
た
裁
判
例
に
つ
い
て
、
木
造
住
宅
全
体
が
不
法
な
監
禁
手
段
を
構
成
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
緊
急
避
難
・
過
剰
避
難
成
否
の
問
題
と
な
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、

事
務
所
以
外
の
部
屋
や
木
造
住
宅
全
体
の
所
有
者
、
管
理
者
が
、
事
務
所
の
所
有
者
、
管
理
者
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
も
し
、
Ａ
が
一
人
で
所
有
す
る
戸
建
て
の
住
居
の
一
室
に
監
禁
さ
れ
た
者
が
、
放
火
し
住
居
全
体
を
燃
や
し
た
場
合
、
住
居
の
損
壊
に
つ

い
て
は
、
正
当
防
衛
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
70
）  

井
田
・
前
掲
注
（
47
）
三
〇
四
頁
。

（
71
）  

西
田
典
之
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
〇
）
一
四
四
頁
、
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』（
有
斐
閣
・
二

〇
一
三
）
一
八
三
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
）
一
六
七
頁
、
井
田
・
前
掲
注

（
47
）
三
〇
四
頁
で
は
、
正
当
防
衛
に
対
す
る
緊
急
避
難
の
成
立
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
正
当
防
衛
に
対
す
る
緊
急
避
難
の
成
立
を
肯
定

す
る
場
合
、
正
当
防
衛
に
対
す
る
反
撃
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
害
の
均
衡
性
を
充
た
さ
な
く
て
も
被
侵
害
者
を
保
護
す
る
と
い
う
正
当
防
衛

制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
72
）  

侵
害
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
と
、
第
三
者
に
対
す
る
緊
急
避
難
が
可
能
な
と
き
、
緊
急
避
難
の
補
充
性
要
件
に
お
い
て
正
当
防
衛
行
為
が
他
の

手
段
と
判
断
さ
れ
、
緊
急
避
難
が
成
立
し
な
く
な
る
と
い
う
点
も
、
こ
の
こ
と
の
証
左
と
な
り
う
る
。

（
73
）  

東
京
地
判
昭
和
六
三
年
三
月
四
日
判
タ
六
九
一
号
二
四
八
頁
で
は
、
酒
に
酔
っ
て
他
の
客
に
絡
ん
で
い
た
被
害
者
Ａ
に
、
飲
食
店
の
店
員
で
あ

る
被
告
人
が
注
意
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
か
ら
「
表
に
出
ろ
」
と
言
わ
れ
、
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
出
入
り
口
付
近
ま
で
行
っ
た
際
、
Ａ
か
ら
手
で
肩

を
摑
む
よ
う
に
さ
れ
た
た
め
、
相
手
の
手
首
を
摑
ん
で
強
く
歩
道
上
に
引
っ
張
り
出
す
暴
行
を
加
え
、
Ａ
の
頭
部
を
歩
道
上
の
石
柱
に
ぶ
つ
け
死
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亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
Ａ
の
有
形
力
の
行
使
は
被
告
人
の
右
肩
に
置
い
て
い
た
手
に
肩
を
掴
む
よ
う
に
突
然
力
を
加
え
た
と
い
う
程
度
の

も
の
で
あ
り
」、
被
告
人
の
感
じ
た
身
の
危
険
が
「
漠
然
と
し
た
不
安
感
に
と
ど
ま
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、「
侵
害
」
の
存
在
が
否
定
さ
れ

て
い
る
。
本
件
判
示
内
容
は
、
Ａ
の
有
形
力
の
行
使
が
、
よ
り
強
度
の
あ
る
、
例
え
ば
殴
り
か
か
る
と
い
っ
た
暴
行
に
発
展
す
る
可
能
性
が
な
い
、

ま
た
は
そ
の
危
険
性
が
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
た
め
、「
侵
害
」
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
明
の
前
提
に

は
、
反
撃
時
点
で
の
被
告
人
の
肩
を
摑
む
と
い
う
有
形
力
の
行
使
自
体
が
、
本
判
決
で
は
「
不
正
の
侵
害
」
と
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
反
撃
時
点
で
の
有
形
力
の
行
使
が
「
不
正
の
侵
害
」
と
い
え
ず
、
当
該
有
形
力
の
行
使
が
発
展
す
る
可

能
性
も
な
く
、
さ
ら
な
る
「
侵
害
」
が
存
在
し
な
い
た
め
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
件
の
評
釈
と
し
て
、
川
端
博

「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
一
六
号
（
一
九
八
九
）
九
八
頁
で
は
、「
被
告
人
の
感
じ
た
身
の
危
険
が
漠
然
と
し
た
不
安
感
に
と
ど
ま
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
」
は
、
侵
害
の
急
迫
性
の
問
題
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
侵
害
」
そ
れ
自
体
、
反
撃
時
か
ら
見
て
将
来
に
生
じ
る
性
質
を

持
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、「
侵
害
」
の
問
題
に
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
認
定
の
た
め
の
事
実
と
し
て
被
告
人
の
不
安
感
を
挙
げ
た
本
判
断
が

誤
り
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
74
）  

本
稿
の
考
え
方
で
は
、
平
穏
の
阻
害
は
自
救
行
為
と
正
当
防
衛
の
限
界
に
関
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
緊
急
避
難
と
正
当
防
衛
の
限
界
に
も
関
わ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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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
）

　
　
　
　
　
　

 「
正
当
防
衛
の
時
間
的
制
約
を
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
的
沿
革
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
一
〇
七
号
（
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
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
」
法
学
政
治

学
論
究
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
一
六
年
）


