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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
正
当
防
衛
の
防
衛
対
象
で
あ
る
「
権
利
の
侵
害
」
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
正
当
防
衛
規
定
と
類
似
し
た
構
造
の
条
文
を
持
つ

ド
イ
ツ
及
び
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
た
見
解
が
広
ま
っ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
。

　

正
当
防
衛
は
、
多
く
の
事
例
で
は
、
生
命
・
身
体
へ
の
害
を
避
け
る
た
め
に
行
わ
れ
る
が
、
理
論
的
に
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
場
合

に
限
ら
れ
な
い
。「
近
年
、
生
活
関
係
の
複
雑
化
、
私
人
間
あ
る
い
は
公
私
間
の
各
種
の
生
活
上
の
利
害
関
係
の
対
立
の
激
化
に
と
も
な

い
、
既
成
の
権
利
と
衝
突
す
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
無
形
的
権
利
・
法
益
を
保
全
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
実
力
行
動
が
、
正
当
防
衛
の
視
野

に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
正
当
防
衛
の
対
象
領
域
は
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。」
と
言
わ
れ
て
久
し
い
と
こ
ろ
で
あ（
1
）る。
近
時
の
最

高
裁
判
例
も
、
被
告
人
が
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
建
物
に
「
立
入
禁
止
」
の
看
板
を
取
り
付
け
よ
う
と
し
た
者
に
対
し
て
暴
行
を

加
え
た
事
案
に
つ
い
て
、
共
有
持
分
権
，
賃
借
権
等
の
財
産
的
権
利
、
業
務
、
名
誉
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
成
立
を
肯
定
し
て
い（
2
）る。
し

か
し
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
は
、
果
た
し
て
無
限
定
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
限
定
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
観
点
に
基
づ
く
の
か
。

　

正
当
防
衛
の
保
護
対
象
で
あ
る
「
権
利
の
侵
害
」
は
、
条
文
と
の
関
係
で
は
二
つ
の
問
題
に
区
分
さ
れ
る
。
一
つ
は
、「
自
己
又
は
他

人
の
権
利
」
に
あ
た
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
国
家
的
・
社
会
的
法
益
を
防
衛
す
る
た
め
の
行
為
が
正

当
防
衛
と
な
る
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、「
自
己
又
は
他
人
の
権
利
」
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
侵
害
態
様

が
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
と
い
え
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
単
な
る
債
務
不
履
行
に
対
し
て
正
当
防
衛

は
で
き
な
い
と
い
う
議
論
や
、
侵
害
の
終
期
の
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
侵
害
態
様
に
関
係
し
て
い
る
が
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
や

法
益
の
性
質
と
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
移
動
の
自
由
侵
害
に
対
し
て
は
継
続
的
に
反
撃
で
き
る
が
、
占
有
侵
害
に
対
し
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て
は
、
占
有
の
完
全
な
喪
失
以
後
は
反
撃
で
き
な
い
と
い
っ
た
議
論
が
、
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

本
稿
は
、
ま
ず
現
在
の
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議
論
を
参
照
し
（
二
、
三
）、
わ
が
国
と
比
較
可
能
な
議
論
が
あ
る
か
を
探
る
。

そ
し
て
、
両
議
論
の
相
違
点
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
を
探
究
し
に
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議
論
を
み
て
い
き

た
い
（
四
）。

二　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

㈠　

国
家
的
法
益
・
社
会
的
法
益

1　

国
家
的
法
益

　

国
家
的
法
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
正
当
防
衛
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
肯
定
的
見
解
と
否
定
説
が
対
立
し
て
い
る
。

肯
定
的
な
理
解
を
示
し
た
戦
前
の
判
例
は
、
連
合
国
側
の
ス
パ
イ
だ
と
思
わ
れ
た
Ｌ
を
殺
害
し
た
事
案
に
つ
き
、
Ｌ
は
ス
パ
イ
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
を
前
提
に
し
て
、「
私
権
も
し
く
は
公
権
を
有
す
る
法
人
の
た
め
に
も
、
保
護
さ
れ
た
彼
ら
の
法
益
に
対
し
て

違
法
な
攻
撃
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
正
当
防
衛
は
な
し
う
る
。
例
え
ば
、
株
式
会
社
、
市
町
村
当
局
等
の
財
産
に
対
す
る
窃
盗
的
攻
撃

を
防
止
す
る
行
為
が
、
正
当
防
衛
の
観
点
か
ら
は
、
個
人
の
財
産
に
関
す
る
そ
れ
と
異
な
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
出

し
え
な
い
。」
と
述
べ
、
国
家
的
法
益
へ
の
攻
撃
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
成
立
可
能
性
を
肯
定
し（
3
）た。

学
説
に
お
け
る
肯
定
的
見
解
も
一

定
範
囲
で
正
当
防
衛
状
況
を
認
め
る
。
あ
る
見
解
は
、
私
人
に
つ
い
て
は
緊
急
状
況
で
公
的
保
護
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
国
家

に
つ
い
て
は
自
ら
攻
撃
を
除
去
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
例
え
ば
賄
賂
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
成
立
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
し
つ

つ
、
例
外
的
に
最
高
次
の
公
的
利
益
が
害
さ
れ
共
同
生
活
に
大
き
な
害
が
生
じ
る
場
合
に
、
そ
の
利
益
を
公
的
機
関
が
保
護
で
き
な
け
れ
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ば
、
正
当
防
衛
を
肯
定
す（
4
）る。
ド
イ
ツ
基
本
法
二
〇
条
四
項
に
お
け
る
対
抗
権
も
こ
の
思
想
を
体
現
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
類

型
に
含
ま
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
は
正
当
防
衛
に
よ
る
保
護
が
保
障
さ
れ
る
と
し
て
い（
5
）る。

　

一
方
で
否
定
説
は
、
正
当
防
衛
で
は
な
く
緊
急
避
難
に
よ
る
解
決
を
主
張
す
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
種
の
国
家
的
法
益
は
個
人
的
な
利

益
で
は
な
く
、
法
人
の
利
益
と
は
異
な
る
と
述
べ
ら
れ（
6
）る。
ま
た
、
ワ
イ
マ
ー
ル
政
権
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
国
家
正
当
防
衛
の
名
の
も

と
に
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
権
力
行
使
が
行
わ
れ
る
危
険
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い（
7
）る。

そ
し
て
、
緊
急
避
難
に
よ
る
解
決
に
よ
れ
ば
、

包
括
的
な
害
の
衡
量
が
可
能
に
な
り
、
判
例
の
事
案
の
よ
う
に
、
人
を
殺
害
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
人
の
生
命
の
不
可
衡
量
性
に
よ
り

正
当
化
の
余
地
が
な
く
な
る
と
説
明
さ
れ（
8
）る。

こ
れ
に
対
し
て
、
国
庫
と
し
て
の
国
家
の
財
産
権
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
の
対
象

は
個
人
的
利
益
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
正
当
防
衛
状
況
が
肯
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
損
壊
行
為
に
対

し
て
は
、
私
人
も
防
衛
可
能
だ
と
さ
れ
て
い（
9
）る。

2　

社
会
的
法
益

　

社
会
的
法
益
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
状
況
を
否
定
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
。
否
定
説
は
、
個
人
的
利
益
の
存
在
が
不
可

欠
で
あ
り
、
ま
た
、
法
秩
序
の
保
障
は
国
家
機
関
の
任
務
で
あ
り
、
私
人
の
実
力
行
使
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
法
秩
序
一
般

の
防
衛
可
能
性
を
否
定
す
）
10
（
る
。
判
例
も
、
悪
臭
ガ
ス
を
放
出
し
て
反
倫
理
的
映
画
の
上
映
を
妨
害
し
た
こ
と
に
つ
き
強
要
罪
の
成
否
が
問

題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
そ
の
映
画
を
上
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
映
画
の
鑑
賞
者
の
持
っ
て
い
た
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
疑
わ
し
い
だ
ろ
う
。
学
説
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
国
家
公
権
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
に
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
財
は
、
国
家
の
市
民

に
と
っ
て
は
基
本
的
に
防
衛
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
公
共
に
お
け
る
公
的
秩
序
の
妨
害
は
、
道
徳
的
、
宗
教
的
に
不
快
な
映
画
の
上

映
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
国
家
の
市
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
は
、
市
民
は
基
本
的
に

正
当
防
衛
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述
べ
て
い
）
11
（
る
。
他
方
、
少
数
の
見
解
は
法
秩
序
一
般
の
防
衛
可
能
性
を
肯
定
す
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る
。
例
え
ば
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
を
「
法
秩
序
の
経
験
的
妥
当
性
」
に
見
出
す
見
解
か
ら
は
、
共
同
生
活
の
た
め
の
正
当
防
衛
が

肯
定
さ
れ
て
い
）
12
（

る
。
も
っ
と
も
こ
の
見
解
は
、
攻
撃
の
現
在
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
は
め
っ
た
に
な
い
と
述
べ
、
通
常
の
場
合
国
家
機
関

へ
の
通
報
で
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
）
13
（
る
。

㈡　

個
人
的
法
益

1　

生
命
・
身
体

　

生
命
・
身
体
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
に
お
い
て
胎
児
の
生
命
も
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
胎
児
を
保
護
す
る
た
め
の
正
当
防
衛
も

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
妊
婦
の
意
思
に
合
致
し
た
違
法
な
妊
娠
中
絶
も
防
衛
し
う
る
と
述
べ
ら
れ
）
14
（
る
。

　

身
体
の
健
康
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
唾
が
混
じ
っ
た
煙
草
の
煙
を
吹
き
か
け
ら
れ
た
被
告
人
Ｋ
が
、
煙
を
吹
き
か
け
た
Ｔ
に
対
し
て
暴

行
し
た
事
案
に
つ
い
て
、「
唾
が
混
じ
っ
た
煙
草
の
煙
を
Ｋ
の
顔
へ
吹
き
か
け
る
こ
と
は
、
甘
受
す
べ
き
軽
微
性
の
限
界
を
超
え
て
、
身

体
の
健
常
性
と
健
康
を
侵
害
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
健
康
侵
害
は
煙
草
の
煙
に
含
ま
れ
る
発
癌
性
と
『
唾
』
と
い
う
体

液
に
潜
在
す
る
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
、
身
体
へ
の
攻
撃
を
肯
定
し
た
裁
判
例
が
あ
）
15
（

る
。
学
説
は
本

事
例
の
判
断
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
）
16
（
る
。

2　

自　

由

　

自
由
に
関
し
て
は
、
特
に
一
般
的
行
動
の
自
由
、
意
思
決
定
の
自
由
へ
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
が
可
能
か
、
議
論
さ
れ
て
い
る
。
一
般

的
行
動
の
自
由
が
特
に
問
題
視
さ
れ
る
事
案
と
し
て
、
駐
車
場
事
例
と
言
わ
れ
る
道
路
交
通
に
お
け
る
行
動
の
制
限
に
関
す
る
判
例
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
自
動
車
を
運
転
し
、
駐
車
場
に
停
車
さ
せ
よ
う
と
し
た
者
が
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
先
取
り
す
る
た
め
に
居
座
っ
て
い
た

歩
行
者
に
対
し
て
暴
行
・
傷
害
・
強
要
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
状
況
を
肯
定
す
る
立
場
と
否
定
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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肯
定
的
な
判
例
は
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
道
路
交
通
法
上
の
公
共
利
用
権
を
被
攻
撃
法
益
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
明
け
渡
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
、
こ
の
法
益
へ
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
可
能
性
を
認
め
て
い
）
17
（

る
。

　

一
方
で
、
否
定
的
な
判
例
は
、
肯
定
的
な
判
例
と
同
様
の
事
案
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
四
〇
条
の
強
要
に
該
当
し
な
い
限
り
、

行
動
の
自
由
へ
の
攻
撃
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
関
し
て
正
当
防
衛
状
況
を
否
定
し
て
い
）
18
（
る
。
こ
こ
で

は
二
四
〇
条
二
項
が
、「
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
、
暴
行
を
用
い
、
又
は
、
害
悪
を
加
え
る
旨
の
脅
迫
を
加
え
る
こ
と
が
、
非
難
す
べ

き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
行
為
は
違
法
と
な
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
よ
り
自
動
車
運
転
者
の
駐

車
を
妨
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
非
難
す
べ
き
も
の
」
と
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
公
共
利
用
権

を
正
当
防
衛
可
能
な
法
益
と
し
て
挙
げ
る
見
解
と
、
強
要
と
し
て
違
法
で
あ
る
場
合
に
正
当
防
衛
が
初
め
て
可
能
と
な
る
と
す
る
見
解
が

対
立
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
の
見
解
に
お
い
て
は
、
自
動
車
運
転
者
が
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
先
取
り
し
よ
う
と
し
た
者
を
轢
く
こ
と

は
正
当
防
衛
に
お
け
る
被
要
請
性
が
欠
け
る
と
さ
れ
、
防
衛
行
為
の
面
で
通
常
の
場
合
よ
り
限
定
が
な
さ
れ
て
い
）
19
（
る
。
ま
た
、
後
者
の
見

解
も
違
法
な
強
要
と
言
え
な
く
て
も
、
緊
急
避
難
の
成
立
可
能
性
を
肯
定
す
る
た
）
20
（

め
、
二
つ
の
見
解
は
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
対
立
し
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

3　

名　

誉

　

名
誉
は
ド
イ
ツ
刑
法
典
三
四
条
の
緊
急
避
難
規
定
に
も
対
象
法
益
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
正
当
防
衛
可
能
性
は
学
説
に
お
い

て
も
基
本
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
）
21
（

る
。
判
例
も
、
妻
の
子
Ｌ
に
対
し
て
「
外
国
人
」
と
罵
っ
た
Ｌ
の
同
級
生
Ｒ
を
、
被
告
人
が
平
手
打
ち
し

た
事
案
に
つ
い
て
、
名
誉
を
防
衛
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
）
22
（
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
で
は
名
誉
法
益
は
絶
対
的

で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
名
誉
侵
害
と
対
抗
的
に
思
想
の
自
由
が
反
対
利
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と

説
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
受
刑
者
が
刑
務
所
か
ら
各
所
へ
向
け
て
裁
判
官
等
の
名
誉
を
毀
損
す
る
内
容
の
文
書
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
と
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き
、
刑
務
所
側
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
そ
の
文
書
を
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
）
23
（
る
。

4　

財　

産

　

財
産
も
、
一
般
的
に
正
当
防
衛
可
能
な
法
益
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
所
有
権
だ
け
で
な
く
、
抵
当
権
、
占
有
等
も
保
護
の
対
象
と

さ
れ
て
い
）
24
（

る
。
窃
盗
犯
に
よ
る
盗
品
の
不
法
な
占
有
が
正
当
防
衛
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
か
、
正
当
防
衛
の
特
別
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法

典
八
五
九
条
二
項
の
占
有
取
戻
し
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
）
25
（
る
。
一
方
で
、
債
権
等
の
相
対
的
権
利
へ
の
攻
撃
に
対

し
て
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
の
侵
害
に
対
し
て
は
、
請
求
権
の
保
全
の
た
め
に
一
定
の
実
力
行
使
を
許

容
す
る
、
自
救
行
為
の
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
典
二
二
九
条
）
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
）
26
（
る
。
自
救
行
為
に
お
い
て
は
、
正
当

防
衛
と
異
な
り
、
公
的
機
関
に
よ
る
救
済
の
余
裕
が
な
い
こ
と
、
権
利
を
保
全
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
が
課
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

5　

そ
の
他

　

ま
た
、
人
格
的
利
益
に
つ
い
て
は
、
肖
像
権
侵
害
に
対
す
る
反
撃
と
正
当
防
衛
の
成
否
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
肖
像
権
侵
害
に
つ
い
て

ド
イ
ツ
著
作
権
法
二
二
条
は
、
権
利
者
の
同
意
の
な
い
図
画
の
流
布
は
許
容
さ
れ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
撮
影
の
段
階

で
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
と
、
判
例
は
説
明
し
て
い
る
。
違
法
な
撮
影
段
階
で
の
保
護
利
益
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
一
項
及
び
二
条

一
項
か
ら
導
か
れ
る
、
一
般
的
な
人
格
権
だ
と
さ
れ
）
27
（

る
。
ま
た
写
真
撮
影
後
も
、
そ
の
写
真
の
現
像
、
流
布
の
段
階
に
お
い
て
侵
害
は
継

続
す
る
か
ら
、
攻
撃
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
、
正
当
防
衛
は
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
）
28
（
る
。
学
説
の
多
く
は
、
写
真
撮
影
に
つ
い
て
も
、
肖
像

権
が
正
当
防
衛
可
能
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
）
29
（

る
。
少
数
の
否
定
説
は
、
写
真
撮
影
か
ら
は
公
表
の
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
容
易
く
推
論
で
き
な
い
か
ら
、
著
作
権
法
の
範
囲
で
、
肖
像
権
保
護
の
た
め
の
防
衛
を
可
能
と
す
べ
き
だ
と
論
ず
）
30
（
る
。
こ
れ
に
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対
し
、
肯
定
説
は
、
公
表
の
目
的
等
は
攻
撃
の
違
法
性
の
問
題
で
あ
り
、
著
作
権
法
に
お
け
る
限
定
さ
れ
た
保
護
範
囲
は
、
そ
の
規
定
が

著
作
物
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
著
作
権
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
）
31
（

る
。

㈢　

攻
撃
の
終
了
時
期
に
関
し
て

1　

攻
撃
の
終
期
一
般
に
つ
い
て

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
攻
撃
の
終
了
時
期
は
、
一
般
的
に
は
犯
罪
の
類
型
ご
と
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
継
続
犯
に
お
い
て
は
行

為
が
継
続
す
る
間
、
攻
撃
も
継
続
す
る
と
さ
れ
、
状
態
犯
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
終
了
に
よ
り
既
遂
が
到
来
す
る
も
の
の
、
攻
撃
の
実
質

的
な
終
了
ま
で
正
当
防
衛
は
可
能
だ
と
さ
れ
、
窃
盗
の
例
で
は
、
窃
盗
罪
の
既
遂
成
立
後
も
正
当
防
衛
は
可
能
と
さ
れ
て
い
）
32
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
移
動
の
自
由
侵
害
と
財
産
（
占
有
）
侵
害
に
お
け
る
攻
撃
の
終
期
の
違
い
を
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
立
場
と
は
異
な
っ

て
説
明
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
復
元
可
能
な
攻
撃
の
防
衛
と
損
害
賠
償
の
強
制
と
を
分
け
る
の
は
、
当
該
法
益
が
（
人
格

的
）
発
展
の
機
会
（Entfaltungschance

）
を
提
供
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
（
財
産
、
所
有
権
）、
そ
の
法
益
の
本
質
が
（
人
格
的
）
発
展
そ

の
も
の
（
自
由
、
身
体
）
に
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
さ
れ
）
33
（
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
財
の
喪
失
に
よ
り
機
会
が
失
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る

と
し
て
攻
撃
の
現
在
性
は
否
定
さ
れ
、
後
者
の
場
合
で
は
、
発
展
可
能
性
が
常
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
新
た
な
攻
撃
が
肯
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
例
と
し
て
、
視
力
の
弱
い
者
か
ら
眼
鏡
を
奪
っ
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
窃
盗
と
い
う
面
で
は
窃
盗
行
為
の
実
行
直

後
ま
で
正
当
防
衛
を
肯
定
し
、
一
方
で
強
要
と
い
う
面
で
は
、
視
力
が
弱
い
た
め
に
行
動
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
限
り
で
、
正
当
防
衛
を

窃
盗
の
場
合
よ
り
長
く
肯
定
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
34
（

る
。

2　

意
思
決
定
の
自
由
に
つ
い
て

　

ま
た
、
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



ドイツ及びオーストリアにおける正当防衛の防衛対象となる権利の侵害

47

防
衛
の
成
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
強
要
的
・
恐
喝
的
言
辞
が
終
わ
っ
た
後
で
も
、
意
思
決
定
の
自
由
へ
の
攻
撃
が
継
続
す

る
の
か
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
攻
撃
の
現
在
性
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
見
解
は
、
話
し
終
わ
っ
た

時
点
で
攻
撃
は
終
了
す
る
と
述
べ
る
。
そ
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
）
35
（
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
）
36
（
る
、
③
攻
撃
行
為
は
終
了
し
て
お
り
、
危
険
し
か
存
在
し

な
）
37
（

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
多
く
の
見
解
は
、
話
し
終
わ
っ
た
後
で
も
攻
撃
は
終
了
し
て
い
な
い
と
す
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
刑
法
は
強
要
罪
や
恐

喝
罪
に
お
い
て
意
思
形
成
を
心
理
的
効
果
の
点
で
保
護
し
て
お
り
、
脅
迫
し
終
わ
っ
た
時
点
で
初
め
て
侵
害
が
始
ま
る
と
反
論
さ
れ
て
い

る
）
38
（

。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
状
態
犯
性
は
既
遂
後
に
初
め
て
問
題
と
な
る
か
ら
、
ま
だ
既
遂
に
至
っ
て
い
な
い
段
階
で
は
問
題
と
な
ら

な
）
39
（

い
、
③
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
に
対
す
る
正
当
防
衛
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
「
攻
撃
」
に
は
危
険
を
惹
起
す
る
こ

と
も
含
ま
れ
）
40
（
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
肯
定
説
は
、
被
攻
撃
者
が
逡
巡
し
、
実
際
に
強
制
的
に
意
思
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
意
思
決
定

の
自
由
が
侵
害
さ
れ
続
け
る
と
説
明
し
て
い
）
41
（

る
。

三　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

㈠　

一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典

　

一
九
七
四
年
に
成
立
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
法
文
に
正
当
防
衛
の
対
象
と
な
る
権
利
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
典
三
条
は
、
正
当
防
衛
の
対
象
と
な
る
権
利
と
し
て
、「
生
命
、
健
康
、
身
体
的
完
全
性
、
自
由
、
財
産
」
を
挙
げ
て
い

る
）
42
（

。
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一
九
七
四
年
刑
法
典
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
法
益
で
は
な
く
、
特
定
の
列
挙
さ
れ
た
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
正
当
防
衛

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
長
い
議
論
の
末
、
確
認
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
）
43
（

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
正
当
防
衛
で
は
公
的
な
手
続
に

よ
ら
ず
、
被
攻
撃
者
自
身
が
直
接
、
攻
撃
者
の
法
益
を
侵
襲
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
正
当
防
衛
権
は
、

法
治
国
家
に
お
い
て
は
必
然
的
な
理
由
が
な
い
限
り
、
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
事
実
関
係
が
自
明
で
あ
っ
て
、
可
視
的

（überschaubar
）
な
も
の
に
制
限
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
44
（

る
。
そ
の
上
で
、
条
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
、
名
誉
や
国
家
的
・
社
会
的

法
益
の
正
当
防
衛
は
否
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
45
（
る
。

　

性
的
領
域
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
、
法
文
で
は
貞
操
と
い
っ
た
法
益
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
正
当
防
衛
が
で
き
な
い
と
い
う
趣

旨
で
は
な
く
、
一
九
七
四
年
刑
法
典
ま
で
に
作
ら
れ
た
、
法
益
の
列
挙
に
関
す
る
枠
組
み
を
変
え
る
必
要
性
が
、
実
務
に
な
か
っ
た
か
ら

だ
と
説
明
さ
れ
て
い
）
46
（

る
。
改
正
前
の
旧
刑
法
典
も
「
生
命
、
財
産
、
自
由
」
を
保
護
対
象
の
法
益
と
し
て
挙
げ
て
お
）
47
（

り
、
旧
刑
法
典
下
の

判
例
も
性
的
領
域
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
、
生
命
や
自
由
へ
の
攻
撃
を
含
む
限
り
で
正
当
防
衛
は
可
能
だ
と
説
明
し
て
い
）
48
（
た
。
従
っ
て
、
列

挙
さ
れ
た
法
益
に
関
す
る
文
言
は
、
当
時
の
法
の
理
解
を
引
き
継
い
だ
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
刑
法
典
三
条
は
、
新
た
に
「
健
康
」
と
「
身

体
的
完
全
性
」
を
対
象
法
益
に
加
え
て
い
た
が
、
こ
れ
も
当
時
の
語
法
・
各
則
の
規
定
ぶ
り
に
合
わ
せ
た
修
正
で
し
か
な
い
と
さ
れ
）
49
（
る
。

た
だ
し
、
健
康
を
全
く
害
さ
な
い
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
に
つ
い
て
は
、
反
撃
を
許
容
す
る
と
、
名
誉
侵
害
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
許
容
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
）
50
（
る
。

㈡　

事
実
的
状
態
の
変
更

　

一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
制
定
後
の
判
例
・
学
説
も
、
理
由
書
の
見
解
と
基
本
的
に
同
一
の
立
場
に
あ
る
。
国
家
的
・
社
会

的
法
益
に
つ
い
て
学
説
は
、
正
当
防
衛
の
対
象
は
個
人
の
法
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
全
面
否
定
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
偽
証
や
偽
造
、
ド
イ
ツ
で
問
題
と
な
っ
た
ス
パ
イ
の
事
例
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
51
（
る
。
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名
誉
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
も
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
は
列
挙
さ
れ
た
法
益
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
名
誉
侵
害
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
は
一
致
が
見
ら
れ
）
52
（

る
。
判
例

も
、
Ｂ
が
被
告
人
に
向
け
て
ワ
イ
ン
を
こ
ぼ
し
、
被
告
人
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
、
被
告
人
の
顔
の
前
に
手
を
出
し
、
被
告
人

の
顔
に
軽
く
触
れ
て
、
挑
発
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
人
が
Ｂ
に
傷
害
を
加
え
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、「
名
誉
が
、
保
護
さ
れ
る
法

益
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
、
正
当
防
衛
可
能
な
法
益
を
欠
落
な
く
列
挙
し
て
い
る
、
刑
法
典
三
条
の
文
言
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
）
53
（
る
。
学
説
で
は
、
名
誉
侵
害
に
対
し
て
は
、
正
当
防
衛
で
は
な
く
自
救
行
為
に
よ
る
解
決
が
提
唱
さ
れ
て
い
）
54
（
る
。
同
様

に
、
信
書
の
秘
密
と
い
っ
た
人
格
権
も
正
当
防
衛
可
能
な
権
利
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
）
55
（

る
。

1　

フ
ッ
ク
ス
の
見
解

　

名
誉
や
国
家
的
法
益
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、「
事
実
的
状
態
の
変
更
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
学
説
が
あ

る
。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
は
、
違
法
な
状
態
の
回
復
は
正
当
防
衛
で
は
な
く
、
自
救
行
為
の
問
題
だ
と
述
べ
て
い
）
56
（

る
。
フ
ッ
ク
ス
も
こ
の
よ

う
な
観
点
に
基
づ
き
、
正
当
防
衛
に
い
う
「
攻
撃
」
と
は
、
事
実
的
状
態
を
変
更
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
加
え
て
、

「
防
衛
」
と
い
う
文
言
に
お
い
て
も
、
侵
害
が
内
心
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
単
に
被
侵
害
者
の
法
的
領
域
し
か
害
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ

れ
は
防
衛
と
は
い
え
ず
、
せ
い
ぜ
い
自
救
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
正
当
化
可
能
と
な
る
攻
撃
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
57
（

る
。

　

そ
し
て
フ
ッ
ク
ス
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
行
刑
法
典
に
お
い
て
も
名
誉
が
法
文
の
対
象
か
ら
省
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

「
正
当
防
衛
権
は
、
具
象
的
な
、
単
に
精
神
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
法
益
へ
の
、
力
尽
く
で
の
攻
撃
を
防
衛
す
る
場
合
に
、
つ
ま
り
、

明
白
に
可
視
的
な
状
況
に
お
け
る
防
衛
に
限
定
さ
れ
つ
づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
）
58
（
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
正
当

防
衛
可
能
な
「
財
産
」
の
範
囲
に
も
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
財
産
侵
害
に
お
い
て
も
「
攻
撃
」
と
い
う
文
言
上
、
事
実
的
状
況
の
変

更
を
要
す
る
と
い
う
説
明
か
ら
、
占
有
侵
奪
に
は
事
実
的
状
態
の
変
更
が
あ
る
が
、
単
な
る
物
の
領
得
（Enteignung

）
や
債
権
侵
害
に
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対
し
て
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
）
59
（
る
。

　

ま
た
、
自
由
に
つ
い
て
は
、
移
動
の
自
由
と
意
思
決
定
の
自
由
で
正
当
防
衛
可
能
性
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
ク
ス
は
移
動
の
自
由

を
、
人
間
の
行
動
の
基
礎
で
あ
り
、
生
命
・
身
体
に
比
肩
し
う
る
、
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
利
益
で
あ
る
と
し
て
、
最
高
次
の
人
格
的
な

法
益
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
移
動
の
自
由
侵
奪
の
継
続
も
、
状
態
の
変
更
に
あ
た
る
と
述
べ
て
い
）
60
（
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
意
思
決
定
の
自
由
は
正
当
防
衛
可
能
な
法
益
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
強
要
や
恐
喝
に
対
し

て
意
思
決
定
の
自
由
に
関
す
る
正
当
防
衛
を
肯
定
す
れ
ば
、
唯
一
の
反
撃
行
為
と
し
て
殺
害
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
正

当
防
衛
状
況
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
が
回
避
さ
れ
る
と
い
）
61
（

う
。
そ
し
て
、
正
当
防
衛
状
況
が
否
定
さ
れ

る
理
由
と
し
て
は
第
一
に
、
意
思
決
定
の
自
由
は
相
対
的
に
し
か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お

い
て
も
、
刑
法
典
一
〇
五
条
二
項
に
お
い
て
、「
追
求
さ
れ
た
目
的
に
対
し
て
、
手
段
と
し
て
の
実
力
ま
た
は
脅
迫
の
使
用
が
善
良
の
風

俗
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
所
為
は
違
法
で
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
質
は
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
フ
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
、
違
法
か
ど
う
か
が
事
案
ご
と
に
変
わ
っ
て
く
る
法
益
侵
害
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
を
肯
定
し
て
、

不
明
確
な
正
当
防
衛
の
要
件
設
定
を
行
う
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
述
べ
）
62
（
る
。
ま
た
、
意
思
決
定
の
自
由
の
侵
害
は
、
名
誉
侵
害
と

同
じ
く
内
心
に
お
け
る
侵
害
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
的
状
況
の
変
更
が
な
い
た
め
、
こ
の
観
点
か
ら
も
正
当
防
衛
不
可
能
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
）
63
（
る
。

2　

反
対
説

　

フ
ッ
ク
ス
の
見
解
に
対
し
、
反
対
説
は
、
主
に
意
思
決
定
の
自
由
に
関
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
）
64
（
る
。
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
攻

撃
に
つ
い
て
正
当
防
衛
可
能
性
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
フ
ッ
ク
ス
の
見
解
に
お
い
て
自
由
の
種
類
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
不
当
だ
と

指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
強
要
（
刑
法
典
一
〇
五
条
）
や
移
動
の
自
由
侵
奪
（
刑
法
典
九
九
条
）
は
刑
法
上
可
罰
的
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
自
由
へ
の
攻
撃
の
中
で
、
無
理
や
り
脱
が
さ
れ
る
場
合
や
、
無
理
や
り
職
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
場
合
に
正
当
防
衛
不
可
能
な

の
か
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
）
65
（

る
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
性
的
領
域
へ
の
攻
撃
も
「
性
的
意
思
決
定
の
自
由
」
へ
の
攻
撃
と
構
成

さ
れ
、
正
当
防
衛
可
能
だ
と
さ
れ
）
66
（
る
。

3　

小　

括

　

ま
ず
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
以
上
の
議
論
の
差
異
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
と
な
る
。
①
ド
イ
ツ
で
は
公
共
的
法
益

を
保
護
す
る
た
め
の
正
当
防
衛
に
つ
き
肯
定
説
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
否
定
説
し
か
な
い
、
②
ド
イ
ツ
で
は
名
誉

や
肖
像
権
等
の
個
人
的
法
益
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
正
当
防
衛
は
可
能
だ
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
肖
像
権
へ
の
攻
撃
を
め
ぐ
る
議
論
や
攻
撃
の
終
期
に
関
す
る
議
論
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
事
実
的
状

態
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
侵
害
対
象
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
そ
の
侵
害
の
さ
れ
方
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議
論
は
、
わ
が
国
の
議
論
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
二
つ
の
議
論
の
差
異
の
う
ち
、
特
に

名
誉
侵
害
に
対
す
る
立
場
の
違
い
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
を
、
一
九
世
紀
の
議
論
に
お
い
て
確
認
す
る
。

四　

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

㈠　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

　

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
主
に
名
誉
を
保
護
対
象
と
し
た
正
当
防
衛
が
可
能
か
、
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
論
点
は
、
①
攻
撃

は
暴
力
的
（gew

alttäthig

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
②
保
護
対
象
の
財
は
、
補
償
不
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
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う
二
点
で
あ
る
。

1　

暴
力
的
な
攻
撃

　

⑴　

一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
刑
法
典

　

ド
イ
ツ
現
行
刑
法
典
に
お
け
る
正
当
防
衛
規
定
の
「
現
在
の
違
法
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言
は
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
に
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
）
67
（
る
。
四
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

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

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

様
に
正
当
防
衛
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
傍
線
引
用
者
）。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
一
八
二
七
年
の
草
案
一
二
一
条
は
、
単
に
「
違
法
な
攻
撃
」
と
規
定
し
て
い
た
）
68
（
が
、
そ

の
理
由
書
で
は
、
草
案
の
い
う
「
攻
撃
（Angriff
）」
と
は
「
身
体
的
で
暴
力
的
な
作
用
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
同
じ
く
身
体

的
・
暴
力
的
な
反
作
用
で
あ
る
防
衛
も
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、「
攻
撃
」
が
正
当
防
衛
に
お
い
て
、
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
69
（
た
。

　

そ
の
後
の
一
八
四
三
年
草
案
八
四
条
は
「
正
当
な
緊
急
防
衛
の
状
況
で
行
わ
れ
た
行
為
は
不
可
罰
で
あ
る
。
人
が
、
そ
の
者
へ
の
違
法

な
人
身
（Person

）、
名
誉
、
若
し
く
は
財
産
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
る
と
き
（
傍
線
引
用
者
）」
正
当
防
衛
は
可
能
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
）
70
（
る
。

　

こ
の
一
八
四
三
年
草
案
は
、
公
表
さ
れ
、
多
く
の
意
見
・
批
判
が
草
案
に
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
一
八
四
三
年
草

案
の
改
訂
で
は
、「
人
身
、
名
誉
、
財
産
へ
の
攻
撃
に
加
え
て
、
貞
操
（Keuschheit

）
や
自
由
を
守
る
た
め
の
正
当
防
衛
が
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
貞
操
や
自
由
、
ひ
い
て
は
名
誉
も
『
人
身
』
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
対
象
は
『
人
身
』
と
『
財
産
』
の
み
で
十
分
だ
」
と
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指
摘
さ
れ
て
い
）
71
（
る
。
そ
し
て
、
言
葉
に
よ
る
侮
辱
は
、
名
誉
へ
の
攻
撃
に
含
ま
れ
な
い
が
、
そ
の
他
の
名
誉
へ
の
攻
撃
は
人
身
へ
の
攻
撃

に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
72
（

る
。
そ
の
後
起
草
さ
れ
た
一
八
四
七
年
草
案
ま
で
は
、「
人
身
若
し
く
は
財
産
」
と
い
う
文
言
が
「
攻
撃
」
に

か
か
っ
て
い
る
）
73
（
が
、
一
八
五
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
上
下
院
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
、「
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
の
一
般
性
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
諸
草
案
に
よ
っ
た
攻
撃
の
両
種
別
を
列
挙
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、「
人
身
若
し
く
は
財
産
に
対
す
る
」
と

い
う
文
言
は
削
除
さ
れ
）
74
（

た
。
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
一
八
五
一
年
草
）
75
（

案
を
も
と
に
し
て
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
刑
法
典
が
生
ま

れ
た
。

　

当
時
の
学
説
に
も
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
刑
法
典
の
正
当
防
衛
規
定
に
お
け
る
「
攻
撃
」
を
、
暴
力
的
な
も
の
、
身
体
へ
の

作
用
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
被
侵
害
者
へ
の
権
利
侵
害
そ
れ
自
体
は
、
反
撃
の
暴
力
性
を
正
当
化
し

な
い
、
攻
撃
者
へ
の
反
撃
の
暴
力
性
に
つ
い
て
不
可
罰
と
す
る
に
は
、
攻
撃
が
暴
力
的
な
場
合
に
限
る
と
す
る
の
で
あ
）
76
（

る
。
そ
し
て
、

「
言
葉
に
よ
る
侮
辱
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
へ
の
暴
力
性
が
な
い
た
め
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
）
77
（
る
。
こ
の
見
解
は
、

「
攻
撃
と
は
、
身
体
的
で
暴
力
的
な
作
用
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
同
じ
く
身
体
的
、
暴
力
的
な
反
作
用
で
あ
る
防
衛
も
考
え
ら
れ

な
い
」
と
述
べ
た
一
八
二
七
年
草
案
の
理
由
書
の
理
解
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
侮

辱
」
の
類
型
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
は
不
可
能
だ
と
示
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

⑵　

そ
の
他
の
各
ラ
ン
ト
に
お
け
る
立
法

　

一
方
で
、
多
く
の
ラ
ン
ト
は
刑
法
典
を
起
草
す
る
中
で
、
人
へ
の
攻
撃
と
物
へ
の
攻
撃
に
分
け
て
、
正
当
防
衛
規
定
を
創
設
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
人
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
「
暴
力
的
な
攻
撃
」
に
対
し
て
正
当
防
衛
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ト
の
正
当

防
衛
規
定
は
、
統
一
刑
法
典
に
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
理
解
を
追
う
た
め
に
、
他
の
ラ
ン
ト
に
お
け
る
議
論
も
参
照
し
た
い
。

例
え
ば
、
一
八
二
二
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
草
案
七
七
条
は
以
下
の
と
お
り
規
定
し
て
い
）
78
（

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

る
。

1 　

す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
も
し
く
は
貞
潔
に
つ
い
て
の
危
険
に
結
び
つ
い
た
、
そ
の
者
へ
の
暴
力
行
為
に
対
し
て
（
傍
線
引

用
者
）。

2　

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

3　

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

4　

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

　

こ
の
規
定
は
、
一
号
が
人
、
二
な
い
し
四
号
が
物
を
保
護
対
象
と
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。「
暴
力
的
な
」
と
い
う
文
言
は
人
を
対

象
と
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
バ
ー
デ
ン
や
ヘ
ッ
セ
ン
等
の
他
の
ラ
ン
ト
の
立
法
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
一
八
四
五
年
バ
ー
デ
ン
大
公
国
刑
法
典
八
四
条
は
正
当
防
衛
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
）
79
（
た
。

　

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

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

の
場
合
に
許
容
さ
れ
る
。

1　

す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
も
し
く
は
名
誉
に
つ
い
て
の
危
険
と
結
び
つ
い
た
人
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
（
傍
線
引
用
者
）。

2　

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

3　

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

　

一
八
四
五
年
バ
ー
デ
ン
大
公
国
刑
法
典
の
基
礎
と
な
っ
た
一
八
三
九
年
草
案
に
対
す
る
、
立
法
委
員
会
の
注
解
で
は
、「
暴
力
的
な
攻
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撃
」
と
い
う
文
言
の
中
で
、
名
誉
に
対
す
る
攻
撃
は
「
行
動
に
よ
る
有
形
的
な
侮
辱
（Real- Injurie

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
）
80
（

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
実
力
行
使
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
、
迫
る
損
失
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
、
具

体
例
と
し
て
婦
女
暴
行
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
言
葉
に
よ
る
侮
辱
」
に
対
し
て
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
バ
ー
デ

ン
大
公
国
刑
法
典
成
立
後
も
こ
の
理
解
は
維
持
さ
れ
て
い
）
81
（
る
。

　

ま
た
、
一
八
四
一
年
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
刑
法
典
四
六
条
も
同
種
の
規
定
を
持
っ
て
い
）
82
（

た
。
こ
こ
で
も
「
暴
力
的
な
攻
撃
」
と
い
う
文
言

が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
言
葉
や
表
示
に
よ
る
名
誉
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
）
83
（
る
。
こ
の
見
解
は
、

言
葉
に
よ
る
侮
辱
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
を
行
う
と
い
う
状
況
が
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
悪
意
を
持
っ
て

人
を
批
判
す
る
物
語
を
朗
読
し
続
け
る
よ
う
な
と
き
に
、
こ
れ
を
止
め
る
と
い
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
と
し
つ
つ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

攻
撃
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
）
84
（

る
。
一
方
で
、
有
形
的
な
侮
辱
の
場
合
に
は
、
正
当

防
衛
可
能
だ
と
さ
れ
）
85
（
る
。

　

そ
の
後
成
立
し
た
、
一
八
六
〇
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
七
四
条
及
び
、
一
八
六
一
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
七
二
条
の
正
当
防

衛
規
定
は
、「
自
己
ま
た
は
他
人
を
、
人
、
占
有
も
し
く
は
所
有
権
へ
の
既
に
開
始
さ
れ
た
、
ま
た
は
切
迫
し
た
違
法
の
、
そ
し
て
暴
力

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

殺
害
、
も
し
く
は
傷
害
し
た
、
ま
た
は
刑
罰
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
そ
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
際
に
防
衛
の
限
界
を
有
責
に

越
え
な
か
っ
た
限
り
で
、
刑
罰
を
免
れ
る
（
傍
線
引
用
者
）。」
と
な
っ
）
86
（

た
。
暴
力
的
な
攻
撃
は
、
人
だ
け
で
な
く
、
物
を
保
護
す
る
た
め

の
防
衛
に
つ
い
て
も
、
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
以
前
の
、
一
八
五
四
年
草
案
の
理
由
書
で
は
、
単
な
る
侮
辱
に
よ
る
名
誉
侵
害
に
対
し
て
は
、
正
当
防
衛
は
で
き
ず
、
暴
力
的
行

為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
）
87
（

る
。
一
八
六
一
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
制
定
後
も
、
本
理
由
書
の
説
明
を
支
持
す
る
見
解
が

み
ら
れ
）
88
（
る
。
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2　

補
償
不
可
能
な
利
益

　

次
に
当
時
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
は
公
的
機
関
を
通
じ
た
補
償
が
不
可
能
な
権
利
に
限
る
か
、
議
論
が
あ
っ
た
。

　

⑴　

抽
象
的
な
補
償
不
可
能
性

　

一
部
の
見
解
は
、
権
利
ご
と
に
、
抽
象
的
に
補
償
可
能
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
に
対
し
て
防
御
的
に
な

さ
れ
た
反
撃
に
つ
い
て
、
国
家
が
適
法
性
の
観
点
か
ら
立
法
に
よ
っ
て
限
定
を
加
え
、
法
律
上
の
正
当
防
衛
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
国
家
が
私
人
の
防
衛
に
つ
い
て
限
定
を
加
え
る
以
上
、
そ
の
分
国
家
が
補
償
可
能
な
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限

り
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
89
（

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
に
よ
り
補
償
可
能
な
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
国
家
が
優
先
す
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
生
命
・
身
体
・
自
由
は
補
償
不
可
能
な
財
だ
と
さ
れ
）
90
（
る
。
ま
た
、
住
居
に
関
す
る
権
利
も
、
住
居
は
各
人

の
国
家
に
対
す
る
聖
域
で
あ
る
か
ら
、
補
償
不
可
能
な
も
の
だ
と
さ
れ
）
91
（

る
。
他
方
、
名
誉
は
、
裁
判
官
に
よ
る
判
断
に
よ
っ
て
、
侵
害
に

よ
り
悪
化
し
た
評
価
が
回
復
で
き
る
場
合
に
は
、
正
当
防
衛
可
能
な
財
で
は
な
い
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
単
な
る
侮
辱
に
よ
る
攻
撃
の

場
合
に
は
裁
判
に
よ
り
損
失
の
回
復
が
可
能
だ
と
し
て
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
一
方
、
暴
力
に
よ
る
攻
撃
の
場
合
に
損
害
は
回
復
不
可

能
で
あ
り
、
防
衛
は
可
能
だ
と
す
）
92
（
る
。
ま
た
財
産
に
つ
い
て
、
保
持
し
て
い
る
物
の
奪
取
や
損
壊
と
い
っ
た
攻
撃
に
対
し
て
正
当
防
衛
は

可
能
だ
と
さ
れ
て
い
）
93
（

る
。
た
だ
し
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
後
に
自
己
に
占
有
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
状
態
を
回
復
で
き
る
か
ら
、
攻

撃
者
・
反
撃
者
に
生
命
へ
の
危
険
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
反
撃
は
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
94
（
る
。

　

⑵　

具
体
的
な
補
償
不
可
能
性

　

一
方
で
、
権
利
ご
と
に
抽
象
的
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
状
況
に
お
け
る
補
償
不
可
能
性
を
問
題
と
す
る
見
解
も
あ
っ
）
95
（

た
。

こ
の
見
解
は
、
私
人
は
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
実
力
行
使
を
禁
止
さ
れ
、
財
の
保
護
に
関
す
る
実
力
的
権
限
を
公
的
機

関
に
委
譲
し
て
い
る
が
、
例
外
的
に
公
的
に
補
償
不
可
能
な
損
失
に
つ
い
て
、
国
家
が
救
助
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
私
人
が

防
衛
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
に
立
）
96
（
つ
。
そ
の
上
で
、「
財
そ
れ
自
体
が
補
償
不
可
能
な
も
の
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
現
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在
の
攻
撃
と
い
う
特
別
な
状
況
に
お
い
て
（
蓋
然
性
を
根
拠
と
し
て
）、
回
復
で
き
ず
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
）
97
（
る
。

そ
し
て
、
生
命
・
身
体
・
健
康
は
、
そ
れ
自
体
補
償
不
可
能
な
財
で
あ
）
98
（

り
、
ま
た
物
へ
の
攻
撃
の
場
合
、
人
身
へ
の
攻
撃
が
あ
る
か
、
後

に
国
家
が
返
却
不
可
能
な
と
き
に
は
、
攻
撃
に
よ
っ
て
財
が
回
復
で
き
ず
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
説
明
さ
れ
て
い
）
99
（
る
。

　

他
方
、
単
な
る
名
誉
侵
害
の
場
合
、
人
身
へ
の
攻
撃
が
な
い
限
）
100
（
り
、
国
家
に
よ
っ
て
損
失
の
回
復
が
可
能
で
あ
る
か
）
101
（
ら
、
正
当
防
衛
は

で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
一
四
〇
条
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
こ
で
「
そ
の
者
の
身
体
、
生
命
、
名
誉
お
よ
び
良

き
風
聞
を
危
険
に
お
く
こ
と
も
毀
損
す
る
こ
と
も
な
し
に
巧
妙
に
回
避
す
る
を
え
ざ
る
と
）
102
（
き
」
に
反
撃
が
正
当
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
、
こ
の
法
文
に
お
い
て
も
人
身
と
名
誉
ど
ち
ら
も
が
害
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
矛
盾
す
る
よ
う
な
考
え
は
示
さ
れ
て

い
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
103
（
る
。

　

⑶　

議
論
の
展
開

　

も
っ
と
も
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
の
説
明
で
は
、
財
が
補
償
不
可
能
か
ど
う
か
は
正
当
防
衛
の
成
否
に
お
い
て
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
て

い
る）

104
（

。「
攻
撃
が
暴
力
的
で
あ
る
こ
と
」
は
要
件
と
し
つ
つ
、
財
は
補
償
不
可
能
で
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
か
）
105
（

ら
、
二

つ
の
議
論
は
区
別
さ
れ
よ
う
。
財
が
補
償
不
可
能
か
ど
う
か
は
正
当
防
衛
の
成
否
に
関
係
な
い
と
す
る
見
解
が
広
ま
っ
た
背
景
に
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
の
議
論
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
彼
ら
の
議
論
を
参
照
し
た
い
。

3　

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
に
よ
る
説
明

　

⑴　

一
八
五
〇
年
代
ま
で
の
議
論

　

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
は
、
正
当
防
衛
権
拡
張
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
と
結
び
つ
け
て
正
当
防
衛
を
論
じ
た
と
さ
れ

る
）
106
（

。
正
当
防
衛
権
は
国
家
に
与
え
ら
れ
た
も
）
107
（

の
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
公
的
に
補
償
可
能
な
財
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
は
で

き
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
攻
撃
者
へ
の
反
撃
が
、
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
場
合
に
、
国
家
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が
反
撃
の
権
利
を
認
め
な
け
れ
ば
、
国
家
は
被
攻
撃
者
に
侵
害
の
甘
受
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
立
場
か
ら
、
正
当
防
衛
権

を
肯
定
す
）
108
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
財
産
と
名
誉
に
つ
い
て
は
、
他
の
手
段
が
常
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
国
家
は
全
て
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る
が
、
そ
の

方
法
は
事
前
的
で
は
な
く
、
事
後
的
な
補
償
と
い
う
形
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
後
的
な
補
償
は
権
利
保
護
の
た
め
の
「
他
の
手
段
」
と
な

る
が
、
財
産
権
は
金
銭
的
に
換
価
可
能
で
あ
り
、
事
後
的
補
償
に
よ
っ
て
保
護
で
き
）
109
（

る
。
個
別
の
事
情
に
よ
っ
て
は
、
補
償
が
な
さ
れ
え

な
い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
偶
然
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
財
産
権
の
本
質
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
）
110
（
る
。
名
誉
も
、
否
定

さ
れ
た
尊
敬
や
評
価
は
後
に
公
的
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
で
回
復
可
能
で
あ
る
か
ら
、
事
後
的
補
償
に
よ
り
保
護
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
）
111
（
る
。

　

ま
た
こ
の
見
解
は
、
正
当
防
衛
権
は
攻
撃
者
の
人
身
に
侵
害
を
加
え
る
権
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
占
有
や
所
有
権
に
は
、

物
へ
の
影
響
を
排
除
し
、
物
を
保
持
し
取
り
戻
す
権
限
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
奪
取
者
の
人
身
へ
の
侵
害
を
必
ず
し
も
伴
う
も
の
で
は
な
い

た
め
、
正
当
防
衛
権
と
は
異
な
る
と
し
て
、
生
命
・
身
体
・
貞
操
・
自
由
へ
の
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
攻
撃
者
の
人
身
へ
の

反
撃
が
必
要
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
112
（
る
。
そ
し
て
、
所
有
権
や
占
有
に
基
づ
く
物
の
保
持
、
取
り
戻
し
に
対
し
て
、
奪
取
者
が
抵
抗
し

た
と
き
、
ま
た
は
暴
行
を
加
え
て
奪
取
す
る
と
き
に
は
、
身
体
へ
の
攻
撃
が
あ
る
か
ら
、
正
当
防
衛
も
で
き
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
、

他
方
、
物
を
持
っ
て
逃
走
す
る
者
や
、
逃
げ
て
債
務
を
免
脱
し
よ
う
と
す
る
債
務
者
に
対
し
て
は
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

る
）
113
（

。
こ
の
見
解
は
、
反
撃
に
よ
り
生
じ
る
害
と
攻
撃
と
の
性
質
上
の
同
一
性
を
重
視
し
、
抽
象
的
な
補
償
可
能
性
に
よ
っ
て
正
当
防
衛
に

よ
る
保
護
対
象
の
権
利
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑵　

一
八
五
〇
年
代
以
降
の
議
論

　

一
方
で
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
の
議
論
の
中
で
、
資
本
主
義
経
済
の
発
達
に
よ
り
、
自
由
主
義
的
な
見
解
が

生
ま
れ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
）
114
（
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
事
後
的
補
償
不
可
能
性
を
基
準
と
し
て
正
当
防
衛
の
対
象
権
利
を
限
定
す
る
見
解
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に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
。

　

ま
ず
、
抽
象
的
補
償
可
能
性
を
基
準
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
動
産
と
異
な
っ
て
不
動
産
に
つ
い
て
は
無
条
件
に
事
後
的
に
補
償
可

能
だ
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
判
断
が
恣
意
的
だ
と
批
判
す
）
115
（
る
。
ま
た
、
高
度
に
具
体
的
な
権
利
喪
失
が
迫
っ
て
お
り
、
偶
然
の
事
情
に

よ
っ
て
補
償
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
）
116
（
る
。
具
体
的
な
補
償
可
能
性
を
基
準
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、

攻
撃
時
に
は
補
償
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
事
情
が
変
わ
り
補
償
で
き
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
被
攻
撃
者
に
攻
撃
者
の
支
払
い

可
能
性
を
判
別
さ
せ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
反
駁
さ
れ
て
い
る
。

　

他
に
も
、
正
当
防
衛
で
き
な
い
の
は
そ
の
場
で
公
的
機
関
が
侵
害
を
防
げ
る
と
き
の
み
）
117
（

だ
と
、
ま
た
、「
正
は
不
正
に
譲
歩
せ
ず
」
の

原
則
か
ら
は
、
事
後
的
に
補
償
可
能
な
権
利
も
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
に
含
ま
れ
）
118
（
る
と
述
べ
ら
れ
、
事
後
的
補
償
可
能
性
に
基
づ
く
制
限

に
つ
い
て
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
は
、「
暴
力
的
な
攻
撃
」
に
対
し
て
し
か
正
当
防
衛
で
き
な
い
と
い
う
立
場
に
も
批
判
的
で
あ
る
。「
攻
撃
は
身
体
的
作

用
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
説
明
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
拳
銃
を
構
え
る
と
い
う
場
合
に
、
身
体
的
作
用
は
な
い
が
正

当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
）
119
（
た
。
ま
た
、「
単
な
る
名
誉
侵
害
に
対
し
て
反
撃
は
必
要
な
い
」
と
い
う
説
明
に
対
し
て
は
、
攻
撃
に

対
し
て
反
撃
が
事
実
上
可
能
で
あ
れ
ば
よ
）
120
（

く
、
例
え
ば
人
を
中
傷
す
る
物
語
を
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い
る
人
を
止
め
る
と
い
っ
た
場
合
も
あ

り
う
）
121
（
る
、
名
誉
侵
害
が
既
遂
に
達
し
て
い
て
も
、「
攻
撃
」
は
事
実
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
継
続
す
る
攻
撃
に
対
し
て
正
当
防
衛
は
で

き
）
122
（

る
と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
各
ラ
ン
ト
が
「
暴
力
的
な
攻
撃
」
と
立
法
す
る
中
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
刑
法
典
に
お
け
る
「
現
在
の
違
法
な

攻
撃
」
と
い
う
文
言
に
そ
の
よ
う
な
修
飾
語
が
な
い
こ
と
は
、
名
誉
一
般
に
つ
い
て
も
反
撃
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
、

こ
れ
ら
の
見
解
は
捉
え
て
い
）
123
（
る
。

　

⑶　

ラ
イ
ヒ
刑
法
典
制
定
後
の
議
論

　

防
衛
対
象
の
権
利
は
、
事
後
的
に
補
償
不
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
、
口
頭
や
表
示
に
よ
る
名
誉
侵
害
に
対
し
て
も
反
撃
可
能
で
あ
る
、
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と
い
う
一
八
五
〇
年
代
以
降
の
見
解
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
制
定
後
も
示
さ
れ
て
い
）
124
（
る
。
法
的
に
保
護
さ
れ
る
利
益
、
す
な
わ
ち
法
益
で
あ

れ
ば
、
区
別
な
く
正
当
防
衛
は
可
能
で
あ
る
と
さ
）
125
（

れ
、
そ
こ
に
は
、
名
誉
や
財
産
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
）
126
（

た
。「
財
が
補
償
可
能
か
ど
う
か
、

名
誉
や
財
産
の
よ
う
に
観
念
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
議
論
は
、
違
法
な
攻
撃
に
対
す
る
自
己
保
存
の
原
則
に
よ
り
突
破
さ
れ
た
」、

「
法
益
が
反
撃
不
可
能
な
も
の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
が
、
他
人
の
実
力
に
対
し
て
、
自
ら
そ
の
品
位
を
汚
す
こ
と
に
な

る
」
と
評
さ
れ
て
い
）
127
（

る
。

㈡　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

1　

一
八
〇
三
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典

　

一
八
〇
三
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
は
、
一
二
七
条
に
お
い
て
殺
人
罪
に
関
し
て
正
当
防
衛
規
定
を
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
規
定
は

「
正
当
な
緊
急
防
衛
を
用
い
て
人
を
殺
し
た
者
は
、
犯
罪
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
為
を
行
っ
た
者
が
自
ら
必
要
な
防
衛
を
、
自
己
の
、

も
し
く
は
同
胞
の
生
命
、
財
産
、
ま
た
は
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
な
し
た
こ
と
が
、
人
的
、
時
間
的
、
場
所
的
状
況
か
ら
証
明
さ
れ
、

ま
た
は
理
由
を
も
っ
て
推
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
傍
線
引
用
者
）。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
128
（

た
。

　

当
時
の
学
説
で
は
、
対
象
法
益
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
）
129
（
る
。「
生
命
（Leben

）」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
反
撃
対
象

に
身
体
的
完
全
性
も
含
ま
れ
る
。
傷
害
を
加
え
ら
れ
、
生
命
が
害
さ
れ
る
か
は
前
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
し
、
生
命
が
害
さ
れ
な
く
て
も
、

生
命
力
が
弱
ま
っ
た
り
余
命
が
短
く
な
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
財
産
に
つ
い
て
、
価
額
の
多
少
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
名
誉
は
法
文

に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
と
な
ら
な
い
。「
必
要
な
防
衛
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
単
な
る

名
誉
侵
害
は
正
当
防
衛
の
対
象
で
な
い
こ
と
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
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2　

一
八
五
二
年
以
降
の
議
論

　

そ
の
後
一
八
五
二
年
に
、
正
当
防
衛
は
総
則
に
規
定
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
防
衛
対
象
の
法
益
は
、
生
命
・
財
産
・
自

由
）
130
（

と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
学
説
は
、
名
誉
は
法
文
に
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
正
当
防
衛
対
象
と
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
い
）
131
（
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
は
、
名
誉
の
保
護
の
た
め
の
実
力
行
使
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
正
当
防
衛
を
肯
定
す
る
と
、
乱
闘
等
の
濫
用
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
132
（

た
。

五　

本
稿
の
ま
と
め

　

前
章
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
各
ラ
ン
ト
で
は
、「
暴
力
的
な
攻
撃
」
に

対
し
て
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
後
的
に
補
償
不
可
能
な
権
利
の
み
が
保
護
対
象
と
な
る
と
い
う
見
解

も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
立
言
で
は
特
に
、
身
体
的
作
用
を
伴
わ
な
い
口
頭
や
表
示
に
よ
る
名
誉
侵
害
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
は
で
き
な
い

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
他
方
一
八
五
〇
年
代
以
降
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
が
批
判
を
加
え
、
単
な
る
名
誉
侵
害
も
正
当
防
衛
の
防
衛
対

象
だ
と
主
張
し
て
、
そ
の
主
張
は
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
制
定
後
も
受
け
容
れ
ら
れ
た
。

　

一
方
、
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
暴
力
的
な
攻
撃
論
に
類
似
し
た
見
解
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
名
誉
侵
害
に
つ
い
て
、

防
衛
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
限
定
的
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
の
範
囲
を
拡

張
す
る
動
き
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
は
定
か
で
は
な
い
が
、
普
墺
戦
争
（
一
八
六
六
年
）
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ロ

イ
セ
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
間
の
断
裂
が
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
の
議
論
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
伝
播
す
る
の
を
妨
げ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
他
方
、
勝
利
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
て
、
ド
イ
ツ
は
統
一
へ
と
進
み
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
刑
法
典
に
お

け
る
正
当
防
衛
規
定
も
、
統
一
刑
法
典
の
基
礎
と
な
っ
た
。
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も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
現
在
ま
で
制
限
的
な
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
原
因
は
、
歴
史
的
な
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
。
条
文
や
解
釈
を
変
更
す
る
機
会
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
の
理
由
書
に
お
い
て
、「
長
い
議

論
の
末
に
」
制
限
的
な
立
場
が
堅
持
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
制
限
的
な
理
解
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

看
取
さ
れ
る
。
理
由
書
は
、
正
当
防
衛
が
公
的
な
手
続
に
よ
る
の
で
な
く
、
被
攻
撃
者
自
身
が
直
接
、
攻
撃
者
の
法
益
を
侵
襲
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
正
当
防
衛
権
は
、
法
治
国
家
に
お
い
て
は
必
然
的
な
理
由
が
な
い
限
り
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
当
防
衛
の
「
実
力
行
使
」
の
側
面
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
八
五
〇
年
代
以
降
、
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
の
範
囲
が
拡
張
し
た
原
因
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
制

定
後
の
評
価
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
正
当
防
衛
の
持
つ
「
権
利
」
の
側
面
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
も
、
個

人
的
法
益
は
基
本
的
に
正
当
防
衛
の
保
護
対
象
で
あ
る
こ
と
を
権
利
の
面
か
ら
説
明
す
る
見
解
も
あ
）
133
（

る
。
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議

論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
当
防
衛
の
異
な
っ
た
側
面
に
着
目
し
、
展
開
し
て
い
る
。
第
一
章
で
確
認
し
た
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
の
内
容
と
、
そ

の
侵
害
の
さ
れ
方
と
い
う
議
論
構
造
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議
論
に
も
存
在
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
わ
が
国
の

議
論
と
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
わ
が
国
の
議
論
と
の
比
較
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
点
に

留
意
し
つ
つ
、
今
後
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

※
本
稿
は
平
成
二
九
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
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
五
）
一
六
四
頁
以
下
。

（
2
）  

最
判
平
成
二
一
年
七
月
一
六
日
刑
集
六
三
巻
六
号
七
一
一
頁
。

（
3
）  RG

St, 61, 215 

（220

）.

わ
が
国
に
お
け
る
本
件
の
評
釈
と
し
て
、
町
野
朔
「
国
家
緊
急
救
助
」
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
）
四
九
頁
以
下
。
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（
4
）  W

alter Perron, in: Adolf Schönke/H
orst Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. M

ünchen 2014, 

§ 32, Rn. 7.

（
5
）  Felix H

erzog, in: U
rs Kindhäuser/U

lfrid 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. 24.
（
6
）  Claus Roxin, Strafrecht allgem

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

§ 15, Rn. 41.
（
7
）  Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 41; 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. 101.

（
8
）  Roxin
（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 41; Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 101.

（
9
）  Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 41.

（
10
）  

例
え
ば
、Roxin
（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 39.

（
11
）  BG

H
St, 5, 245 （247

）.

（
12
）  Eberhard Schm

idhäuser, Strafrecht allgem
einer Teil Studienbuch, Tübingen 1984, S. 149 （Rn. 51

）, 161 f （Rn. 80

）.

（
13
）  Schm

idhäuser

（
前
掲
注
（
12
））, S. 161 f 

（Rn. 80

）. 

否
定
説
か
ら
は
、
な
ぜ
他
の
法
益
の
場
合
と
異
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
要
件
が
付
さ
れ

る
の
か
明
ら
か
で
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 39.

（
14
）  

も
っ
と
も
、
防
衛
行
為
の
面
で
慎
重
な
考
慮
が
要
求
さ
れ
、
多
く
の
場
合
通
報
す
る
と
脅
迫
す
れ
ば
十
分
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 33.

（
15
）  AG

 Erfurt, N
StZ 2014, 160.

（
16
）  Christian Jäger, N

otw
ehr bei Anrauchen, Juristische Arbeitsblätter, 2014, S. 473 f. 

批
判
の
概
要
は
、
①
些
細
な
程
度
を
超
え
て

身
体
的
健
康
を
侵
害
す
る
よ
う
な
、
不
相
当
な
行
為
が
存
在
し
な
い
、
②
侮
辱
と
し
て
の
攻
撃
は
煙
を
吹
き
か
け
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
、
③

新
た
な
攻
撃
は
、
煙
草
を
口
に
咥
え
て
吸
っ
て
い
る
間
は
切
迫
し
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
17
）  BayO

bLG
 N

JW
 1963, 824. 

ま
た
、BayO

bLG
 N

JW
 1995, 2646.

（
18
）  O

LG
 Stuttgart N

JW
 1966, 745.

（
19
）  Günter Jakobs, Strafrecht allgem

einer Teil, 2. Aufl. Berlin/N
ew

 York 1991, S. 312 f （Rn. 4

）; Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 
31. 

公
共
利
用
権
の
正
当
防
衛
可
能
性
を
肯
定
し
た
判
例
も
、
防
衛
行
為
に
つ
い
て
、「
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
は
軽
微
な
法
益
で
あ
り
身
体
的

完
全
性
の
侵
害
・
そ
の
危
殆
化
と
の
関
係
で
は
明
ら
か
な
権
利
の
濫
用
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
、
当
該
事
案
に
お
い
て
、
正
当
防
衛
の
限
界
を
超
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え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。BayO

bLG
 N

JW
 1995, 2646.

（
20
）  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. 90.
（
21
）  Rönnau/H

ohn

（
前
掲
注
（
20
））, 

§ 32, Rn. 84; Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 88; 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. 36.

（
22
）  BayO

bLG
 N

JW
 1991, 2031.

（
23
）  Rönnau/H

ohn

（
前
掲
注
（
20
））, 

§ 32, Rn. 84; Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 88.

（
24
）  Rönnau/H

ohn
（
前
掲
注
（
20
））, 

§ 32, Rn. 86 f.; Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 90.

（
25
）  Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 92.

（
26
）  Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 35.

（
27
）  O

LG
 Karlsruhe N

StZ 1982, 123; O
LG

 H
am

burg, BeckRS 2012, 11658. 

（
28
）  O

LG
 D

üsseldorf N
JW

 1994, 1971.

（
29
）  Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 93; Perron

（
前
掲
注
（
4
））, 

§ 32, Rn. 5; Kindhäuser

（
前
掲
注
（
21
））, 

§ 32, Rn. 39.

（
30
）  H

erzog

（
前
掲
注
（
5
））, 

§ 32, Rn. 18.

（
31
）  Erb

（
前
掲
注
（
7
））, 

§ 32, Rn. 93.

（
32
）  Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 28.

（
33
）  Jakobs

（
前
掲
注
（
19
））, S. 389 （Rn. 25

）.

（
34
）  Jakobs

（
前
掲
注
（
19
））, S. 389 （Rn. 25

）.

（
35
）  G

unther A
rzt, N

otw
ehr gegen Erpressung, M

onatsschrift für deutsches Recht, 1964, S, 345.

（
36
）  Jürgen Baum

ann, 

§ 53 StG
B als M

ittel der Selbstjustiz gegen Erpressung?, M
onatsschrift für deutsches Recht, 1965, S. 347.

（
37
）  Jörg Tenckhoff, Anm

erkung zum
 U

rteil des KG
 v. 20. 9. 1979 ‒ （4

） Ss 152/79 （66/79

）, Juristische Rundschau, 1981, S. 256.

（
38
）  Knut A

m
elung, D

as Problem
 der heim

lichen N
otw

ehr gegen die erpresserische A
ndrohung kom

prom
ittierender 

Enthüllungen, G
oltdam

m
er

’s Archiv für Strafrecht, 1982, S. 384 f.

（
39
）  A

m
elung

（
前
掲
注
（
38
））, S. 385 f.; Tino Seesko, N

otw
ehr gegen Erpressung durch D

rohung m
it erlaubtem

 Verhalten, Berlin 
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2004, S. 79.

（
40
）  A

m
elung

（
前
掲
注
（
38
））, S. 384; A

ntje Kroß, N
otw

ehr gegen Schw
eigegelderpressung, Berlin 2004, S. 124 f. 

そ
こ
で
は
、
こ

こ
に
い
う
危
険
と
は
財
産
に
対
す
る
危
険
だ
と
さ
れ
る
。

（
41
）  Roxin

（
前
掲
注
（
6
））, 

§ 15, Rn. 29.
（
42
）  
三
条
一
項
は
「
現
在
ま
た
は
急
迫
の
違
法
な
攻
撃
に
対
し
自
己
ま
た
は
他
人
の
生
命
、
健
康
、
身
体
的
完
全
性
、
自
由
又
は
財
産
を
防
衛
す
る

た
め
に
已
む
を
得
ず
防
禦
を
行
つ
た
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
違
法
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
訳
は
法
務
大
臣
官
房
司
法

法
制
調
査
部
『
一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
（
法
務
資
料
四
二
三
号
）』（
一
九
七
五
）
二
頁
に
よ
る
。

（
43
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 62.

（
44
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 62.

（
45
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 62.

（
46
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 62.

（
47
）  

改
正
前
、
刑
法
典
二
条
ｇ
号
に
正
当
防
衛
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
正
当
な
緊
急
防
衛
は
、
自
己
の
、
も
し
く
は
他
人
の
生
命
、
財
産
、

ま
た
は
自
由
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
行
為
者
自
ら
が
必
要
な
反
撃
し
か
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
攻
撃
の
人
的
、
時
間
的
、
場
所
的
性
質
状
況

も
し
く
は
そ
の
他
の
状
況
か
ら
理
由
を
も
っ
て
認
定
さ
れ
る
と
き
の
み
認
め
ら
れ
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
原
文
は
、http://alex.onb.

ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&
datum

=1852&
page=583&

size=45 

を
参
照
し
た
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
一
日
）。

（
48
）  O

G
H
 EvBl 1969 N

r. 364.

（
49
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 62.

（
50
）  Erläuterunde Bem

erkungen zur Regierungsvorlage zum
 StG

B

（1971

）, S. 63.

改
正
以
前
の
学
説
に
お
い
て
も
、
身
体
的
完
全
性
へ

の
攻
撃
は
生
命
、
自
由
へ
の
攻
撃
と
同
視
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。Friedrich N

owakowski, D
as österreichische Strafrecht in seinen 

G
rundzügen, W

ien 1955, S. 58.

（
51
）  H

elm
ut Fuchs, G

rundfragen der N
otw

ehr, W
ien 1986, S. 104 f.; Peter Lew

isch, in: Frank H
öpfel/Eckart Ratz

（H
rsg.

）, 
W

iener Kom
m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 2. Aufl. W
ien 2003, 

§ 3, Rz. 34; H
erbert Steininger, in: O

tto Triffterer/Christian 
Rosbaud/H

urbert H
interhofer, Salzburger Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, W
ien 2012, 

§ 3, Rz. 21.

（
52
）  Friedrich N

owakowski, in: Egm
uont Foregger/Friedrich N

ow
akow

ski 
（H

rsg.

）, W
iener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 
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W
ien 1984, 

§ 3, Rz. 4; Lewisch

（
前
掲
注
（
51
））, 

§ 3, Rz. 34; Steininger

（
前
掲
注
（
51
））, 

§ 3, Rz. 21; H
elm

ut Fuchs, Strafrecht 
allgem

einer Teil I, 9. Aufl. W
ien 2016, S. 172 （Rz. 22

）; Stefan Seiler, Strafrecht allgem
einer Teil I, 3. Aufl. W

ien 2016, S. 131 
f （Rz. 379

）.
（
53
）  O

G
H
 28. 03. 1985 13 O

s 28/85.
（
54
）  H

erbert Steininger, D
ie N

otw
ehr in der neueren Rechtsprechung des O

G
H
, österreichische Juristen-Zeitung, 1980, S. 229 

（Fn. 38
）.

（
55
）  Fuchs
（
前
掲
注
（
52
））, S. 172 （Rz. 22

）.

（
56
）  N

owakowski
（
前
掲
注
（
50
））, S. 59.

（
57
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 78.

（
58
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 106.

（
59
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 111 f.

（
60
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 113.

（
61
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 115.

（
62
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 116.

（
63
）  Fuchs

（
前
掲
注
（
51
））, S. 116.

（
64
）  Lewisch

（
前
掲
注
（
51
））, 

§ 3, Rz. 42. 
そ
こ
で
は
財
産
に
つ
い
て
、
状
態
の
変
更
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

（
65
）  Lewisch

（
前
掲
注
（
51
））, 

§ 3, Rz. 47; Steininger
（
前
掲
注
（
51
））, 

§3, Rz. 29.

（
66
）  Lewisch

（
前
掲
注
（
51
））, 

§ 3, Rz. 48.

（
67
）  

プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
に
お
け
る
正
当
防
衛
規
定
の
立
法
過
程
か
ら
、
そ
の
後
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
に
お
け
る
正
当
防
衛
規
定
ま
で
の
制
定
過
程
に

つ
い
て
は
、
山
本
和
輝
「
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
（
四
・
完
）」
立
命
館
法
学
三
七
一
号
（
二
〇
一
七
）
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
68
）  Entw

urf des Crim
inal-G

esetz-Buches für die Preußischen Staaten, Berlin 1827, in: W
erner Schubert/Jürgen Regge （H

rsg.

）, 
G
esetzrevision （1825 -1848

）, I. Abteilung Straf-und Strafprozessrecht, Bd. 1, Vaduz 1981, S. 17.

（
69
）  M

otive zu dem
, von dem

 Revisior vorgelegten, Ersten Entw
urfe des Crim

inal-G
esetz-Buches für die Preußischen Staaten, 

Berlin 1827, in: W
erner Schubert/Jürgen Regge 

（H
rsg.

）, G
esetzrevision 

（1825 -1848

）, I. Abteilung Straf-und Strafprozess-
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recht, Bd. 1, Vaduz 1981, S. 196.

（
70
）  Entw

urf des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten nach den Beschlüssen des Staatsraths, Berlin 1843, in: W
erner 

Schubert/Jürgen Regge 

（H
rsg.

）, G
esetzrevision 

（1825 -1848

）, I. Abteilung Straf-und Strafprozessrecht, Bd. 5, Vaduz 1994, S. 
16.

（
71
）  Revision des Entw

urfs des Strafgesetzbuchs von 1843, 1. Bd, zum
 ersten Theil des Entw

urfs, in: W
erner Schubert/Jürgen 

Regge （H
rsg.

）, G
esetzrevision （1825 -1848

）, I. Abteilung Straf-und Strafprozessrecht, Bd. 5, Vaduz 1994, S. 431 f.

（
72
）  Revision des Entw

urfs des Strafgesetzbuchs von 1843 （
前
掲
注
（
71
））, S. 432.

（
73
）  Entw

urf des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten 

（1847

）, in: W
erner Schubert/Jürgen Regge 

（H
rsg.

）, 
G
esetzrevision （1825 -1848

）, I. Abteilung Straf-und Strafprozessrecht, Bd. 6, Teil 2, Vaduz 1996, S. 748.

（
74
）  Verhandlungen der ersten und zw

eiten Kam
m
er über Entw

ürfe des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten, Berlin 
1851, S. 455.

（
75
）  Entw

urf des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten, Berlin 1847, S. 10 f.

（
76
）  Theodor G

oltdam
m
er, D

ie M
aterialien zum

 Strafgesetzbuche für die Preußischen Staaten, Theil I, Berlin 1851, S. 417 f.

（
77
）  G

oltdam
m
er （

前
掲
注
（
76
））, S. 418.

（
78
）  Entw

urf des Strafgesetzbuch von 1822, Frankfurt am
 M

ain 1988, S. 40 f.

（
79
）  M

elcher Stenglein, Sam
m
lung der deutschen Strafgesetzbücher, M

ünchen 1858, 2. Band, V
III, S. 39.

（
80
）  A

nm
erkungen der G

esetzgebungscom
m
ission zum

 Entw
urf eines Strafgesetzbuchs für das G

roßherzogthum
 Baden, in: 

W
erner Schubert/Jürgen R

egge/W
erner Schm

id/R
ainer Schröder 

（H
rsg.

）, Entw
ürfe für das Strafgeseztbuch des 

G
roßherzogthum

 Baden, Frankfurt am
 M

ain 1989, S. 20.

（
81
）  W
ilhelm

 Thilo, Strafgesetzbuch für das G
rossherzogthum

 Baden, Karlsruhe 1845, S. 119.

（
82
）  Stenglein

（
前
掲
注
（
79
））, 2. Band, V

II, S. 42. 

規
定
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
「
以
下
の
場
合
に
お
い
て
、
開
始
さ
れ
た
も
し
く
は
ま
さ
に
切
迫
し
た
違
法
な
攻
撃
に
対
し
て
、
そ
の
攻
撃
が
な
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
官
憲

の
救
助
に
よ
っ
て
攻
撃
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
私
力
に
よ
る
自
己
防
衛
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　

１ 

．
す
べ
て
の
暴
力
的
な
、
生
命
、
健
康
、
名
誉
、
自
由
、
貞
潔
へ
の
危
険
に
関
連
し
た
、
そ
の
個
人
自
身
へ
向
け
ら
れ
た
攻
撃
に
対
し
て
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（
傍
線
引
用
者
）。

　
　
　

２
．
不
動
産
、
動
産
の
破
壊
、
滅
失
を
目
的
と
す
る
暴
力
に
対
し
て
。

　
　
　

３
．
窃
盗
の
際
に
気
づ
か
れ
た
者
に
対
し
て
。

　
　
　

４
．
他
人
の
所
有
地
へ
暴
力
的
に
来
襲
、
侵
入
、
ま
た
は
そ
の
他
の
許
さ
れ
ざ
る
方
法
で
入
り
込
も
う
と
す
る
者
に
対
し
て
。」

（
83
）  A

ugust Breidenbach, Com
m
entar über das G

rossherzoglich H
essische Strafgesetzbuch. 1. Band, 1. Abteilung, D

arm
stadt 

1842, S. 595.

（
84
）  Breidenbach

（
前
掲
注
（
83
））, S. 595 f.

（
85
）  Breidenbach
（
前
掲
注
（
83
））, S. 596 f. 

た
だ
し
、
迫
っ
て
い
る
攻
撃
に
対
し
て
反
撃
可
能
な
の
で
あ
り
、
例
え
ば
軍
人
が
侮
辱
さ
れ
た
後

に
相
手
方
を
殺
害
す
る
と
い
う
場
合
に
正
当
防
衛
を
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
86
）  Eines Strafgesetzbuches für das Königreich Bayern 1860, Frankfurt am

 M
ain 1989, S. 42.

（
87
）  Entw

urf des G
esetzbuches über Verbrechen und Vergehen nebst M

otiven, Frankfurt am
 M

ain 1989, S. 30, 257.

（
88
）  Ludwig W

eis, Das Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern, N
ördlingen 1863, S. 207 f. 

ま
た
、M

elcher Stenglein, Com
m
entar 

 über das Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern, I. Teil, M
ünchen 1861, S. 552 

は
、
権
利
が
暴
力
的
な
攻
撃
に
よ
り
脅
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

（
89
）  Eduard H

enke, H
andbuch des Crim

inalrechts und der Crim
inalpolitik, 1. Teil, Berlin/Stettin 1823, S. 209 f.

（
90
）  H

enke

（
前
掲
注
（
89
））, S. 210 ff.

（
91
）  H

enke

（
前
掲
注
（
89
））, S. 212.

（
92
）  H

enke

（
前
掲
注
（
89
））, S. 214.

（
93
）  H

enke

（
前
掲
注
（
89
））, S. 214.

（
94
）  H
enke

（
前
掲
注
（
89
））, S. 214 f.

（
95
）  Christoph M

artin, Lehrbuch des teutschen gem
einen Crim

inal-Rechts, II. H
auptabschnitte, H

eidelberg 1825, S. 96; Theodor 
M

arezoll, D
as gem

eine deutsche Crim
inalrecht, Leipzig 1841, S. 63 f.; A

nselm
 von Feuerbach, Lehrbuch des gem

einen in 
D
eutschland gültigen Peinlichen Rechts, 14. Aufl. G

iessen 1847, 

§ 38
（S. 66

）.

（
96
）  M

arezoll

（
前
掲
注
（
95
））, S. 63.
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（
97
）  Feuerbach

（
前
掲
注
（
95
））, 

§ 38 （S. 66

）.

（
98
）  M

arezoll

（
前
掲
注
（
95
））, S. 64.

（
99
）  M

arezoll

（
前
掲
注
（
95
））, S. 64 f. 

た
だ
し
、
不
動
産
の
利
用
が
阻
害
さ
れ
る
場
合
、
人
身
へ
の
攻
撃
も
、
補
償
不
可
能
な
損
失
の
恐
れ
も

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
100
）  M

artin

（
前
掲
注
（
95
））, S. 96; M

arezoll

（
前
掲
注
（
94
））, S. 65.

（
101
）  Feuerbach

（
前
掲
注
（
95
））, 

§ 38 （S. 66

）.

（
102
）  

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

に
よ
る
。

（
103
）  Feuerbach

（
前
掲
注
（
95
））, 

§ 38 （S. 66

）.

（
104
）  G

oltdam
m
er

（
前
掲
注
（
76
））, S. 361 f.; Stenglein

（
前
掲
注
（
88
））, S. 552; Christian O

ppenhoff, D
as Strafgesetzbuch für die 

preißischen Staaten, 5. Aufl. Berlin 1867, S. 109.

（
105
）  G

oltdam
m
er

（
前
掲
注
（
76
））, S. 361 f., 417 f.

（
106
）  

村
井
敏
邦
「
正
当
防
衛
と
そ
の
過
剰
：
歴
史
的
考
察
」
一
橋
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究
八
巻
（
一
九
七
二
）
四
三
九
頁
以
下
、
四
四
四
頁
以
下
。

（
107
）  

村
井
・
前
掲
注
（
106
）
四
四
〇
頁
。

（
108
）  H

einrich Luden, Abhandlungen aus dem
 gem

einen teutschen Strafrechte, Bd. 2, G
öttingen 1840, S. 480 f.

（
109
）  Luden

（
前
掲
注
（
108
））, S. 481 f.

（
110
）  Luden

（
前
掲
注
（
108
））, S. 482.

（
111
）  Luden

（
前
掲
注
（
108
））, S. 483.

（
112
）  Luden

（
前
掲
注
（
108
））, S. 485 f. 

生
命
等
の
正
当
防
衛
可
能
な
権
利
は
、
事
後
的
に
補
償
不
可
能
な
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
113
）  Luden

（
前
掲
注
（
108
））, S. 487 f.

（
114
）  

村
井
・
前
掲
注
（
106
）
四
四
五
頁
。

（
115
）  Reinhold Köstlin, System

 des deutschen Strafrechts allgem
einer Teil, Tübingen 1855, S. 83; Carl Levita, das Recht der 

N
otw

ehr, G
iessen 1856, S. 218.

（
116
）  Levita

（
前
掲
注
（
115
））, S. 218.
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（
117
）  Reinhold Köstlin, N

eue Revision der G
rundbegriffe des Crim

inalrechts, Tübingen 1845, S. 720.

（
118
）  Friedrich Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 5. Aufl. Leipzig 1871, S. 143.

（
119
）  H

ugo H
älschner, System

 des Preußichen Strafrechts erster oder allgem
einer Theil des System

s, Bonn 1858, S. 260.
（
120
）  Berner

（
前
掲
注
（
118
））, S. 146.

（
121
）  H

älschner

（
前
掲
注
（
119
））, S. 260.

（
122
）  Levita
（
前
掲
注
（
115
））, S. 182 f.

（
123
）  Köstlin
（
前
掲
注
（
115
））, S. 83 f.

（
124
）  O

skar Schwarze, Com
m
entar zum

 Strafgeseztbuch für das deutsche Reich, Leipzig 1873, S. 244.

（
125
）  Franz von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Berlin/Leipzig 1884, S. 129.

（
126
）  A

dolf M
erkel, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Stuttgart 1889, S. 163.

（
127
）  Karl Binding, H

andbuch des Strafrechts, Bd. 1, Leipzig 1885, S. 744. 

人
を
中
傷
す
る
物
語
が
終
了
す
る
ま
で
や
、
人
を
中
傷
す
る

文
書
を
公
衆
の
面
前
で
ば
ら
ま
く
と
き
に
、
名
誉
侵
害
に
対
し
て
正
当
防
衛
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
128
）  

原
文
は
、Fugo H

oegel, G
eschichte des österreichischen Strafgesetzbuches, 2. H

eft, W
ien 1905, S. 234 

を
参
照
。

（
129
）  Sebastian Jenull, D

as oesterreischische Crim
inal-Recht, W

ien 1837, S. 128.

（
130
）  

貞
操
は
自
由
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。Karl Janka, D

as österreishishe Strafrecht, W
ien 1890, S. 118.

（
131
）  A

nton H
ye, D

as österreischische Strafgesetz, W
ien 1852, S. 200; Janka

（
前
掲
注
（
130
））, S. 118.

（
132
）  H

ye

（
前
掲
注
（
131
））, S. 200.

（
133
）  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. Aufl. M

ünchen 2014, 

§ 32, Rn. 4.
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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

　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

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　
　

 「
正
当
防
衛
の
時
間
的
制
約
と
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
）

　
　
　
　
　
　

 「
刑
法
三
六
条
に
お
け
る
不
正
の
侵
害
に
関
す
る
一
試
論
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第

一
一
二
号
（
二
〇
一
七
年
）


