
　

タイトル 強制状態における行為（一）

著者 神元, 隆賢; KANMOTO, Takayoshi

引用 北海学園大学法学研究, 48(1): 73-106

発行日 2012-06-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為

㈠

神

元

隆

賢

は
じ
め
に

Ｘ
が
Ａ
か
ら
「
Ｂ
を
殺
さ
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
ぞ
」
と
脅
迫
さ
れ
、
強
制
状
態
で
Ｂ
を
殺
害
し
た
場
合
、
Ｘ
は
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
違
法
性
な
い
し
責
任
が
阻
却
さ
れ
不
可
罰
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
の
諸
問
題

お
わ
り
に

目

次

は
じ
め
に

判
例
の
動
向
（
以
上
、
本
号
）

学
説
の
状
況



東
京
地
判
平
成
八
年
六
月
二
六
日
判
時
一
五
七
八
号
三
九
頁
は
、
被
告
人
が
オ
ウ
ム
真
理
教
の
教
団
施
設
内
か
ら
協
力
者
と
と
も
に
母

親
を
奪
還
し
よ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
教
祖
か
ら
「
で
き
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」
と
脅
迫
さ
れ
て
協
力
者
を
殺
害
し

た
事
案
に
つ
い
て
、
緊
急
避
難
の
成
否
、
期
待
可
能
性
の
有
無
を
検
討
し
た
う
え
で
過
剰
避
難
と
な
る
と
判
示
し
た
。
本
判
決
を
契
機
と

し
て
、
近
年
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
と
緊
急
避
難
を
巡
る
議
論
が
急
速
に
活
発
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
自
体
は
、
わ
が
国
で
は

古
く
か
ら
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
参
照
し
た
う
え
で
比
較
法
的
に
検
討
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

１
）

っ
た
。

か
つ
て
の
ド
イ
ツ
で
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
と
緊
急
避
難
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
刑

法
典
（
ド
イ
ツ
旧
刑
法
）
は
、
人
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
「
強
制
状
態
（N

o
tig
u
n
g
ssta

n
d

）」
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
第
五
二

条
、
そ
れ
以
外
の
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
第
五
四
条
の
規
定
を
置
き
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
の
犯
罪
成
立
を
緊
急
避
難
と
は
別
個
独

立
に
阻
却
し
て

２
）

い
た
。
そ
し
て
、
第
五
四
条
が
適
用
さ
れ
る
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
違
法
性
阻
却
説
と
責
任
阻
却
説
が
対
立

し
て
い
た
が
、
第
五
二
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て

３
）

い
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
旧
刑
法
は
全
面
改
正
さ

れ
、
一
九
七
五
年
ド
イ
ツ
刑
法
典
（
ド
イ
ツ
現
行
刑
法
）
は
旧
第
五
二
条
を
削
除
し
、
新
た
な
緊
急
避
難
（N

o
tsta

n
d

）
の
規
定
と
し
て

「
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
避
難（R
ech

tfertig
en
d
er N

o
tsta

n
d

）」に
関
す
る
第
三
四
条
と
、「
免
責
さ
れ
る
緊
急
避
難（E

n
tsch

u
ld
ig
en
d
er

 
N
o
tsta

n
d

）」
に
関
す
る
第
三
五
条
の
二
つ
を
置
い
た
。
第
三
四
条
は
「
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
又
は
他
の

法
益
に
対
す
る
他
の
方
法
で
は
回
避
不
能
な
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
行
為
を
し
た
者
は
、
衝
突
す
る
利
益
、
特
に
関
係
す
る
法
益
と

そ
れ
に
差
し
迫
っ
た
危
険
の
程
度
を
衡
量
し
、
保
全
し
よ
う
と
し
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
法
益
に
本
質
的
に
優
越
す
る
場
合
に
、
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
。」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
第
三
五
条
第
一
項
は
「
自
己
、
家
族
又
は
身
近
な
者
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
自
由
に
対
す
る
他

の
方
法
で
は
回
避
不
能
な
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
違
法
な
行
為
を
し
た
者
は
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
。
行
為
者
が
種
々
の
事
情
か
ら
、

特
に
自
ら
危
険
を
惹
起
し
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
特
別
の
法
律
関
係
に
あ
る
た
め
に
、
そ
の
危
険
を
甘
受
し
て
も
や
む
を
得
な
い
場
合
に

論 説
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は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
行
為
者
が
、
特
別
の
法
律
関
係
へ
の
考
慮
に
よ
る
危
険
の
甘
受
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
第

四
九
条
第
一
項
に
よ
り
刑
が
減
軽
さ
れ
う
る
。」と
規
定

４
）

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
現
行
刑
法
で
は
、
か
つ
て
の
旧
第
五
二
条
と
旧
第

五
四
条
の
よ
う
な
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
と
他
の
緊
急
避
難
行
為
と
の
区
別
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
は
、

ド
イ
ツ
で
は
「
強
要
緊
急
避
難
（N

o
tig
u
n
g
sn
o
tsta

n
d

）」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
危
難
が
自
然
力
や
物
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
同
様
の
、

通
常
の
緊
急
避
難
の
一
態
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
ド
イ
ツ
旧
刑
法
の
よ
う
な
格
別
の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
い

５
）

の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
現
行
刑
法
で
は
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
「
本
質
的
に
優
越
す
る
」
場
合
に
お
け
る
強
要
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
ど
の
よ

う
に
解
す
る
か
で
争
い
が
あ
る
。
強
要
緊
急
避
難
に
つ
い
て
、
違
法
性
を
阻
却
す
べ
き
と
す
る
論
者
は
第
三
四
条
を
、
責
任
を
阻
却
す
べ

き
と
す
る
論
者
は
第
三
五
条
を
適
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
法
性
阻
却
（
第
三
四
条
）
説
と
責
任
阻
却
（
第
三
五
条
）

説
は
、
Ａ
か
ら
脅
迫
を
受
け
た
Ｘ
の
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
第
三
者
Ｂ
に
つ
い
て
、
Ｘ
に
対
す
る
正
当
防
衛
で

の
反
撃
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
で
激
し
く
対
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
阻
却
説
は
、
自
招
防
衛
に
お
い
て
自
招

者
に
防
衛
行
為
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
Ｂ
に
は
、
違
法
な
Ａ
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
で
あ
れ
ば
と
も

か
く
、
第
三
四
条
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
Ｘ
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ｂ
は
Ｘ
か
ら
の
攻
撃
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

６
）

す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
責
任
阻
却
説
は
、
違
法
性
阻
却
説
に
対
し
、
Ｘ
の
攻
撃
を
違
法
と
解
さ
な
け
れ
ば
、
脅
迫
者
Ａ
は
Ｘ
を
道
具

と
し
て
Ｂ
の
正
当
防
衛
権
を
排
除
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
批
判
し
た
う
え
で
、
Ｘ
の
保
全
法
益
は
、
Ｂ
の
侵
害
法
益
に
対
し
抽

象
的
に
価
値
が
高
か
っ
た
と
し
て
も
本
質
的
に
は
優
越
し
な
い
と
解
し
て
、
Ｘ
に
対
す
る
Ｂ
の
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
を
認
め
る
の
で

７
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
両
説
と
も
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
「
緊
急
避
難
」
の
成
立
を
認
め
て
不
可
罰
と
す
る
こ
と
自
体
に

は
争
い
が
な
い
し
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
よ
り
小
さ
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
第
三
四
条
の
適
用
は
問
題
と
な
り
得

８
）

な
い
。
ド
イ
ツ
に

お
け
る
強
要
緊
急
避
難
の
典
型
例
と
さ
れ
る
強
要
さ
れ
た
偽
証
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
公
判
中
に
証
人
に
対
し
語
調
を
強
め
る
な
ど
し
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て
脅
迫
す
る
こ
と
で
偽
証
を
暗
に
促
し
、
証
人
が
こ
れ
に
応
じ
て
偽
証
を
行
っ
た
事
例
に
つ
い
て
も
、
証
人
は
偽
証
罪
（
第
一
五
三
条
）

の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
し
て
、
ま
ず
第
三
四
条
の
適
用
を
検
討
し
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
本
質
的
に
優
越
し
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
続
い
て
第
三
五
条
の
適
用
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
と
の
指
摘
が

９
）

あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
か
。
一
八
一
〇
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
（
フ
ラ
ン
ス
旧
刑
法
）
は
、
緊
急
避
難
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
か
っ
た

が
、
判
例
は
緊
急
避
難
に
よ
る
犯
罪
成
立
阻
却
を
認
め
、
通
説
は
こ
れ
を
優
越
的
利
益
な
い
し
法
益
権
衡
に
よ
る
違
法
性
阻
却
と
解
し
て

い
た
。
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
旧
刑
法
は
「
強
制
（co

n
tra
in
te

）」
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
第
六
四
条
を
置
き
、「
被
告
人
が
行
為
の
時
に
心

神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
と
き
、
又
は
抗
拒
不
能
の
力
に
よ
り
犯
行
を
強
制
さ
れ
た
と
き
は
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
な
ら
な
い
。」と
規
定

し
て
い
た
。
同
条
は
、
心
神
喪
失
と
並
び
、「
強
制
」
に
よ
る
行
為
の
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
で
、「
強
制
」
の
原
因
、
す
な
わ
ち
「
強
制
」

が
自
然
力
、
動
物
、
人
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か
、
外
界
か
ら
の
外
部
的
要
因
と
激
情
等
の
内
部
的
要
因
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か
、
監

視
を
受
け
る
等
の
物
理
的
強
制
と
脅
迫
を
受
け
る
等
の
心
理
的
強
制
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か
を
ま
っ
た
く
区
別
し
て
い
な
か

10
）

っ
た
。
そ

の
後
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
全
面
改
正
さ
れ
、
一
九
九
四
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典（
フ
ラ
ン
ス
現
行
刑
法
）は
、「
強
制
」に
関
す
る
第
一
二
二
｜

二
条
を
従
来
通
り
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
避
難
に
関
す
る
第
一
二
二
｜
七
条
も
新
た
に
規
定
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
現
行
刑
法
は
、
ド

イ
ツ
旧
刑
法
と
同
様
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
と
緊
急
避
難
と
を
別
個
に
規
定
す
る
こ
と
で
、「
強
制
」の
独
立
性
を
改
正
前
以
上
に

強
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
国
は
ど
う
か
。
明
治
一
三
年
刑
法
典
（
旧
刑
法
）
は
、
第
七
五
条
第
一
項
で
「
抗
拒
ス
可
カ
ラ
サ
ル
強
制
ニ
遇
ヒ
其

意
ニ
非
サ
ル
ノ
所
為
」、
同
条
第
二
項
で「
天
災
又
ハ
意
外
ノ
変
ニ
因
リ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
危
難
ニ
遇
ヒ
自
己
若
ク
ハ
親
属
ノ
身
体
ヲ
防
衛

ス
ル
ニ
出
タ
ル
所
為
」
に
つ
き
、「
其
罪
ヲ
論
セ
ス
」
と
規
定
し
、
ド
イ
ツ
旧
刑
法
と
同
様
、
危
難
の
原
因
が
人
に
よ
る
場
合
と
自
然
力
や

物
に
よ
る
場
合
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
四
〇
年
刑
法
典
（
現
行
刑
法
）
は
、
緊
急
避
難
に
関
す
る
規
定
と
し
て
第
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三
七
条
を
置
い
た
も
の
の
、
旧
第
七
五
条
第
一
項
に
相
当
す
る
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
学
説
上
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
議
論
の

余
地
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
は
、
か
つ
て
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
わ
が
国
の
す
べ
て
の
刑
法
に
お
い
て
、

緊
急
避
難
と
別
個
に
扱
わ
れ
た
う
え
で
犯
罪
の
成
立
が
阻
却
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
三
国
と
も
刑
法
の
全
面
改
正
を
経
た

こ
と
に
よ
り
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
と
緊
急
避
難
の
関
係
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
は
緊
急

避
難
の
規
定
を
二
つ
置
い
た
う
え
で
「
強
制
状
態
」
の
規
定
を
削
除
し
緊
急
避
難
の
一
態
様
と
し
て
処
理
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
強
制
」
の
規

定
に
加
え
て
緊
急
避
難
の
規
定
を
明
文
化
、
わ
が
国
は
緊
急
避
難
の
規
定
を
一
つ
置
い
た
う
え
で
「
強
制
」
の
規
定
を
削
除
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国
で
展
開
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

今
日
の
わ
が
国
で
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
の
処
理
に
つ
き
、
違
法
性
阻
却
説
と
責
任
阻
却
説
の
対
立
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が

国
の
緊
急
避
難
規
定
は
第
三
七
条
の
み
し
か
な
く
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
違
法
性
阻
却
と
責
任
阻
却
の
二
種
類
の
緊
急
避
難
規
定
が
置
か

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
規
定
と
別
個
に
、
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の

「
強
制
」
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

さ
ら
に
わ
が
国
で
は
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
違
法
阻

11
）

却
説
、
責
任
阻

12
）

却
説
、
違
法
阻
却
説
を
基
本
と
し
つ
つ
も
生
命
対

生
命
ま
た
は
身
体
対
身
体
の
緊
急
避
難
は
責
任
阻
却
と
す
る
二

13
）

分
説
、
違
法
阻
却
説
を
基
本
と
し
つ
つ
も
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
が
同
価

値
の
場
合
は
責
任
を
阻
却
す
る
二

14
）

分
説
、
責
任
阻
却
説
を
基
本
と
し
つ
つ
も
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
著
し
く
優
越
す
る
場
合
は
違
法
性

を
阻
却
す
る
二

15
）

分
説
、
違
法
阻
却
説
を
基
本
と
し
つ
つ
も
民
法
上
違
法
で
あ
る
場
合
及
び
「
本
質
的
に
優
越
す
る
」
に
至
ら
な
い
場
合
は

可
罰
的
違
法
性
阻
却
、
法
益
同
価
値
の
場
合
は
可
罰
的
責
任
阻
却
と
す
る
二

16
）

分
説
、
違
法
阻
却
説
を
基
本
と
し
つ
つ
も
民
法
上
違
法
で
あ
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る
場
合
は
可
罰
的
違
法
性
阻
却
と
し
法
益
同
価
値
の
場
合
は
責
任
阻
却
と
す
る
三

17
）

分
説
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
違
法
阻

却
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
違
法
性
阻
却
説
を
採
る
論
者
の
多
く
は
、
緊
急
避
難
の
法
的
性

質
に
つ
い
て
違
法
阻
却
説
を
採
っ
た
う
え
で
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
は
緊
急
避
難
に
該
当
す
る
か
ら
、
第
三
七
条
に
よ
り
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
説
は
内
部
で
、
阻
却
さ
れ
る
違
法
性
が
一
般
的
違
法
性
か
可
罰
的
違
法
性
か
の
対
立

が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
責
任
阻
却
説
を
採
る
論
者
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
を
「
免
責
さ
れ
る
緊
急

避
難
」
と
位
置
付
け
る
ド
イ
ツ
の
責
任
阻
却
（
第
三
五
条
）
説
を
引
用
し
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
べ

き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
強
制
状
態
に
お

け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
違
法
性
阻
却
と
責
任
阻
却
の
い
ず
れ
に
位
置
付
け
よ
う
と
も
「
緊
急
避
難
」
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
。
一
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
こ
れ
を
責
任
阻
却
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
超
法
規
的
責
任
阻
却
事
由
で
あ

る
期
待
可
能
性
の
不
存
在
の
問
題
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
を
実
際
に
認
め
た
判

例
は
現
時
点
で
は
皆
無
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
が
国
の
責
任
阻
却
説
は
、
何
故
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
要
件
が
充
足

さ
れ
る
は
ず
の
緊
急
避
難
規
定
を
適
用
せ
ず
超
法
規
的
に
扱
う

18
）

の
か
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
を
緊
急
避
難
で
は
な
く
期
待
可
能
性
の

問
題
と
し
て
扱
う
の
は
、
当
該
行
為
を
不
可
罰
と
す
る
可
能
性
を
事
実
上
閉
ざ
し
て
し
ま
う
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
十
分
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

本
論
文
は
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
他
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
を
不
可
罰
と
す
る
根
拠
及
び
そ
の
具
体
的

な
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
判
例
の
動
向
、
学
説
の
状
況
を
参
照
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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判
例
の
動
向

強
制
状
態
に
お
け
る
被
強
要
者
の
行
為
が
、
緊
急
避
難
の
成
立
な
い
し
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
り
不
可
罰
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た

判
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

一
）
緊
急
避
難
の
成
否
が
争
わ
れ
た
判
例

ま
ず
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
否
が
争
わ
れ
た
判
例
と
し
て
は
、
以
下
の
①
〜
⑥
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
う
ち
③
〜
⑥
判
決
で
は
、
併
せ
て
期
待
可
能
性
の
存
否
も
争
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
判
決
に
お
い
て
、
緊
急
避

難
の
成
立
及
び
期
待
可
能
性
の
不
存
在
は
否
定
さ
れ
、
た
だ
④
判
決
の
み
が
過
剰
避
難
の
成
立
を
認
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

①
最
判
昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
三
日
刑
集
三
巻
一
〇
号
一
六
五
五
頁

Ｘ
は
Ａ
・
Ｂ
と
と
も
に
会
社
事
務
所
へ
の
強
盗
を
企
て
た
が
、
途
中
で
変
心
し
Ａ
・
Ｂ
に
対
し
犯
行
を
止
め
た
と
こ
ろ
、
Ａ
か
ら
「
行

か
な
け
れ
ば
殺
す
ぞ
」
と
脅
さ
れ
た
の
で
、
Ａ
・
Ｂ
と
共
に
会
社
事
務
所
に
押
し
入
っ
て
宿
直
員
Ｙ
を
縛
り
上
げ
強
盗
を
実
行
し
た
事
案

に
つ
い
て
、
Ｘ
の
緊
急
避
難
の
成
否
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、「『
…
…
行
か
な
け
れ
ば
殺
す
ぞ
と
脅
か
し
ま
す
の
で
仕
方
な
く
付
い
て
行
つ

た
の
で
あ
る
。』と
の
供
述
を
以
て
Ｘ
の
判
示
行
為
が
所
論
の
よ
う
に
自
己
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
避
く
る
た
め
已
む
こ

と
を
得
ざ
る
に
出
で
た
行
為
で
あ
る
と
の
緊
急
避
難
行
為
の
主
張
を
し
た
も
の
と
は
解
し
得
ら
れ
な
い
。
…
…
仮
に
Ｘ
が
Ａ
か
ら
…
…
脅

迫
を
受
け
た
と
し
て
も
そ
れ
が
Ｘ
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
し
、
ま
た
鍋
墨
を
顔
に
塗
り
つ
け
、
棍

棒
を
携
え
そ
の
他
原
判
示
の
ご
と
き
Ｘ
の
強
盗
行
為
が
Ａ
の
脅
迫
行
為
を
避
く
る
た
め
止
む
こ
と
を
得
な
い
行
為
又
は
そ
の
程
度
を
越
え
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た
行
為
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
、
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定
し
た
。

本
判
決
は
、「
脅
迫
を
受
け
た
と
し
て
も
そ
れ
が
Ｘ
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
」と
し
た
こ
と
か
ら
、

現
在
の
危
難
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
強
要
者
Ａ
か
ら
の
よ
り
直
接
的
な
暴
行
が
必
要
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
鍋
墨
を
顔

に
塗
り
つ
け
、
棍
棒
を
携
え
」
た
強
盗
行
為
に
つ
い
て
補
充
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
正
体
を
隠
し
凶
器
を
携
え
た
強
盗
行

為
が
悪
質
で
、
仮
に
生
命
・
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
存
在
し
た
場
合
に
も
、
避
難
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
強
盗
行
為
の
必

要
性
・
相
当
性
の
範
囲
を
著
し
く
逸
脱
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
東
京
高
判
昭
和
五
三
年
八
月
八
日
東
高
刑
報
二
九
巻
八
号
一
五
三
頁

Ｘ
１
は
、
暴
力
団
か
ら
依
頼
さ
れ
、
モ
デ
ル
ガ
ン
を
改
造
し
て
け
ん
銃
一
挺
を
製
造
し
、
友
人
の
相
被
告
人
Ｘ
２
を
通
じ
て
暴
力
団
幹

部
Ａ
に
渡
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
１
は
Ａ
か
ら
暴
力
団
の
資
金
を
作
る
た
め
け
ん
銃
を
ま
わ
す
よ
う
要
求
さ
れ
、
そ
の
際
、
暴
力
団
の
威
勢

を
示
す
新
聞
記
事
等
を
見
せ
ら
れ
て
威
圧
を
感
じ
、
要
求
に
応
じ
て
モ
デ
ル
ガ
ン
改
造
け
ん
銃
一
五
挺
を
制
作
し
、
Ｘ
２
を
通
じ
て
Ａ
に

渡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
Ｘ
２
は
Ａ
ら
に
よ
っ
て
組
事
務
所
に
拉
致
・
監
禁
さ
れ
、
手
足
を
縛
ら
れ
た
上
暴
行
を
加
え
ら
れ
、
Ｘ
１

も
Ａ
に
よ
っ
て
組
事
務
所
に
監
禁
さ
れ
て
脅
迫
を
受
け
、
さ
ら
な
る
改
造
け
ん
銃
の
製
作
を
強
要
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
２
に
は
Ａ
の
部

下
の
見
張
り
が
付
い
た
も
の
の
、
Ｘ
１
・
Ｘ
２
両
名
は
組
事
務
所
か
ら
解
放
さ
れ
、
帰
宅
後
に
Ｘ
１
は
組
員
の
監
視
の
下
で
改
造
け
ん
銃

九
挺
を
製
作
し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
１
・
Ｘ
２
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
違
反
行
為
が
緊
急
避
難
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た
が
、
本
判
決
は
次

の
よ
う
に
判
示
し
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定
し
た
。「
Ｘ
１
が
、
Ａ
か
ら
要
求
さ
れ
て
前
示
改
造
け
ん
銃
一
五
挺
を
製
作
し
た
際
に
は
、

Ａ
か
ら
新
聞
記
事
等
を
見
せ
ら
れ
て
威
圧
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
特
段
の
暴
行
、
脅
迫
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
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の
で
あ
っ
て
、
切
迫
し
た
法
益
侵
害
の
危
険
が
あ
る
状
態
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
刑
法
三
七
条
一
項
に
い
う
『
現
在
の
危
難
』

が
存
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
次
に
、
引
き
続
き
前
示
改
造
け
ん
銃
九
挺
を
製
作
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
Ｘ
１
は
、
前
示
の
通
り
、

Ｘ
２
と
も
ど
も
、
Ａ
ら
に
よ
っ
て
暴
行
、
脅
迫
、
不
法
監
禁
さ
れ
て
お
り
、
い
っ
た
ん
解
放
さ
れ
た
も
の
の
、
Ｘ
２
は
Ａ
の
輩
下
が
見
張

り
に
つ
い
て
い
る
状
態
で
あ
っ
て
、
も
し
Ａ
ら
の
要
求
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
Ｘ
１
又
は
Ｘ
２
の
生
命
、
身
体
、
自
由
等
に
危
害
を
加

え
ら
れ
る
切
迫
し
た
危
険
が
あ
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
三
七
条
一
項
に
い
う
『
現
在
の
危
難
』
が
存
し
、

Ｘ
１
と
し
て
は
、
右
危
難
を
避
け
る
た
め
前
示
改
造
け
ん
銃
九
挺
を
製
作
し
た
も
の
と
、
一
応
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
Ｘ
１

が
、
…
…
自
宅
に
帰
っ
た
以
後
の
段
階
に
お
い
て
、
直
ち
に
警
察
、
…
…
あ
る
い
は
検
察
庁
に
被
害
を
通
報
し
て
Ｘ
１
・
Ｘ
２
両
名
の
保

護
な
い
し
Ａ
ら
の
検
挙
を
求
め
る
等
他
に
適
切
な
逃
避
の
道
を
と
る
余
裕
は
充
分
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
１
の
本
件
行
為
を
も
っ
て

同
条
項
に
い
う
『
止
む
こ
と
を
得
ざ
る
に
出
で
た
』
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。

本
判
決
は
、
Ｘ
１
が
暴
力
団
員
か
ら
そ
の
暴
力
団
の
威
勢
を
示
す
新
聞
記
事
等
を
見
せ
ら
れ
て
け
ん
銃
一
五
挺
を
制
作
し
た
際
に
は
、

Ｘ
１
が
特
段
の
暴
行
、
脅
迫
を
受
け
な
か
っ
た
と
し
て
現
在
の
危
難
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
Ｘ
１
が
暴
力
団
事
務
所
に
拉
致

さ
れ
て
暴
行
を
受
け
、
暴
力
団
員
の
監
視
が
つ
い
た
状
態
で
け
ん
銃
九
挺
を
製
作
し
た
際
に
は
、
Ｘ
１
ま
た
は
Ｘ
２
の
生
命
・
身
体
・
自

由
等
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
「
一
応
」
認
め
て
い
る
。
Ｘ
１
・
Ｘ
２
が
暴
行
、
脅
迫
を
受
け
て
か
ら
、
Ｘ
１
が
け
ん
銃
九
挺
を
制
作
す

る
ま
で
の
間
に
あ
る
程
度
の
時
間
的
間
隔
が
存
在
し
た
点
は
、
危
難
の
現
在
性
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
が
、
お
そ
ら
く
本
判
決
は
、

Ｘ
１
に
解
放
後
も
監
視
が
付
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
製
作
前
の
暴
行
・
脅
迫
・
監
禁
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
現
在
の
危
難
が
、
製
作
時
に

も
持
続
し
て
い
た
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
方
で
本
判
決
は
、
Ｘ
１
が
い
っ
た
ん
解
放
さ
れ
て
帰
宅
し
た
以
後
、「
直
ち
に
警
察
、
…
…
あ
る
い
は
検
察
庁
に
被
害
を
通

報
し
て
Ｘ
１
・
Ｘ
２
両
名
の
保
護
な
い
し
暴
力
団
員
ら
の
検
挙
を
求
め
る
等
他
に
適
切
な
逃
避
の
道
を
と
る
余
裕
は
十
分
に
あ
っ
た
」
と
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し
て
補
充
性
を
否
定
し
た
。
Ｘ
１
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
Ｘ
２
に
は
解
放
後
も
見
張
り
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
解
放
前
の
暴

行
・
脅
迫
・
監
禁
に
よ
る
Ｘ
２
の
生
命
・
身
体
・
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
は
、
見
張
り
の
程
度
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
解
放
後
も
依

然
と
し
て
継
続
し
、
Ｘ
１
の
通
報
が
き
っ
か
け
と
な
り
Ｘ
２
の
生
命
・
身
体
・
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｘ

１
が
、
Ｘ
１
自
身
で
は
な
く
Ｘ
２
の
現
在
の
危
難
を
避
け
よ
う
と
し
て
け
ん
銃
制
作
を
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
補
充
性
を
認
め
る
余
地
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

③
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
〇
月
四
日
判
タ
六
九
四
号
一
七
八
頁

Ｘ
は
Ａ
ら
か
ら
覚
せ
い
剤
を
日
本
に
運
ぶ
よ
う
に
頼
ま
れ
た
が
、そ
の
際
Ａ
か
ら
、Ｘ
が
宿
泊
先
の
ホ
ス
テ
ル
に
置
い
て
い
た
パ
ス
ポ
ー

ト
や
現
金
を
預
か
っ
て
お
り
、
依
頼
を
承
諾
す
れ
ば
こ
れ
ら
を
返
す
が
、
承
諾
し
な
け
れ
ば
こ
れ
ら
を
返
さ
な
い
し
、
Ｘ
の
女
友
達
Ｂ
子

に
も
危
害
を
加
え
る
と
言
っ
て
脅
さ
れ
、
そ
こ
で
早
速
宿
泊
先
の
ホ
ス
テ
ル
の
自
室
に
戻
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
べ
ッ
ド
の
下
に
隠
し
て

お
い
た
は
ず
の
バ
ッ
グ
の
中
の
パ
ス
ポ
ー
ト
や
現
金
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
Ａ
が
予
告
し
て
い
た
と
お
り
、
Ｂ
子
も
見
知
ら
ぬ
男

に
付
け
回
さ
れ
た
と
言
っ
て
怯
え
、
Ｘ
の
所
へ
訴
え
て
き
た
た
め
、
Ｘ
と
し
て
は
、
Ｂ
子
と
Ｘ
の
身
の
安
全
を
考
え
て
や
む
な
く
Ａ
の
右

申
し
出
に
応
ず
る
こ
と
と
し
、
覚
せ
い
剤
を
日
本
に
密
輸
入
し
た
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ｘ
自
身
及
び
Ｂ
子
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
Ａ

ら
か
ら
の
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
し
て
行
っ
た
緊
急
避
難
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
状
況
下
で
は
Ｘ
は
期
待
可

能
性
を
欠
い
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、「
前
記
認
定
の
程
度
の
Ａ
に
よ
る
一
連
の
脅
迫
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｘ
及
び
Ｂ
子
の
生
命
、

身
体
に
対
す
る
危
難
が
現
在
し
て
い
た
と
か
、
あ
る
い
は
Ｘ
に
本
件
覚
せ
い
剤
の
輸
入
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
不
可
能

な
状
況
に
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」と
判
示
し
て
、
緊
急
避
難
の
成
立
及
び
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
否
定

19
）

し
た
。
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④
東
京
地
判
平
成
八
年
六
月
二
六
日
判
時
一
五
七
八
号
三
九
頁

オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
信
者
Ｘ
は
、
教
団
脱
会
後
、
教
団
と
の
接
触
を
断
っ
て
い
た
が
、
教
団
付
属
医
院
に
お
い
て
薬
剤
師
を
し
て
い
た

Ａ
か
ら
、
当
時
付
属
医
院
に
入
院
し
て
い
た
Ｘ
の
母
親
Ｂ
子
に
つ
き
、
教
団
の
治
療
方
法
で
は
病
状
が
悪
化
す
る
一
方
で
あ
る
か
ら
、
教

団
施
設
か
ら
Ｂ
子
を
連
れ
だ
し
別
途
治
療
す
べ
き
で
あ
る
と
持
ち
か
け
ら
れ
て
こ
れ
を
承
諾
し
、
Ｘ
と
Ａ
は
Ｂ
子
を
連
れ
出
す
べ
く
教
団

施
設
内
に
侵
入
し
た
が
、
教
団
信
者
ら
に
発
見
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
両
手
に
前
手
錠
を
掛
け
ら
れ
、
ガ
ム
テ
ー
プ
で
口
を
塞
が
れ
て
身
体
を

拘
束
さ
れ
た
。
教
団
の
教
祖
Ｃ
は
、
Ｘ
に
対
し
、
Ａ
と
Ｂ
子
が
関
係
を
持
っ
て
い
た
な
ど
と
二
人
を
あ
し
ざ
ま
に
述
べ
立
て
、
お
前
は
Ａ

の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
大
き
な
悪
行
を
積
ん
だ
な
ど
と
言
っ
た
後
、「
お
前
は
ち
ゃ
ん
と
家
に
帰
し
て
や
る
か
ら
、
心
配
す
る
な
」「
た
だ
、

そ
れ
に
は
条
件
が
あ
る
」「
お
前
が
Ａ
を
殺
す
こ
と
だ
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
お
前
も
こ
こ
で
殺
す
。
で
き
る
か
」
な
ど
と
言
っ
て
、

Ｘ
を
解
放
す
る
条
件
と
し
て
Ａ
を
殺
害
す
る
よ
う
に
告
げ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
Ｃ
の
申
し
出
を
拒
否
し
て
も
た
だ
ち
に
自
己
が
殺
害
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
Ａ
を
殺
害
し
さ
え
す
れ
ば
自
分
は
無
事
に
戻
れ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
旨
を
確
認
し
「
そ
れ
は
約
束
す

る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
の
殺
害
を
決
意
し
、
教
団
幹
部
に
よ
っ
て
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
Ａ
の
首
を
ロ
ー
プ
で
絞
め
て
殺
害

し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
の
Ａ
殺
害
に
つ
い
て
の
緊
急
避
難
の
成
否
及
び
期
待
可
能
性
の
存
否
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
本
判
決
は
、
Ａ

の
殺
害
は
教
団
の
制
裁
行
為
で
あ
り
、
Ｘ
も
、
Ａ
を
殺
害
す
る
こ
と
が
教
団
と
し
て
の
制
裁
行
為
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
Ｃ
の
指

示
に
従
っ
て
Ａ
を
殺
害
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｘ
と
Ｃ
及
び
そ
の
場
に
い
た
教
団
幹
部
と
の
間
に
、
Ａ
を
殺
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
共

謀
が
成
立
し
て
い
た
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
Ｘ
の
行
為
が
過
剰
避
難
に
当
た
る
と
し
た
。

「
緊
急
避
難
に
お
け
る
『
現
在
の
危
難
』
と
は
、
法
益
の
侵
害
が
現
に
存
在
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
間
近
に
押
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
り
、
近
い
将
来
侵
害
を
加
え
ら
れ
る
蓋
然
性
が
高
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
侵
害
が
間
近
に
押
し
迫
っ
て
い
る
と
は
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い
え
な
い
。
ま
た
、
本
件
の
よ
う
に
、
生
命
対
生
命
と
い
う
緊
急
避
難
の
場
合
に
は
、
そ
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
格
な
解
釈
を

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
Ｘ
は
、
…
…
『
尊
師
の
部
屋
』
に
お
い
て
、
両
手
に
前
手
錠
を
さ
れ
た
う
え
、
Ｘ
の

面
前
に
お
い
て
、
そ
の
周
囲
を
一
〇
名
近
く
の
教
団
幹
部
に
囲
ま
れ
た
状
態
で
、
Ｃ
か
ら
Ａ
を
殺
害
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
を
決
意

し
、
そ
の
後
、
同
室
内
で
、
同
様
に
教
団
幹
部
が
周
囲
に
い
る
中
、
前
手
錠
を
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
Ａ
殺
害
行
為
に
及
ん
で
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｃ
ら
に
不
法
に
監
禁
さ
れ
た
状
態
下
で
、
Ａ
の
殺
害
を
決
意
し
、
そ
の
殺
害
行
為
に
及
ん
だ
も

の
で
あ
る
か
ら
、
右
時
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
、
Ｘ
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

…
…
（
Ｘ
と
Ａ
の
教
団
侵
入
行
為
は
）
教
団
内
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
五
逆
の
大
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
該
当
す
る
極
め
て
大

き
な
悪
行
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
悪
行
を
積
ん
だ
者
は
殺
害
し
て
も
本
人
の
利
益
に
な
る
と
い
う
教
え
が
あ
る
こ
と
、
Ｘ
を
囲
ん
で
い

た
教
団
幹
部
は
、
こ
の
教
え
を
信
じ
て
お
り
、
実
際
に
こ
の
教
え
を
実
践
し
た
者
も
い
た
こ
と
、
本
件
当
時
、
…
…
地
下
室
に
は
、
マ
イ

ク
ロ
波
を
用
い
た
死
体
焼
却
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
…
…
の
事
実
関
係
に
、
Ｃ
が
教
団
幹
部
の
一
人
に
対
し
『
今
か
ら
処
刑

を
行
う
』
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
…
…
Ｃ
が
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
教
団
幹
部
に
対
し
、
Ａ
と
Ｘ
の
二
人
と
も
殺
害
す
る
ほ
か
な

い
か
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
幹
部
ら
の
意
見
を
徴
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
Ｃ
の
意
思
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
Ｘ
も

殺
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
…
…
Ｃ
は
、
…
…
Ｘ
が
Ａ
を
殺
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
…
…

Ｃ
と
し
て
も
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
Ｘ
を
殺
害
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｘ
を
し
て
Ａ
を
殺
害
さ
せ
よ
う
と
の
意
図
で
あ
っ
た
と
推
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
Ｘ
が
あ
く
ま
で
Ａ
を
殺
害
す
る
よ
う
に
説
得
す
る
Ｃ
の
言
葉
に
逆
ら
い
、
Ａ
殺
害
を
強
硬
に
拒
否
し
続
け
た
と

す
れ
ば
、
Ｘ
自
身
も
殺
害
さ
れ
る
可
能
性
が
存
し
た
と
は
い
い
得
る
が
、
…
…
Ｘ
が
Ａ
殺
害
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
場

で
被
告
人
の
殺
害
行
為
に
移
ろ
う
と
い
う
こ
と
ま
で
意
図
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、『
で
き
な

け
れ
ば
お
前
を
殺
す
。』と
い
う
Ｃ
の
言
葉
も
、Ｘ
に
Ｃ
殺
害
を
決
意
さ
せ
る
た
め
の
脅
し
文
句
の
一
種
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。…
…
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実
際
に
、
Ｃ
な
い
し
は
周
囲
に
い
る
教
団
幹
部
が
、
Ｘ
に
対
し
凶
器
を
突
き
付
け
る
な
ど
し
て
Ａ
殺
害
を
迫
っ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
加
え
、
…
…
Ｃ
は
、
Ｘ
に
対
し
、
Ａ
を
殺
害
す
る
よ
う
命
じ
た
後
、
Ｘ
が
明
確
な
答
え
を
せ
ず
、
時
間
を
稼
い
で
い
る
間

に
、
…
…
Ｃ
が
絶
え
間
な
く
Ｘ
に
Ａ
の
殺
害
を
迫
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
、
…
…
Ｘ
が
Ａ
の
殺
害
を
決
意
す
る
ま
で
の
間
に
Ｘ
が

Ａ
の
殺
害
を
拒
絶
し
た
り
、
命
乞
い
を
す
る
な
ど
し
て
事
態
が
緊
迫
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
…
…
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
時
点
で
、
仮
に
Ｘ
が
Ｃ
殺
害

を
拒
否
し
て
も
、
た
だ
ち
に
Ｘ
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
危
険
性
も
高
か
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
生
命

に
対
す
る
現
在
の
危
難
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
の
行
為
は
緊
急
避
難
行
為
に
は
該
当
し
な
い
」。

「
Ｘ
自
身
、
あ
く
ま
で
Ｃ
の
命
令
に
逆
ら
い
、
Ａ
の
殺
害
を
拒
否
し
続
け
れ
ば
Ｘ
の
生
命
も
危
う
く
な
る
と
い
う
認
識
は
有
し
て
い
た
と

し
て
も
、
…
…
Ａ
の
殺
害
を
断
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
Ｘ
が
殺
害
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
認
識
し
得
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
…
…
Ｘ
も
、
自
己
の
生
命
に
対
す
る
侵
害
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
ま
で
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か

ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｘ
に
誤
想
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
誤
想
避
難
も
成
立
し
な
い
」。

し
か
し
、「
緊
急
避
難
、
過
剰
避
難
の
成
立
要
件
で
あ
る
『
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
に
出
で
た
る
行
為
』
と
は
、
当
該
避
難
行
為
を
す
る
以

外
に
他
に
方
法
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
条
理
上
肯
定
し
得
る
場
合
を
い
う
。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
避
難
行
為

が
他
人
の
生
命
を
奪
う
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
要
件
を
よ
り
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
…
…
で
あ
る
。
…
…
Ｘ
が
避
難
行
為
に
出
る
以

前
に
ど
れ
だ
け
の
行
為
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
み
て
、
現
在
の
危
難
を
避
け
得
る
現
実
的
な
可
能
性

を
も
っ
た
方
法
が
当
該
避
難
行
為
以
外
に
も
存
在
し
た
か
否
か
と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
…
…
Ｘ
が
自
力
で
こ
の
拘
束
状
態
か
ら

脱
出
す
る
こ
と
や
、
外
部
に
連
絡
し
て
官
憲
の
救
助
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
…
…
Ｘ
に
Ｃ
の
翻
意

を
促
す
説
得
行
為
を
要
求
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
Ｘ
の
身
体
の
拘
束
が
解
か
れ
る
現
実
的
な
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
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な
い
…
…
。
…
…
結
局
、
Ｘ
が
身
体
拘
束
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
Ａ
を
殺
害
す
る
と
い
う
方
法
し
か
と
り
得
る
方
法
が
な
か
っ

た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」。

「
相
当
性
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
本
件
で
は
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
法
益
が
Ｘ
の
身
体
の
自
由
で
あ
り
、
避
難
行
為
に
よ
っ
て
侵

害
さ
れ
る
法
益
が
Ａ
の
生
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
当
初
よ
り
法
益
の
均
衡
を
著
し
く
失
し
て
い
る
と
も
い

え
、
…
…
条
理
上
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
…
…
。
し
か
し
な
が
ら
、
…
…
危
難
の
現
在
性
は
認
め
ら
れ

な
い
と
は
い
え
、
Ｘ
が
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
拒
否
す
れ
ば
Ｘ
自
身
の
生
命
に
対
し
て
も
侵
害
が
及
び
か
ね
な
い
状
況
も
他
方
で
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
り
…
…
、
避
け
よ
う
と
し
た
危
難
が
Ｘ
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
…
…
Ｘ
の

生
命
に
対
す
る
侵
害
の
可
能
性
も
な
お
存
在
し
て
い
た
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
避
難
行
為
の
相
当
性
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」。

「
Ｘ
は
、
自
己
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
Ａ
を
殺
害
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
益
の
均
衡
を
失
し
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
Ｘ
の
行
為
に
は
、
過
剰
避
難
が
成
立
す
る
」。

「
期
待
可
能
性
の
理
論
に
よ
る
責
任
の
阻
却
は
、
厳
格
な
要
件
の
下
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
客
観
的
に
み
て
当
該
行
為
が
心
理
的

に
抵
抗
で
き
な
い
強
制
下
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
、
極
限
的
な
事
態
に
お
い
て
初
め
て
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
…
…
Ｘ
が
Ａ
の
殺
害
行
為
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
Ｘ
の
生
命
が
危
う
く
な
る
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
に
は

な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
上
、
…
…
凶
器
を
突
き
付
け
る
な
ど
し
て
有
無
を
言
わ
せ
ず
Ａ
の
殺
害
を
迫
る
と
い
っ
た
状
況
に
も
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
当
時
の
Ｘ
が
心
理
的
な
強
制
下
に
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
…
…
（
Ａ
殺
害
の
申
し
出
を
）
拒
否
す
る
な
ど
し
て
Ａ
殺

害
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
Ｃ
に
対
し
て
Ａ
の
助
命
を
嘆
願
し
、
翻
意
を
促
す
な
ど
、
そ
の
場
で
Ａ
を
殺
害
し
な
い
で

も
済
む
よ
う
な
努
力
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
、
Ｘ
に
対
し
、
Ａ
殺
害
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
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れ
る
し
、
Ｘ
の
立
場
を
一
般
通
常
人
に
置
き
換
え
て
も
、
本
件
の
具
体
的
状
況
の
下
で
は
、
Ａ
殺
害
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
Ｘ
の
責
任
が
減
少
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
そ
の
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
で
疑
問
が
あ
る
。

第
一
は
、
現
在
の
危
難
の
判
断
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
Ｘ
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
肯
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
避
け
る

た
め
に
Ａ
を
殺
害
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
補
充
性
、
相
当
性
を
認
め
な
が
ら
、
法
益
権
衡
を
否
定
し
て
過
剰
避
難
に
あ
た
る
と
し
た
が
、

生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
否
定
し
た
判
断
に
は
疑
問
が
残
る
。
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
教
団
の
教
祖
Ｃ
の
存
在
は
絶
対
的
で
あ

り
、
Ｃ
が
は
じ
め
は
Ｘ
と
Ａ
両
名
の
殺
害
を
教
団
幹
部
に
ほ
の
め
か
し
て
い
た
点
や
、「
で
き
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」と
い
う
Ｃ
の
言
葉
、

Ｘ
の
拘
束
状
況
や
教
団
幹
部
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
た
点
等
を
考
慮
す
る
と
、
生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
肯
定
す
る
こ
と
も
十
分
可

能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
は
、
Ｃ
の
「
お
前
を
殺
す
」
と
い
う
発
言
を
単
な
る
「
脅
し
文
句
の
一
種
」
と
し
た
が
、
事
件
の

経
緯
や
オ
ウ
ム
真
理
教
団
の
当
時
の
状
況
等
に
鑑
み
る
と
、
一
概
に
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
将
来
に
お
い
て
危
難
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
程
度
で
は
、
た
し
か
に
現
在
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き

20
）

な
い
。

し
か
し
、
本
件
で
は
、
た
と
え
命
乞
い
を
し
た
と
し
て
も
、
Ｘ
が
Ａ
を
殺
害
す
る
以
外
に
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
危
難
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と

は
困
難
で
、「
で
き
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」と
言
わ
れ
た
時
点
で
の
Ｘ
の
選
択
肢
は
、
Ａ
殺
害
を
拒
否
し
て
自
身
が
殺
害
さ
れ
る
か
、
Ａ

を
殺
害
し
て
自
身
の
生
命
を
保
全
す
る
か
の
二
つ
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
、
判
決
自
身
も
、
Ａ
殺
害
の
拒
絶
や
命
乞
い
に
よ
り
危
難
を
減

少
さ
せ
得
た
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
。
Ａ
を
殺
害
す
る
ほ
か
に
Ｘ
の
生
命
を
保
全
し
う
る
選
択
肢
が
失
わ
れ
た
以
上
は
、
Ｘ
の
生
命
の
危

難
に
つ
い
て
の
現
在
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

21
）

れ
る
。

も
っ
と
も
、
判
例
は
、
①
②
判
決
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
命
を
保
全
法
益
と
す
る
強
要
緊
急
避
難
に
つ
い
て
現
在
性
を
認
め
る
た

北研48(1・ )87 87

強制状態における行為 ㈠



め
に
は
、
被
強
要
者
が
単
な
る
脅
迫
を
受
け
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
暴
行
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、「
で
き
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」と
い
う
脅
迫
の
言
動
だ
け
で
は
生
命
に
対
す
る
現
在

の
危
難
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
教
団
幹
部
に
囲
ま
れ
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現

在
の
危
難
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
あ
る
と
言
う
に
は
足
り
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
現
在
の
危
難
の
有
無
は
、
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
暴
行
の
有
無
の
み
を
重
視
す
る
の
は
妥

当
と
は
い
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
本
件
で
は
、
た
と
え
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
避
難
の
意
思
を
必
要
と
す
る
判
例
の

立
場
を
前
提
に
、
避
難
の
意
思
が
不
足
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
結
局
は
過
剰
避
難
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
判
決

で
は
、
Ｘ
は
、
生
命
に
対
す
る
危
難
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
生
命
に
対
す
る
避
難
の
意
思
、
ひ
い
て
は
生
命

に
対
す
る
緊
急
避
難
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
限
度
で
は
危
難
を
認
識
し
て
い
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
避
難
の
意
思
、
ひ
い
て
は
身
体
の
自
由
を
保
全
法
益
と
す
る
限
度
で
の
避
難
行
為
は
認
め
ら
れ
う
る
の
で
あ

る
。第

二
は
、
相
当
性
の
判
断
で
あ
る
。
本
判
決
は
「
相
当
性
」
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
相
当
性
」
と
は
、
一
体
い
か
な
る

意
味
の
「
相
当
性
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
補
充
性
と
法
益
権
衡
性
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
両
方
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
。
補
充
性
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
は
、「
Ｘ
が
身
体
拘
束
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
Ａ
を
殺
害
す
る
と
い
う
方
法

し
か
と
り
得
る
方
法
が
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、「
相
当
性
」
と
は
別
個
に
判
断
し
て
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

法
益
権
衡
性
に
つ
い
て
は
、「
自
己
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
Ａ
を
殺
害
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
益
の
均
衡
を

失
し
て
い
る
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
相
当
性
」
の
意
味
を
法
益
権
衡
そ
の
も
の
、
な
い
し
補
充
性
に
内
在
す
る
法
益
権
衡

北研48(1・ )88 88

論 説



の
制
約
と
解
し
た
場
合
に
は
、
法
益
権
衡
の
要
件
を
欠
く
と
し
た
点
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
判
決
が
、
補
充
性
を
肯
定
し
、
法
益
権
衡
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
相
当
性
」
を
検
討
し
た
の
は
な
ぜ
か
。「
避
け
よ
う
と

し
た
危
難
が
Ｘ
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
…
…
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
侵
害
の
可
能
性
も
な

お
存
在
し
て
い
た
と
い
い
得
る
」
か
ら
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
点
は
、
法
益
権
衡
性
と
「
相
当
性
」
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
。
し
か

し
、「
背
後
」
と
は
い
え
、「
相
当
性
」
を
認
め
る
程
度
に
Ｘ
の
「
生
命
」
に
対
す
る
侵
害
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
認
定

に
あ
る
よ
う
に
、
Ａ
殺
害
の
拒
絶
が
事
態
を
緊
迫
化
さ
せ
る
可
能
性
は
高
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
端
的
に
Ｘ
の
生
命
に
対
す
る
現
在
の

危
難
を
認
め
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
Ｘ
が
自
己
の
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
直
接
的
に
認
識
し
て
い
な
か
っ

た
と
認
定
さ
れ
た
点
か
ら
、
Ｘ
の
危
難
が
、
生
命
に
対
す
る
危
難
の
認
識
を
喚
起
す
る
に
至
ら
な
い
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
解

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
判
決
に
お
け
る
「
相
当
性
」
の
意
味
は
不
明
確
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
、
本

判
決
の
い
う
「
相
当
性
」
は
「
社
会
的
相
当
性
」
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

22
）

な
い
。

第
三
は
、
緊
急
避
難
と
過
剰
避
難
の
関
係
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「
Ｘ
の
行
為
は
緊
急
避
難
行
為
に
は
該
当
し
な
い
」と
し
た
後
で
、「
Ｘ

の
行
為
に
は
、
過
剰
避
難
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
過
剰
防
衛
・
過
剰
避
難
は
、「
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難

が
許
さ
れ
る
場
合
に
、
防
衛
・
避
難
の
た
め
に
な
さ
れ
た
行
為
が
『
や
む
を
え
な
い
』
と
い
う
要
件
を
欠
く
と
き
に
だ
け
認
め
ら

23
）

れ
る
」

も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
順
序
と
し
て
は
、
緊
急
避
難
の
成
否
の
検
討
の
過
程
で
、「
や
む
を
得
な
い
」要
件
、
す
な
わ
ち
法
益
権
衡
性

と
補
充
性
の
要
件
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
満
た
さ
な
い
行
為
が
過
剰
避
難
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
の
よ
う
に
、

緊
急
避
難
は
成
立
し
な
い
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
過
剰
避
難
の
成
否
を
独
立
に
検
討
す
る
と
い
う
の
は
、
緊
急
避
難
の
程
度
を
越
え
た
場

合
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
過
剰
避
難
の
地
位
に
鑑
み
疑
問
が
残
る
。

第
四
は
、
期
待
可
能
性
の
判
断
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
Ｘ
に
は
、
Ｃ
に
対
し
殺
害
の
拒
絶
や
命
乞
い
を
す
る
努
力
が
期
待
さ
れ
て
い
た
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と
す
る
。
そ
し
て
、
期
待
可
能
性
を
欠
く
と
言
う
に
は
、
前
手
錠
に
よ
る
拘
束
で
は
足
り
ず
、
凶
器
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う

な
心
理
的
強
制
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
以
上
の
本
判
決
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
期
待
可
能
性
論
に
よ
る
責
任
阻
却
は
法
規
範

が
弛
緩
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
し
て
好
意
的
に
捉
え
る
論
者
も
あ

24
）

る
が
、「
努

力
を
す
れ
ば
殺
害
を
し
な
い
で
済
ん
だ
は
ず
だ
と
い
え
な
け
れ
ば
、
適
法
行
為
が
期
待
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え

25
）

な
い
」、「
過
剰
避
難
の

補
充
性
判
断
に
際
し
て
、
説
得
行
為
に
よ
っ
て
被
告
人
の
身
体
の
拘
束
が
解
か
れ
る
現
実
的
な
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し
て
お
き
な

が
ら
、
期
待
可
能
性
判
断
に
お
い
て
は
同
様
の
行
為
を
な
お
期
待
可
能
と
す
る
の
は
、
被
告
人
に
不
能
を
強
い
る
こ
と
に
他
な
ら

26
）

な
い
」

な
ど
の
批
判
も
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｘ
が
い
か
に
命
乞
い
等
で
殺
害
を
引
き
延
ば
し
た
と
し
て
も
、
結
局
は
Ａ
を
殺
害
す
る
か
Ｘ
が
殺
さ

れ
る
か
の
二
者
択
一
と
な
り
、
官
憲
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
か
っ
た
と

解
す
る
余
地
は
十
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
Ｘ
が
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
認
定
を
前

提
と
す
れ
ば
、
Ｘ
の
心
理
的
な
状
態
が
期
待
可
能
性
を
欠
く
ほ
ど
の
極
限
状
況
で
な
か
っ
た
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
。

⑤
仙
台
高
判
平
成
九
年
三
月
一
三
日
高
検
速
平
成
九
年
一
四
三
頁

Ｘ
は
、
自
称
祈
祷
師
の
Ａ
女
と
知
り
合
い
、
夫
Ｂ
と
共
に
Ａ
女
の
霊
力
を
信
ず
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
七
年
五
月
七
日
頃
か
ら
Ｘ
と
Ｂ
、

二
人
の
子
供
と
共
に
Ａ
女
方
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
当
時
、
Ａ
女
方
に
は
Ａ
女
の
信
奉
者
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
が
同
居
し
、
と
り
つ

い
た
悪
霊
を
除
去
す
る
と
い
う
名
目
で
、
対
象
と
な
っ
た
者
を
殴
打
あ
る
い
は
足
蹴
、
足
踏
み
す
る
「
御
用
」
と
称
す
る
暴
行
が
行
わ
れ

て
お
り
、
既
に
四
名
が
「
御
用
」
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
死
体
は
Ａ
女
方
の
一
室
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
Ｘ
ら
は
当
初
こ
の
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
。
五
月
一
〇
日
頃
、
Ｘ
は
、
Ａ
女
に
指
示
さ
れ
、
Ａ
女
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
ら
と
共
に
、
Ａ
女
方
に
出
入
り
し
て
い
た
Ｆ
に

対
し
「
御
用
」
と
称
す
る
暴
行
を
加
え
始
め
た
。
五
月
中
旬
頃
、
Ｂ
の
言
動
に
立
腹
し
た
Ａ
女
の
指
示
に
よ
り
、
Ｆ
と
共
に
Ｂ
も
「
御
用
」

北研48(1・ )90 90

論 説



の
標
的
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
Ｘ
も
Ａ
女
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
ら
と
共
に
Ｂ
に
対
し
て
暴
行
を
加
え
、
五
月
二
五
日
頃
、
Ｂ
を
死
亡
さ
せ

た
。
Ｘ
は
Ｂ
の
死
を
前
に
「
警
察
に
行
く
」
等
と
発
言
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
女
の
指
示
に
よ
り
、
五
月
二
五
日
頃
か
ら
六
月
三
日
頃
ま
で

の
間
、「
御
用
」
を
受
け
続
け
た
。
六
月
三
日
頃
、
Ｘ
へ
の
「
御
用
」
は
Ａ
女
の
指
示
に
よ
り
中
断
、
六
月
四
日
か
ら
Ｆ
に
対
す
る
「
御
用
」

が
再
開
さ
れ
、
Ｘ
は
、
殺
意
を
も
っ
て
、
Ａ
女
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
ら
と
共
に
Ｆ
に
対
し
執
拗
な
暴
行
を
加
え
、
六
月
六
日
頃
、
Ｆ
を
死
亡

さ
せ
た
。
六
月
七
日
頃
か
ら
、
Ｘ
は
再
び
Ａ
女
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
ら
か
ら
「
御
用
」
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
六
月
一
八
日
に
Ｘ

が
救
出
さ
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ａ
女
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
Ｆ
に
対
す
る
「
御
用
」
を
拒
否
す
れ
ば
、
Ｘ
が
「
御
用
」
の
対
象
と
さ
れ
る

危
険
が
切
迫
し
て
い
た
と
し
て
、
Ｆ
に
対
す
る
殺
人
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
立
及
び
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
主
張
し
た
が
、
本
判
決

は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
Ｘ
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。「
当
時
Ｘ
は
、
…
…
自
分
の
子
供
の
た
め
に
何
と
し
て
で
も
生
き
残
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
Ａ
女
の
い
う
と
お
り
に
し
な
け
れ
ば
、
自
分
が
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
と
思
い
、
生
き
残
る
た
め
に
は
Ｆ
を
死
な
せ
て
も
仕
方

な
い
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
心
境
の
も
と
に
Ｆ
に
対
す
る
暴
行
に
加
担
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
…
…
六
月
四
日

当
時
、
Ｘ
は
『
御
用
』
の
対
象
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
上
に
、
当
時
Ａ
女
方
に
は
、
Ａ
女
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
女
、
Ｘ
の
ほ
か
、
幼
い
子
ら
が

起
居
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
Ａ
女
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
日
中
外
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
、
Ｘ
が
二
人
の
子
を
伴
っ

て
Ａ
女
方
を
脱
出
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
所
論
は
、
Ｘ
の
夫
や
Ｆ
を
含
む
六
名
の
被
害
者
ら
が
Ａ
女

方
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
せ
ず
に
死
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
等
を
根
拠
に
、
Ｘ
が
Ａ
女
の
呪
縛
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
っ
て
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
Ｘ
が
Ｆ
に
対
す
る
犯
行
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
旨
主
張
す
る
が
、
…
…
Ｘ
は
、

平
成
七
年
五
月
二
五
日
頃
夫
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
と
と
も
に
、
…
…
四
人
の
遺
体
を
確
認
し
、
そ
れ
に
引
き
続
き
Ｘ
自

身
が
『
御
用
』
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
Ｘ
は
Ａ
女
の
霊
力
に
対
し
疑
問
を
抱
き
、
そ
れ
ま
で
神
様
と
信
じ
て
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い
た
Ａ
女
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
な
ど
、
Ａ
女
に
対
す
る
心
理
的
束
縛
か
ら
相
当
程
度
解
放
さ
れ
た
心
理
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｘ
の
主
観
的
、
心
理
的
側
面
に
お
い
て
も
、
Ｘ
が
自
力
で
Ａ
女
方
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｘ
は
、
そ
の
後
も
Ａ
女
方
か
ら
脱
出
、
逃
走
す
る
こ
と
な
く
、
Ａ
女
ら
か
ら
『
御
用
』
の
対
象
と
さ
れ
瀕
死
の

重
傷
を
負
う
に
至
っ
て
い
る
が
、
当
時
Ｘ
は
夫
の
み
な
ら
ず
Ｆ
を
も
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
犯
行
に
加
担
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
負
い
目
も

あ
っ
て
、
Ａ
女
に
抗
し
て
同
人
方
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
を
決
断
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
当
時

Ｘ
の
身
辺
に
は
現
在
の
危
難
が
切
迫
し
て
い
た
と
は
到
底
認
め
ら
れ
ず
、
Ｘ
に
対
し
適
法
行
為
に
出
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
に
も
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
危
難
の
判
断
に
疑
問
が
あ
る
。
本
判
決
は
、「
Ａ
女
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
日
中
外
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
、
Ｘ
が
二
人
の
子
を
伴
っ
て
Ａ
女
方
を
脱
出
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」こ
と
、

「
Ａ
女
に
対
す
る
心
理
的
束
縛
か
ら
相
当
程
度
解
放
さ
れ
た
心
理
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｘ
の
主
観
的
、
心

理
的
側
面
に
お
い
て
も
、
Ｘ
が
自
力
で
Ａ
女
方
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

Ｘ
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
否
定
し
て
い
る
。
客
観
面
で
は
Ｘ
の
拘
束
状
態
が
問
題
と
さ
れ
、
主
観
面
で
は
Ｘ
が
拘
束

状
態
か
ら
自
力
で
脱
出
し
う
る
心
理
状
態
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
客
観
面
の
拘
束
状
態

に
つ
い
て
は
、
現
在
性
の
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
④
判
決
は
、「
自
力
で
こ
の
拘
束
状
態
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
や
、
外
部
に
連

絡
し
て
官
憲
の
救
助
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
」
場
合
に
つ
い
て
補
充
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
、
拘
束

状
態
の
有
無
は
、
生
命
・
身
体
法
益
保
全
の
た
め
の
緊
急
避
難
に
関
し
て
は
、
現
在
性
よ
り
む
し
ろ
補
充
性
の
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
保
全
法
益
を
Ｘ
の
生
命
で
は
な
く
身
体
の
自
由
と
解
す
る
な
ら
ば
、
本
件
で
の
Ｘ
の
拘
束
は
不
完
全

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
の
危
難
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
監
禁
は
、
一
定
区
域
か
ら
の
脱
出
を
、
不
可
能
も
し
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く
は
著
し
く
困
難
に
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
本
判
決
は
、「
Ａ
女
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
日
中
外
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
客

観
的
に
は
、
Ｘ
が
二
人
の
子
を
伴
っ
て
Ａ
女
方
を
脱
出
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
が
、
Ａ
女
方
に
は
な
お
も
Ａ
女
の

信
奉
者
Ｅ
女
が
常
に
残
っ
て
お
り
、こ
の
よ
う
な
状
態
で
Ｘ
が
二
人
の
子
を
連
れ
て
脱
出
す
る
と
い
う
の
は
、や
は
り
著
し
く
困
難
で
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

で
は
、
本
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
Ａ
女
方
か
ら
の
脱
出
が
客
観
的
に
著
し
く
困
難
と
い
え
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
現
在

の
危
難
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
女
ら
に
よ
る
Ｘ
の
監
禁
は
、
宗
教
的
、
心
理
的
束
縛
と
い
う
無
形
的
方
法
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
Ｘ
が
「
Ａ
女
に
対
す
る
心
理
的
束
縛
か
ら
相
当
程
度
解
放
さ
れ
た
心
理
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
時
点
に
お
い
て
、
Ａ
女
ら
に
よ
る
Ｘ
の
監
禁
が
終
了
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
以
前
で
あ
れ

ば
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
は
認
め
ら
れ
る
が
、「
解
放
さ
れ
た
心
理
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
た
」以
降
は
、
現
在
の
危
難
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
Ｘ
は
、
Ｘ
自
身
が
「
御
用
」
の
対
象
と
さ
れ
る
危
険
が
切
迫
し
て
い
た
旨
主
張
し
て
い
る
。「
御
用
」
は
宗
教
的
な
集
団
暴
行

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
身
体
の
自
由
と
い
う
よ
り
、
身
体
法
益
そ
の
も
の
を
保
全
法
益
と
す
る
緊
急
避
難
の
主
張
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
本
判
決
が
、
Ａ
女
方
か
ら
の
脱
出
の
可
能
性
を
第
一
に
論
じ
た
の
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
Ｘ

が
Ｆ
に
対
し
暴
行
な
い
し
殺
人
行
為
に
出
な
け
れ
ば
、
Ｘ
自
身
が
暴
行
な
い
し
殺
害
さ
れ
た
と
言
い
う
る
状
況
で
あ
っ
た
か
を
第
一
に
論

じ
、
そ
の
次
に
、
補
充
性
の
問
題
と
し
て
、
Ｘ
の
Ａ
女
方
か
ら
の
脱
出
の
可
能
性
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
脱
出
の
可
能
性

が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
こ
そ
、
④
判
決
と
同
様
、
保
全
法
益
を
身
体
の
自
由
と
し
た
現
在
の
危
難
の
存
否
を
判
断
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
保
全
法
益
を
Ｘ
の
生
命
な
い
し
身
体
と
考
え
た
場
合
、
現
在
の
危
難
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
①
②
④
判
決
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に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
判
例
は
、
強
要
に
よ
る
現
在
の
危
難
を
認
め
る
に
は
、
例
え
ば
「
殺
す
ぞ
」
等
と
い
う
よ
う
な
言
動
に
よ
る
強
要

で
は
足
り
ず
、
ナ
イ
フ
を
突
き
つ
け
る
よ
う
な
直
接
的
な
強
要
が
必
要
で
あ
る
と
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
従

う
な
ら
ば
、
本
件
で
は
、
生
命
法
益
に
対
す
る
現
在
の
危
難
は
当
然
に
否
定
さ
れ
る
。
Ｘ
は
「
御
用
」
に
よ
っ
て
眼
前
で
夫
Ｂ
を
失
い
、

さ
ら
に
Ｂ
及
び
Ｆ
殺
害
以
前
に
も
「
御
用
」
に
よ
っ
て
四
人
が
命
を
落
と
し
て
い
る
か
ら
、
生
命
に
対
す
る
危
難
は
、
少
な
く
と
も
あ
る

程
度
は
存
在
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
長
時
間
、
殴
打
あ
る
い
は
足
蹴
に
し
、
足
踏
み
す
る
等
と
い
っ
た
「
御
用
」
の
性
質

に
鑑
み
る
に
、
Ｘ
が
「
御
用
」
の
対
象
と
さ
れ
た
と
し
て
も
即
座
に
Ｘ
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
危
難
の
現
在
性
は
肯
定
し

難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
害
者
を
殺
害
し
な
け
れ
ば
、
自
身
が
脅
迫
者
に
殺
害
さ
れ
る
可
能
性
の
高
か
っ
た
④
判
決
の
事
案
と
比
較
し

て
も
、
本
件
で
は
、
生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
身
体
法
益
の
現
在
の
危
難
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
。
本
件
で
の
Ｘ
の
身
体
法
益
の
現
在
の
危
難
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
は
「
過

去
に
Ａ
女
か
ら
暴
行
を
受
け
て
お
り
、
Ａ
女
の
心
変
わ
り
に
よ
り
将
来
に
お
い
て
暴
行
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
も
予
測
で
き
る
状
態
に
あ
っ

た
と
は
い
え
、本
件
犯
行
当
時
、Ａ
女
ら
が
Ｘ
に
対
し
暴
行
行
為
の
前
段
階
に
あ
た
る
よ
う
な
具
体
的
行
動
を
起
こ
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
身
辺
に
は
『
現
在
の
危
難
』
が
切
迫
し
て
い
た
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
主
張
も

27
）

あ
る
。
し
か
し
、
Ｘ

の
夫
Ｂ
は
、
そ
の
言
動
に
立
腹
し
た
Ａ
女
に
よ
っ
て
「
御
用
」
の
対
象
と
さ
れ
、
Ｂ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
暴
行
さ
れ
死
に
至
っ
て
い
る
。
ま

た
、
Ｘ
自
身
も
「
警
察
に
行
く
」
と
発
言
し
た
た
め
に
「
御
用
」
の
対
象
と
さ
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
暴
行
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
Ｘ
が
Ａ
女
に
反
抗
し
て
Ｆ
へ
の
「
御
用
」
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
、
Ｘ
が
再
び
「
御
用
」
の
対
象
と
な
り
暴
行
を
受
け
る
可
能
性
は

非
常
に
高
く
、
Ｆ
を
殺
害
す
る
ほ
か
に
Ｘ
の
身
体
を
保
全
し
う
る
選
択
肢
が
失
わ
れ
た
以
上
は
、
少
な
く
と
も
身
体
法
益
の
限
度
で
、
現

在
の
危
難
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

28
）

れ
る
。
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⑥
東
京
地
判
平
成
一
二
年
七
月
一
七
日
判
タ
一
〇
九
一
号
一
八
一
頁

オ
ウ
ム
真
理
教
の
教
祖
Ａ
は
、
オ
ウ
ム
教
団
内
に
公
安
、
警
察
の
ス
パ
イ
が
お
り
、
教
団
が
毒
ガ
ス
攻
撃
を
受
け
た
り
生
活
用
水
に
毒

物
を
混
入
さ
れ
た
な
ど
と
説
明
し
、
オ
ウ
ム
教
団
富
士
山
総
本
部
に
あ
る
井
戸
の
水
を
教
団
施
設
に
運
ぶ
仕
事
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
出

家
信
者
Ｂ
を
嘘
発
見
器
に
掛
け
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
際
、
Ｂ
が
「
水
に
毒
を
入
れ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
質
問
に
特
異
な
反
応
を
示
し

た
こ
と
か
ら
、
Ａ
は
Ｃ
に
対
し
、
Ｂ
に
自
白
さ
せ
背
後
関
係
も
明
ら
か
に
す
る
よ
う
命
じ
た
。
Ｃ
は
、
Ｘ
ら
に
手
伝
わ
せ
て
Ｂ
の
拷
問
を

続
け
た
が
、
一
向
に
口
を
割
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
Ａ
の
意
思
で
Ｘ
に
Ｂ
を
殺
害
さ
せ
る
旨
指
示
し
Ｘ
に
ロ
ー
プ
を
渡
し
た
。
Ｘ
は
躊
躇
し

た
も
の
の
、
結
局
は
Ａ
の
意
思
に
は
逆
ら
え
な
い
と
考
え
、
Ｂ
の
頸
部
に
ロ
ー
プ
を
巻
い
て
殺
害
し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ｘ
の
死
を
選
ぶ
か
Ｂ
を
殺
害
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
緊
急
避
難
ま
た
は

過
剰
避
難
に
該
当
、
あ
る
い
は
Ａ
の
意
思
で
あ
る
Ｂ
殺
害
を
断
れ
ば
自
分
が
殺
害
さ
れ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
か
ら
誤
想
防
衛
な
い
し
誤
想

避
難
に
該
当
、
あ
る
い
は
当
時
の
客
観
的
状
況
及
び
Ｘ
の
心
理
状
況
に
照
ら
し
、
Ａ
の
命
令
に
反
抗
し
て
Ｂ
殺
害
を
拒
否
す
る
適
法
行
為

の
期
待
可
能
性
が
な
い
と
主
張
し
た
が
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
Ｘ
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。

「
Ｘ
は
、
…
…
Ｂ
に
一
方
的
に
拷
問
を
加
え
る
と
い
う
加
害
者
の
立
場
に
あ
り
、
…
…
Ｃ
か
ら
、
Ａ
の
意
思
で
Ｂ
を
殺
害
す
る
よ
う
に
指

示
さ
れ
た
も
の
の
、
暴
行
・
脅
迫
等
に
よ
っ
て
殺
害
を
強
要
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ａ
自
身
も
犯
行
現
場
に
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
Ｘ
が
、
Ｂ
の
殺
害
を
断
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ま
で
一
致
協
力
し
て
い
た
Ｃ
の
手
で
、
直
ち
に
、
Ｘ
の
生
命
・

身
体
等
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
は
、
未
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
に
は
、
そ
の
生
命
・

身
体
等
に
対
す
る
『
現
在
の
危
難
』
は
存
在
せ
ず
、
緊
急
避
難
、
過
剰
避
難
は
成
立
し
な
い
」。

「
誤
想
避
難
と
い
え
る
た
め
に
は
、『
現
在
』
の
危
難
を
誤
想
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
、
生
命
に
危
難
が
及
ぶ
具
体
的

な
状
況
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
グ
ル
の
指
示
に
逆
ら
う
こ
と
は
、
死
後
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
と
な
る
旨
述
べ
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て
い
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
そ
こ
に
は
、
自
ら
の
死
を
選
ぶ
か
、
Ｂ
を
殺
害
す
る
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
ほ
ど
の
切
迫
性

は
う
か
が
わ
れ
ず
、
そ
の
場
で
直
ち
に
自
己
の
生
命
に
危
難
が
及
ぶ
『
現
在
』
の
危
難
を
誤
想
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｘ
に
は
、
誤
想
防
衛
マ
マ
）
も
成
立
し
な
い
」。

「
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
命
・
身
体
等
に
対
す
る
危
険
性
は
間
近
に
切
迫
し
て
い
る
よ
う
な
事
情
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
誤
想
し
て
い

た
と
い
う
事
情
も
な
い
。
ま
た
、
Ｘ
は
、
犯
行
当
時
、
Ａ
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
、
…
…
殺
害
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
大
き
な
抵
抗

を
感
じ
、
Ｃ
か
ら
ロ
ー
プ
を
渡
さ
れ
て
も
、
す
ぐ
に
殺
害
を
行
う
決
断
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
に
帰
依
し
、
そ
の

指
示
や
命
令
を
絶
対
視
し
て
い
る
よ
う
な
心
理
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が

な
か
っ
た
旨
の
弁
護
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
」
と
。

④
判
決
で
は
、
や
は
り
オ
ウ
ム
真
理
教
の
施
設
内
に
お
い
て
、
被
強
要
者
が
教
祖
か
ら
「
で
き
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」
と
脅
迫
さ
れ

て
被
害
者
殺
害
に
出
た
も
の
の
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
は
否
定
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
脅
迫
が
行
わ
れ
て

い
な
い
う
え
、
Ｘ
自
身
も
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
で
、
④
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
オ
ウ
ム
真
理
教
の
敵
対
者
と
し
て
拘
束
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
生
命
・
身
体
は
も
と
よ
り
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
に
つ
い
て
も
、
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
）
期
待
可
能
性
の
存
否
の
み
が
争
わ
れ
た
判
例

次
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
否
が
争
わ
れ
ず
、
期
待
可
能
性
の
存
否
の
み
が
争
わ
れ
た
判
例
と
し
て
は
、

以
下
の
⑦
〜

判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
判
決
に
お
い
て
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
は

否
定
さ
れ
て
い
る
。
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⑦
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
六
月
三
〇
日
東
高
刑
二
八
巻
六
号
七
二
頁

元
自
衛
官
Ｘ
が
Ａ
ら
の
武
器
奪
取
闘
争
に
加
わ
り
、
強
盗
殺
人
、
公
務
執
行
妨
害
、
住
居
侵
入
、
強
盗
予
備
等
を
行
っ
た
事
案
に
つ
い

て
、
Ｘ
は
い
ず
れ
も
Ａ
の
脅
迫
的
命
令
に
し
た
が
っ
て
行
な
っ
た
も
の
で
期
待
可
能
性
を
欠
い
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、
原
判
決
（
浦
和

地
判
昭
和
五
〇
年
一
月
二
九
日
判
時
七
九
五
号
一
一
二
頁
）は「
Ｘ
は
…
…
Ａ
に
強
引
に
誘
い
込
ま
れ
て
右
本
件
各
犯
行
に
加
担
し
て
い
っ

た
こ
と
は
首
肯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
Ａ
は
、
…
…
Ｘ
に
対
し
、
絶
え
ず
自
己
の
属
す
る
赤
衛
軍
な
る
組
織
の
強
大
さ
を
見
せ

か
け
、
そ
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
が
Ｘ
の
行
動
を
監
視
し
て
い
る
風
を
装
い
、
自
分
の
指
示
に
し
た
が
う
よ
う
心
理
的
圧
迫
を
与
え
た
こ
と

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
…
…
Ｘ
に
は
Ａ
の
企
図
し
て
い
る
武
器
奪
取
闘
争
計
画
を
知
っ
て
同
人
と
の
接
触
を

避
け
、
或
い
は
Ａ
ら
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
離
脱
し
た
り
、
Ａ
の
指
示
に
反
対
し
よ
う
と
し
た
特
段
の
形
跡
は
見
当
ら
な
い
こ
と
、
Ｘ
は
何
も

身
体
を
拘
束
さ
れ
た
り
、
常
に
監
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
市
中
を
自
由
に
動
き
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て

は
事
態
を
警
察
官
に
通
報
し
て
自
己
の
安
全
を
求
め
る
、
な
ど
の
措
置
は
い
つ
で
も
と
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
か
か
る
行
動

に
で
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
以
上
の
事
情
を
綜
合
す
る
と
、
Ｘ
は
、
Ａ
の
脅
迫
に
よ
り
あ
る
程
度
の
心
理
的
圧
迫
を
受
け
て
い
た

と
し
て
も
、
未
だ
他
の
適
法
な
行
為
に
出
る
こ
と
を
容
易
に
期
待
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
期
待
可
能

性
の
不
存
在
を
否
定
し
、
本
判
決
も
「
Ａ
の
脅
迫
に
よ
り
あ
る
程
度
の
心
理
的
圧
迫
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
未
だ
他
の
適
法
な
行
為

に
出
る
こ
と
を
容
易
に
期
待
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
説
示
し
た
う
え
右
主
張
を
排
斥
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、

正
当
と
し
て
こ
れ
を
首
肯
で
き
る
」
と
判
示
し
た
。

⑧
岐
阜
地
判
昭
和
六
〇
年
七
月
一
九
日
判
時
一
一
六
六
号
一
八
五
頁

暴
力
団
員
Ｘ
が
、
Ａ
組
組
長
Ｂ
の
命
令
に
従
っ
て
、
Ｃ
組
組
長
Ｄ
を
所
携
の
日
本
刀
で
背
後
か
ら
斬
り
つ
け
て
負
傷
さ
せ
る
等
し
た
事
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案
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
組
長
の
命
令
に
は
絶
対
服
従
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
期
待
可
能
性
を
欠
い
て
い
た
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
、「
Ｘ
は
、

…
…
容
易
に
は
組
長
の
命
令
を
拒
否
で
き
な
い
立
場
に
あ
っ
た
が
、
違
法
行
為
を
組
長
ら
幹
部
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
を
拒
否
す
れ
ば
相

当
の
制
裁
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
暴
力
団
に
任
意
に
参
加
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
所
属
し
続
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
、
本
件
傷
害
事
件
に
限
定
し
て
考
え
て
み
て
も
、
Ｘ
は
Ｂ
ら
が
…
…
Ｄ
に
対
し
憤
激
し
て
い
る
事
情
を
知
っ
て
お
り
、
Ｘ
が
Ｂ
か

ら
Ｄ
を
斬
れ
と
命
じ
ら
れ
た
の
が
…
…
午
前
零
時
こ
れ
で
あ
り
、
…
…
Ｃ
組
事
務
所
ま
で
赴
き
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
の
が
同
日
午
前
一
時

一
五
分
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
間
Ｘ
が
常
に
組
長
ら
幹
部
の
監
視
下
に
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど

か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
が
Ａ
組
事
務
所
な
い
し
犯
行
現
場
か
ら
離
脱
し
て
本
件
傷
害
の
実
行
を
避
け
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
な
い
し
可
能

性
が
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
右
犯
行
に
お
け
る
加
勢
状
況
と
し
て
、
Ｘ
は
か
な
り
意
気
盛
ん
な
状

態
で
積
極
的
に
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
Ａ
組
長
が
粗
暴
な
性
格
の
人
物
で
配
下
組
員
に
対
す
る
絞
め
つ
け

が
厳
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
今
ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
犯
罪
が
本
件
の
よ
う
に
重
大
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
配
下
組
員

と
し
て
は
こ
れ
を
避
け
る
べ
き
義
務
は
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
Ｘ
は
、
本
件
犯
行
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
避
け
ら
れ

る
だ
け
の
機
会
は
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
担
保
す
る
に
足
る
警
察
制
度
の
発
達
し
て
い
る
今
日
の
社
会
に
お
い
て

は
、
暴
力
団
の
組
長
な
い
し
幹
部
の
命
令
で
あ
る
こ
と
の
故
を
も
っ
て
他
に
適
法
行
為
を
期
待
し
得
な
い
と
す
る
が
如
き
所
論
は
、
到
底

肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
否
定
し
た
。

⑨
東
京
高
判
平
成
七
年
二
月
七
日
高
刑
速
平
成
七
年
三
五
頁

Ｘ
１
は
Ａ
と
の
賭
博
の
諍
い
で
Ａ
に
至
近
距
離
か
ら
け
ん
銃
を
発
砲
さ
れ
、
さ
ら
に
Ｘ
２
が
銃
声
を
聞
き
つ
け
て
現
れ
た
と
こ
ろ
、
Ａ

が
Ｘ
１
・
Ｘ
２
に
「
ち
ょ
っ
と
タ
タ
キ
に
行
く
か
ら
付
き
合
え
」
な
ど
と
指
示
し
、
自
動
車
で
移
動
し
て
か
ら
共
謀
し
て
強
盗
を
行
っ
た
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事
案
に
つ
き
、
原
判
決
は
、
Ｘ
１
・
Ｘ
２
に
は
Ａ
の
指
示
に
反
し
て
行
動
す
る
期
待
可
能
性
が
な
く
故
意
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
無
罪
を

言
い
渡
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
は
、「
Ｘ
１
が
極
め
て
強
い
恐
怖
心
を
覚
え
た
こ
と
は
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
…
…

Ａ
に
強
く
は
逆
ら
え
ず
仕
方
な
く
Ａ
の
指
示
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｘ
２
の
場
合
も
、
…
…
Ａ
に

逆
ら
え
ば
け
ん
銃
で
撃
た
れ
る
恐
れ
も
あ
り
、
強
く
反
対
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
な
ど
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

…
…
Ａ
の
Ｘ
１
に
対
す
る
け
ん
銃
の
発
砲
行
為
は
、
賭
事
を
し
て
い
た
際
の
一
過
性
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
Ａ
が
、
Ｘ
１
あ
る
い
は
Ｘ
２

を
強
盗
に
駆
り
立
て
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
そ
の
後
は
、
け
ん
銃
を
携
帯
し
て
い
た
と
は
い
え
、

被
告
人
両
名
に
対
し
、
自
分
の
指
示
に
従
わ
せ
る
た
め
に
け
ん
銃
を
突
き
つ
け
た
り
、
こ
れ
を
発
射
し
た
り
す
る
よ
う
な
行
為
な
ど
は
一

切
行
っ
て
い
な
い
。
…
…
被
告
人
両
名
と
し
て
も
、
本
件
犯
行
当
時
、
Ａ
の
指
示
や
命
令
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た

と
は
い
え
、
本
件
犯
行
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益
を
得
た
い
と
の
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
、
被
告
人
両
名
も
自
ら
財

物
を
奪
取
す
る
意
思
で
行
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
被
告
人
両
名
が
、
本
件
犯
行
前
に
Ａ
の
も

と
か
ら
立
ち
去
る
機
会
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
現
に
Ｘ
１
も
、

…
…
そ
の
場
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
な
ど
と
供
述
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
、
被
告
人
両
名
は
、
原
審
及
び
当
審
各
公

判
廷
に
お
け
る
各
供
述
中
で
、
い
っ
た
ん
Ａ
の
許
か
ら
逃
げ
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
自
分
や
自
分
の
家
族
が
Ａ
か
ら
危
害
を
加
え
ら

れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
と
も
供
述
す
る
が
、
そ
の
点
は
、
警
察
等
に
保
護
を
求
め
る
な

り
、
小
さ
な
町
で
の
出
来
事
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
し
ば
ら
く
Ａ
の
許
か
ら
身
を
隠
す
な
り
の
行
動
を
取
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
強
盗
を
行
う
以
外
採
る
べ
き
手
立
て
が
な
か
っ
た
な
ど
と
は
到
底
言
え
な
い
。
加
え
る
に
、

…
…
被
告
人
両
名
と
も
、
今
回
…
…
初
め
て
け
ん
銃
に
接
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
犯
行
の
当
時
、
け
ん
銃
を
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持
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
そ
れ
な
り
の
知
識
や
経
験
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

…
…
被
告
人
ら
に
特
有
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
に
お
い
て
犯
行
に
加
担
し
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
否
定
し
た
。

⑩
東
京
高
判
平
成
八
年
六
月
七
日
判
時
一
五
九
〇
号
一
四
六
頁

Ａ
及
び
そ
の
妻
Ｂ
子
と
親
し
く
交
際
し
て
い
た
Ｘ
は
、
平
成
五
年
四
月
二
〇
日
、
Ａ
の
依
頼
に
よ
り
、
Ａ
を
自
動
車
（
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
）

に
乗
せ
て
車
庫
に
赴
き
、
し
ば
ら
く
し
て
、
Ｃ
が
来
て
Ａ
と
雑
談
を
始
め
た
。
Ｘ
は
Ａ
か
ら
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
の
給
油
や
買
物
を
頼
ま
れ
て
出

か
け
た
が
、
こ
の
間
に
Ａ
は
Ｃ
を
殺
害
し
、
Ｘ
は
Ａ
か
ら
Ｃ
の
死
体
を
見
せ
ら
れ
た
上
、
死
体
の
運
搬
を
手
伝
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
こ
れ

を
承
諾
し
、
さ
ら
に
車
内
で
、
Ａ
か
ら
死
体
の
処
理
を
手
伝
い
Ｂ
子
と
Ｃ
車
（
ア
ウ
デ
ィ
）
の
処
分
を
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
こ
れ
も

承
諾
し
た
。
Ｘ
は
、
Ａ
が
Ｘ
方
で
死
体
を
解
体
し
て
い
る
間
に
Ｃ
車
を
運
転
し
て
Ｂ
子
と
と
も
に
駐
車
場
に
Ｃ
車
を
放
置
後
、
Ａ
と
と
も

に
Ｃ
の
死
体
を
処
分
し
た
（
第
一
の
犯
行
）。

Ｘ
は
、
同
年
七
月
二
一
日
頃
、
Ａ
の
依
頼
に
よ
り
、
Ａ
と
Ｂ
子
を
普
通
貨
物
自
動
車
（
カ
リ
ー
ナ
バ
ン
）
に
乗
せ
て
Ｄ
方
に
赴
き
、
Ａ

と
Ｂ
子
が
Ｄ
方
に
入
り
、
Ｘ
が
車
内
で
待
機
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
間
に
Ａ
ら
が
Ｄ
・
Ｅ
を
毒
殺
し
、
Ｘ
は
Ａ
か
ら
死
体
処
理
に
協
力

す
る
よ
う
告
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
承
諾
し
て
Ａ
ら
搭
乗
車
を
先
導
す
る
か
た
ち
で
死
体
を
車
で
運
搬
中
、
警
察
官
が
検
問
し
て
い
る
の
に
気

付
き
、
捕
ま
る
こ
と
を
恐
れ
、
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
な
ど
し
て
Ｘ
方
に
戻
り
、
Ａ
と
と
も
に
Ｄ
・
Ｅ
の
死
体
を
処
分
し
た
（
第
二
の
犯
行
）。

Ｘ
は
、
同
年
八
月
二
六
日
頃
、
Ａ
の
依
頼
に
よ
り
、
自
動
車
を
運
転
し
て
車
庫
前
で
待
機
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
自
動
車
を
運
転
し

て
来
て
、
同
車
に
積
ん
で
来
た
Ｆ
子
の
死
体
を
Ｘ
に
見
せ
、
死
体
処
理
に
協
力
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
、
こ
れ
を
承
諾
し
、
Ａ
と
共
に
Ｆ

子
の
死
体
を
処
分
し
た
（
第
三
の
犯
行
）。
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以
上
の
事
案
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ａ
か
ら
Ｃ
の
死
体
を
見
せ
ら
れ
て
脅
迫
さ
れ
、
Ａ
に
逆
ら
え
ば
Ｘ
の
み
な
ら
ず
妻
子
も
殺
さ
れ
る
と
思

い
怖
く
な
り
、
や
む
な
く
死
体
損
壊
を
手
伝
っ
た
も
の
で
期
待
可
能
性
を
欠
く
と
主
張
し
、
期
待
可
能
性
の
存
否
が
争
わ
れ
た
。
緊
急
避

難
の
成
否
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
。

本
判
決
は
、
Ｃ
の
死
体
損
壊
に
つ
い
て
は
「
仮
に
Ｘ
の
供
述
す
る
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
口
で
脅
さ
れ
る
以
上
の
強
制
は
受
け

て
い
な
い
上
、
Ｘ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
給
油
か
ら
戻
っ
て
来
て
車
庫
の
外
に
止
め
て
い
た
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
を
Ａ
の
誘
導
に
よ
り
バ
ッ
ク
で
運

転
し
て
死
体
の
近
く
ま
で
車
庫
内
に
入
れ
た
後
、
後
部
ト
ラ
ン
ク
に
死
体
を
入
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
、
ミ
ラ
ー
ジ
ュ

の
運
転
席
に
乗
り
込
ん
だ
際
、
Ａ
と
離
れ
た
場
所
に
い
た
こ
と
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
車
を
発
進
さ
せ
、
警
察
署
に
駆
込
む
な
ど
の
方
法
を

十
分
取
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｘ
は
、
Ｘ
方
に
死
体
を
運
ん
だ
後
車
庫
に
赴
く
間
及
び
ア
ウ
デ
ィ
を
放
置
後
車
庫
か
ら
被
告
人

方
に
戻
る
間
は
、
い
ず
れ
も
一
人
で
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
を
運
転
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
警
察
署
に
駆
込
む
な
ど
の
方
法
を
取
り
得
た
こ
と

は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｘ
は
、
Ａ
か
ら
常
に
監
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
由
に
行
動
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
に

は
本
件
行
為
以
外
の
適
法
な
行
為
を
取
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
判
示
し
た
。

Ｄ
・
Ｅ
の
死
体
損
壊
に
つ
い
て
は
「
仮
に
Ｘ
の
供
述
す
る
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
は
、
既
に
原
判
示
第
一
の
犯
行
に
関
与
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
呼
出
に
応
じ
て
も
、
警
察
に
監
視
を
依
頼
す
る
等
の
方
途
を
十
分
取
り
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｘ

の
供
述
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
、
犬
舎
か
ら
Ｘ
方
に
向
か
う
途
中
、
Ａ
ら
と
は
別
の
車
を
運
転
し
て
お
り
、
現
に
警
察
官
が
検
問
し
て
い
る
の

に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
警
察
に
届
け
る
機
会
が
目
の
前
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
に
、
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ

出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
告
人
に
は
本
件
行
為
以
外
の
適
法
な
行
為
を
取
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。」
と
判
示
し
た
。

Ｆ
子
の
死
体
損
壊
に
つ
い
て
は
「
仮
に
Ｘ
の
供
述
す
る
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
は
、
既
に
原
判
示
第
一
及
び
第
二
の
各
犯
行
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に
関
与
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
呼
出
に
応
じ
て
も
、
警
察
に
監
視
を
依
頼
す
る
等
の
方
途
を
十
分
取
り
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ｘ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
の
当
時
の
意
識
に
お
い
て
も
、
警
察
に
届
け
出
る
こ
と
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

Ｘ
に
は
本
件
行
為
以
外
の
適
法
な
行
為
を
取
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
判
示
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
本
判
決
は
す
べ
て
の
死
体
損
壊
に
つ
い
て
、
期
待
可
能
性
を
肯
定
し
責
任
阻
却
を
認
め
な
か
っ
た
。
犯
罪
行
為

を
強
制
さ
れ
た
が
警
察
へ
の
通
報
は
可
能
で
あ
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
②
判
決
は
緊
急
避
難
の
成
立
を
、
⑧
判
決
は
期
待
可
能
性
の
不
存

在
に
よ
る
責
任
阻
却
を
否
定
し
て
お
り
、
本
判
決
も
こ
れ
に
倣
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

神
戸
地
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
三
日
（
公
刊
物
未
登
載
）

Ｘ
は
駐
車
場
に
お
い
て
車
上
荒
し
を
行
っ
た
が
、
Ｘ
は
、
氏
名
不
詳
の
五
人
の
男
に
囲
ま
れ
て
運
転
免
許
証
等
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
住

所
を
控
え
ら
れ
た
う
え
で
脅
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
に
駐
車
場
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
て
、
現
場
付
近
を
一
〇
な
い
し
一
五
分
位
行
き
来

し
、
そ
の
男
に
命
じ
ら
れ
て
、
被
害
車
内
に
か
ば
ん
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
窓
ガ
ラ
ス
を
割
り
、
か
ば
ん
を
男
に
渡
し
た
の
で
あ
っ
て
、

Ｘ
は
本
件
窃
盗
を
強
要
さ
れ
反
抗
を
抑
圧
さ
れ
た
状
態
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
期
待
可
能
性
が
な
い
と
主
張
し
た
事
案
に
つ
い
て
、

「
Ｘ
の
述
べ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
Ｘ
が
、
五
人
の
男
に
囲
ま
れ
て
脅
さ
れ
た
時
点
で
は
と
も
か
く
、
そ
の
後
は
、
一
人
の
男
に
従
っ

て
行
動
し
、
現
場
付
近
を
何
回
も
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
𨻶
を
見
て
逃
げ
出
す
こ
と
も
十
分
で
き
た
は
ず

で
あ
り
、
住
所
を
控
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
心
配
し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
警
察
に
通
報
し
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ｘ
は
、
本
件
窃
盗
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
期
待
可
能
性
の
不

存
在
を
認
め
な
か
っ
た
。
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三
）
ま
と
め

以
上
み
た
よ
う
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
緊
急
避
難
の
成
立
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
認
め
た
判
例
は
皆
無
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
⑨
判
決
の
原
判
決
は
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
、
④
判
決
は
過
剰
避
難
を
認
め
て
お
り
、
②
⑤
判
決
は
、
緊
急
避
難
の

要
件
を
ふ
ま
え
た
比
較
的
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
は
、
生
命
法
益
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
被
強
要
者
に
対
す
る
単
な
る
脅
迫
で
は
足
り
ず
、
暴
行
等
に

よ
る
、
よ
り
直
接
的
な
強
要
の
存
在
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
①
判
決
が
「
脅
迫
を
受
け
た
と
し
て
も

そ
れ
が
Ｘ
の
生
命
、
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
」
と
し
た
こ
と
、
②
判
決
が
「
特
段
の
暴
行
、
脅
迫
を
受
け
る

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
」
こ
と
を
根
拠
に
現
在
の
危
難
を
否
定
し
た
こ
と
、
④
判
決
が
凶
器
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
根
拠
に
生
命
・
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
否
定
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
行
為
を
し
な
け
れ

ば
行
為
者
が
確
実
に
殺
害
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
暴
行
が
な
く
と
も
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
認
め
る
余
地

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
補
充
性
及
び
期
待
可
能
性
の
不
存
在
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
官
憲
の
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
④
判
決
は
「
Ｘ
が
自
力
で
こ
の
拘
束
状
態
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
や
、
外
部
に
連
絡
し
て
官
憲
の
救
助
を
求
め
る

こ
と
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
」
な
ど
と
し
て
補
充
性
を
肯
定
し
、
一
方
、
②
判
決
は
、
拘
束
状
態
か
ら
数
時
間
ほ
ど
解
放
さ
れ
た
被

強
要
者
に
つ
き
「
直
ち
に
警
察
…
…
あ
る
い
は
検
察
庁
に
被
害
を
通
報
し
て
被
告
人
両
名
の
保
護
な
い
し
暴
力
団
員
ら
の
検
挙
を
求
め
る

等
他
に
適
切
な
逃
避
の
道
を
と
る
余
裕
は
十
分
に
あ
っ
た
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
⑧
⑨

判
決
は
い
ず
れ
も
、
被
告
人
が
警
察
に
駆
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け
込
ん
だ
り
通
報
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
官
憲
に
救
助
を
求
め

る
こ
と
が
不
能
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
補
充
性
及
び
期
待
可
能
性
の
不
存
在
の
判
断
に
お
け
る
決
定
的
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ

に
お
け
る
強
要
緊
急
避
難
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
証
言
者
が
脅
迫
さ
れ
法
廷
で
偽
証
し
た
事
例
が
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
わ
が
国
の
判
例
の
上
記
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、
偽
証
事
例
で
は
証
言
者
は
官
憲
に
容
易
に
救
助
を
求
め
う
る
か
ら
、
違
法
性
も
責
任

も
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
お
い
て
期
待
可
能
性
の
不
存
在
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
は
足
り
ず
、
凶
器
を
突
き
付
け
ら
れ
る
等
に
よ
る
心
理
的
強
制
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
④
判
決
は
、
期
待
可
能
性

を
欠
く
と
言
う
に
は
、
前
手
錠
に
よ
る
拘
束
で
は
足
り
ず
、
凶
器
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
心
理
的
強
制
下
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
緊
急
避
難
で
は
、
現
在
の
危
難
の
客
観
的
要
素
と
し
て
直
接
的
な
強
要
が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
期
待
可
能
性

の
不
存
在
に
つ
い
て
は
心
理
的
強
制
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
④
判
決
は
、
心
理
的
強
制
に
つ
い
て
、
他
人
か

ら
凶
器
を
突
き
付
け
ら
れ
る
等
の
、
ま
さ
に
現
在
の
危
難
に
あ
た
る
直
接
的
な
物
理
的
強
制
に
起
因
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
現
在
の
危
難
と
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
避
難
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
に
期
待
可
能
性
の
不
存
在
も
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
お
い
て
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
法

益
権
衡
性
な
い
し
補
充
性
を
欠
く
過
剰
避
難
の
場
合
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
④
判
決
は
、
ま
さ
に
法
益
権
衡
性
を
欠
く

過
剰
避
難
を
認
め
る
一
方
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
期
待
可
能
性
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
に

つ
い
て
の
、
判
例
の
消
極
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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注１
）

牧
野
英
一
『
日
本
刑
法
上
巻
』（
重
訂
・
一
九
三
七
年
）
三
七
九
頁
、
同
『
刑
法
総
論
上
巻
』（
全
訂
版
・
一
九
五
八
年
）
四
七
一
頁
参
照
。

２
）

V
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R
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fl.
(2007),
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38.

４
）

も
っ
と
も
、「
免
責
さ
れ
る
緊
急
避
難
」
に
お
い
て
も
、
違
法
性
は
責
任
と
と
も
に
減
少
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。V

g
l.
H
a
n
s-H
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rich

 
Jesch
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/
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eil,
5.
A
u
fl.
(1996),

S
480.

５
）

K
a
rl L

a
ck
n
er
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K
ristia

n K
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h
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S
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esetzb
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ch K
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m
m
en
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27.

A
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fl.
(2011),

35 R
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T
h
o
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s F
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S
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esetzb

u
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u
n
d N

eb
en
g
esetze,

59.
A
u
fl.
(2012),

35 R
d
N
.
6.

６
）

U
rs K

in
d
h
a
u
ser,

S
tra
frech

t A
llg
em
ein
er T

eil,
5.
A
u
fl.
(2011),

17 R
d
N
.
34.

７
）

R
o
x
in
,
a
.a
.O
,
16 R

d
N
.
68.

８
）

K
in
d
h
a
u
ser,

a
.a
.O
,
17 R

d
N
.
34;

R
u
d
u
lf R

en
g
ier,

S
tra
frech

t A
llg
em
ein
er T

eil,
4.
A
u
fl.
(2012),

26 R
d
N
.
15.

９
）

R
en
g
ier,

a
.a
.O
,
26 R

d
N
.
15.

10
）

一
八
一
〇
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
に
お
け
る
緊
急
避
難
に
つ
い
て
、
牧
野
・
日
本
刑
法
三
七
九
頁
、
澤
登
俊
雄＝

澤
登
佳
人＝

新
倉
修
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事

法
〔
刑
法
総
論
〕』（
一
九
八
一
年
）
一
三
〇
頁
参
照
。

11
）

大
越
義
久
『
刑
法
総
論
』（
第
四
版
・
二
〇
〇
七
年
）
八
四
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
二
九
六
頁
、
川
端
博
『
刑

法
総
論
講
義
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
六
年
）
三
六
二
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
九
年
）
二
二
九
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
』（
第
四
版
・

二
〇
〇
八
年
）
一
一
二
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
八
九
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
三
九
頁
、
林

幹
人
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
六
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
四
〇
〇
頁
、
山
本
輝
之
「
避
難
行

為
の
相
当
性
」
西
田
他
編
『
刑
法
判
例
百
選

総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
六
二
頁
。

12
）

瀧
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』（
改
訂
・
一
九
四
七
年
）
一
五
五
頁
。

13
）

木
村
亀
二
（
阿
部
純
二
増
補
）『
刑
法
総
論
』（
増
補
版
・
一
九
七
八
年
）
二
六
九
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
三
八
頁
。

14
）

佐
伯
千

『
刑
法
講
義
（
総
論
）』（
四
訂
版
・
一
九
八
一
年
）
二
〇
六
頁
、
中
義
勝
『
講
述
犯
罪
総
論
』（
一
九
八
〇
年
）
一
四
二
頁
。

15
）

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
一
頁
。
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16
）

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
五
一
八
頁
。

17
）

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』（
補
正
版
・
二
〇
〇
七
年
）
二
四
六
頁
。

18
）

高
橋
・
前
掲
書
二
九
六
頁
、
山
口
・
前
掲
書
一
四
一
頁
は
、
緊
急
避
難
の
要
件
す
べ
て
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定
す
る
理
由
が
な

い
と
す
る
。

19
）

な
お
、
③
判
決
の
上
級
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
元
年
七
月
三
一
日
判
タ
七
一
六
号
二
四
八
頁
、
最
判
平
成
二
年
二
月
九
日
判
タ
七
二
二
号
二
三
四

頁
で
は
、
緊
急
避
難
の
成
否
及
び
期
待
可
能
性
の
存
否
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
。

20
）

団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
二
）
の

』（
一
九
六
八
年
）
二
六
三
頁
（
藤
木
英
雄
）。

21
）

生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
と
し
て
、
大
宮
弘＝

松
宮
孝
明
「
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
状
態
で
『
で
き
な
け
れ
ば

お
前
を
殺
す
』
と
言
わ
れ
て
実
行
し
た
殺
人
行
為
は
緊
急
避
難
に
当
た
る
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
〇
四
号
（
一
九
九
六
年
）
七
九
頁
、
大
嶋
一
泰
「
強
要
に

基
づ
く
殺
人
と
緊
急
避
難
の
成
否
」
平
成
八
年
重
要
判
例
解
説
（
一
九
九
七
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
大
沼
邦
弘
「
強
要
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
」
内
田
文
昭

先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
内
田
文
昭
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
一
頁
。

22
）

避
難
行
為
の
「
相
当
性
」
と
「
社
会
的
相
当
性
」
に
つ
い
て
、
大
谷
・
前
掲
書
二
九
八
、
三
〇
一
頁
参
照
。

23
）

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

』（
一
九
七
五
年
）
二
四
五
頁
。

24
）

前
田
・
前
掲
書
四
一
三
頁
。

25
）

大
宮＝

松
宮
・
前
掲
論
文
七
九
頁
。

26
）

井
上
宜
裕
『
緊
急
行
為
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
一
頁
。

27
）

西
谷
隆
「
宗
教
儀
式
名
目
の
リ
ン
チ
殺
害
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
否
及
び
期
待
可
能
性
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
」
研
修
五
九
七
号
（
一
九

九
八
年
）
三
一
頁
。

28
）

こ
れ
に
対
し
、
⑤
判
決
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
大
沼
・
前
掲
論
文
一
二
一
頁
。
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