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Ⅰ

法
的
性
質

刑
法
第
三
七
条
の
定
め
る
緊
急
避
難
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
論
文
（『
法
学
研
究
』
第
四
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
））
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
緊
急
避
難
を
合
わ
せ
て
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
免
責
緊
急
避
難
は
、
保
全
法
益
な
い
し
利

益
が
侵
害
法
益
な
い
し
利
益
と
同
値
か
そ
の
優
劣
関
係
が
不
分
明
な
場
合
に
関
係
し
て
、
行
為
者
が
、
自
己
又
は
他
人
の
不
利
益
を
回
避

し
、
し
か
も
、
行
為
者
の
お
か
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た
人
か
ら
他
の
行
為
が
期
待
で
き
な
か
っ

た
と
き
に
成
立
す
る
。
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
劣
位
に
あ
る
場
合
、
行
為
者
に
は
自
制
が
期
待
さ
れ
る
の
で
、
免

責
緊
急
避
難
は
認
め
ら
れ
な
い
。

免
責
緊
急
避
難
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
か
ら
目
的
設
定
、
構
造
及
び
基
礎
に
お
い
て
異
な
る（
二
分
説
）。
形
式
的
に
は
、
両
者
と
も
に

現
在
の
緊
急
事
態
を
前
提
と
し
て
お
り
、
異
な
っ
た
態
様
で
は
あ
る
が
、
法
益
・
利
益
衡
量
原
則
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
両
形
態
の
相
違
、
つ
ま
り
、
違
法
性
と
責
任
の
相
違
は
重
要
で
あ
る
。
不
法
に
お
い
て
は
、
法
益
保
護
が
問
題
と
な
る
。
一
定
の
状

況
に
お
い
て
、
法
益
の
価
値
に
違
い
が
あ
る
と
き
、
よ
り
低
い
価
値
が
よ
り
高
い
価
値
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
（
優
越
的
利
益

の
原
則
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
免
責
緊
急
避
難
で
は
、
行
為
者
は
違
法
行
為
を
犯
し
て
い
る
が
、
大
き
な
内
的
苦
境
に
あ
る
た
め
に
大
目
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
要
件
は
動
機
づ
け
圧
力
と
関
連
付
け
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
適
法
行

為
が
期
待
で
き
な
い
ほ
ど
強
烈
な
著
し
い
不
利
益
の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。免
責
緊
急
避
難
に
お
け
る
苦
境
状
況
は
、

違
法
性
の
次
元
で
の
利
益
衡
量
の
結
果
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
の
受
け
皿
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
免
責
緊
急
避
難
行
為
に
よ
っ
て

不
利
益
を
蒙
る
者
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
は
異
な
り
、
正
当
防
衛
権
を
有

１
）

す
る
。
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異
常
な
心
理
的
圧
迫
を
与
え
る
外
的
事
情
が
免
責
緊
急
避
難
を
基
礎
付
け
る
。
か
か
る
外
的
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
者
は
犯

罪
行
為
へ
と
誘
引
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
の
心
情
は
そ
れ
自
体
法
に
忠
実
で
あ
る
。
行
為
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
、
法
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
た
価
値
に
結
び
つ
い
た
人
に
、
他
の
行
為
が
期
待
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
に
、「
一
般
的
に
も
っ
と
も
な
人
間
の
弱
さ
へ
の
譲

歩
」
か
ら
、
当
該
行
為
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
客
観
的
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
）。
法
は
、
法
の
命
令
に
万
難
を
排
し
て
従
う
、
英

雄
や
聖
人
の
克
己
を
見
込
ん
で
い
な
い
。
む
し
ろ
、
法
の
領
域
に
お
い
て
生
活
の
知
恵
、
つ
ま
り
、「
緊
急
事
態
は
命
令
を
知
ら
ず
（N

o
t

 
k
en
n
t k

ein G
eb
o
t

）」
と
い
う
「
正
義
の
非
常
弁
」
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

２
）

な
い
。

免
責
緊
急
避
難
の
中
核
を
な
す
の
は
責
任
の
根
底
に
あ
る
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
免
責
緊
急
避
難
の

根
拠
を
期
待
不
可
能
性
ば
か
り
で
な
く
、
実
質
的
不
法
減
少
、
つ
ま
り
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
の
減
少
に
求
め
る
見
解
が
あ
る
。

行
為
者
は
結
果
無
価
値
を
創
出
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
法
益
保
全
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
所
為
の
結
果
無
価
値
が

減
少
す
る
。
法
益
保
全
意
思
に
担
わ
れ
た
避
難
行
為
に
よ
っ
て
行
為
無
価
値
も
減
少
す
る
。
不
法
減
少
は
責
任
に
反
映
さ
れ
る
、
そ
し
て
、

も
と
も
と
、
行
為
者
は
法
に
誠
実
な
心
情
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
処
罰
の
必
要
性
が
な
く
な
り
、
免
責
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
の

で

３
）

あ
る
。
し
か
し
、
期
待
不
可
能
性
に
免
責
の
支
柱
的
役
割
を
認
め
な
い
こ
の
「
二
重
の
責
任
減
少
」
理
論
は
適
切
で
な
い
。
法
益
が
同

価
値
か
そ
の
優
劣
関
係
が
不
分
明
な
と
き
、
生
じ
た
違
法
な
結
果
（
結
果
無
価
値
）
が
減
少
す
る
わ
け
で
な
い
。
結
果
不
法
の
み
な
ら
ず
、

行
為
不
法
（
行
為
無
価
値
）
も
減
少
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
緊
急
避
難
の
目
的
と
い
う
の
は
行
為
の
動
機
で
あ
っ
て
、
行
為
制
御
と
し
て

の
構
成
要
件
的
故
意
と
は
別
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
動
機
は
衝
動
制
禦
に
関
係
し
、
専
ら
規
範
的
責
任
要
素
で
あ
っ
て
、
心
情

無
価
値
の
担
い
手
な
の
で

４
）

あ
る
。
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Ⅱ

緊
急
避
難
状
況

１

定
義

緊
急
避
難
状
況
の
検
証
に
お
い
て
は
、
緊
急
避
難
の
前
提
と
な
る
要
件
、
つ
ま
り
、「
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自

由
又
は
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
」
の
存
否
が
問
題
と
な
る
。

２

個
人
法
益

保
全
法
益
は
「
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
又
は
財
産
」
で
あ
る
。「
自
己
又
は
他
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

「
超
個
人
的
法
益
」は
除
外
さ
れ
る
。
保
全
法
益
に
生
ず
る
不
利
益
は
重
大
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
意
味
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
免
責
緊
急
避
難
に
お
い
て
、
こ
れ
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た
人
が
、
意
味
の
あ
る
不
利
益

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
や
む
を
得
ず
法
違
反
へ
と
動
機
付
け
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
が

５
）

あ
る
。

３

危
難
の
現
在
性

危
難
は
実
害
又
は
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
経
験
的
量
で
あ
り
、
客
観
的
に
事
前
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
避
難
行
為
か
ら
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
と
き
、
未
遂
犯
の
免
責
の
可
能
性
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で

６
）

あ
る
。

危
険
源
の
由
来
は
重
要
で
な
い
。
危
険
状
況
は
動
物
に
、
あ
る
い
は
、
自
然
現
象
に
由
来
す
る
こ
と
も
、
偶
然
の
出
来
事
に
基
づ
く
こ

と
も
、
は
た
ま
た
人
の
行
為
に
帰
せ
ら
れ
う
る
こ
と
も
あ
る
。
人
の
行
為
の
場
合
、
相
応
の
正
当
化
事
由
が
介
入
し
な
い
限
り
、
適
法（
例

え
ば
、
社
会
的
相
当
の
行
為
）
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
は
ど
う
で
も

７
）

よ
い
。

北研49(1・ )4 4

論 説



現
在
性
と
い
う
時
間
的
要
素
は
正
当
化
緊
急
避
難
に
お
け
る
現
在
性
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
緊
急
避
難
前
提
要
件
の
客
観
的
現
状
で

あ
る
ば
か
り
か
、
行
為
者
の
緊
急
状
態
の
準
拠
点
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
通
例
は
、
瞬
間
危
難
の
形
で
現
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
瞬
間
危
難
と
免
責
を
も
た
ら
す
心
理
的
圧
迫
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
切
迫
し
て
い
る
危
険
を
即
座

に
回
避
す
る
こ
と
と
密
接
な
関
連
に
あ
る
の
が
行
為
の
必
要
性
で

８
）

あ
る
。

４

自
招
危
難

自
招
危
難
に
つ
い
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
（
免
責
緊
急
避
難
）
第
一
項
が
「
行
為
者
が
そ
の
危
険
を
自
ら
生
ぜ
し
め
た
こ
と
を
理

由
に
し
て
…
…
そ
の
危
難
を
忍
受
す
る
こ
と
が
そ
の
者
に
期
待
し
え
た
場
合
」に
は
免
責
を
認
め
て
い
な
い
。「
危
険
を
…
…
生
ぜ
し
め
た
」

と
い
う
の
は
単
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
で
足
り
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
と
理
解
さ
れ
て

９
）

い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
〇
条
（
免
責
緊
急
避
難
）
第
二
項
が
「
行
為
者
が
法
秩
序
の
承
認
す
る
理
由
が
な
い
の
に
意
識
し
て
危
険
に
身

を
晒
し
た
と
き
は
免
責
し
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
〇
条
は
、
行
為
者
が
自
ら
危
険
を
惹
起
し
た
こ
と
が

決
定
的
重
要
性
を
有
す
る
の
で
な
く
、そ
の
消
極
的
社
会
倫
理
的
性
質
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て

10
）

い
る
。

先
ず
、
法
的
に
又
は
社
会
倫
理
的
に
承
認
さ
れ
た
危
険
に
耐
え
る
義
務
の
場
合
、
免
責
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
実
定

法
の
認
め
る
行
為
や
社
会
的
に
普
通
な
行
為
、
つ
ま
り
、
一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
る
行
為
も
含
ま
れ
る（
社
会
的
相
当
性
）。
そ
れ
は
常
に

規
範
的
判
断
で
あ
っ
て
、
自
然
主
義
的
因
果
関
係
の
意
味
で
危
険
を
惹
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

自
己
危
殆
化
は
、
契
約
、
事
実
上
の
信
頼
関
係
（
任
意
の
引
き
受
け
）
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
う
る
。
危
険
な
運
動
競
技
、
岩
壁
・
氷
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壁
登
攀
等
、
そ
の
他
、
科
学
実
験
（
例
え
ば
、
新
し
い
ワ
ク
チ
ン
の
治
験
）
に
は
免
責
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
。
職
業
上
、
危
難
に
他

人
以
上
に
勇
気
と
忍
耐
力
の
期
待
さ
れ
る
特
別
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
者（
刑
法
第
三
七
条
第
二
項
）、
例
え
ば
、
警
察
官
、
消
防
士

で
あ
っ
て
す
ら
、
自
己
犠
牲
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
極
限
状
況
に
あ
っ
て
は
免
責
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
（
後

出

11
）

参
照
）。

次
に
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
理
由
も
な
く
、
自
ら
を
意
識
的
に
危
険
に
晒
す
者
は
免
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、

人
の
共
同
生
活
に
妥
当
す
る
社
会
秩
序
の
尺
度
か
ら
す
る
と
、
も
は
や
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
か
、
有
害
で
あ
る
行
為
（
社
会
的
不
相
当

性
）
が
意
識
的
に
行
わ
れ
る
と
き
、
か
か
る
先
行
行
為
は
法
的
に
承
認
さ
れ
な
い
。
免
責
緊
急
避
難
の
成
立
を
限
定
す
る
先
行
行
為
は
原

因
に
お
い
て
違
法
な
行
為
（a

ctio illicita in ca
u
sa

）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
行
為
者
は
、
意
識
的
に
か
か
る
危
難
に
自
己
を
晒
す
と
き
、

そ
の
危
難
を
忍
受
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
暗
殺
者
が
自
分
も
乗
船
し
て
い
る
船
で
爆
弾
を
爆
発
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
船
が
沈

没
し
か
け
た
が
、
救
命
用
具
が
足
り
な
い
た
め
、
他
人
の
使
用
し
て
い
る
救
命
胴
衣
を
奪
う
と
い
う
場
合
、
免
責
緊
急
避
難
は
認
め
ら
れ

12
）

な
い
。

緊
急
避
難
救
助
で
は
、
他
人
の
先
行
行
為
と
そ
の
意
識
が
問
題
と

13
）

な
る
の
で
、
父
親
が
そ
の
子
を
社
会
的
不
相
当
の
行
為
に
よ
っ
て
危

険
に
晒
し
た
場
合
、
父
親
が
第
三
者
を
犠
牲
に
し
て
避
難
す
る
行
為
は
免
責
さ

14
）

れ
る
が
、
妻
が
社
会
的
不
相
当
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
を
危

険
に
晒
し
た
と
き
、
そ
の
夫
が
第
三
者
を
犠
牲
に
す
る
避
難
行
為
は
免
責
さ
れ

15
）

な
い
。
な
お
、
単
に
自
己
を
危
険
に
晒
し
た
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
ら
、
浮
つ
い
た
軽
率
だ
と
か
低
劣
な
動
機
か
ら
蛮
勇
行
為
に
出
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
免
責
緊
急
避
難
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
に
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
い
危
険
に
晒
す
こ
と
の
意
識
が
な
い
と
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き
、
行
為
者
は
免
責
さ

16
）

れ
る
。

法
的
に
承
認
さ
れ
な
い
危
難
状
況
と
い
う
の
は
、
経
験
的
に
危
険
な
活
動
に
も
関
わ
ら
ず
意
識
的
に
防
護
措
置
を
採
ら
な
い
と
い
う
状

況
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
記
者
が
で
き
る
だ
け
臨
場
感
溢
れ
る
火
災
現
場
写
真
を
撮
る
つ
も
り
で
、
火
災
現
場

に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
燃
焼
ガ
ス
に
巻
き
込
ま
れ
て
失
神
状
態
に
い
る
人
を
探
索
し
て
い
る
消
防
士
に
出
く
わ
し
た
が
、
自
ら
も
失
神
し
て

焼
死
す
る
危
険
を
感
じ
た
の
で
、
そ
の
消
防
士
か
ら
装
着
し
て
い
た
呼
吸
保
護
装
置
を
奪
い
、
自
ら
そ
れ
を
装
着
し
て
助
か
っ
た
が
、
消

防
士
は
燃
焼
ガ
ス
中
毒
で
死
ん
だ
と
い
う
場
合
で

17
）

あ
る
。

免
責
の
是
非
の
判
断
に
お
い
て
、
行
為
者
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
い
危
殆
化
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
心
理
は
理
論
的
に
は
消
極
的
意
味
で
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
基
本
的
に
緊
急
事
態
に
あ
る
こ
と
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
免
責
事
態
と
は
異
な
る
。
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
い
危
殆
化
の
意
識
は
免
責
の
可
能
性
を
排
除

す
る
。
こ
の
消
極
的
評
価
は
素
人
的
認
識
で
足
り
る
（
素
人
圏
に
お
け
る
類
似

18
）

評
価
）。

Ⅲ

緊
急
避
難
行
為

１

適
格
性

ど
の
よ
う
な
行
為
が
免
責
さ
れ
る
避
難
行
為
と
見
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
避
難
行
為
は
結
果
を
発
生
さ
せ
る
の

に
適
し
た
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
避
難
行
為
を
終
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
危
難
を
避
け
ら
れ
た
場
合
と
か
、
避
難
行
為
に

着
手
し
た
だ
け
で
危
難
回
避
の
効
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
避
難
行
為
の
適
格
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
避
難
行
為
が
不
適
格
で
あ
る

場
合
、
当
該
避
難
行
為
に
免
責
の
余
地
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
救
助
の
動
機
だ
け
で
は
免
責
に
十
分
で
な
く
、
行
為
も
避
難
目
的
に
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適
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
助
が
偶
然
に
で
き
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
免
責
は
認
め
ら
れ
る
。
動
機
と
手
段
が
一
致
し
て

お
り
、
避
難
行
為
が
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
の
は
行
為
者
の
影
響
圏
の
外
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
適
格
で
あ
る
。
避
難
行

為
が
成
果
を
上
げ
な
い
こ
と
が
初
め
か
ら
行
為
や
客
体
の
属
性
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
行
為
者
に
代
わ
る
理
解
力

の
あ
る
第
三
者
が
事
前
の
観
点
か
ら
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
経
験
的
に
可
能
だ
と
考
え
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
場
合

も
、
行
為
者
は
免
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
危
難
の
回
避
が
絶
対
的
に
不
可
能
だ
っ
た
と
き
は
、
免
責
の
余
地
は
な
い
。
行
為

者
の
代
わ
り
の
理
解
力
の
あ
る
人
な
ら
そ
う
い
っ
た
行
為
は
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
避
難
行
為
者
が
火
事
の
炎

か
ら
免
れ
る
た
め
に
邪
魔
に
な
る
人
を
殴
り
倒
し
た
（
殺
人
既
遂
又
は
未
遂
）
も
の
の
、
ど
の
道
外
に
は
出
ら
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
行
為
は
自
己
救
出
に
は
適
さ
な
か
っ
た
が
、
最
後
は
消
防
士
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
た
と
い
う
場
合
、
行
為
者
に
代
わ
る
理
解
力
の
あ

る
人
（
比
較
人
）
で
あ
っ
て
も
当
該
行
為
は
避
難
目
的
に
適
し
て
い
た
と
考
え
た
と
い
え
る
と
き
、
行
為
者
は
免
責
さ
れ
る
が
、
比
較
人

が
初
め
か
ら
当
該
避
難
行
為
を
不
適
格
と
考
え
た
と
い
え
る
と
き
、
行
為
者
は
免
責
さ
れ

19
）

な
い
。

２

必
要
性

ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
（
免
責
緊
急
避
難
）
は
、「
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
現
在
の

危
難
と
定
め
、
ス
イ
ス
刑
法
第
一
八
条
（
免
責
緊
急
避
難
）
も
、「
他
の
方
法
で
は
回
避
で
き
な
い
」
急
迫
の
危
難
と
定
め
、
他
の
適
法
行

為
に
よ
る
回
避
可
能
性
を
緊
急
避
難
行
為
の
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
こ
の
種
の
限
定
を
設
け
て
い

な
い
。

免
責
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
避
難
行
為
は
唯
一
の
手
段
（
最
後
の
手
段
）
で
あ
る
こ
と
も
、
複
数
の
手
段
の
中
で
最
も
穏
や
か
な
行

為
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
。
正
当
化
緊
急
避
難
の
場
合
、
避
難
行
為
は
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
の
で
、
厳
格
な
要
件
が
必
要
と
な
ろ
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う
が
、
免
責
緊
急
避
難
で
は
、
避
難
行
為
は
違
法
な
の
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど

厳
格
な
要
件
を
要
し
な
い
と
云
え
る
か
ら
で

20
）

あ
る
。
こ
の
問
題
は
正
当
防
衛
と
の
関
係
で
先
鋭
化
す
る
。
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
、

被
侵
害
者
は
反
撃
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
被
侵
害
者
は
反
撃
に
出
ず
、
第
三
者
を
犠
牲
に
し
て
難
を
逃
れ
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
。

法
に
誠
実
な
比
較
人
の
規
準
か
ら
す
る
と
、
反
撃
行
為
に
は
行
為
者
に
期
待
で
き
な
い
危
険
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
場
合
、
行
為
者
は
免
責

さ

21
）

れ
る
。
但
し
、
被
侵
害
者
が
侵
害
を
回
避
で
き
る
場
合
に
は
、
ま
だ
「
現
在
の
危
難
」
が
あ
る
と
は
云
え
ず
、
侵
害
を
も
は
や
回
避
で

き
な
い
時
点
に
お
い
て
、「
現
在
の
危
難
」
が
認
め
ら

22
）

れ
る
。

３

法
益
均
衡

緊
急
避
難
行
為
の
超
え
ら
れ
な
い
柵
と
な
る
の
が
法
益
均
衡
で
あ
る
。
免
責
緊
急
避
難
は
、
保
全
法
益
な
い
し
利
益

が
侵
害
法
益
な
い
し
利
益
と
同
値
か
そ
の
優
劣
関
係
が
不
分
明
な
場
合
に
関
係
す
る
か
ら
、
侵
害
利
益
に
対
し
て
、
保
全
利
益
に
生
じ
か

ね
な
い
不
利
益
よ
り
も
不
釣
合
い
に
重
い
損
害
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
避
難
行
為
は
均
衡
原
則
に
よ
る
限
定

を
要
す
る
。
正
当
化
緊
急
避
難
と
同
じ
く
、
個
別
事
例
の
全
事
情
の
衡
量
が
必
要
で
あ
る
。
単
に
法
益
衡
量
が
問
題
と
な
る
の
で
な
く
、

利
益
状
況
に
関
す
る
重
要
性
の
評
価
が
問
題
と
な
る
。
緊
急
避
難
行
為
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
相
応
の
不
均
衡
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら

23
）

な
い
。
こ
の
限
度
を
超
え
る
と
、
過
剰
避
難
の
問
題
と
な
る
。

緊
急
状
態
に
お
い
て
人
の
生
命
を
侵
害
し
て
自
己
の
生
命
を
保
全
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
が
、
免
責
さ
れ
う
る
。
無
関
与
者
の

法
益
が
侵
害
さ
れ
る
攻
撃
的
緊
急
避
難
の
例
と
し
て
は
、
哲
学
者
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
（
紀
元
前
二
一
四
年
〜
一
二
九
年
）
の
設
例
（
一
人
し

か
支
え
き
れ
な
い
板
切
れ
を
め
ぐ
り
二
人
の
難
船
者
を
生
存
の
た
め
に
闘
う
）が
古
典
的
例
で
あ
る
。
歴
史
的
実
例
に
、﹇
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト

号
事
件
﹈〔R

eg
in
a v D

u
d
ley a

n
d S

tep
h
en
s,
14 Q

.
B
.
D
.
273

(1884)

〕（
救
命
艇
で
漂
流
し
て
い
た
難
船
者
二
人
が
、
餓
死
を
免
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れ
る
べ
く
飲
食
す
る
た
め
、
衰
弱
し
て
い
た
船
員
見
習
い
の
の
ど
を
切
断
し
た
と
い
う
事
案
。
沈
没
し
た
帆
船
に
ち
な
ん
で
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ

ト
号
事
件
と
呼
ば
れ
る
。
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
後
に
、
恩
赦
に
よ
り
六
月
の
拘
禁
刑
に
変
更
さ
れ
た
）
が

24
）

あ
る
。
防
御
的
緊
急
避

難
の
例
と
し
て
は
、
家
族
の
者
に
対
す
る
乱
暴
の
絶
え
な
い
夫
を
そ
の
就
寝
中
に
い
つ
何
時
生
命
を
危
う
く
さ
れ
か
ね
な
い
と
恐
怖
感
を

抱
く
家
族
の
者
が
殺
害
す
る
場
合
が

25
）

あ
る
。
こ
の
場
合
、
極
端
な
場
合
に
は
、
殺
害
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う

26
）

見
解
は
妥
当
で
な
い
。
そ

れ
は
、
生
命
は
そ
の
存
命
期
間
と
は
関
係
な
く
そ
の
存
在
だ
け
で
保
護
に
値
す
る
と
い
う
生
命
保
護
の
絶
対
性
の
原
則
と
矛
盾
す
る
か
ら

で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
強
要
緊
急
避
難
（N

o
tig
u
n
g
sn
o
tsta

n
d

）
と
呼
ば
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
強
盗
が
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
拳
銃
を
突
き
つ
け
て

逃
走
を
強
い
、
逃
走
中
、
警
戒
中
の
警
察
官
を
ひ
き
殺
す
よ
う
に
指
図
し
、
指
図
に
従
わ
な
い
と
殺
す
と
脅
し
た
の
で
、
死
の
不
安
を
つ

の
ら
せ
た
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
そ
の
指
図
に
従
っ
た
と
い
う
場
合
、
生
命
体
生
命
が
対
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
轢
殺
行
為
は
正
当
化
さ

れ
な
い
が
、
免
責
緊
急
避
難
が
成
立
し

27
）

う
る
。
も
と
よ
り
、
生
命
へ
の
危
険
を
感
じ
た
警
察
官
は
運
転
手
に
対
し
て
拳
銃
を
使
用
す
る
正

当
防
衛
は
可
能
で
あ
り
、
強
盗
を
射
殺
す
る
の
も
緊
急
救
助
と
し
て
の
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
集
団
の
長
で
あ

る
甲
が
配
下
の
乙
に
丙
殺
害
を
命
令
し
た
と
こ
ろ
、
乙
が
躊
躇
す
る
態
度
を
示
し
た
が
、
甲
は
乙
に
命
令
に
従
わ
な
い
と
殺
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
脅
し
た
の
で
、
乙
は
丙
殺
害
を
実
行
し
た
と
い
う
場
合
、
乙
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
犯
罪
集
団
の
組
織
原
理
「
命
令
に

は
絶
対
服
従
、
さ
も
な
け
れ
ば
死
」
を
知
悉
し
て
い
る
団
員
に
は
自
己
の
生
命
へ
の
危
難
を
忍
受
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
う
る
か
ら
で

28
）

あ
る
。

い
わ
ゆ
る
危
険
共
同
体
、
つ
ま
り
、
避
難
行
為
の
犠
牲
者
は
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
者
の
集
団
に
属
し
て
お
り
、
誰
か
が
犠
牲
に
な
ら
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な
け
れ
ば
全
員
が
生
命
を
失
う
と
い
う
場
合
も
殺
人
禁
止
規
範
は
解
除
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
甲
と
乙
は
相
互
に
ザ
イ
ル
を
結
び
つ
け
て

岩
壁
登
攀
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
乙
が
滑
り
落
ち
ザ
イ
ル
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
状
態
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
甲
も
乙
も
助
か
ら
な
い
状
況

と
な
り
、
上
方
の
甲
は
ザ
イ
ル
を
切
っ
て
自
分
だ
け
助
か
っ
た
と
い
う
場
合
﹇
岩
壁
滑
落
事
件
﹈（
メ
ル
ケ
ル
の

29
）

設
例
）
も
、
避
難
行
為
は

正
当
化
さ
れ
ず
、
免
責
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
生
命
保
護
の
絶
対
性
は
例
外
を
許
さ
な
い
。
甲
は
乙
を
犠
牲
に
し
て
自
己
の
生
命
を
維

持
す
る
防
御
的
緊
急
避
難
と
し
て
の
「
権
利
」
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
乙
に
は
な
お
残
さ
れ
た
寿
命
を
全
う
す
る
権
利
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら

30
）

な
い
。

危
険
共
同
体
の
実
例
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
裁
か
れ
た
﹇
安
楽
死

31
）

事
件
﹈
が
あ
る
。
施
設
医
師
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
の
い
わ

ゆ
る
「
安
楽
死
」
命
令
を
受
け
て
、
一
定
数
の
患
者
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
か
、
そ
れ
へ
の
あ
ら
ゆ
る
関
与
を
否
定
す
る
か
を
選
択
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
が
、
後
者
を
選
択
す
る
な
ら
、
自
分
た
ち
に
代
わ
っ
て
任
命
さ
れ
る
党
に
忠
実
な
医
師
が
総
統
の
命
令
を
実
行
す
る

こ
と
に
な
り
、
却
っ
て
多
く
の
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
場
合
で
あ
る
。﹇
岩
壁
滑
落
事
件
﹈で
は
、
助
か
る
見
込
み
は
片
面

的
（
非
対
称
的
）
に
甲
に
し
か
な
く
、
乙
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、﹇
安
楽
死
事
件
﹈
で
は
、
医
師
が
選
択
す
る
前
に
は
、
病
人
集
団

に
属
す
る
者
の
誰
に
も
助
か
る
見
込
み
が
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
者
が
助
か
る
わ
け
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
助
か
る
見
込
み
は
多
面
的（
対

称
的
）
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
両
者
の
違
い
が
あ

32
）

る
が
、
こ
こ
に
価
値
的
差
異
を
見
て
、
前
者
は
正
当
化
さ
れ
る
が
、
後
者
は
正
当
化
さ
れ
な

い
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
避
難
行
為
は
生
命
の
短
縮
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
途
死
ぬ
運
命
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
の
根
拠
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
生
命
の
質
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
に

33
）

な
る
。

現
実
的
な
危
険
共
同
体
の
例
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
満
員
の
旅
客
機
を
乗
っ
取
り
、
そ
れ
を
墜
落
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さ
せ
た
り
、
高
層
建
築
物
に
激
突
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
地
上
の
大
勢
の
者
を
救
う
た
め
に
こ
れ
を
撃
墜
し
て
無
関
与
の
乗
客
を
犠
牲

に
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
詳
し
く
見
る
と
、
こ
の
事
例
を
危
険
共
同
体
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
乗
客
が
地
上
の
者
と
「
同
じ

船
」
に
乗
っ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
し
、
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
者
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
例

は
、
助
か
る
見
込
み
が
片
面
的
に
し
か
な
い
と
い
う
点
で
、
岩
壁
登
攀
の
例
と
構
造
的
に
似
て
い
る
。
現
実
的
に
不
可
避
な
あ
る
い
は
そ

う
思
わ
れ
る
乙
の
転
落
も
航
空
機
の
墜
落
も
ザ
イ
ル
の
切
断
や
撃
墜
に
よ
っ
て
早
め
ら
れ
る
の
で

34
）

あ
る
。
こ
の
緊
急
避
難
行
為
と
し
て
の

撃
墜
も
正
当
化
さ
れ
な
い
が
、
免
責
さ
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
乗
客
・
乗
員
の
生
命
は
ど
の
道
助
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
避

難
行
為
を
正
当
化
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
生
命
の
質
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な

35
）

ろ
う
。
な
お
、
旅
客
機
乗
っ
取
り
で
は
、
乗
客
・
乗
員
に

よ
る
侵
害
行
為
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
命
を
毀
損
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
緊
急
救
助
（
正
当
防
衛
）
が
ゆ
る
さ
れ

な
い
こ
と
は
当
然
で

36
）

あ
る
。

大
勢
の
集
団
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
は
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
小
集
団
に
そ
の
危
険
を
転
嫁
す
る
場
合
、

例
え
ば
、
制
動
機
の
故
障
し
た
、
あ
る
い
は
運
転
者
の
失
神
し
た
貨
物
列
車
が
乗
客
満
員
の
先
行
列
車
に
追
突
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、

驀
進
す
る
列
車
を
線
路
工
夫
が
工
事
中
の
他
の
起
動
に
転
轍
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
を
犠
牲
に
す
る
転
轍
手
の
場
合﹇
転
轍
手
事
件
﹈（
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
設
例
）
も
免
責
緊
急
避
難
の
例
で

37
）

あ
る
。

な
お
、
ひ
と
り
又
は
少
数
の
者
を
救
助
す
る
た
め
に
複
数
の
者
又
は
多
く
の
者
を
犠
牲
に
す
る
場
合
は
免
責
さ
れ
な
い
。
確
か
に
、
個
々

人
の
生
命
に
質
的
等
価
値
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
一
定
量
を
超
え
る
と
、
質
的
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で

38
）

あ
る
。
物
を
救
助
す
る
た
め
に
殺
人
を
犯
す
こ
と
は
常
に
不
均
衡
で

39
）

あ
る
。
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４

相
当
性

免
責
緊
急
避
難
に
お
い
て
も
、
緊
急
避
難
行
為
の
相
当
性
（A
n
g
em
essen

h
eit

）
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
必
要
性
か
ら
も
法
益
の
均
衡
か
ら
も
厳
格
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
核
に
あ
る
思
想
は
、
避
難
行
為
の
態
様
、
そ
こ
か
ら

発
生
す
る
結
果
が
法
秩
序
の
基
本
価
値
に
抵
触
し
、
社
会
倫
理
違
反
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実

際
に
意
味
を
有
す
る
の
は
、
人
間
の
価
値
へ
の
侵
害
と
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
私
的
領
域
へ
の
特
別
の
嫌
悪
す
べ
き
避
難
行
為
で
あ
る
。
例

え
ば
、
人
質
の
隠
匿
場
所
を
突
き
止
め
る
た
め
に
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
を
拷
問
す
る
と
か
、
狭
く
、
窓
の
な
い
地
下
室
に
閉
じ
込
め
、
被

害
者
を
自
分
の
糞
尿
に
晒
さ
せ
、
食
事
も
与
え
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
特
別
の
苦
痛
や
辱
め
を
伴
う
拘
禁
で

40
）

あ
る
。

５

期
待
可
能
性

免
責
可
能
性
の
本
来
的
中
核
に
あ
る
の
が
期
待
可
能
性
で
あ
る
。
一
般
に
、
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
が
存
在
す

れ
ば
、
期
待
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
刑
法
は
誰
に
対
し
て
も
一
定
程
度
の
外
的
、
内
的
苦
境
に
耐
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
免
責
緊
急
避
難
で
は
期
待
可
能
性
の
特
別
の
検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
の
比
較
人
（
規
準
人
）
に
よ
る
評

価
行
為
が
行
わ
れ
る
。
法
的
に
保
護
さ
れ
る
価
値
に
結
び
つ
く
人
が
、
行
為
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
規
準
人
に
他
の
行

為
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
〇
条
第
一
項
「
そ
の
行

為
者
の
状
態
に
あ
れ
ば
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
ば
れ
て
い
る
者
か
ら
も
他
の
行
動
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。
も
と
よ

り
、
こ
の
評
価
は
、
各
時
代
に
お
け
る
社
会
の
法
理
解
と
文
化
理
解
を
規
準
と
し
た
客
観
的
判
断
で

41
）

あ
る
。

緊
急
避
難
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
基
本
思
想
は
寛
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
下
に
向
け
て
」は
、
行
為
者
の
お
か
れ
た
緊
急
状
態
か
ら

生
ず
る
、
一
般
的
に
も
っ
と
な
動
機
付
け
の
故
に
、
そ
れ
自
体
命
令
さ
れ
る
法
の
遵
守
に
誠
実
た
る
こ
と
を
断
念
す
る
が
、「
上
に
向
け
て
」

は
、
個
人
の
判
断
が
も
は
や
一
般
的
に
も
っ
と
も
と
は
い
え
な
い
、
つ
ま
り
、
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
が
譲
歩
を
許
さ
な
い
と
き
、
免
責
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は
認
め
ら
れ

42
）

な
い
。
期
待
可
能
性
検
証
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
行
為
者
に
窮
地
を
も
た
ら
し
た
外
的
事
情
を
認
識
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る

動
機
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
が
、
ど
の
程
度
、
侵
害
法
益
へ
の
侵
害
が
、
行
為
者
が
保
全
法
益
の
た
め
の
行
為

を
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
緊
急
状
態
の
規
模
か
ら
す
る
と
、
法
倫
理
的
に
忍
受
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
規
範
的
、
客
観
的
な

事
前
の
行
為
予
測
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
自
身
が
圧
力
状
況
を
ど
の
程
度
感
じ
て
い
た
か
と
か
、
葛
藤
状
況

を
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
個
人
倫
理
は
、
な
る
ほ
ど
社
会
倫
理
と
一
致
し
う
る
が
、
し
か
し
、
社
会
倫
理
を
修
正

し
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
駆
逐
す
る
こ
と
は
で
き

43
）

な
い
。

こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
統
計
的
平
均
人
で
は
な
く
、
規
範
的
比
較
人
の
判
断
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
で
、
二
つ
の
客
観
的
規
準
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
行
為
者
の
状
況
、
つ
ま
り
、
行
為
時
点
の
外
的
事
情
と
動
機
で
あ
り
、
そ

の
二
は
、
行
為
者
の
性
質
、
つ
ま
り
、
そ
の
個
人
的
要
素
で
あ
る
。
い
か
な
る
避
難
行
為
も
外
的
事
情
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
、
外
的
事
情
に
対
し
て
他
の
人
で
あ
っ
て
も
防
御
的
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら

44
）

な
い
。

期
待
可
能
性
に
あ
る
客
観
化
さ
れ
た
責
任
非
難
も
個
人
非
難
で
あ
る
か
ら
、法
の
比
較
人
は
で
き
る
だ
け
個
別
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

準
拠
点
は
常
に
行
為
者
で
あ
り
、
行
為
者
の
状
況
に
い
る
だ
れ
か
あ
る
第
三
者
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
具
体
的
行
為
者
を
無
視
し
て
よ

い
の
は
、
行
為
者
の
特
性
が
行
為
者
の
性
質
を
有
す
る
他
の
法
に
誠
実
な
人
に
関
連
付
け
ら
れ
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
で
き
る
限
り
、

行
為
者
は
法
的
心
情
を
も
っ
た
「
個
人
の
特
性
を
有
す
る
全
体
人
格
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
年
齢
、
社
会
状
況
、
そ
れ
と

と
も
に
、
身
体
的
、
知
的
及
び
精
神
的
要
素
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
人
物
群
に
よ
っ
て
個
別
化
さ

45
）

れ
る
。
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但
し
、
評
価
行
為
自
体
は
純
粋
に
客
観
的
で
あ
る
。
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
結
び
つ
く
人
と
い
う
の
は
客
観
的
尺
度
の
任
務
を
有

し
て
い
る
の
で

46
）

あ
る
。
動
機
が
も
っ
と
も
で
あ
る
か
否
か
は
社
会
倫
理
的
原
則
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
最
終
的
に
は
、
個

人
の
可
能
性
で
な
く
、
一
般
的
当
為
が
決
定
的
意
味
を
有
す
る
の
で

47
）

あ
る
。

期
待
可
能
性
検
証
の
詳
細
は
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
境
と
こ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙
る
法
益
と
関
連

48
）

す
る
。
際
立
っ
た
思
い
や
り
の
無
さ
、
残

虐
性
、
重
い
行
動
障
害
、
精
神
病
質
そ
れ
に
状
況
的
感
情
的
過
剰
と
い
っ
た
よ
う
な
異
常
な
性
格
的
又
は
衝
動
的
特
異
性
が
存
在
す
る
と

き
、
動
機
が
も
っ
と
も
だ
っ
た
と
は
い
え

49
）

な
い
。

Ⅳ

主
観
的
緊
急
避
難
要
素

行
為
者
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
生
ず
る
特
別
の
動
機
圧
力
の
故
に
、
期
待
不
可
能
性
の
見
地
か
ら
免
責
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
行
為
者
は
緊
急
避
難
の
前
提
要
件
（
免
責
事
態
）
を
認
識
し
、
且
つ
、
実
際
に
そ
れ
に
よ
る
圧
迫
感
を
抱
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

緊
急
避
難
の
前
提
要
件
が
存
在
し
て
も
、
行
為
者
が
こ
れ
を
知
ら
な
い
と
き
、
心
理
的
圧
迫
感
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、
正
当
化
緊
急

避
難
と
は
異
な
り
、
違
法
な
行
為
を
前
提
と
す
る
免
責
緊
急
避
難
に
は
特
別
の
救
助
意
思
、
つ
ま
り
、
避
難
目
的
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の

理
由
は
、
衝
動
操
縦
の
特
別
の
重
要
性
に
あ
る
。
法
が
危
難
を
免
れ
よ
う
と
す
る
動
機
を
是
認
す
る
と
き
、
行
為
者
に
は
ま
さ
に
こ
の
法

倫
理
的
に
是
認
さ
れ
る
目
的
が
重
要
な
意
味
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
免
責
事
態
の
認
識
と
こ
れ
に
伴
う
避
難
目
的

が
主
観
的
緊
急
避
難
要
素
で

50
）

あ
る
。

学
説
に
は
、
行
為
者
に
「
危
難
と
自
己
の
行
為
が
回
避
効
果
を
有
す
る
こ
と
の
認
識
」
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
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ば
、「
外
に
現
れ
な
い
内
心
」に
よ
っ
て
犯
罪
の
成
否
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
動
機
の
誠
実
さ
を
問
題
に
す
る
の
は
行
為
主
義
に

反
す
る
と
の
見
解
も
見
ら

51
）

れ
る
。
し
か
し
、
免
責
緊
急
避
難
と
い
う
の
は
構
成
要
件
該
当
、
違
法
な
行
為
を
前
提
と
し
て
、
異
常
な
状
況

下
に
お
け
る
行
為
者
の
心
理
状
態
か
ら
免
責
に
値
す
る
か
否
か
の
検
証
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
誠
実
な
動
機
が
要
求
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
臆
病
者
と
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
動
機
が
あ
っ
て
も
、
避
難
目
的
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
、
避
難
目
的
を
要
求
し
て
も
心
情
刑
法
に
堕
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

52
）

な
い
。

Ⅴ

業
務
上
の
特
別
の
義
務

刑
法
第
三
七
条
第
二
項
は
、「
前
項
の
規
定
は
、
業
務
上
特
別
の
義
務
が
あ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
」と
定
め
る
が
、
こ
れ
は
正
当
化

緊
急
避
難
ば
か
り
で
な
く
、
免
責
緊
急
避
難
に
も
妥
当
す
る
。
職
業
上
の
地
位
に
基
づ
き
危
険
の
防
御
の
義
務
を
有
す
る
者
、
つ
ま
り
、

自
己
を
不
可
避
的
に
危
険
に
晒
さ
ざ
る
を
得
な
い
者
、
例
え
ば
、
警
察
官
、
消
防
職
員
、
医
師
、
自
衛
隊
員
に
は
一
段
と
高
い
危
険
負
担

の
義
務
（
特
別
の
危
険
負
担
義
務
）
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
高
い
期
待
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
社
会
は
危
難
の
状
況
に
あ
っ
て
こ
う

い
っ
た
人
々
の
行
動
に
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
義
務
は
「
自
己
犠
牲
」
を
強
い
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
自
己
の
生
命
が
確
実
に
危
う
い
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
免
責
が
可
能
で
あ
る
。
状
況
に
応
じ
た
期
待
可
能
性
の
限
界

は
、
人
の
救
助
で
な
く
、
物
の
救
出
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
い
っ
そ
う
妥
当

53
）

す
る
。
当
該
状
況
に
お
か
れ
た
特
定
の
職

業
に
従
事
す
る
規
準
人
の
観
点
か
ら
期
待
可
能
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で

54
）

あ
る
。

Ⅵ

緊
急
避
難
救
助

行
為
者
が
、
危
難
状
況
に
あ
る
他
人
を
救
助
す
る
緊
急
避
難
救
助
（N

o
tsta

n
d
sh
ilfe

）
も
免
責
が
認
め
ら
れ
う
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
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五
条
は
「
親
族
又
は
そ
の
他
の
自
己
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
」
に
限
定
し
て
い
る
が
、
我
が
国
と
同
様
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
、
ス
イ

ス
刑
法
は
限
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
法
政
策
的
に
見
る
と
、
客
観
面
で
は
、「
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
人
」と
の
同
胞
的
連
帯
、
主
観
面

で
は
、
行
為
者
が
具
体
的
状
況
の
下
で
共
感
的
に
他
人
の
苦
境
に
感
情
移
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
基
礎
付
け
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の
場
合

も
、
行
為
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
結
び
つ
く
人
を
規
準
と
す
る
期
待
可
能
性
判
断
が
必
要
で

55
）

あ
る
。
他
人

が
救
助
を
拒
否
す
る
と
き
、
緊
急
避
難
救
助
は
行
い
得
な
い
。
さ
ら
に
、
緊
急
避
難
救
助
者
は
、
他
人
に
場
合
に
よ
っ
て
は
危
難
に
あ
る

法
益
の
放
棄
を
期
待
さ
れ
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
緊
急
避
難
は
、
こ
の
状
況
に
あ
る
行
為
者
自
身
が

行
う
で
あ
ろ
う
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な

56
）

ら
な
い
。

Ⅶ

錯
誤

行
為
者
が
現
実
に
存
在
す
る
緊
急
避
難
状
況
を
認
識
し
て
い
な
い
と
き
、
行
為
者
に
は
危
難
を
回
避
す
る
目
的
は
な
い
。
心
理
的
圧
迫

状
態
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
法
に
誠
実
な
決
定
の
期
待
不
可
能
性
を
理
由
と
す
る
免
責
の
余
地
は

57
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
を
免
責

す
る
前
提
要
件
が
揃
っ
て
い
な
い
の
に
存
在
す
る
と
誤
認
し
た
と
き（
誤
想
避
難
）、
行
為
者
は
そ
の
前
提
要
件
が
実
際
に
存
在
す
る
と
き

と
同
じ
心
理
的
状
況
、
動
機
付
け
状
況
に
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
に
拳
銃
を
突
き
つ
け
丙
を
殺
す
よ
う
に
強
要
す
る
が
、
乙
は
そ
れ
が

甲
の
は
っ
た
り
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
乙
が
甲
の
強
要
を
拒
絶
し
て
も
、
甲
は
乙
を
射
殺
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
責
任
事
態
が
実
際
に
存
在
す
る
か
否
か
は
重
要
で
な
く
、
行
為
者
が
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
こ
と
だ
け
が
重
要
で
あ
る（
欠

陥
の
な
い
心
理
的
関
係
）。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
故
意
行
為
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
法
的
前
提
要
件
が

充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
、
行
為
者
の
表
象
が
正
し
い
な
ら
、
免
責
事
由
が
介
入
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
さ
も
な
い
と
、
緊
急

避
難
状
況
に
関
し
て
錯
誤
状
態
に
あ
る
行
為
者
が
、
錯
誤
に
陥
っ
て
い
な
い
者
よ
り
も
厚
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
免
責
前
提
要
件
の
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誤
認
が
過
失
に
基
づ
く
と
き
、
過
失
犯
規
定
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
誤
想
緊
急
避
難
行
為
者
は
過
失
犯
で
処
罰
さ
れ

58
）

う
る
。
行
為
者
に

免
責
事
由
の
存
在
、
範
囲
に
関
し
て
錯
誤
が
あ
る
と
き
（
例
え
ば
、「
現
在
」
の
危
難
が
存
在
し
な
く
て
も
免
責
さ
れ
る
と
考
え
る
と
き
）、

あ
る
い
は
、
一
定
の
事
実
か
ら
期
待
不
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
の
錯
誤（
規
準
人
の
社
会
倫
理
的
判
断
と
し
て
の
期
待
可
能
性
の
錯
誤
）

が
あ
る
と
き
、
か
か
る
錯
誤
は
存
在
し
な
い
免
責
事
由
を
誤
認
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
無
視
し
て
差
し
支
え
な
い
。
責
任
を
帰
属
す
る

根
拠
と
な
る
法
的
要
件
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
可
罰
性
の
前
提
要
件
と
は
な
ら

59
）

な
い
。
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ト
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高

等
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院
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九
五
八
年
に
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貧
し
い
境
遇
に
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精
神
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身
体
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発
達
障
害
の
あ
る
15
歳
の
少
女
が
、
厳
格
な
、
し
か
も
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
継

父
の
言
い
つ
け
で
赤
松
の
薪
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本
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盗
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だ
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の
少
女
は
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れ
ま
で
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父
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こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
免
責
緊
急
避
難
の
根
拠
を
責
任
の
不
存
在
で
は
な
く
、
予
防
的
処
罰
の
必
要
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
る
。

規
範
の
動
機
付
け
へ
の
働
き
か
け
が
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、異
常
な
事
態
の
た
め
刑
罰
に
よ
る
警
告
が
あ
っ
て
も
予
期
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
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こ
う
い
っ
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す
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の
で
、
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反
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（
甲
は
乙
と
一
緒
に
危
険
な
帆
走

を
す
る
が
、
救
命
胴
衣
を
う
っ
か
り
家
に
置
い
て
き
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
嵐
に
遭
い
転
覆
し
た
た
め
、
乙
か
ら
そ
の
救
命
胴
衣
を
奪
い
取
っ
た
結
果
、
自

分
は
助
か
っ
た
が
、
乙
は
波
に
飲
ま
れ
て
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
免
責
さ
れ
な
い
。
甲
は
危
険
ば
か
り
で
な
く
、
乙
を
犠
牲
に
し
て
助
か
る
必
要
の
あ
る

こ
と
を
予
見
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
甲
は
綿
密
に
調
べ
た
救
命
胴
衣
を
持
参
し
た
が
、
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
予
見
で
き
な
か
っ
た

と
き
、
免
責
さ
れ
う
る
。
甲
は
緊
急
状
態
に
責
め
を
負
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
緊
急
避
難
状
況
を
予
見
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ

て
、
緊
急
避
難
行
為
を
予
見
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
か
ら
、
甲
は
救
命
胴
衣
を
家
に
置
い
て
き
た
が
、
乙
が
持
参
す
る
こ
と
を
予
見
で
き

な
く
て
も
、
甲
が
乙
の
そ
れ
を
奪
っ
た
た
め
、
乙
が
死
ん
だ
と
き
、
甲
は
可
罰
的
で
あ
る
）。R
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12 R
n

 
63.

13
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 81.

14
）

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
3),

22 R
n 50.
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15
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
3),

35 R
n 17;

Jakobs
,
(F
n
.
3),

17.
A
b
sch

n R
n 75.

こ
れ
に
対
し
て
、
免
責
を
認
め
る
の
が
、R

oxin
,
(F
n
.
3),

22 R
n 51.

16
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 75,

78;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 10;
K
ien
apfek,

H
opfel,

(F
n
.
2),

Z 20 R
n 19.

大
判
大
正
一
三
・
一
二
・
一
二
刑
集
三
・
八
六
七
〔
被
告
人
は
自
動
車
を
運
転
中
、
前
方
か
ら
来
る
荷
車
の
背
後
等
に
十
分
注
意
す
る
こ
と
な
く
、
漫
然

と
時
速
約
八
マ
イ
ル
の
急
速
力
で
こ
れ
と
擦
違
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
荷
車
の
背
後
か
ら
道
路
を
横
切
ろ
う
と
し
て
い
た
甲
を
発
見
、
急
遽
こ
れ
を
避
け
よ

う
と
し
て
道
路
を
右
に
転
換
し
た
た
め
、
甲
の
祖
母
に
衝
突
さ
せ
死
亡
す
る
に
至
ら
せ
た
と
い
う
事
案
〕「
刑
法
第
三
七
条
に
於
イ
テ
緊
急
避
難
ト
シ
テ
刑
罰

の
責
任
ヲ
科
サ
セ
ル
行
為
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ハ
公
平
正
義
ノ
懸
念
ニ
立
脚
シ
他
人
ノ
正
当
ナ
ル
利
益
ヲ
侵
害
シ
テ
尚
自
己
ノ
利
益
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ン

ト
ス
ル
ニ
在
レ
ハ
同
条
ハ
其
ノ
危
難
ハ
行
為
者
カ
其
ノ
有
責
行
為
ニ
因
リ
自
ラ
招
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
社
会
ノ
通
念
ニ
照
シ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
其

ノ
非
難
行
為
ヲ
是
認
ス
ル
能
ハ
サ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
ヘ
キ
ニ
依
リ
原
判
決
ノ
判
断
ハ
正
当
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
…
…
被
告
人
カ
甲

ノ
祖
母
乙
ト
出
会
シ
避
譲
ノ
処
置
ヲ
執
ラ
サ
リ
シ
事
実
ヲ
過
失
ト
認
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
看
取
シ
得
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
他
ニ
避
ク
ヘ
キ
方
法
ア
ル
ニ
拘
ラ
ス
甲
ノ
祖

母
乙
ト
衝
突
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
係
リ
已
ム
ヲ
得
ス
シ
テ
衝
突
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
」。

17
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p 10.

18
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 82;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
k
a
p R

n 10.

19
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 93.

20
）

K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z 
20 R

n 15;
F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

R
n 18;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 11.

21
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 94 ff.;

H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 5 f.

22
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 97.

23
）

V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 88.

24
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 91;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 8;
F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 19;
W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.

3),
8 R

n 316.

西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
六
年
・
一
三
四
頁
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
も
正
当
化
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
。
そ
の
論
理
は
、
ミ
ニ
ョ

ネ
ッ
ト
号
事
件
を
例
に
と
る
と
、
２
（
危
難
者
）＞

１
（
犠
牲
者
）
だ
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、－

１
（
一
人
の
犠
牲
者
）＞

－

３
（
全
員
が
犠
牲
者
）

だ
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
は
明
ら
か
に
法
文
の
趣
旨
に
反
す
る
。「
避
け
よ
う
と
害
」と
い
う
の
は
三
名
全
員
の
生

命
の
喪
失
で
は
な
く
、
危
難
者
二
名
の
生
命
の
喪
失
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
２＞

１
で
あ
っ
て
も
な
お
正
当
化
さ
れ
う
る
か
で
あ
る
。
参
照
、
山
中

敬
一
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
五
三
二
頁
。

25
）

W
essels

/B
eu
lke,

(F
n
.
3),

8 R
n 316.
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26
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

16 R
n
 
78;

J.
R
en
zikow

ski,
N
o
tsta

n
d
 
u
n
d
 
N
o
tw
eh
r.
1994,

246
 
f.;

H
.
-L
.
G
u
n
th
er
,
D
efen

siv
n
o
tsta

n
d
 
u
n
d

 
T
o
tu
n
g
srech

t,
in
:
A
m
elu
n
g
-F
estsch

rift,
2009,

147 ff.

27
）

F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 20;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z
 20 R

n 16.

28
）

V
g
l.
V
.
K
rey,

R
.
E
sser

,
D
eu
tsch

es S
tra
frech

t A
T
,
4.
A
u
fl.,

2011,
R
n 757;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 10.

岐
阜
地
判
昭
和
六
〇
・
七
・
一
九
判
時
一
一
六
六
・
一
八
五
は
、〔
被
告
人
で
あ
る
暴
力
団
員
甲
が
、
乙
組
組
長
丙
か
ら
命
令
さ
れ
て
丁
組
組
長
戊
を
所
携

の
日
本
刀
で
背
後
か
ら
斬
り
つ
け
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
被
告
人
甲
の
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
い
う
主
張
を
排
斥
し
た
。「
被
告
人
は
、
…
…
組
内
に
お
い
て
は
若
輩
の
地
位
に
あ
っ
て
、
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
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
、
被
告
人
は
丙
ら
が
…
…
戊
に
対
し

憤
激
し
て
い
る
事
情
を
知
っ
て
お
り
、
被
告
人
が
丙
か
ら
戊
を
斬
れ
と
命
じ
ら
れ
た
の
が
…
…
午
前
零
時
こ
ろ
で
あ
り
、
…
…
丁
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
被
告
人
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
乙
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
、
被
告
人
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
。乙
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
。
…
…
被
告
人
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
た
。

な
お
、
東
京
地
判
平
成
八
・
六
・
二
六
判
時
一
五
七
八
・
三
九
﹇
オ
ウ
ム
真
理
教
リ
ン
チ
殺
人
事
件
﹈
は
、「
オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
信
者
で
あ
る
被
告
人
甲

は
、
同
教
団
の
元
信
者
で
あ
る
乙
と
と
も
に
、
教
団
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
自
分
の
母
親
を
連
れ
出
そ
う
と
、
同
施
設
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
。
そ
の
後
、
被
告
人
は
、
同
教
団
教
祖
丙
や
幹

部
前
に
連
れ
出
さ
れ
、
丙
か
ら
被
告
人
を
解
放
す
る
条
件
と
し
て
、「
お
前
が
丁
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
」
と
言
わ
れ
た
。
被
告
人
は
殺
害
を
拒
ん
だ
と
し
て
も
、
直
ち
に
殺
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
丁
を
殺
し
さ
え
す
れ
ば
自
分
は
自
宅
に
無

事
に
戻
れ
る
も
の
と
考
え
、
丙
か
ら
丁
を
殺
害
す
れ
ば
自
宅
に
帰
れ
る
旨
の
回
答
を
得
た
た
め
、
丁
殺
害
を
決
意
し
、
教
団
幹
部
に
よ
っ
て
押
さ
え
つ
け
ら
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れ
て
い
た
丁
の
頸
を
ロ
ー
プ
で
絞
め
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
」に
お
い
て
、「
甲
が
あ
く
ま
で
丁
を
殺
害
す
る
よ
う
に
説
得
す
る
丙
の
言
葉
に
逆
ら
い
、
丁

殺
害
を
強
硬
に
拒
否
し
続
け
た
と
す
れ
ば
、
甲
自
身
も
殺
害
さ
れ
る
可
能
性
が
存
し
た
と
は
い
い
う
る
が
、
…
…
甲
が
丁
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
丙
の
言
葉
も
、
甲
に
丁
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
。
…
…
実
際
に
、
丙
な
い

し
周
囲
に
い
る
教
団
幹
部
が
、
甲
に
対
し
凶
器
を
突
き
付
け
る
な
ど
し
て
丁
殺
害
を
迫
っ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
加
え
、
…
…
丙
は
、
甲

に
対
し
、
丁
を
殺
害
す
る
よ
う
に
命
じ
た
後
、
甲
が
明
確
な
答
え
を
せ
ず
、
時
間
を
稼
い
で
い
る
間
に
、
…
…
丙
が
絶
え
間
な
く
甲
に
丁
の
殺
害
を
迫
っ
て

い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
、
…
…
甲
が
丁
の
殺
害
を
決
意
す
る
ま
で
の
間
に
甲
が
丁
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
。…
…
丁
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
甲
が
丁
殺
害
を
拒
否
し
て
も
、
た
だ
ち
に
甲
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
、
甲
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
、
甲
の
行
為
は
緊
急
避
難
行
為
に
該
当
し
な
い
」

と
し
た
上
で
、「
甲
は
、
自
己
の
身
体
に
対
す
る
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
丁
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
、
甲
の
行
為
に
は
、
過
剰
避
難
が
成
立
す
る
」
と
説
示
し
た
。
本
判
決
は
、
被
告
人
の
生
命
に
対
す
る
危
難
の
現
在
性
を
否
定
し
た
が
、

し
か
し
、
直
ち
に
行
動
し
な
け
れ
ば
自
分
の
生
命
に
対
す
る
危
難
を
避
け
る
見
込
み
が
無
い
と
き（
将
来
危
難
）、
現
在
の
危
難
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
免
責
強
要
緊
急
避
難
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
は
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
心
理
的
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本

件
で
は
生
命
へ
の
危
難
に
対
す
る
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。

29
）

R
.
M
erkel,

D
ie K

o
llisio

n rech
tm
a
ß
ıg
er In

teressen u
n
d d

ie S
ch
a
d
en
sersa

tzp
flich

t b
ei rech

tm
a
ß
ig
en H

a
n
d
lu
n
g
en
,
1895,

48.

30
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
3),

8 R
n 316a

;
W
.
K
u
per

,
T
o
tu
n
g
sv
erb

o
t u
n
d L

eb
en
sn
o
tsta

n
d
,
Ju
S
 1981,

785 ff.,
793.

こ
れ
に
対
し
て
、
ノ

イ
マ
ン
は
、
転
落
者
は
保
護
に
値
す
る
が
、
し
か
し
、
保
護
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
避
難
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
と
論
ず
る
。N

eu
m
an
n
,
(F
n
.

4),
34 R

n 77.

同
旨
、E

rb
,
34 R

n 118 f.

オ
ッ
ト
ー
も
、
生
命
の
量
化
は
許
さ
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
相
互
に
ザ
イ
ル
で
結
び
つ
い
た
三
人
の
登
山
家

の
う
ち
の
二
人
が
氷
河
の
割
れ
目
に
転
落
し
た
と
い
う
設
例
で
、
転
落
し
た
二
人
に
は
生
存
の
見
込
み
が
無
い
こ
と
を
理
由
に
、
他
の
一
人
が
自
分
の
生
命

を
維
持
す
る
た
め
に
ザ
イ
ル
を
切
る
こ
と
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
、
転
轍
手
の
事
例
で
は
避
難
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
ま
で
危
険
の
な
い
者
に

危
険
が
生
ず
る
の
で
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
論
ず
る
。H

.
O
tto
,
G
ru
n
d
k
u
rs S

tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,

2004,
8 R

n 187 ff.

31
）

O
G
H
S
t 1 321 ff.;

2 117 ff.

（
英
国
占
領
地
区
最
高
裁
判
所
は
医
師
の
責
任
を
認
め
、
一
身
的
処
罰
阻
却
事
由
を
肯
定
し
た
）、B

G
H
 
N
JW
 
1953,

13
 

f.

（
連
邦
裁
判
所
は
一
身
的
処
罰
阻
却
事
由
を
認
め
ず
、
行
為
者
の
不
法
の
意
識
を
念
入
り
に
調
査
す
る
べ
き
と
し
て
事
実
審
に
差
し
戻
し
た
）。
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32
）

V
g
l.
T
h
.
R
on
n
au
,
L
eip
zig
er K

o
m
m
en
ta
r S

tG
B
,
12.

A
u
fl.,

2006,
V
o
r

32 R
n 343;

N
eu
m
an
n
,
(F
n
.
4),

34 R
n 76.

33
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

16 R
n 38 ff.

34
）

R
on
n
au
,
(F
n
.
32),

V
o
r

32 R
n 343.

35
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
3),

8 R
n 316b

.
v
g
l.
B
V
erfG

E
 
115,

118

＝N
JW
 
2006,

751.

ノ
イ
マ
ン
は
、
こ
の
設
例
で
も
、
乗
客
の
生
命
は
保
護
に

値
す
る
が
、
保
護
の
可
能
性
が
最
低
限
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
避
難
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
と
論
ず
る
。N

eu
m
an
n
,
(F
n
.
4),

34 R
n 77e.

同
旨
、V

.
E
rb
,
M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
d
.
1,
2003,

34 R
n 118 f.

36
）

M
.
P
aw
lik
,
14 A

b
s.
3 d
es L

u
ftsich

erh
eitsg

esetzes
-
ein T

a
b
u
b
ru
ch
?,
JZ 2004,

1045 ff.;
H
.
O
tto
,
D
ie stra

frech
tlich

e B
eu
rteilu

n
g

 
d
er K

o
llisio

n rech
tlich g

leich
ra
n
g
ig
er In

teressen
,
Ju
ra 2005,

470 ff.,
478.

37
）

H
.
W
elzel,

Z
u
m
 
N
o
tsta

n
d
sp
ro
b
lem

,
Z
S
tW
 
63
(1951),

47,
51;

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 91;

R
on
n
au
,
(F
n
.
32),

V
o
r 32

 
R
n 347.

こ
れ
に
対
し
て
、
免
責
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定
す
る
の
が
、R

oxin
,
(F
n
.
3),

22 R
n 162

（
ど
の
道
失
わ
れ
る
者
が
殺
さ
れ
る
の
で
な
く
、

危
険
が
無
関
与
の
者
に
転
嫁
さ
れ
る
）、Jakobs
,
(F
n
.
3),

20.
A
b
sch

n
.
R
n 41

（
線
路
工
夫
の
生
命
喪
失
を
実
際
に
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

状
況
で
は
な
い
）、N

eu
m
an
n
,
(F
n
.
4),

35 R
n 61 f.

38
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 92.

39
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 13.

40
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 98 f.;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 13.

41
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 100;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 14.

42
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 102.

43
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 14;
F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 5.

44
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 103 f.

45
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 105;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 15;
H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 18.

46
）

H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 18.

47
）

H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 18.

48
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 108 ff.

49
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 106;

K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z 20 R
n 9;

F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 10;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
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1),
15.

K
a
p R

n 16.
50
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 137 ff;

H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 8;

F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 22;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.

K
a
p R

n 17;
R
oxin

,
(F
n
.
3),

22 R
n 32 ff.;

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

12 R
n 55 ff.

51
）

Jakobs
,
(F
n
.
3),

20.
A
b
sch

n R
n 10 f.

52
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

22 R
n 33;

K
u
h
l,
(F
n
.
3),

12 R
n 26.

53
）

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
3),

22 R
n 41;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 10;
F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 16 f;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z 20 R
n 21.

54
）

H
opfel,

(F
n
.
11),

10 R
n 21;

P
.
L
ew
isch

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2003,
N
a
ch
b
em

3 R
n 108;

F
u
ch
s
,

(F
n
.
12),

24.
K
a
p R

n 16;
H
opfel /K

ien
apel,

(F
n
.
2),

Z 20 R
n 21;

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 77;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),
15.

K
a
p

 
R
n 10.

反
対
、
山
中
（
注
24
）
五
三
七
頁
。

55
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 65;

F
u
ch
s
,
(F
n
.
12),

24 K
a
p R

n 23.

56
）

M
oos

,
10 R

n 65.

57
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 144;

T
riffterer

,
(F
n
.
5),

12.
K
a
p R

n 134,
143.

58
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 144 ff.;

K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z 20 R
n 25 ff.;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 18.

こ
れ
に

対
し
て
、
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
る
の
が
、R

oxin
,
(F
n
.
3),

22 R
n 59

「
と
い
う
の
は
。
実
際
に
存
在
す
る
緊
急
事
態
と
い
う
の
は
、
行
為
者
の
責
任

を
阻
却
す
る
の
で
は
な
く
、
立
法
者
が
予
防
的
処
罰
の
必
要
性
が
無
い
こ
と
を
理
由
に
そ
の
行
為
者
の
作
為
を
答
責
し
な
い
と
い
う
帰
結
を
導
く
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
予
防
の
必
要
性
に
変
化
を
来
た
す
の
は
、
緊
急
事
態
が
行
為
者
の
頭
の
中
に
だ
け
あ
る
と
き
で
あ
る
。
客
観
的
な
強
迫
状
態
か
ら
生
じ
て
い
る
の

で
な
い
故
意
の
違
法
な
行
為
が
、
行
為
者
の
回
避
可
能
な
誤
っ
た
思
い
込
み
だ
け
で
不
処
罰
と
さ
れ
る
な
ら
、
効
果
的
な
刑
法
の
法
益
保
護
の
任
務
に
反
す

る
。
む
し
ろ
、
答
責
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
錯
誤
を
非
難
で
き
な
い
ほ
ど
に
行
為
者
が
状
況
を
注
意
深
く
調
べ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
限

定
さ
れ
る
」。

59
）

M
oos

,
(F
n
.
2.
K
o
m
m
en
ta
r),

10 R
n 147;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 19;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
2),

Z 20 R
n 28;

R
oxin

,
(F
n
.

3),
22 R

n 65.
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