
い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛

(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

斉

藤

誠

日

次は
じ
め
に

l
i問
題
の
所
在

他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
摩
史
的
な
展
開
の
ス
ケ
ッ
チ

他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
根
拠
(
以
上
本
号
)

四

他
人
の
た
め
の
正
当
防
癒
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題

は
じ
め
に

l
l問
題
の
所
在

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
当
防
衛
に
つ
い
て
の
わ
が
刑
法
三
六
条
一
項
の
規
定
は
、

ツ
刑
法
の
旧
五
三
条
の
規
定
(
一
九
七
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
い
ま
の
刑
法
総
則
の
三
二
条
の
規
定
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
)
を

モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
(
滝
川
〔
幸
〕
、
大
塚
、
一
稲
田
市
)
ド
イ
ツ
刑
法
の
旧
五
三
条
二
項
(
い
ま
の
三
二
条
二
項
)
は
、
「
正
当
防
衛

一
八
七
一
年
五
月
一
五
日
の
い
ま
の
ド
イ

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て
(
1
)

六
五



ムハムハ

と
い
う
の
は
、
現
在
の
(
急
迫
の
)
不
法
な
侵
害
に
対
し
て
、
自
己
ま
た
は
他
人
を
ま
も
る
た
め
に
必
要
な
防
簡
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
わ
が

刑
法
三
六
条
一
項
は
、
「
急
追
不
正
ノ
侵
害
ニ
対
シ
自
己
又
ハ
他
人
の
権
利
ヲ
防
衛
ス
ル
為
メ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
ハ
之

ヲ
罰
セ
ス
」
と
し
て
、
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
司
2
B仏4
巾ユ

aa告
活
向
)
を
み
と
め
て
い
る
(
こ
れ
も
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
は
、
「
緊
急
救
助
」
〔
Z
。
岳
山
戸
内
角
川
〕
と
か
「
正
当
防
衛
の
救
助
」
〔
2
2
4司
岳
岳
民
巾
〕
と
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
)
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、

と
き
に
、
「
緊
急
救
助
」
と
い
う
正
当

化
事
由
は
、
刑
法
の
文
献
の
な
か
で
「
影
の
よ
う
な
存
主
」
(
「
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
存
在
乙
で
あ
る
、

ミ
ツ
チ
ュ
)
。
そ
れ
は
、
刑
法
の
規
定
の
う
え
で
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
前
衛
」
(
印
巳

σ民
話
ユ
広
告
担
弱
肉
)
と
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防

と
い
わ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、

衛
」
と
は
、
防
衛
行
為
の
二
つ
の
種
類
と
し
、
同
じ
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
多
く
の
文
献
で
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」

に
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ひ
ろ
い
範
囲
に
わ
た
る
論
述
を
た
だ
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
包
括
的
に
援
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
満
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
ミ
ツ
チ
ュ
、
ザ
イ
ア
!
万
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、

は
た
し
て
、
「
也
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
つ
い
て
の
論
議
が
そ
の
ま
ま
包
括
的
に

援
用
さ
れ
る
、
と
だ
け
い
っ
て
こ
と
が
た
り
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
ぞ
れ
は
、
そ
も
そ
も
、
「
他
人
の
た
め
の
正

当
防
衛
」
は
ど
う
し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
の
根
拠
は
、
は
た
し
て
、
「
自
分
の
た
め
の

と
い
う
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
し
ば
ら
く
お
く
と

正
当
防
衛
」

の
根
拠
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

し
で
も
、
た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
i
)
 

(
あ
と
で
も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
)

一
九
五
三
年
一

O
月
二
日
に
、
ド
イ
ツ
(
そ
の
こ
ろ
の
西
ド
イ
ツ
)
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑

事
部
は
、
そ
の
こ
ろ
の
感
覚
か
ら
い
う
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
「
ジ
ュ
ン
デ
リ
ン
」
(
ミ
∞
ロ
仏

2zt)
と
い
う
映
画
の
上
映
を
一
五
分
ほ
ど
と



め
さ
せ
た
、

と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ュ
ン
デ
リ
ン
事
件
」

(ω
口

E
q
s
l
m，m
邑
)
で
、

急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
の
意
思
に
反
し
て
、

緊
急
救
助
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

い
)
と
い
う
考
え
を
し
め
し
た
が
、
こ
の
「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
が
正
当
防
衛
を
し
た
く
な
い
と
お
も
っ
て
い
る
場
合
も
、

(
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
急
一
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
に
緊
急
救
助
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

ほ
か
の
者
は
そ
の
者
の
た
め
に
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
題
は
、

そ
も
そ
も
「
自
分
の
た
め
の
正

当
時
間
衛
」
に
つ
い
て
は
起
き
て
こ
な
い
問
題
な
の
で
、
こ
れ
に
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
つ
い
て
の
法
理
を
援
用
し
よ
う
と
し

て
も
援
用
し
ょ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

(

H

U

)

 

緊
急
救
助
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
自
分
が
防
衛
を
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
侵
害
を
挑
発
し
て
ひ
き
起
こ
し
た
、
と
い
う
場

と
い
う
問
題
が
あ
る
(
ミ
ッ
チ
ユ
)
。
こ
れ
は
、
挑
発
を

合
に
は
、
挑
発
を
し
た
者
は
緊
急
救
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

す
る
者
と
(
挑
発
に
も
と
づ
く
)
侵
害
の
被
害
者
と
が
同
じ
人
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
も
そ
も
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
お
い
て

は
、
こ
う
い
う
問
題
は
起
き
て
こ
な
い
。
そ
れ
で
、
こ
れ
に
も
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
つ
い
て
の
法
理
を
援
用
し
よ
う
と
し
て

も
、
援
用
し
ょ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
で
て
く
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

わ
た
く
し
た
ち
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
の
問
題
と
は
別
に
、
(
刑
法
に
お
け
る
)
「
他
人
の
た
め
の

正
当
防
衛
」
の
範
罰
と
眼
界
の
問
題
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
、

わ
た
く
し
は
、
こ

の
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
で
は
、
(
差
し
あ
た
っ
て
)
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊

急
救
助
」
)
を
め
ぐ
る
問
題
の
う
ち
、

(i)
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
は
ど
う
し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
題
(
「
緊

急
救
助
の
根
拠
」
の
問
題
)
や
、

(
H
H
H
)

急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
が
正
当
防
衛
を
し
た
く
な
い
と
お
も
っ
て
い
る
場
合
に
も
、

ほ
か
の
者
は
そ
の
者
の
た
め
に
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と
(
緊
急
救
助
)
は
で
き
る
の
か
(
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

/、

七



」
、
守
t

、

一，，f
，，J

い
る
者
の
意
思
に
反
し
て
、
緊
急
救
助
は
で
き
る
の
か
て

と
い
う
開
題
(
い
わ
ゆ
る
「
侵
害
を
う
け
た
者
の
緊
急
救
助
を
う
け
る
意
思
」
写
実

之
O
仲
立
去

o
g一一一
O
コ
ao帥
〉
コ
m
o
m
-功。コゆコ〕

の
問
題
)
や
、

(
…

m)
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
援
助
)
を
す
る
者
(
個
人
)
に
は
い
わ

ゆ
る
「
相
当
性
の
原
則
」
〈
〈
m岳
山
口
宮
山
∞
白
山
田
E
m
w
a
g
m州吋ロロ門凶由民
N

)

(

法
治
国
家
で
は
、
法
に
し
た
が
わ
な
い
者
に
も
、
国
が
そ
の
目
的
を
達
す

る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
適
当
な
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
〔
ゆ
き
過
ぎ
の
禁
止
と
い
っ
て
も
よ
い
〕
)
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
(
「
い
わ
ゆ
る
「
相
当
性
の
原
則
』
と
緊
急
救
助
」
の
問
題
)
や
、

(
-
W
)

「
挑
発
さ
れ
た
侵
害
に
対
す
る
緊
急
救
助
」

(
Z。
笹
山
日
常

mommMHM
℃
8
4
0
N
日
ゆ
え
命
〉
ロ
mユ
践
。
)

の
問
題
な
ど
を
中
心
と
し
て
な
が
ら
、
こ
の
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
緊
急
救
助
)

の
問
題
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
と
お
も
っ
た
。

こ
こ
で
は
、

ま
ず
、
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
は
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

と
L、

う
こ
と
を
み
る
た
め
に
、

(
日
)

と
に
し
よ
う
。

「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)

の
歴
史
的
な
展
開
を
ご
く
簡
単
に
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ

(
1
)
 
た
と
え
ば
、
滝
川
(
幸
)
・
犯
罪
論
序
説
(
一
九
四
七
年
)
八
九
頁
、
績
回
・
全
訂
刑
法
総
論
〈
一
九
八
四
年
)

概
説
(
総
論
)
〔
改
訂
版
〕
(
一
九
八
六
年
)
一
二
三

O
頁
な
ど
。

(
2
)

〈畑町戸

ω宮
pbawFF戸
呂
・
〉

z
pぃ
。
・
ロ
丘
町
円
ロ
ロ
m・
5
∞
戸
関
口
g
g
vロロ向田
m
g
n
z
n
v芯
N

ロ
叩

ωN・

(
3
)

〈札・

ω即日
q
-
c
s
pロ
m
g
p
門目。

z
g
g仏

R
2
2
V口
町
巾
百
宮
司
国
内
門
2
y
p
Z』
ポ
ぞ
お
∞
戸
川
出
・
N
h品・

(
4
)

宮山片的
n
y
w
z
o笹山}同巾
mmmmロ匂
8
4。
N
W江町〉口問円即時同叩
wの
k
f
E∞
hyω
・日
ω∞・

(5)

富山
gnvw
の
k
y
E
g
w
∞-gu
一ω巾

即
時

F
Z
H
d弓
冨
∞
戸

ω
忠
言
・

た
と
え
ば
、
む
司
各
市
司
i

叶円
αロ円四
F
留
の
∞
・

8
・〉ロ
p
z
s
w
河内凶
2
・吋
N
C
問

ω日一一『巾由
n
z
n
w
w
F
A凶宵
σ
c
n
y
a
s
p
E同z
n
F
F
〉ロ
m
H巾
戸
品
-

K

戸口出・い∞∞∞
-ω
・ωHN同・一戸出
nwロ巾タ

ω同
の
戸

H∞・〉口出
-wMU窓
w〉
ロ
ヨ
-NF)
一戸巾
HHn}gmn-口一

mwnyoロ}内巾
1ωny円α
円四巾吋
w
∞件。∞唱

Nω
・
〉
口
出
-wH由∞∞・

一
四
二
頁
、
大
塚
・
刑
法



河内凶ロ『・

MmNロ酬
ωNhωmggpω
戸
∞
仏
・

ym-
〉
g
P
E
g
-
河内同ロ一吋・

a
N
g
m
ω
N
一ω神話仲
g
d司
a・p
・
ω可
弘
司
ゆ

nzwE-mHa--ω
・〉
g
P
E
g
-

阿川島ロ円・怠印

(ω-EC)
一考
g
白
色
白
・
曽
E
P
R
F
F
E
-
m
-吋
ayN0・〉ロ
FEUD-ω
・8
な
ど
は
、
ど
れ
も
、
基
本
的
に
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当

防
衛
」
に
つ
い
て
の
論
述
を
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
に
包
括
的
に
援
用
し
て
い
る
守
也
・
富
山

gnv・
の
〉
冨
∞
タ

ω・包
ω司ロロロ
-NU
一ω冊

目
冊

F

2
4ご
混
戸

ω・2
当

E
E・H
)

。

こ
の
う
ち
、
た
と
え
ば
、
∞

mwggpω
戸
切
仏
い
い

-krgpm-aロ円・

8
2
間
信
は
、

(i)
緊
急
救
助
が
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
①
侵
害

を
う
抄
る
者
が
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
り
、
②
防
衛
を
す
る
こ
と
が
そ
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
の
意
思
に
反
し
な
い
(
侵

害
を
う
け
て
い
る
者
の
防
衛
を
う
砂
る
と
い
う
実
際
の
あ
る
い
は
推
定
的
な
〔
そ
れ
が
あ
る
と
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
〕
同

意
〔

g
g陣
n
g
w
v
g
o骨一
2
u三
宮
胆
岳
山
岳
富
加
山
口
4
0
吋師同問ロ
aEm〕
が
あ
る
)
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
(
"
日
)
そ
の
ほ
か
に
は
、
正
当

防
衛
と
同
じ
要
件
が
そ
な
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
守
色
・
冨
席
回
ny
の
〉

E
g・
ω-gωPH田口い)。

〈6
)

「
緊
急
救
助
」
(
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
)
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
野
村
・
刑
法
総
論
(
一
九
九

O
年
)
ニ
二
四
頁
注

(
1
)
は、

津
田
「
い
わ
ゆ
る
『
緊
急
救
助
』
に
つ
い
て
」
正
当
防
衛
の
研
究
(
一
九
八
五
年
)
二
六
回
頁
以
下
を
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
「
『
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
』
(
緊
急
救
助
)
と
い
う
テ
l
マ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
本
格
的
に
追
究
し
た
も
の
と
し
て
は
、
わ
ず

か
に
斉
藤
誠
二
『
正
当
防
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
』
成
醸
法
学
第
二
一
号
(
昭
回
年
)
が
あ
る
の
み
で
、
不
幸
に
し
て
他
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
知

ら
な
い
。
本
稿
は
、
斉
藤
(
誠
)
教
授
の
と
の
研
究
論
文
に
よ
っ
て
示
唆
を
受
ザ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
(
津
間
・
正
当
防
衛
の

研
究
三

O
O頁
注
〈
幻
)
)
。

し
か
し
、

ζ

の
津
田
・
正
当
防
衛
の
研
究
二
六
三
頁
以
下
は
、
か
な
り
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
。

(i)

こ
れ
は
、
「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
に
つ
い
て
の
プ
ロ
パ

1
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
緊
急
救

助
」
の
歴
史
的
な
展
開
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
タ
イ
ト
ル
ζ

そ
「
緊
急
救
助
の
歴
史
的
展
開
」
と
は
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
緊
急
救
助
」
そ
の
も
の
の
、
「
歴
史
的
な
展
開
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
正
当
防
衛
」
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
、

展
開
に
ウ
エ
イ
ト
が
お
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
(
あ
と
で
も
い
う
が
、
)
「
緊
急
救
助
」
プ
ロ

l
パ
l
の
歴
史
的
な
展
開
と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

/、
九



七
O 

か
な
り
問
題
な
点
が
多
い
(
こ
れ
が
発
表
さ
れ
た
時
点
で
容
易
に
み
る
こ
と
の
で
き
た
、
出

S
F
Z
2
4
4叩
F
H
g
a
z
o同町山
5
・
N
g
g
同V
門戸ロ

Ne

a
R〉
げ

45v:on宮
富
山
主
問
。
ャ

E
mユ
牢
・
の

B
忌
wvsnvmHWD件当日
n
E
g
m
g
a
E
C昨日間
m
F
o
g冊
目
鉱
山

F
u
g
-百
a
L
S∞・
ω・
当
時

-ws

R
-
-
g
R
な
ど
を
み
れ
ば
た
や
す
く
わ
か
る
「
緊
急
救
助
」
の
歴
史
的
な
展
開
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
)
。

(

H

U

)

こ
こ
で
は
、
「
緊
急
救
助
」
に
つ
い
て
の
プ
ロ
パ

l
の
問
題
と
し
て
は
、
わ
た
く
し
が
、
わ
た
く
し
の
「
正
当
防
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
」

で
ふ
れ
た
、
①
緊
急
救
助
は
ど
う
し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
(
「
緊
急
救
助
の
根
拠
」
の
問
題
)
と
、
②
急
迫
不
正
の

侵
害
を
う
け
て
い
る
者
の
意
思
に
反
し
て
、
緊
急
救
助
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
(
い
わ
ゆ
る
「
侵
害
を
う
げ
た
者
の
緊
急
救
助
を
う
け

る
意
思
」
の
問
題
)
と
、
③
緊
急
救
助
を
す
る
者
に
は
い
わ
ゆ
る
「
相
当
性
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
簡
単
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
(
わ
た
く
し
の
「
正
当
防
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
」
成
際
法
学
一
一
一
号
〔
一
九
八
三
年
〕
二
九
|
一
ニ
ニ
、
四
一
ニ
l
l
四
四

頁
と
津
間
・
正
当
防
衛
の
研
究
三

O
二
l
コ一

O
西
頁
を
参
照
て
そ
れ
以
外
は
、
「
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
の
法
理
を
包
括
的
に
「
他
人
の

た
め
の
正
当
防
衛
」
に
援
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
(
津
田
・
正
当
防
衛
の
研
究
三
一

O
頁
を
参
照
)
。
し
か
し
、
「
緊
急
救
助
」
を
め
ぐ
る
問
題

は
、
わ
た
く
し
が
、
か
つ
て
、
ふ
れ
た
、
①
「
緊
急
救
助
の
根
拠
」
の
問
題
と
、
②
「
侵
害
を
う
け
た
者
の
緊
急
救
助
を
う
げ
る
意
思
」
の
問

題
と
、
③
「
緊
急
救
助
」
と
い
わ
ゆ
る
叶
相
当
性
の
原
則
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
、
わ
た
く
し
が
し
た
以
上
に
は
、

「
緊
急
救
助
」
プ
ロ
パ
!
の
問
題
は
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
…

m)

こ
こ
で
は
、
①
い
わ
ば
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
結
論
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
統
一
が
な
か
っ
た
り
、
②
基
本
的
な

概
念
に
つ
い
て
ふ
つ
う
の
理
解
と
ち
が
う
点
が
あ
っ
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
、
①
(
あ
と
で
も
ふ
れ
る
が
、
)
ふ
つ
う
、
ド
イ
ツ
で
は
、
侵
害
を

う
け
て
い
る
者
の
意
思
に
反
し
て
も
、
緊
急
救
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
考
え
は
、
多
く
は
、
緊
急
救
助
(
ひ
い
て
は
、
正
当
防
衛
)

は
法
秩
序
の
防
衛
に
あ
る
と
す
る
考
え
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
が
(
N
切
・
国
S
9
2。
件
当
冊
即
時
ロ
ロ
仏

zaz-Fω-HN由
民
・
・
見
吋
同
時
・
一
切
符
江
戸
叩
E
p

g
m
g
g
J門
g
a
o
S
E司
回
一
口
加
の
宵
阻
ロ
w
g
m内

凶

g
z
o
g
m
V
H
g
n
v
g
g
p丹市
『

Z
g昆
均
賃
宮
昌
nw曲目
n
E官
話
仏
2
2
0富
島
門
司
君
。
E
・

罫
)
P
E
E
W
ω
・
印
吋
吟
・
・
吋
悶
)
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
②
ふ
つ
う
、
ド
イ
ツ
で
は
、
正

当
防
衛
権
を
制
限
す
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
棺
当
性
の
原
則
」
(
〈

R
Y箆
宮
町
自
陣

E
m
w
a
g
m
g
p骨
民
N
)

と
(
一
九
二
二
年

の
い
わ
ゆ
る
ラ

l
ト
プ
ル
フ
草
案
一
二
条
や
一
九
二
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
一
二
条
や
ス
イ
ス
刑
法
三
三
条
や
わ
が
国
で
し
ば
し
ば
い
わ
れ



る
)
い
わ
ゆ
る
「
相
当
性
」
(
「
相
当
性
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」
〔
krs官
8
2
m
g
Z宮
胃

S
N
S〕
)
と
が
問
じ
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
(
津

田
・
正
当
防
衛
の
研
究
三

O
三|一一一

O
四
頁
参
照
)
(
つ
い
で
に
い
え
ば
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
と
で
あ
る
が
、
一
九
二
二
年
の
い
わ
ゆ

る
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
草
案
一
二
条
や
一
九
二
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
一
二
条
や
ス
イ
ス
刑
法
三
三
条
や
わ
が
国
で
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
い

わ
ゆ
る
「
相
当
性
」
と
い
う
の
は
、
防
衛
は
「
そ
の
状
況
に
相
当
な
方
法
で
」
〔
古
叩
宮
市
円

dgammロ
a
g
g
m州市
5
0
8
8
8
4〈
包
田
市
〕
お
こ
な

わ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
守
包

-
n
g
r
z♀
44S2ME--
臨
海
窓
口

R
E詮
wvoω
宮

8
・E思
ロ
号
ggnFiFS円
g
ロ宮内
HV・

2
〈
命
誕
広
島

N
Z
O
N
E
a
z
a
H
S
H
E
-英
知
$
8
8
4
0ロ
同
州
市
円
宮
崎
市
呈
担
忌
一
宮
唱
寄
託
g
L
S∞
弘
・
品
目
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
相

当
性
の
原
則
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
手
段
が
、
た
と
え
自
的
を
実
現
す
る
の
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
ほ
か
の
よ
り
緩
や
か
な
方
法

が
な
い
の
で
、
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
目
的
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔

4包
-nFormw-mW・O
・-ω
・2
巴
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
七
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
二
四
条
は
、
「
防
衛
に
よ
っ
て

生
じ
る
損
害
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
損
害
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
い
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
〔
=
骨
円

40白
色

R

〈ぬ『
H
a
s
-
m
g
m
g
o
ミ
g
A
g密口
ωnvhag
巳
n
v
g島
常
〈

O吾
喜
三
印
刷
包
含
g
舌
R
H
H
a
g〉
ロ
関
門
即
時
間
仏
門

o
v
g岡

田

g
r
g
a
g
E
g
o
y
g

aA耐
え
巾
)
、
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
な
ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
〔

4包
-Auva-P担
-c・h
-
g〕)。

(
7
)

か
つ
て
、
わ
た
く
し
は
、
多
少
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
お
い
た
。
わ
た
く
し
の
「
正
当
紡
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
」
ニ
四
、
二
六
i
二
七
、
ニ

九
!
三
一
頁
や
「
正
当
防
衛
権
の
根
拠
と
限
界
を
め
ぐ
っ
て
」
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
(
一
九
八
三
年
)
ニ
九
九
|
三

O
O、

一ニ

O
一
l
三
O
二
、
三

O
四

i
三
O
五
頁
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

(8)
切
の
回
目
・
∞
色
・
日
・

ω・営問問・
"
Z』
巧
巴
E
・
ω・
お
∞
・
こ
れ
は
、

MNounF
一開
ω】
盟
g
吟

o
n
v
F
E
-
m
H
m
p
N〉
ロ
b-L由∞
P
M
£ニタ
ω・当時・

に
も
で
て
い
る
。

(
9
)

富山骨
R
F
の
〉

E
g・
ω-mE-

〈
回
)
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
相
当
性
の
原
則
」
に
つ
い
て
は
、

4札・
2
0
r
z
o寄
与
円

S
F
-
m
m
a
-
R
E
E
R
Z
ω
洋
窓
口

Jω
・吋
0
・2
・

(U)

ま
え
に
、
わ
た
く
し
は
、
「
他
人
の
た
め
の
正
当
紡
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
に
つ
い
て
の
差
し
あ
た
っ
て
の
ド
イ
ツ
の
文
献
と
し
て
、
出
凶
器
-

Z
2
4
5宵

c
p
a
z。昆岡山崎市
-
U
山田国・

MCo--EJ『∞
wω
・
呂
町
四
・
一
回
目

E
g
o
-
s
r
v・
2
2
z
-岡市

gpH凶

z
a
d認
可
噌
広
島
2
・
N
R
g
m
-
H
E
m
-

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(1)

七
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「
他
人
の
た
め
の
正
当
妨
衛
」

(
緊
急
救
助
)
の
歴
史
的
な
ス
ケ
ッ
チ

「
正
当
防
衛
は
歴
史
を
も
た
な
い
し
、

も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
(
ガ
イ
プ
)
、
正
当
防
衛
は
い
つ
の
時
代
に
も
ど
こ
の
国
で

も
み
と
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
(
シ
ユ
ル
ツ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
フ
ォ
ン
・
パ

i
ル
、
リ
ス
ト

1
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ク
ラ
l
べ、

シ
ュ
、
ズ
ツ
パ

1
ト
)
て
い
る
が
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
、
歴
史
的
に
は
ど
う
い
う
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ

エ
ン
ギ
ツ

ろ
う
か
。

(
1
)
 
ロ
ー
マ
法
か
ら
イ
タ
リ
ー
の
後
期
注
釈
学
派
ま
で

ロ
ー
マ
法
で
は
、
す
で
に
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

は
考
え
が
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
川

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

ロ
ー
マ
法
で
も
、
す
で
に
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
一
般
的
に

ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
考
え
(
ケ
ス
ト
リ
ン
、

ク
ラ
l
べ
な
ど
)
や
、

ω

レ
ヴ
ィ
夕
、
ゼ
l
ガ
i
、
モ
ム
ゼ
ン
、

レ
ミ
イ
、
ペ
ド
ッ
テ
ィ
、

シ
ュ
テ
ィ

i
グ

て
い
た
、

ロ
ー
マ
法
で
は
、
緊
急
救
助
(
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
)
は
近
親
者
の
た
め
の
も
の
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ

と
す
る
考
え
(
ラ
イ
ン
、
ヴ
エ
ツ
セ
リ
イ
な
ど
)
や
、
制
ロ

l
マ
法
で
は
、
緊
怠
救
助
は
、
第
一
次
的
に
は
、
(
い
ま
の
一
言
葉
で

一
定
の
「
保
障
人
」
的
な
地
位
に
も
と
づ
く
)
と
く
べ
つ
な
義
務
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
般
的
な
緊
急
救
助
を
み
と

と
す
る
考
え
(
ハ
l
ス
)
な
ど
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、

ロ
ー
マ

ラ

i
、

い
え
ば
、

め
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
、

法
で
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
社
会
的
に
は
必
要
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
、

み
と
め
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
よ
う

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

七



七
四

に
い
う
こ
と
は
で
き
る

(ゼ
l
ガ
i
、
シ
ュ
テ
ィ

l
グ
ラ
l
、
ヨ
ゼ
フ
・
ザ
ン
ダ
1
、

(6} 

ハ
l
ス
)
。

カ
ノ
ン
法
(
教
会
法
)
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、

と
く
に
、

は
た
し
て
自

{7) 

と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
て
い
た
が
(
シ
ェ

l
プ
フ
、
シ
ュ
ラ
イ
パ

i
)
、
そ
こ

ニ
ュ

1
・
テ
ス
タ
メ
ン
ト
の
い
う
「
隣
人
愛
」
の
思
想
か
ら
、

分
の
た
め
の
正
当
防
衛
は
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

で
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
に
は
、
自
分
の
た
め
の
正
当
防
衛
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
疑
問
は
だ
さ
れ
て
は
い
な

か
っ
た
(
ク
ラ
1
ぺ
、
シ
ュ
ラ
イ
パ

l
、
ハ

l
ス
)
。
カ
ノ
ン
法
で
は
、
は
じ
め
の
こ
ろ
は
、
(
ふ
つ
う
の
人
に
よ
る
)
他
人
の
た
め
の
正
当
防

衛
(
緊
急
救
助
)
は
、
た
だ
自
分
の
家
族
の
た
め
だ
け
み
と
め
ら
れ
て
い
た
純
、
あ
と
で
は
、
ひ
ろ
く
一
般
的
に
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
(
ヒ
ン
シ
ィ
ウ
ス
、
ダ
l
ム
、
シ
ュ
ラ
イ
パ

1
)
、
さ
ら
に
、
と
き
に
、
義
務
と
も
さ
れ
て
い
た
(
カ
ノ
ン
法
で
は
、
緊
急
救
助
は
権
利
と
い

う
ば
か
り
で
は
な
く
て
義
務
で
も
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
考
え
が
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
①
カ
ノ
ン
法
で
は
、
〔
ふ
つ
う

の
人
の
〕
緊
急
救
助
は
権
利
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
て
義
務
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
〔
レ
ヴ
イ
夕
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
コ

l
ラ
i
、
テ
ィ
ッ
ツ
ェ
、

{
日
)

イ
ェ

i
ガ

1
、
ペ
ド
ッ
テ
ィ
、
シ
ュ
テ
ィ
l
グ
ラ
ー
な
ど
〕
と
、
②
そ
こ
で
は
、
〔
ふ
つ
う
の
人
の
〕
緊
急
救
助
は
、
い
つ
で
も
義
務
と
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
義
務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
〔
ヒ
ン
シ
イ
ウ
ス
、
プ
リ
ン
ダ
ォ
ア
ー
な
ど
〕
)
が
あ
る
)
。
も
っ
と
も
、
こ
れ

は
、
ふ
つ
う
の
人
に
よ
る
緊
急
救
助
に
つ
い
て
で
あ
り
、
聖
職
者
に
よ
る
緊
急
救
助
は
ひ
じ
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

カ

ノ
ン
法
で
は
、
聖
職
者
に
は
、
自
分
の
た
め
か
自
分
と
関
係
の
あ
る
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
は
み
と
め
ら
れ
た
が
、
自
分
と
と
く
べ
つ
の

関
係
の
な
い
同
胞
(
百
号
腎
m
o
S
の
た
め
の
正
当
防
衛
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ハ
ー
が
}
)
。
た
と
え
ば
、
(
聖
職
者
が
他

人
の
た
め
に
侵
害
を
し
て
い
る
者
を
殺
し
た
場
合
に
は
、
刑
罰
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
不
法
行
為
と
し
て
聖
職
に
つ
く
こ
と
は
で
き

(
H
}
 

な
い
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
た
)
。

イ
タ
リ
ー
の
後
期
注
釈
学
派
で
も
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
み
と
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
、
①
犯
罪
行
為
は
、



直
接
の
被
害
者
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
共
同
社
会
に
対
す
る
侵
害
で
も
あ
る
と
し
て
、
緊
急
救
助
を
ひ
ろ

く
み
と
め
よ
う
と
す
る
考
え
(
た
と
え
ば
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
〔
∞
包
内
凶
器
〕
)
も
あ
っ
た
が
、
②
む
し
ろ
、
緊
急
救
助
は
、
た
だ
近
親
者
(
た
と
え

ば
、
三
親
等
の
者
〔
ヴ
ィ
テ
ル
ボ
(
ヨ
芯
円
ぎ
)
〕
)
や
近
隣
の
者
や
そ
の
ほ
か
の
仲
間
の
た
め
に
す
る
も
の
だ
げ
が
み
と
め
ら
れ
る
、
と
す
る

考
え
(
た
と
え
ば
、
ガ
ン
デ
ィ
ウ
ス
〔
の

g
e
g〕
)
が
有
力
で
あ
っ
た
。

(2) 

ク
ラ
l
ク
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
ン
ト
レ
ヒ
ト
ま
で

(
カ
ロ
リ
ー
ナ
法
典
よ
り
も
ま
え
に
ロ

l
マ
法
を
継
受
し
た
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
組
)
一
四
二
五
年
頃

に
だ
さ
れ
た
「
ク
ラ
i
ク
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
」
(
同
g
m毎回
om巳
)
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
影
響
を
う
け
て
ひ
ろ
く
緊
急
救
助
が
み
と
め

ら
れ
、
そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
道
徳
的
な
義
務
と
さ
れ
、
ま
た
、
(
多
く
の
法
典
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
)

で
は
、

一
四
九
八
年
の
「
ヴ
ォ

ル
ム
ザ
l
・
レ
フ
ォ
ル
マ
テ
イ
オ
ン
」
(
色
町
巧

2
B百
円
問
え
2
B
N注
目
。
ロ
)
で
は
、
「
ク
ラ
l
ク
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
」
と
は
ち
が
っ
て
、
原
射

う
け
て
い
る
場
合
に
は
、

と
し
て
、
近
い
関
係
に
あ
る
者
の
た
め
に
だ
け
緊
急
救
助
は
み
と
め
ら
れ
、
た
だ
、
共
同
社
会
に
属
さ
な
い
異
邦
人
か
ら
同
腿
が
攻
撃
を

と
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
う
し
て
、

一
五
三
二
年
の
「
カ
ロ
リ
ー
ナ
」
(
わ
常

2-g)法
典
は
、
緊
急
救
助
に
つ
い
て
、

そ
の
一
五

O
条
で
、

よ
く
し
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
「
他
人
の
身
体
や
生
命
や
財
産
を
ま
も
る
た
め
に
だ
れ
か
を
殴
り
殺
し
た

(
H
Z
E
g
aロ
2

8
間
企

z
p
m
aロ
g
m菖
号

g

z
s
L
$
8
0仏
時
宮
去
す

E
Sロ
舎

2
2
E
2
Z
)
場
合
に
は
、
処
罰
さ
れ
な
い
」
、
と
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
規
定
に
関
連
し
て
、

ω
緊
急
救
助
は
、

(
ダ
ム
ホ
ウ
ダ

l
〔
口
問

B
u
o
g円山内乱、

ベ
i
ア
リ
ッ
ヒ
〔
回
巾
吋
ロ
nv〕、

一
般
的
な
権
利
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
義
務
で
も
あ
る
、

ハ
i
プ
レ
ヒ
ト
〔
民
間
℃
℃
百
円
宮
〕
な
ど
)
と
、
川
間

と
す
る
考
え

緊
急
救
助
は
近
親
者
な

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

七
五



七
戸ムー・
ノ、

ど
の
た
め
だ
け
に
つ
い
て
み
と
め
ら
れ
る
と
す
る
考
え
(
ラ
オ
ホ
ド
ル
ン
〔

p
g
n
E仏
2
色
、
ペ
ル
ネ
ダ
i
〔
3
3
a巾
円
〕
、
オ
プ
レ
ヒ
ト
〔
O宵
mnZ〕

(
詑
)

と
し
た
。
そ
う
し

カ
ル
プ
ツ
オ
フ
(
わ
釦
召
N

。J
H
)

は、

(
隣
人
愛
の
思
想
か
ら
)
緊
急
救
助
は
義
務
で
あ
る
、

な
ど
)
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、

て
、
カ
ロ
リ
ー
ナ
法
典
の
コ
メ
ン
テ
ィ
タ
i

(
注
釈
者
)
(
ク
ラ
l
ゼ
ン
〔

0
2
2〕、

リ
ッ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
〔
喝
円
。
四
日
目

nFgロ
喝
さ
巴
山
口
町
田
げ
己
認
〕
な
ど
)
も
、

ひ
ろ
く
緊
急
救
助
は
処
罰
さ
れ
な
い
、

ク
レ
ス
〔
関
括
的
問
〕
、
フ
レ
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
レ
l

と
い
う
考
え
を
し
め
し
て
い
た
。

てし
いカミ
た§し

一
六
二

O
年
と
一
七
一
一
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
ン
ト
レ
ヒ
ト
で
は
、
緊
急
救
助
は
近
親
者
な
ど
の
た
め
だ
け
に
み
と
め
ら
れ

(
3
)
 
啓
蒙
主
義
の
自
然
法
の
思
想
か
ら
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
ま
で

啓
蒙
主
義
の
・
自
然
法
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
地
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
効
)
を
み
と
め
た
の
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
(
の
吋
三
宮
町
)
や

ホ
ッ
プ
ス
(
出
。
5
2
)
や
ロ
ッ
ク
p
o
n
y
巾
)
や
プ

i
ブ
エ
ン
ド
ル
フ

q
c
F
E
2
5
な
ど
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ω
い
わ
ば
「
す
べ
て
の

そ
れ
に
つ
づ
く
自
然
法
の
体
系
の
採
石
場
」
子
治
丹
市
山
口
げ
さ
岳
包
}
常
的
。
皆

2
2
2巳
R
E
§
z
m
o
g
Eゆ
Z
)

と
い
え
る
よ
う
な
働
き
を
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ツ
の
言
葉
)
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
自
然
法
に
よ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
自
分
の
権
利
ば
か
り
で
は
な
く
て
、

他
人
の
権
利
を
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
し
て
、

ひ
ろ
く
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
み
と
め
た
が
、
同
時
に
、
グ

ー
ー
ー
わ
た
く
し
た
ち
は
他
人
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
、

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
社
会
に
お
げ
る
人
と
人
と
の
む
す
び
つ
き
と
い
う
こ
と
か
ら
、
1
1
1
法
的
と
い
う
よ
り
は
道
徳
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

と
し
封
。
ま
た
、

ω
ロ
ッ
ク
は
、
不
正
の
侵
害
を
す
る
者
は
、
直
接
の
被
害
者

を
侵
害
す
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
共
同
社
会
の
基
礎
を
も
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
で
、
自
分
を
ま
も
る
こ
と
と
他
人
を

ま
も
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
ち
が
い
が
な
い
、
と
し
て
、
ひ
ろ
く
緊
急
救
助
を
み
と
め
討
。
さ
ら
に
、

ω
「
実
定
法
の
全
体
に
見
過
す



こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
ほ
ど
の
影
響
を
あ
た
え
た
」

(
O
E
-
-
z
s
c
σ
3
0
5
3
S
回
忌
区
民
主

a
g
m
g
g
g
U
S
E
S

Fwの
ZE)(シ
ヤ
フ
ス
タ
イ
ン
の
言
葉
「
)
と
い
わ
れ
て
い
る
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
ブ
は
、
(
正
当
紡
衛
や
緊
急
救
助
に
つ
い
て
は
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
影

響
を
う
砂
た
が
、
)
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
を
助
け
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
目
的
を
追
求
し
な
い
と
し
て
も
、
ぃ

ひ
ろ
く
緊
急
救
助
を
み
と
め
た
。

つ
で
も
わ
た
く
し
た
ち
の
義
務
で
あ
る
、
と
し
て
、

こ
う
い
う
考
え
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
時
代
の
法
律
学
や
立
法
に
影
響
を
あ
た
え
た
。
た
と
え
ば
、

ω

フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
影
響
を
つ
よ
く
う
げ
て
、
)
不
正
の
侵
害
を
す
る
者
は
、
社
会
の
安
全
(
ω
R
C
H
・宮窃匂ロー富山

g)
を
侵
害
す
る
も
の
な
の
で
、

{
出
}

と
し
、
川

ぺ
l
マ
l
(切
S
B
R
)
は
、
(
プ

l

緊
急
救
助
は
、
近
親
者
な
ど
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
て
、

ひ
ろ
く
一
般
の
人
の
た
め
に
も
み
と
め
ら
れ
る
、

ヴ
ィ

l
ラ
ン

ト
(
巧
広
告
仏
)
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
社
会
を
維
持
す
る
と
い
う
究
極
的
な
目
的
に
で
き
る
か
ぎ
り
協
力
し
て
い
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な

を
ま
も
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

ぃ
、
と
い
う
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
の
人
や
そ
の
財
産

{
回
)

と
し
た
。
ま
た
、
制

(
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
1
〔関『包
3
5釦
可
〕
の
手
に
な
る

一
七
五
一
年
の
「
パ
バ
リ
ア
刑
事
法
典
」
〔
口
。

aou乙
質
問
的
∞
帥
4
曲
叫
庄
の
吋
富
山
ロ
丘
町
田
〕
や
一
七
六
六
年
の
「
テ
レ
ジ
ア
ナ
」
〔
吋

z
s
a
g巴
法
典
は
、

プ

I
フ
エ
ン
ド
ル
フ
よ
り
も
ま
え
の
時
代
の
考
え
を
と
っ
て
い
た
栂
て
(
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
い
わ
ば
啓
蒙
時
代
の
思
想
の
レ
ジ
ュ
メ
と
い
え
る

(
担
)

と
い
わ
れ
て
い
る
)

一
七
九
四
年
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
」
(
〉

zmosa凶器
F
S骨
R
Z
E吋
仏
佐
官

g
E
R
v
g
ω
g
a
g
)
は
、
ま

ず
、
そ
の
第
二
部
の
二

O
章
の
五
一
七
条
で
、
「
だ
れ
で
も
、
自
分
が
そ
の
家
族
か
そ
の
同
胞
に
対
す
る
不
法
な
侵
害
の
急
迫
の
危
険
を
そ

の
状
況
に
相
当
な
救
助
の
方
法
で
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
L
a
2
v
a
a芯
国
民
品
邑
』
Y
色
町
皆

p
a南
向
凶

g
m
a
E
m
g
w

師。宮

g
冨
害
時

mog
内凶

g
v
g
aゅ
の
広
島

H
a
P
R
C号
R
V
Cロ凶回目
m
g
回

gnv注目
mgh刷唱内山口円。宮内同母

ωRHMO
包
括

o
g
g招
思

出
産
S
苦
OHmVNgoag-E)
と
し
、
つ
い
で
、
と
く
べ
つ
な
場
合
に
お
け
る
緊
急
救
助
の
義
務
に
つ
い
て
、
①
「
自
分
に
と
っ
て
の

。品。『

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(1)

七
七
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重
大
な
危
険
が
な
く
て
他
人
を
強
盗
や
殺
人
者
の
手
か
ら
:
・
救
う
こ
と
が
で
き
た
者
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
、
他
人
が
生
命
を
失
つ

た
場
合
に
は
、

一
四
日
の
軽
懲
役
に
処
す
る
」

(
Z
者
号
。

v
s
a
m
O
5
0吋
z
z
w
y
o
の
広
島
円
込
山
口

g
宮

g
R
y
g
m
W
C由
。

R
出

S
仏

円
凶
作
『
河
川
吉
宮
司
。
仏
南
宮

α
a
q
:・5
R
S
}
S
E
n
c
D
a
g
g提
山
ユ
似
民
同
一
印
。
戸
者
ぬ
ロ
ロ
内
山
内
川
吋

g
門凶ぬ

544-R富山
n
v
E由
円
。
ぴ

g
ゆ山口岱回グ

4
山伶吋
N
ぬ
}MD昨
日
向
民
間
。

。
丘
町
山
口
宮
町
田
仲

g
r
E仏
8
1
)
(
七
八
二
条
)
と
し
、
②
他
人
に
対
す
る
思
い
遣
り
が
な
く
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
処
罰

さ
れ
た
場
合
に
は
、
世
間
に
対
す
る
警
告
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
公
表
す
る

場
合
に
は
、

そ
の
こ
と
を
公
表
し
、

と
き
に
、
報
奨
を
あ
た
え
る

(
七
八
三
条
)
、 (

七
八
一
一
一
条
)
と
し
て
、
③
逆
に
、
同
胞
の
生
命
を
助
け
た

と
し
た
(
も
っ
と
も
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
の
刑
法

の
部
分
は
基
本
的
に
は
ク
ラ
イ
ン
〔
附
内
在
ロ
〕
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
五
一
七
条
は
包
括
的
な
緊
急
救
助
を
み
と

め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
同
胞
に
3

呂
志
忌
持
母
」
と
い
う
の
は
、
「
す
べ
て
の
人
」
〔
し

a
R
g
g
q心

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
規
定
は
、
た
だ
、
そ
の
家
族
か
同
じ
国
の
人
の
た
め
を
ま
も
る
こ
と
だ
け
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
〔
そ
れ
で
、
こ
の
規
定
は
、
外
国
の
人
や
そ
の
ほ
か
の
市
民
権
を
も
っ
て
な
い
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
ま
で
、
み
と
め
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
〕
)
。

一
八
一

O
年
に
な
っ
て
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
規
定
に
つ
い
て
の
立
法
は
、
決
定
的
な
転
換
点
を
む
か
え
る
こ
と

に
な
っ
た
(
ハ

i
ス
)
。
す
な
わ
ち
、

ω
一
八
一

O
年
に
、

プ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
草
案
」
(
開

E
4
2止

色。印

の
2
2
N
E
n
y
z
g寸
ぐ

2
可ゅの
y
g
z
E
3吋
moZえ
管
内
凶
器
開

α
a
m
E
n
v
Eぽ
g)を
発
表
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
①
そ
の
一

一ニ

O
条
で
、
「
だ
れ
で
も
、
自
分
じ
し
ん
か
他
人
を
個
人
の
暴
力
を
つ
か
っ
て
違
法
な
暴
力
行
為
や
犯
罪
的
な
侵
害
・
:
か
ら
ま
も
る
よ
う
に

す
る
」

と
カま
で
き
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の
状
態
に
あ
る
他
人
を
実
際
に
助
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
自
分
じ
し
ん
と
そ
の
他
人
の
た
め
に
、
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
と
同
じ
よ
う

krEos-dqanV2 

に
、
す
べ
て
の
正
当
防
衛
の
権
利
と
、
そ
の
際
に
ま
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
を
も
っ
て
い
る
」

(
L
a
2
Z
宮
崎
高
グ

a
s
g

宮
司
ゅ
の
宮
司
吋

4
2
4
a
H
2
5
σ
m
m仏
O
Y
富
山
ご

g
s
n
v
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百
戸
時

o
g
k
g
a
o
v
g
g仏
町
民
白
目
白
色

m
g
E『
白
山
岳

宮
岡
田
命
言
釦
回
目
何
回
ゅ
の
町
宮
内
町
円

Z
。
g
o
v吋
豆
件
。
s
E
Z
-
N
C
目指。

g
n
v
g
E
g
E仙の
y
g
p
者
向
伶
向
日
常

(
担
}

〉
ロ
向
。
噴
出

g
o
g
-
E件
、
)
と
さ
れ
て
、
緊
急
救
助
に
つ
い
て
、
近
親
者
な
ど
と
そ
の
ほ
か
の
第
三
者
と
の
あ
い
だ
に
ど
ん
な
区
別
を
も
し

(
胡
}

な
い
規
定
を
つ
く
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、

ω

a
z
s
a
a
g
g
 

同

α
E
m
g向島
切
仰
向
0
2
H
)

一
八
一
三
年
の
「
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
」
(
盟

S
Z
2
2
N
g
n
v

の
一
二
五
条
と
一
二
六
条
と
に
受
げ
継
が
れ
、
川
脚

そ
の
提
案
が
、
そ
の
ま
ま
、

】
九
四
回
円
。
mWM凶

さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形

で
、
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
の
刑
法
典
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
(
た
と
え
ば
、

〔

ω可
弘
警
認
定

Z
n
v
E円
品
目
。

一
八
一
四
年
九
月
一

O
日
の
「
オ
ル
デ
ン
プ
ル
ク
公
園
刑
法
典
」

同居吋

Nom--nreo-agvRmLRvgFEn-m〕

一三

O
ー
=
二
条
や
、

一
八
三
八
年
三
月
三

O
日
の
「
ザ
ク
セ
ン

王
国
刑
法
典
」
〔

p
g
z弘
mgaNgov
同信叫色白印刷内
α弘
明
冊
目

nvω
担

n
z
g〕
七
O
条
や
、

一
八
四

O
年
八
月
八
日
の
「
ハ
ノ
l
ブ
ァ

1
王
国
普

通
刑
法
典
」
〔
〉

z
m
m
g
a
p
s
p富山口
ω
?
の
22Nσznv
窓
コ
凶
器
問
。
弘
明
広
島
田

8
5
4
m叫
〕
八

O
条
な
ど
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
い
う
方
向
の

も
の
で
あ
っ
た
)
。

こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、

ど
う
い
う
範
囲
の
人
の
た
め
に
防
衛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
い
く
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
問
題
に
は
、
ほ
ぽ
、
ピ
リ
オ
ド
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
こ
こ
で
、
「
ほ
ぽ
」
と
い
う
い
い
方
を
し
た
の
は
、
ア
オ
イ
エ
ル
パ
ツ

ハ
よ
り
も
あ
と
の
時
期
に
な
っ
て
も
、
侵
害
を
す
る
も
の
に
反
撃
を
す
る
の
は
、
た
だ
直
接
に
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
だ
げ
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と

し
て
、
だ
れ
か
が
、
自
分
が
侵
害
を
う
げ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
正
の
侵
害
を
う
げ
て
い
る
他
人
を
ま
も
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
当
防
衛
と
は
い
え

な
い
、
と
す
る
緊
急
救
助
を
み
と
め
な
い
と
す
る
よ
う
な
考
え
〔
カ
ン
テ
ィ
ア
l
ナ
の
ル
l
デ
ン
の
考
え
〕
も
だ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ぬ
)
。

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

七
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の
で
も
、
全
く
同
じ
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
た
(
テ
ィ
ト
マ
ン
の
一
言
葉
)
(
、
口
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仏
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一

O
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
の
正
当
防
衛
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
円
、
巾
三
件

my
ロ
g
m
R宮内凶
2
2
2
4弔
巾
宵

L
∞
g
w
∞
-
H
S
R・
が
く
わ
し

い
し
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
が
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
に
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

4
ぬ

戸

国

間
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回
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他

人

の

た

め

の

正

当

防

衛

(

緊

急

救

助

)

の
根
拠

ど
う
し
て
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

l
lこ
の
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊

急
救
助
)

の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
(
格
別
に
論
じ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
で
も
あ
ろ
う
か
)

ふ
つ
〉
フ
、

七、

な
ら
ず
し
も
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)

の
根
拠
は
、

ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
、

ド
イ
ツ
に
は
、

一
部
こ
、
け

-
f
t
(
 他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
の
委
任
を
う
ザ

て
そ
の
自
己
防
衛
権
を
そ
れ
に
か
わ
っ
て
お
こ
な
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

そ
れ
を
お
こ
な
う
者
の
プ
ロ
パ

l
の
権
限
に
も
と
づ
く
も
の

で
は
な
い
、

と
す
る
考
え
と
か
、
川
山

他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
の
た
め
の
事
務
管
理

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1

J¥ 
七



J¥ 
J¥ 

た
と
え
ば
、
①

救
助
)
は
、
そ
の
他
人
の
権
限
に
も
と
づ
い
て
行
為
を
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
呪
、
市
民
の
緊
急
救
助
は
、
い
つ
で
も
、
他

人
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
と
め
ら
れ
る
正
当
防
衛
の
一
つ
の
場
合
と
し
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
リ
ッ
タ
ー

(
s
m
a
z
g
B
m
g
Z司
)
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
。

他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急

の
考
え
が
、
ま
え
の
考
え
の
例
で
あ
り
、
ま
た
、
②

他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
、

そ
れ
を
お
こ
な
う
第
三
者
が
、
急
迫

不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
の
た
め
に
事
務
管
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
、

え
が
、
あ
と
の
考
え
の
例
で
あ
る
。

と
す
る
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ

l
ア
!
の
考

し
か
し
、

ド
イ
ツ
で
は
、

ふ
つ
う
、
こ
う
い
う
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
の
委
任

を
う
け
て
そ
の
自
己
防
衛
権
を
そ
れ
に
か
わ
っ
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

そ
れ
を
お
こ
な
う
者
の
プ
ロ
パ

l
の
権
限
に
も
と

づ
く
も
の
で
は
な
い
、

と
す
る
考
え
な
ど
は
、

み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
、
①

か
り
に
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
に
つ
い
て
の
格
別
な
規
定
が
な
く
て
も
、
急
迫

不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
か
ら
そ
の
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
(
「
自
救
行
為
」
に
つ
い
て

の
ド
イ
ツ
民
法
二
二
八
条
〔
や
(
奪
わ
れ
た
占
有
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
)
い
わ
ゆ
る
「
占
有
奪
還
権
」
(
者
ぽ
骨
号
m
g腎
宮
古
ロ
ロ
ぬ
向

R
宮
)
に

つ
い
て
の
ド
イ
ツ
民
法
八
五
九
条
)
に
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
〔
緊
急
救
助
〕
に
あ
た
る
、
第
三
者
が
本
人
の
た
め
に
自
救
行
為
を
か
わ
っ
て

お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
、
ふ
つ
う
、
第
三
者
が
本
人
か
ら
そ
の
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
本
人
の
た
め
に
自
救
行

為
を
か
わ
っ
て
す
る
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
話
。
そ
れ
で
、
正
当
防
衛
に
つ
い
て
も
、
格
別
な
規
定
は
な
く
て
も
、
急
迫
不
正
の
侵
害

を
う
け
た
者
か
ら
そ
の
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
)
、
②

そ
こ
で
、
も
し
、
こ
の
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
性
格
を
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
か
ら
そ



の
自
己
防
衛
権
を
委
ね
ら
れ
そ
れ
を
か
わ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
格
別
な
く

て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
余
計
な
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
③

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
他
人
の
た
め
の

正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
性
格
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
か
ら
そ
の
自
己
防
衛
権
を
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ

る
、
と
す
る
の
は
、
一
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)

の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

ど
う
い
う
考
え
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
当
防
衛
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
わ
け
る
と
、
一
二
つ
の
考
え
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
別
の
機

会
に
く
わ
し
く
い
っ
た
よ
う
に
、

)ω
正
当
防
衛
権
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
人
聞
は
、
自
己
主
張
を
し
、
自
己
防
衛
を
す
る
と
い
う

つ
よ
い
自
己
保
存
の
本
能
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
考
え
(
「
正
当
防
衛
の
個
人
主
義
的

な
見
方
」
〔
ao円
宮
門
出
〈
広
ロ
山
口
朋
広
明

n
Z
〉
田
宮
宮
内
凶
巾
一
吋

Z

O
件当
O
V
吋〕)
炉
}
、
川
叫

正
当
防
衛
権
は
、
自
己
保
存
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く

て
、
同
時
に
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
法
秩
序
は
ゆ
る
ぎ
な
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
た
め
(
レ
ヒ
ッ
ペ
ヴ
ェ
ー
ル
ン
グ

〔容の伊丹田

g
d込町円
gm〕
〔
法
秩
序
の
防
衛
〕
の
た
め
)
に
も
み
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
考
え
(
「
正
当
防
衛
の
ニ
元
的
な

見
方
」
〔
島
o
a
z丘
町
伯
仲
山
田
島
。
〉
ロ
曲
目
。
伊
丹
仏
耳
目
4
0
件
当
。
可
〕
)
e-
、
‘
ベ
リ
q

t

・-

正
当
訪
衛
権
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
緊
急
の
場
合
に
も
、
法
秩
序
は
ゆ

る
ぎ
な
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
た
め

(
レ
ヒ
ッ
ベ
ヴ
ェ
ー
ル
ン
グ
〔
法
秩
序
の
防
衛
〕

の
た
め
)

に
み
と
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
(
「
正
当
防
衛
の
超
個
人
主
義
的
な
見
方
」
〔
仏
2
号
。
ユ
注
目
ぐ

EE--au♀
o
〉
∞
宮
宮
内
凶

q
z。
g
o
y吋
〕
)
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

地
入
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
根
拠
を
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
正

当
防
衛
権
の
根
拠
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
、
大
き
く
わ
け
る
と
、

つ
ぎ
の
一
一
一
つ
の
考
え
が
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

J¥ 
九



九。

す
な
わ
ち
、る

立
場
(
ド
イ
ツ
の
か
つ
て
の
考
え
〔
た
と
え
ば
、
ツ
ァ
ハ
リ
ェ
、

フ
ォ
ン
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、

(刊」

い
ま
で
も
、
こ
の
立
場
は
あ
る
〔
た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
グ
ナ
i
、
ミ
ッ
チ
ユ
〕
)
と
、

正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
個
人
の
自
己
保
存
の
本
能
に
も
と
め
な
が
ら
、
緊
急
救
助
の
根
拠
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す

フ
オ
ツ
ケ
な
ど
〕
は
、
こ
れ
で
あ
っ
た
が
、

〔

i
〕

守
口
〕

正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
個
人
の
自
己
保
存
と
法
秩
序
の
防
衛
に
も
と
め
な
が
ら
、
緊
急
救
助
の
根
拠
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し

(HU 

て
い
こ
う
と
す
る
立
場
(
ド
イ
ツ
の
い
ま
の
有
力
な
考
え
〔
た
と
え
ば
、
ブ
エ
ル
パ

l
、
ゼ
1
ル
マ
ン
、
ロ
ク
シ
ン
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
な
ど
〕

で
あ
る
)
と

ま
の
ド
イ
ツ
の
一
部
の
考
え
〔
た
と
え
ば
、

正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
法
秩
序
の
防
衛
に
も
と
め
な
が
ら
、
緊
急
救
助
の
根
拠
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
立
場
(
い

ハ
i
ス
、
ど
ツ
ィ
レ
キ
ス
な
ど
〕
で
あ
る
)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
i
、

〔

…

m〕

が
、
そ
れ
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
う
ち
、
第
一
の
、
正
当
前
衛
の
根
拠
を
個
人
の
自
己
防
衛
に
も
と
め
な
が
ら
、
緊
急
救
助
の
根
拠
の
問
題
に
ア
プ
ロ

l

チ
し
ょ
と
す
る
立
場
は
、
こ
れ
も
大
き
く
わ
け
る
と
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
考
え
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
(
ハ

l

ス
)
。
す
な
わ
ち
、

(
-
E
)
 

緊
急
救
助
と
正
当
防
衛
と
を
別
の
も
の
と
み
て
、
正
当
防
衛
は
個
人
の
自
己
保
存
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
緊
急
救
助
は
個

人
の
自
己
保
存
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
、

と
す
る
立
場
(
ツ
ア
ハ
リ
ェ
、

フ
ォ
ン
・
ア
ル
ペ
ル
テ
イ
〔
こ
の
立
場
は
、
不
正
の
侵
害
を

す
る
者
と
緊
急
救
助
を
す
る
者
と
の
あ
い
だ
に
は
直
接
の
関
係
は
な
い
の
で
、
緊
急
救
助
は
、
偶
人
の
自
己
防
衛
で
は
説
明
で
き
な
い
、
と
す



る
〕
)
と
、

(

日

目

〉

自
己
防
衛
と
い
う
概
念
を
ひ
ろ
く
理
解
し
て
、
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
と
一
定
の
生
活
関
係
に
あ
る
者
(
た
と
え
ば
、
そ

れ
を
扶
養
し
て
い
る
者
と
か
そ
の
配
偶
者
と
い
っ
た
者
)
は
、
や
は
り
そ
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
と
い
え
る
の
で
、
こ
う
い
う
者
が
侵

害
を
直
接
に
う
け
て
い
る
者
の
た
め
に
正
当
防
衛
を
す
る
の
は
、
個
人
の
自
己
防
衛
と
い
え
る
、
と
す
る
立
場
(
た
と
え
ば
、
ク
ヴ
ィ

ス
ト
ル
ツ
プ

l
ク
ラ
イ
一
均
〉
と
、

(
…

m) 
社
会
を
構
成
す
る
人
た
ち
は
、

お
た
が
い
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
不
正
の
侵
害
が
あ
る
と
、
そ
の
侵
害
は
、
そ
れ
が
直

接
に
む
け
ら
れ
て
い
る
人
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
社
会
を
構
成
す
る
ほ
か
の
人
た
ち
に
も
む
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
緊

急
救
助
は
、
個
人
の
自
己
防
衛
の
た
め
の
も
の
と
い
え
る
、
と
す
る
立
場
(
た
と
え
ば
、
フ
オ
ツ
ケ
)

が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
二
九
八
四
年
に
、
正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
純
粋
に
個
人
主
義
的
な
考
え
に
も
と
め
な
が
ら
、
緊
急
救
助
の

線
拠
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
い
う
立
場
を
し
め
し
た
ヴ
ア
グ
ナ
l
の
考
え
で
あ
る
。
ヴ
ァ
グ
ナ
l
の
考
え
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
i
)

正
当
防
衛
は
、
急
追
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
は
、
①
緊
急
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
避
げ
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、

②
そ
れ
を
避
げ
る
の
に
慣
れ
て
い
な
い
し
、
③
そ
の
行
動
の
自
由

aga-z諸
島
議
§
)
を
ま
も
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。

?
と
と
こ
ろ
で
、
①
(
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
)
、
正
当
防
衛
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の
超
傭
人
主
義
的
な
見

方
か
ら
は
、
緊
急
救
助
は
法
秩
序
を
防
衛
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
で
、
そ
れ
は
、
正
当
防
衛
と
同
じ
よ
う
に
、
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
、
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
も
っ
(
個
人
の
保
護
と
法
秩
序
の
防
衛
と
い
う
こ
つ
の
側
面
か
ら
)
二
次
的
に
説
明
す
る

見
方
か
ら
も
、
緊
急
救
助
は
、
超
個
人
主
義
的
な
見
方
と
同
じ
よ
う
に
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
正
当
防
衛
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の

超
個
人
主
義
的
な
見
方
か
ら
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
こ
元
的
な
見
方
か
ら
も
、
緊
急
救
助
と
正
当
防
衛
と
を
本
質
的
に
同
じ
も
の
だ
と
み
て
い
る

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

九
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わ
げ
で
あ
る
。

(
…

m)

し
か
し
、
正
当
防
衛
の
根
拠
に
つ
い
て
の
個
人
主
義
的
な
見
方
に
た
っ
て
、
緊
急
救
助
は
、
個
人
の
利
益
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
を
紡

ぐ
た
め
の
手
助
げ
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
。
こ
う
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
超
個
人
主
義
的
な
見

方
を
す
る
よ
り
は
、
よ
り
法
文
の
文
書
に
合
う
こ
と
で
あ
る
。
超
個
人
主
義
的
な
見
方
か
ら
は
、
緊
急
救
助
と
正
当
防
衛
と
は
本
質
的
に
は
同
じ

も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
当
防
衛
の
規
定
で
い
う
「
自
分
か
他
人
を
」

(4S
包

n
v
a
R

冊目ロ

g
g
a
o
gロ)

と
い
う
文
言
は
余
計
な
こ
と
で
あ
り
、
正
当
防
衛
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
刑
法
三
ニ
条
ニ
項
の
規
定
は
、
「
正
当
防
衛
と
い
う
の
は
、
急
迫
不
正
の
侵

害
を
避
砂
る
た
め
に
必
要
な
防
衛
の
こ
と
で
あ
る
」

(3Z3号
室
舎
記
ま
身
長
-P虫
色
荘

5
F
s
a
g
s
g委
主
-

m
g司

R
Z
2『

山

a
z
m
S
〉
ロ
鳴
出
回
目
M
N
Z
d
『叩ロ

S
8・2
)

と
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、

い
っ
た
い
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
根
拠
を
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

(
1
)
 
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
の
根
拠
を
め
ぐ
る
考
え
の
う
ち
、
緊
急
救
助
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者

の
委
任
を
う
け
て
そ
の
か
わ
り
に
そ
の
自
己
防
衛
権
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
は
、
す
で
に
古
く
、
バ
ル
ト
ル
ス
(
切
問

Z
E帥

)
Z
)

や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
〈
の

g同
吉
田
)
や
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
ブ
(
司
口
問
。
ロ
S
2
3
な
ど
も
こ
れ
を
主
張
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

(ハ

l
ス)担。

し
か
し
、
こ
う
い
う
考
え
は
妥
当
で
は
な
く
、
か
つ
て
、
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
が
い
っ
た
よ
う
に
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
の
委

任
を
う
け
て
そ
の
か
わ
り
に
そ
の
正
当
防
衛
権
を
お
こ
な
う
と
い
う
場
合
は
、
緊
急
救
助
と
は
い
え
ず
、
緊
急
救
助
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
場
合

(n} 

以
外
の
第
三
者
が
他
人
の
た
め
に
正
当
防
衛
を
す
る
場
合
を
い
う
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
不
正
の
侵
害
を
う
げ
た
者
の
委
任
を

う
げ
て
そ
の
正
当
防
衛
権
を
か
わ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
を
緊
急
救
助
と
い
う
も
の
と
す
れ
ば
、
①

緊
急
救
助
と
い
う
の
は
、
正
当
防
衛
権
を
ほ
か



の
人
に
か
わ
っ
て
お
こ
な
っ
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
み
と
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
し
ま
い
、
と
く

べ
つ
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
②

の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
す
で
に
別
の
機
会
に
く
わ
し
く
い
っ
た
よ
う
に
)
、
正
当
防
衛
権
は
、
人
間
の
自
己
保
存
の
本
能
と
い
う
こ
と
と
、

刑
法
の
「
・
:
他
人
ノ
権
利
ヲ
防
衛
ス
ル
為
メ
」
と
い
う
緊
急
救
助
の
規
定
は
必
要

(
2
)
 

い
わ
ゆ
る
レ

ヒ
ツ
ベ
ヴ
ェ
ー
ル
ン
グ
(
法
秩
序
の
防
衛
)
と
い
う
こ
と
と
か
ら
、

み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

)
 

-(
 
こ
の
う
ち
、

ま
え
の
人
間
の
自
己
保
存
の
本
能
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
く
わ
し
く
い
う
と
、
人
間
の
自
己
保
存
の
本
能

と
い
う
こ
と
に
は
、

ω
一
方
に
は
、
人
聞
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
自
己
主
張
を
し
、
自
己
防
衛
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
つ
よ
い
自
己

保
存
の
本
能
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
側
面
が
あ
り
、

ω
他
方
に
は
、
人
間
は
、
し
ば
し
ば
、
自
分
に
迫
っ
た
危
険
を
自
分
の
力
で
は

防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
他
人
の
助
け
を
必
要
と
し
、
自
分
で
自
分
を
助
げ
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
他
人
の
助
け
を
も
と
め
て
い

く
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
側
面
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
は
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
シ
ラ

1
3の
E
E角
)
の
い
っ
た
「
ど
こ
に
そ
の
命
を

全
力
を
あ
げ
て
ま
も
ろ
う
と
し
な
い
よ
う
な
お
と
な
し
い
人
間
が
い
る
だ
ろ
う
か
」

(
3
君
。

zz骨
ロ
ロ
内
凶
器

E
o
$
8
5
0
の

g
♀
S
F

内
凶
印
師
団
内
山
口
命
的

円、。
σ
oロ
m
∞W
V
D
F
n宮
百
円
同
色
目
。
ロ
円
。
σ怨岡田}内吋以内件。
H
M
4
2
F
3
1
)
(「
ヴ
ア
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
」
〔
ヨ
〈
〈
主

sag-コ的↓
oat
〕

第
一
幕
第
七
場
)
と
、
「
運
任
せ
で
や
っ
て
み
よ
。
隣
同
志
は
助
け
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

み
ん
な
同
じ
目
に
あ
わ
な
い
わ
げ
で
も
な

い
か
ら
」

p
b
g弓
ωロ
B
R
の
♀
2
0
2
H
M
Z
似
の
一
}
岡
田
宮
ロ
ヨ
ロ
∞

gmSFO}向。
p
g
w
m
wロロロロ∞何回】目。ロ
czwymw的
芯

げ

mwmmwmロ岱】
E
)

(
「
ヴ
イ

ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
」
〔
z
g
-
5
0一
ヨ
吋
冊
一
一
三
〕
第
一
幕
第
一
場
)
と
い
う
一
言
葉
を
つ
か
つ
て
、
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
立
場
(
シ
ュ
ペ
ン

デ
ル
)
も
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
の
自
己
保
存
の
本
能
の
う
ち
、
人
間
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
、

自
分
に
迫
っ
た
危
険
を
自
分
の
力
で
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
他
人
の
助
け
を
必
要
と
し
、
地
人
の
助
け
を
も
と
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

九
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四

と
い
う
こ
と
が
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
、
基
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

ヮ“
ル
ン
グ
(
男

2
v
g
g
d岳
町
一
吋
ロ
ロ
肉
〔
法
秩
序
の
防
衛
〕
)
の
た
め
に
も
み
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
レ
ヒ
ッ
ベ
ヴ
ェ
ー
ル

し
か
し
、
正
当
防
衛
権
は
、
人
間
の
自
己
保
存
の
本
能
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
レ
ヒ
ッ
ベ
ヴ
ェ

i

ン
グ
と
い
う
こ
と
を
考
え
に
い
れ
な
い
と
、
正
当
防
衛
の
規
定
で
は
、

ω
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
た
者
に
、
①

そ
う
い
う
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
も
、
そ
の
侵
害
を
避
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
い
わ
ゆ
る
「
退
避
義
務
」
を
み
と
め
る
)

と
か
、
②

国
の

助
け
(
た
と
え
ば
、
警
察
官
の
助
け
)
を
も
と
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
「
公
的
な
援
助
を
も
と
め
る
義
務
」
を
み
と
め
る
)

と
か
と
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、

ま
た
、

ω
緊
急
避
難
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
急
追
不
正
の
侵
害
か
ら
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
正
当

紡
衛
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
法
益
と
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
は
か
な
ら
、
ず
し
も
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
い

う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
も
、
と
う
ぜ
ん
、
ぞ
れ
が
、
こ
れ
を
お
こ

な
う
者
に
は
個
人
的
な
保
護
を
す
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
法
秩
序
を
ま
も
る
た
め
に
役
に
た
つ
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と

か
ら
も
み
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(3) 

こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
に
つ
い
て
は
、
刑
法
が
こ
れ
を
み
と
め

て
い
る
の
は
、
刑
法
が
、

ω
一
方
で
、
緊
急
な
場
合
は
、
人
聞
は
、

し
ば
し
ば
、
他
人
の
助
け
を
必
要
と
し
、
自
分
で
自
分
を
助
け
よ

う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
他
人
の
助
げ
を
も
と
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
個
人
の
保
護
を
つ
よ
め
て

い
こ
う
と
考
え
る
と
と
も
に
、

ω

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
法
秩
序
を
ま
も
る
た
め
に
役
に
た
つ
も
の
で
あ
る
、

他
方
で
、
他
人
の
た
め
の
正
当
前
衛
は
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
者
に
は
個
人
的
な
保
護
を
す
る
必
要
は

と
理
解
し
て
い
り

と
考
え
た
た
め
で
あ
る
、
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九
八

わ
が
国
で
も
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ふ
つ
う
、
た
と
え
ば
、
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
侵
世
一
目
す
る
法
益
と
の
あ
い
だ
に
か
な
ら
ず
し
も

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
堀
龍
「
正
当
防
衛
・
過
剰
防
衛
」
大
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル

刑
法
第
二
巻
〔
一
九
八
九
年
〕
一
一
一
五
九
頁
な
ど
)
も
の
の
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
す
く
な
い
。
し
か
し
、

(
別
の
機
会
に
も
い
っ
た
よ
う
に
〔
た
と
え
ば
、
わ
た
く
し
の
「
正
当
防
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
」
三
三
頁
注

(
6
)
を
参
照
〕
、
)
と
き
に
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
多
少
の
コ
メ
ン
ト
が
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
法
文
の
う
え
で
、
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
侵
害
す
る

法
益
と
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
は
い
な
い
(
香
川
・
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
第
二
版
〔
一
九
八
七
年
〕
一
六

三
頁
。
同
じ
趣
旨
の
も
の
!
!
去
口
川
・
一
一
一
訂
刑
法
総
論
〔
一
九
八
九
年
〕
一
四
二
頁
)
と
か
、
②
正
当
防
衛
で
は
、
「
不
正
な
侵
害
者
の
法
益

は
、
正
当
な
被
害
者
の
法
益
の
防
衛
に
必
要
な
限
度
で
は
、
そ
の
法
益
性
が
否
定
さ
れ
る
」
(
平
野
・
刑
法
総
論
〔
一
九
七
五
年
〕
ニ
二
九
頁
)

の
で
、
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
侵
害
す
る
法
益
と
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
が
、
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
侵
害

す
る
法
益
と
の
あ
い
だ
に
ひ
じ
よ
う
に
大
き
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
当
防
衛
は
み
と
め
ら
れ
な
い
(
中
山
・
刑
法
総
論
〔
一

九
八
二
年
〕
二
七

O
頁
注

(
1
1
中
山
・
概
説
刑
法

I
〔
一
九
八
九
年
〕
九
九
頁
も
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
ろ
う
)
と
い
っ
た
説
明
が
、
そ
れ

で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
刑
法
は
、
緊
急
避
難
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、

正
当
防
衛
の
規
定
で
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
か
ら
ま
も
ろ
う
と
す
る
法
益
と
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
法
益
と
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
て
い
る
こ
と
を
か
な
ら
、
ず
し
も
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
自
分
か
他
人
の
権
利
を
ま
も
る
た
め

に
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
う
い
う
や
り
方
で
し
か
急
迫
不
正
の
侵
害
を
防
ぐ
方
法
が
な
げ
れ
ば
、
た
と
え
、

侵
害
者
の
方
に
よ
り
大
き
な
損
害
が
生
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、

刑
法
が
で
き
る
か
ぎ
り
ひ
ろ
く
個
人
の
自
己
防
衛
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
刑
法
が
、
(
正
当
防

衛
は
、
個
人
の
利
益
を
ま
も
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
法
秩
序
を
ま
も
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
前
提
と
し
て
て
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
法
秩
序
が
ま
も
ら
れ
る
場
合
に
は
、
小
さ
な
利
益
を
ま
も
る
た
め
に
、
よ
り
大
き
な
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ

と
を
み
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
で
あ
る
(
わ
た
く
し
の
「
正
当
防
衛
権
を
め
ぐ
っ
て
」
二
五
!
二
六
頁
と
「
正
当
防
衛
権
の
根
拠
と



限
界
を
め
ぐ
っ
て
」
三

O
一
頁
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
す
く
な
く
と
も
、
実
質
的
な
説
明
を
し
よ
う
と
し
て
き
で
い
る

わ
け
で
あ
る
。

「
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
」
(
「
緊
急
救
助
」
)
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
の
「
正
当
防
衛
権
の
根
拠
と
展
開
』
(
一
九
九
一
年
)
二
九
一
ニ
|
二
一
四

八
頁
で
多
少
く
わ
し
く
論
じ
て
お
い
た
α

楽

い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
(
緊
急
救
助
)
を
め
ぐ
っ
て

(
1

九
九


