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被
告
人
に
は
防
衛
行
為
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
、
誤
想
防

衛
の
成
立
が
認
め
ら
れ
、
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
例

樋　
　

笠　
　

尭　
　

士

大
阪
地
裁
判
決 

平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
、
判
タ
一
三
五
九
号
二
五
一
頁

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
平
成
二
二
年
九
月
一
九
日
午
後
六
時
五
四
分
こ
ろ
、
大
阪
市
ａ
区
ｂ
ｃ
丁
目
ｄ
番
ｅ
号
所
在
の
自
宅
二
階
に
お
い
て
、
実
弟
の
Ａ
（
当
時

三
八
歳
）
と
口
論
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
は
、
Ａ
が
使
っ
て
い
た
コ
ッ
プ
を
床
に
た
た
き
つ
け
て
割
る
と
と
も
に
、
水
差
し
を
床
に
た
た
き
つ
け
、

Ａ
の
携
帯
電
話
を
二
つ
に
折
っ
て
投
げ
捨
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ａ
が
被
告
人
に
駆
け
寄
り
、
手
拳
で
一
回
そ
の
顔
面
を
殴
打
し
、
後
退
し
前
屈
み
に
な
っ

た
被
告
人
の
顔
面
等
を
手
拳
で
さ
ら
に
複
数
回
殴
打
し
、
被
告
人
を
後
方
に
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
Ａ
の
暴
行
行
為
は
被
告
人
の
右
奥
歯
一
本
を
折
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る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
両
人
は
も
み
あ
い
と
な
り
、
被
告
人
は
Ａ
に
対
し
、
そ
の
背
後
か
ら
左
腕
を
首
に
回
し
て
締
め
つ
け
、
よ
っ
て
、
同
所
に
お

い
て
、
同
人
を
窒
息
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。

以
上
の
事
実
に
加
え
、
Ａ
が
被
告
人
よ
り
も
体
格
的
に
相
当
優
位
に
あ
っ
た
こ
と
、
Ａ
が
け
ん
か
慣
れ
を
し
て
い
た
と
い
え
る
の
に
対
し
、
被
告
人
は

全
く
の
不
得
手
で
あ
る
こ
と
、
従
前
の
被
告
人
と
Ａ
と
の
け
ん
か
に
お
い
て
も
Ａ
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
件
当
時
、
被
告
人
は
Ａ
か
ら
ほ

ぼ
一
方
的
に
、
か
つ
、
相
当
強
い
攻
撃
を
受
け
、
こ
れ
に
対
応
す
る
過
程
で
Ａ
共
々
激
し
く
動
い
て
い
た
事
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

【
判
　
旨
】

被
告
人
は
、
Ａ
が
使
っ
て
い
た
コ
ッ
プ
を
床
に
た
た
き
つ
け
て
割
る
と
と
も
に
、
水
差
し
を
床
に
た
た
き
つ
け
、
Ａ
の
携
帯
電
話
を
二
つ
に
折
っ
て
投

げ
捨
て
て
お
り
（
以
下
、
こ
れ
ら
被
告
人
の
一
連
の
行
為
を
「
本
件
先
行
行
為
」
と
い
う
。）、
こ
れ
が
Ａ
の
怒
り
を
一
定
程
度
誘
発
す
る
べ
き
違
法
行
為

で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
は
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
に
上
記
の
よ
う
な
暴
行
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
を
壊
す
行
為
と
人

を
傷
つ
け
る
行
為
と
を
比
較
す
れ
ば
、
Ａ
の
行
為
は
、
被
告
人
に
よ
る
物
を
壊
す
行
為
の
違
法
性
の
程
度
を
大
き
く
超
え
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
本

件
先
行
行
為
は
、
上
記
の
と
お
り
、
Ａ
の
怒
り
を
誘
発
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
被
告
人
と
Ａ
が
七
、八
年
間
、
殴
り
合
い
の
喧
嘩
を
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
間
、
被
告
人
と
Ａ
と
の
間
で
暴
力
が
振
る
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
Ａ
が
本
件
先
行
行
為
に
応

じ
て
、
被
告
人
の
歯
が
折
れ
る
ほ
ど
の
暴
力
を
振
る
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
予
想
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
被
告
人
が
、

Ａ
の
攻
撃
を
予
期
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
告
人
は
Ａ
の
首
を
締
め
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と

は
認
め
難
い
こ
と
、
被
告
人
の
検
察
官
調
書
（
乙
一
号
証
）
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
件
以
前
に
被
告
人
と
Ａ
が
殴
り
合
い
の
け
ん
か
を
し
た
際
、
被
告
人
は

Ａ
に
力
で
は
到
底
か
な
わ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
事
実
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
被
告
人
が
素
手
で
、
Ａ
に
対
し
て
積
極
的
に

攻
撃
を
加
え
よ
う
と
思
い
立
つ
と
は
考
え
難
い
こ
と
、
被
告
人
と
Ａ
は
普
段
は
仲
が
悪
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
被
告
人

が
本
件
事
件
当
時
、
Ａ
に
対
し
て
積
極
的
に
危
害
を
加
え
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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そ
し
て
、
被
告
人
が
Ａ
に
対
す
る
怒
り
も
あ
る
も
の
の
、
自
己
の
身
を
守
ろ
う
と
い
う
意
思
を
抱
い
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
も
っ

ぱ
ら
Ａ
に
危
害
を
加
え
る
意
思
で
あ
っ
た
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
件
当
時
、
被
告
人
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
当
た
る
Ａ

の
攻
撃
に
対
し
て
反
撃
が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
の
下
、
防
衛
の
た
め
に
公
訴
事
実
記
載
の
行
為
に
及
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
人
の
急
所
で
あ

る
首
を
締
め
る
と
い
う
行
為
は
、
人
の
生
命
を
侵
害
す
る
重
大
な
危
険
を
含
む
行
為
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
行
為
と
し
て
は
許
容
範
囲

を
超
え
、
相
当
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
上
記
の
と
お
り
、
被
告
人
に
Ａ
の
首
を
締
め
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
認

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
人
は
Ａ
の
首
の
辺
り
を
腕
で
押
さ
え
込
み
、
Ａ
の
動
き
を
封
じ
よ
う
と
す
る
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
前
提
で
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
し
て
い
た
事
実
を
基
礎
と
し
、
本
件
事
件
当
時
被
告
人
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
等
を
考
慮

す
れ
ば
、
被
告
人
の
認
識
上
、
被
告
人
が
Ａ
に
対
し
て
し
た
行
為
は
、
Ａ
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
防
衛
行
為
と
し
て
許
容
範
囲
を
超
え
て
お
ら
ず
、
相
当

性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
は
、
防
衛
の
た
め
相
当
な
行
為
を
す
る
つ
も
り
で
誤
っ
て
そ
の
限
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

防
衛
行
為
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
は
誤
想
防
衛
に
当
た
り
、
被
告
人
に
対
し
、

Ａ
に
対
す
る
傷
害
致
死
罪
の
故
意
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
研
　
究
】

一　

は
じ
め
に

本
件
は
、
正
当
防
衛
の
成
立
に
必
要
な
客
観
的
要
件
が
現
実
に
は
具
備
さ
れ
て
い
な
い
の
に
そ
れ
を
誤
信
し
て
防
衛
の
意
思
を
も
っ
て

反
撃
行
為
を
行
っ
た
、
誤
想
防
衛
の
事
案
で
あ
る
。
誤
想
防
衛
の
事
案
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
本
件
は
急
迫
不
正
の
侵
害
が
現
実
に
存
在

し
た
も
の
の
、
必
要
且
つ
相
当
な
防
衛
行
為
を
す
る
意
図
で
客
観
的
に
は
そ
の
限
度
を
超
え
る
不
相
当
な
・
過
剰
な
防
衛
行
為
を
し
た
場

合
で
あ
り
、
過
剰
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
誤
認
が
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
誤
想
防
衛
に
関
す
る
通
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
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者
の
認
識
は
故
意
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
も
通
説
に
従
い
、
被
告
人
の
故
意
責
任
を
阻
却
す
る
と
判
示
し
て
い

る
。
誤
想
防
衛
の
詳
細
な
検
討
に
入
る
に
先
立
ち
、自
招
防
衛
、積
極
的
加
害
意
思
、急
迫
性
、防
衛
の
意
思
に
関
す
る
判
示
を
概
観
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
論
点
お
よ
び
要
件
は
、
本
件
に
お
い
て
誤
想
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件

事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
器
物
損
壊
と
い
う
自
招
行
為
に
起
因
し
て
被
害
者
が
暴
行
行
為
を
開
始
し
て
お
り
、
そ
の
事
実
関
係

の
上
で
被
告
人
に
誤
想
防
衛
が
成
立
し
て
い
る
点
に
お
い
て
特
殊
性
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る）（
（

。

二　

正
当
防
衛
の
各
要
件
に
関
す
る
本
判
決
の
判
断
方
法

ま
ず
、
最
決
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
（
刑
集
六
二
巻
六
号
一
七
八
六
頁
）
に
お
い
て
（
以
下
平
成
二
〇
年
決
定
と
呼
ぶ
）、
自
招
防
衛
の
成

否
に
つ
い
て
、「
近
接
し
た
場
所
で
の
一
連
、
一
体
の
事
態
」
を
前
提
と
し
た
上
で
「
相
手
方
の
攻
撃
が
被
告
人
の
暴
行
の
程
度
を
大
き

く
超
え
る
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
に
お
い
て
は
、「
物
を
壊
す
行
為
と
人
を
傷
つ
け
る
行
為
と
を
比

較
す
れ
ば
、
Ａ
の
行
為
は
、
被
告
人
に
よ
る
物
を
壊
す
行
為
の
違
法
性
の
程
度
を
大
き
く
超
え
て
い
る
と
い
え
る
。」
と
判
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
自
招
防
衛
の
成
否
に
関
し
、
平
成
二
〇
年
決
定
と
同
様
の
判
断
枠
組
み
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
同

決
定
は
、
暴
行
対
暴
行
と
い
う
、
両
者
に
お
い
て
被
侵
害
法
益
お
よ
び
行
為
態
様
が
同
一
で
あ
る
場
合
の
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
本
件
は
器
物
損
壊
対
暴
行
と
い
う
、
被
侵
害
法
益
も
行
為
態
様
も
異
な
る
場
合
の
自
招
防
衛
で
あ
る
か
ら
、
本
件
地
裁
は

新
し
い
判
断
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
違
法
性
の
程
度
を
構
成
要
件
に
お
い
て
比
較
し
、
暴
行
が
器
物
損
壊
を
超
え

る
違
法
性
を
有
す
る
と
判
示
し
て
お
り
、
保
護
法
益
や
行
為
態
様
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
違
法
性
の
程
度
を
構
成
要
件
に
お
い
て

比
較
し
て
自
招
防
衛
の
成
否
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
構
成
要
件
の
違
法
の
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程
度
を
一
般
的
に
比
較
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
本
件
器
物
損
壊
と
本
件
具
体
的
暴
行
（
殴
打
）
の
程
度
に
鑑
み
た
違
法
性

の
比
較
な
の
か
は
、
明
確
に
は
読
み
取
れ
得
な
い
。
仮
に
、
後
者
で
あ
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
本
件
具
体
的
暴
行
（
殴
打
）
に
鑑
み
て

違
法
性
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
暴
行
が
平
手
打
ち
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
器
物
損
壊
罪

の
違
法
の
程
度
と
同
等
な
い
し
は
そ
れ
を
下
回
る
可
能
性
も
見
い
出
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
平
成
二
〇
年
決
定
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
評
釈
に
お
い
て
、「
同
質
な
行
為
間
の
侵
害
性
を
比
較
し
た
も
の
」
と
す
る
見
解）（
（

や
、

「
侵
害
の
自
招
一
般
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
見
解）（
（

、「
器
物
損
壊
が
先
行
行
為
の
場
合
に
は
直
ち
に
射
程
は
及
ば
な
い
」

と
す
る
見
解）（
（

な
ど
を
は
じ
め
、
学
説
の
多
く
に
お
い
て
、
行
為
態
様
が
異
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
同
決
定
の
射
程
が
及
ば
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た）（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
器
物
損
壊
対
暴
行
と
い
う
、
被
侵
害
法
益
も
行
為
態
様
も
異
な
る
場
合
の
自
招
防

衛
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、こ
の
限
り
で
は
平
成
二
〇
年
決
定
よ
り
も
一
歩
踏
み
込
ん
だ
判
示
を
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
く
は
、

本
件
が
、
平
成
二
〇
年
決
定
の
判
断
枠
組
み
に
内
在
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
本
判
決
は
同
決
定
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
と
い
え
よ
う）（
（

。

次
に
、
積
極
的
加
害
意
思
と
急
迫
性
に
関
し
て
は
、
最
決
昭
和
五
二
年
七
月
二
一
日
（
刑
集
三
一
巻
四
号
七
四
七
頁
）
に
お
い
て
、「
当

然
又
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
侵
害
が
予
期
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
単
に
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
な
か
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す

る
意
思
で
臨
ん
だ
と
き
は
、も
は
や
急
迫
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、か
か
る
判
断
方
式
が
、

本
判
決
の
「
予
想
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
被
告
人
が
、
Ａ
の
攻
撃
を
予
期
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
認
め

ら
れ
な
い
。」
ま
た
「
積
極
的
に
危
害
を
加
え
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
の
部
分
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
判
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決
は
昭
和
五
二
年
決
定
に
従
っ
て
積
極
的
加
害
意
思
と
急
迫
性
の
存
否
を
判
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
防
衛
の
意
思
に
つ
い
て
も
、「
自
己
の
身
を
守
ろ
う
と
い
う
意
思
を
抱
い
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
も
っ

ぱ
ら
Ａ
に
危
害
を
加
え
る
意
思
で
あ
っ
た
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
認
定
さ
れ
て
お
り
、「
防
衛
の
意
思
と
攻
撃
の
意
思
が
併
存
し

て
い
て
も
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
認
識
し
つ
つ
、 

こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
防
衛
の
意
思
は
否

定
さ
れ
な
い
。」
と
判
示
し
た
最
小
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
（
刑
集
二
九
巻
一
〇
号
九
八
三
頁
）
の
判
断
枠
組
み
に
従
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の
分
析
を
前
提
と
し
、
誤
想
防
衛
の
詳
細
な
検
討
に
移
り
た
い
。

三　

防
衛
行
為
の
相
当
性
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
情

防
衛
行
為
の
相
当
性
を
判
断
す
る
際
に
基
礎
と
な
る
事
情
は
行
為
者
の
認
識
（
＝
事
前
判
断
）
で
あ
る
の
か
、ま
た
は
客
観
的
な
事
情
（
＝

事
後
判
断
）
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
従
来
、
判
例）（
（

は
、
行
為
時
の
事
情
の
み
に
基
づ
い
て
防
衛
行
為
の
必
要
性
、
相
当
性

を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
下
級
審
に
お
い
て
は
、
見
解
を
異
に
す
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
改
め
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
①
客
観
的
に
存
在
し
た
事
情
を
基
礎
と
す
る
見
解
を
採
る
も
の
と
し
て
、
本
判
決
お
よ
び
東
京
高
判
昭
和
三
二
年
七
月
一
八
日

（
高
刑
特
四
巻
一
四
・
一
五
号
三
五
七
頁
）
が
あ
る
。
同
判
決
で
は
、
傍
論
で
は
あ
る
も
の
の
、「
誤
想
防
衛
が
、
成
立
す
る
に
は
、
犯
人
の
認

識
し
た
内
容
（
誤
想
に
よ
る
侵
害
）
が
犯
人
の
な
し
た
反
撃
行
為
を
已
む
を
得
な
い
防
衛
行
為
と
認
め
さ
せ
る
程
度
の
急
迫
不
正
の
事
由
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
且
つ
当
時
の
客
観
的
事
情
か
ら
見
て
、
犯
人
が
そ
の
よ
う
な
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
と
誤
認
し
た
こ
と
が

相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
お
り
、「
客
観
的
事
情
か
ら
見
る
」
こ
と
を
明
言
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し
て
い
る
。
ま
た
、
同
判
決
に
お
い
て
、
誤
想
防
衛
の
成
立
に
は
誤
想
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
相
当
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②
行
為
者
の
認
識
し
た
事
情
を
基
礎
と
す
る
見
解
を
採
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
四
月
二
四
日
（
判
タ

七
六
三
号
二
八
四
頁
）
が
あ
る
。
同
判
決
で
は
、「
防
衛
行
為
の
手
段
に
つ
い
て
客
観
的
事
実
と
行
為
者
の
認
識
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ

る
場
合
に
は
、
行
為
者
の
認
識
を
基
準
と
し
て
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、「
行
為
者
の
認
識

を
基
準
」
に
相
当
性
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
判
決
は
、
行
為
者
の
認
識
し
た
事
情
を
基
礎
に
一
般
人
を
基
準
と
し
て
相
当
性

を
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る）（
（

。ま
た
、誤
想
防
衛
で
は
な
く
正
当
防
衛
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、同
判
決
に
お
け
る「
相

当
性
」
は
、
客
観
的
な
相
当
性
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
本
件
の
よ
う
に
客
観
的
に
は
相
当
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
上
で
、
行
為
者
の

認
識
に
お
い
て
「
相
当
性
」
判
断
を
す
る
場
合
と
異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
判
決
の
先
例
的
価
値

は
必
ず
し
も
高
い
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
判
決
に
対
し
て
は
、
主
観
面
を
違
法
性
判
断
に
取
り
込
む
の
は
危
険
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い

る
）
（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
積
極
的
加
害
意
思
や
防
衛
の
意
思
な
ど
も
主
観
面
の
事
情
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
判
例
に
お
い
て
認
め
て
い
る
。
判

例
が
、
正
当
防
衛
を
制
限
す
る
方
向
で
主
観
面
を
取
り
込
む
の
な
ら
ば
、
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
を
広
く
認
め
る
拡
張
方
向
に
、

主
観
面
を
取
り
込
む
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
判
決
以
降
、
判
例
お
よ
び
裁
判

例
に
お
い
て
、
主
観
面
を
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
く
と
さ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
大
阪
地
判
平
成
三
年
判
決
の
み
が
特
殊
な
場

合
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ）（（
（

、
本
判
決
で
は
「
被
告
人
に
Ａ
の
首
を
締
め
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
認
定

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
人
は
Ａ
の
首
の
辺
り
を
腕
で
押
さ
え
込
み
、
Ａ
の
動
き
を
封
じ
よ
う
と
す
る
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
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う
前
提
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
認
定
さ
れ
、「
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
し
て
い
た
事
実
を
基
礎
と
し
」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、

主
観
面
が
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
判
決
は
主
観
面
に
留
ま
ら
ず
、「
本
件
事
件
当
時
被
告
人
が
置
か
れ
て

い
た
状
況
等
を
考
慮
す
れ
ば
」
と
も
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
本
件
事
件
当
時
の
状
況
の
検
討
に
お
い
て
、「
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
下

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
が
、
と
に
か
く
Ａ
の
動
き
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
の
に
必
死
で
あ
り
、
無
我
夢
中
で
Ａ
の
動
き
を

制
止
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
Ａ
の
首
の
辺
り
に
左
腕
を
か
け
、
右
手
で
左
手
を
持
ち
、
首
の
辺
り
を
押
さ
え
よ
う
と
し
て
い
て
、
意
図
せ

ず
首
を
締
め
る
形
に
な
り
、
そ
の
状
況
を
認
識
し
な
い
ま
ま
、
Ａ
を
窒
息
死
す
る
に
至
ら
し
め
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
不
自

然
と
は
い
え
な
い
。」
と
い
う
部
分
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
阪
地
判
平
成
三
年
判
決
に
お
い
て
は
、
主
観
の
み
が
相
当
性
判
断

の
基
礎
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
防
衛
行
為
の
相
当
性
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
判
決
に

お
い
て
は
、
行
為
者
の
主
観
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
、
周
囲
の
客
観
的
状
況
も
考
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
限
り
で
は
大
阪

地
判
平
成
三
年
判
決
の
用
い
た
相
当
性
判
断
に
絞
り
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
上
述
の
通
り
、
大
阪
地
判
平
成
三

年
判
決
の
い
う
「
相
当
性
」
と
本
件
の
「
相
当
性
」
が
異
な
る
次
元
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
判
決
は
本
件
具
体
的
事
案
に
お

け
る
行
為
者
の
認
識
に
つ
い
て
の
相
当
性
の
判
断
基
準
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

四　

過
失
犯
と
錯
誤
の
関
係

裁
判
例
を
概
観
す
る
に
、
誤
想
防
衛
と
過
失
犯
の
関
係
に
関
す
る
判
示
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
類
型
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

い
ず
れ
も
下
級
審
で
あ
り
、
か
つ
事
例
判
断
で
も
あ
る
の
で
、
統
一
的
な
基
準
な
い
し
見
解
が
必
ず
し
も
導
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

形
式
上
、
文
言
の
使
用
方
法
の
差
異
、
お
よ
び
体
系
的
な
思
考
が
見
い
出
せ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
で
分
類
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
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点
に
注
意
さ
れ
た
い
。

第
一
類
型
［
過
失
犯
非
言
及
型
］

こ
れ
は
、
誤
想
防
衛
の
成
立
の
み
を
検
討
し
、
過
失
犯
の
検
討
を
し
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
①
盛
岡
地
一
関

支
判
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
（
下
刑
三
巻
三
・
四
号
二
五
二
頁
）
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
被
告
人
は
防
衛
の
た
め
に
相
当
な
行
為
を
す
る

つ
も
り
で
誤
っ
て
そ
の
程
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
防
衛
行
為
の
誤
認
に
外
な
ら
ず
、
急
迫
不
正
の
侵
害
事
実
に
つ
い
て

の
誤
認
と
同
様
に
、
講
学
上
は
誤
想
防
衛
の
一
場
合
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
被
告
人
に
防
衛
の
程
度
を
超

え
て
死
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
責
任
を
問
う
こ
と
は
格
別
、
こ
れ
を
も
っ
て
結
果
に
対
す
る
故
意
責
任
を
問
う
こ

と
は
で
き
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
述
の
大
阪
地
判
平
成
三
年
や
本
判
決
も
同
様
に
［
過
失
犯
非
言
及
型
］
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

第
二
類
型
［
誤
想
→
過
失
型
］

こ
れ
は
、
誤
想
防
衛
に
該
当
し
、
誤
想
に
つ
き
過
失
は
な
い
か
ら
過
失
犯
不
成
立
と
読
め
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
②
新
潟
地
長
岡
支

判
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
一
四
日
（
刑
月
七
巻
九
・
一
〇
号
八
五
五
頁
）
が
あ
る
。
同
判
決
で
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
が
な
い
の
に
こ
れ
が
あ

る
も
の
と
誤
信
し
て
防
衛
意
思
の
も
と
に
し
た
行
為
と
い
う
べ
く
、
い
わ
ゆ
る
誤
想
防
衛
行
為
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
誤
想
に

つ
き
被
告
人
の
責
に
帰
す
べ
き
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
結
局
犯
罪
は
成
立
し
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
判
示
さ
れ

て
い
る
。
次
に
、
③
千
葉
地
判
昭
和
五
九
年
二
月
七
日
（
判
時
一
一
二
七
号
一
五
九
頁
）
で
あ
る
が
、
同
判
決
は
、「
被
告
人
の
本
件
行
為

は
、
誤
想
防
衛
に
該
当
し
て
、
故
意
が
阻
却
さ
れ
、
ま
た
そ
の
誤
想
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
結
局
被
告
人
の

本
件
行
為
は
罪
と
な
ら
な
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。
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第
三
類
型
［
過
失
不
存
在
→
誤
想
型
］

こ
れ
は
、
錯
誤
に
過
失
が
な
い
か
ら
、
誤
想
防
衛
が
成
立
す
る
と
読
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
④
東
京
地
判
平

成
一
四
年
一
一
月
二
一
日
（
判
時
一
八
二
三
号
一
五
六
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
判
決
で
は
、「
過
剰
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
つ
い
て
の

認
識
に
欠
け
て
い
た
と
み
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
（
な
お
、
…
…
被
告
人
両
名
の
上
記
の
誤
認
に
つ
い
て
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
過
失
が
あ
っ
た
こ

と
も
認
め
難
い
。）
…
…
被
告
人
両
名
に
対
し
、
Ｄ
に
対
す
る
傷
害
致
死
罪
の
故
意
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
⑤
広
島
高
判
昭
和
三
五
年
六
月
九
日
（
高
刑
集
一
三
巻
五
号
三
九
九
頁
、
判
時
二
三
六
号
三
四
頁
）
に

お
い
て
も
、「
右
錯
誤
に
つ
い
て
は
記
録
上
こ
れ
が
同
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
過
失
に
よ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
被
告
人
の

本
件
行
為
は
、
錯
誤
に
よ
り
犯
罪
の
消
極
的
構
成
要
件
事
実
即
ち
正
当
防
衛
を
認
識
し
た
も
の
で
故
意
の
内
容
た
る
犯
罪
事
実
の
認
識
を

欠
く
こ
と
に
な
り
従
っ
て
犯
意
の
成
立
が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
犯
罪
は
成
立
し
な
い
。」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
誤
想
防
衛
と
過
失
犯
の
成
否
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
判
示
方
法
は
三
類
型
に
分
類
さ
れ
得
る
。
誤
想
に
つ
い

て
の
過
失
は
、
い
わ
ゆ
る
過
失
犯
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
点
は
、
裁
判
例
②
を
見
る
に
、「
そ
の
誤
想
に
つ
き
被
告
人

の
責
に
帰
す
べ
き
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
結
局
犯
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、「
結
局
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
二
つ
の

犯
罪
の
検
討
、
す
な
わ
ち
、
故
意
犯
・
過
失
犯
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
両
者
と
も
に
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
結
論
と
し
て
み
れ
ば
、「
誤
想
に
関
す
る
過
失
が
な
い
」＝「
過
失
犯
が
成
立
し
な
い
」
と
な
っ

て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
裁
判
例
③
に
お
い
て
も
、「
結
局
」
と
い
う
文
言
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
鑑
み
れ
ば
、

誤
想
に
つ
い
て
の
過
失
が
あ
る
場
合
は
、
故
意
犯
こ
そ
成
立
し
な
い
も
の
の
、
過
失
犯
（
過
失
処
罰
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
り
）
が
成
立
し
、

誤
想
に
つ
い
て
過
失
が
な
け
れ
ば
、
過
失
犯
自
体
は
お
よ
そ
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
本
来
は
［
誤
想
→
過
失
型
］
の
よ
う
に
、
故
意
犯
成
立
が
否
定
さ
れ
た
後
に
過
失
犯
の
検
討
に
移
る
の
が
体
系
的
な
順
序
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が）（（
（

、
実
務
的
に
見
れ
ば
、
誤
想
に
つ
い
て
の
過
失
の
有
無
の
検
討
が
故
意
犯
の
成
立
の
否
定
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
な
ら
ば
過
剰
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
を
欠
い
た
時
点
で
、
そ
れ
が
過
失
で
あ
れ
無
過
失
で
あ
れ
、
故
意
犯

は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誤
想
防
衛
（
な
い
し
、
過
剰
性
を
誤
想
す
る
誤
想
防
衛
）
に
お
い
て
は
、
故
意
責
任
は

常
に
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
故
意
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
文
言
に
進
む
前
に
、
誤
想
に
つ
き
過
失
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る

利
益
は
、
故
意
犯
否
定
後
の
過
失
犯
検
討
の
先
取
り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、［
過
失
不
存
在
→
誤
想
型
］
に
つ
い
て
も
、
過
失
の
不
存
在
が
あ
る
場
合
の
み
誤
想
防
衛
が
成
立
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
誤

想
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
故
意
犯
が
成
立
し
て
し
ま
い
、
不
合
理
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、［
過
失
不
存
在
→
誤
想
型
］
も
、

そ
の
事
案
に
お
い
て
過
失
が
な
い
こ
と
を
単
に
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。［
過
失
不
存
在
→
誤
想
型
］
に
お
い
て

誤
想
防
衛
の
成
立
要
件
が
「
過
失
の
不
存
在
」
で
な
い
の
に
、
過
失
に
あ
え
て
言
及
す
る
理
由
は
、
同
様
に
、
故
意
犯
否
定
後
の
過
失
犯

検
討
の
先
取
り
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
よ
う
に
、
誤
想
に
つ
き
過
失
が
な
い
よ
う
な
事
案
は
、
故
意
犯
は
お
ろ
か
、
当
然
過
失
犯
も
不
成
立
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
の
検
討
に
関
す
る
文
言
が
判
示
部
分
に
見
当
た
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点

に
関
し
、
本
件
は
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
で
あ
り
、
公
判
前
整
理
手
続
に
付
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
過
失
致
死
罪
の
検

討
を
し
な
い
た
め
、
予
め
争
点
整
理
段
階
に
お
い
て
過
失
致
死
罪
が
争
点
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑

み
る
と
、
誤
想
に
つ
き
過
失
が
な
い
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
に
過
剰
性
の
認
識
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
故
意
犯
が
成
立
し
、

同
認
識
が
認
定
さ
れ
な
い
場
合
に
無
罪
と
な
る
理
由
は
、
こ
の
類
型
の
誤
想
防
衛
の
場
合
、
過
失
犯
の
不
成
立
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
だ
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と
考
え
ら
れ
る
。
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
で
あ
る
こ
と
も
第
一
類
型
［
過
失
犯
非
言
及
型
］
が
存
す
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

五　

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
、
最
決
平
成
二
〇
年
決
定
を
基
礎
に
し
、
保
護
法
益
・
行
為
態
様
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
構
成
要
件
の
違
法
性
の
程

度
を
比
較
し
て
自
招
防
衛
の
成
否
を
判
断
し
、
同
決
定
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。

本
判
決
に
お
い
て
過
失
犯
の
検
討
に
関
す
る
文
言
が
判
示
部
分
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
と
、
下
級
審
の
検
討
、
さ
ら
に
裁
判
員
裁
判
対

象
事
件
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
地
裁
は
誤
想
防
衛
に
お
い
て
、
故
意
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
文
言
に
進
む
前
に
誤
想
に
つ

き
過
失
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
お
り
、
誤
想
に
つ
い
て
の
過
失
を
先
に
検
討
す
る
が
ゆ
え
に
、
誤
想
に
つ
き
無
過
失
の
場
合
は
、
故

意
犯
は
も
ち
ろ
ん
、
過
失
犯
も
不
成
立
と
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
た
点
に
も
意
義
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
判
決
は
、
主
観
面
を
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
く
か
否
か
の
問
題
に
つ
き
、
行
為
者
の
主
観
を
基
礎
に
し
つ
つ
周
囲
の
客
観

的
状
況
も
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
主
観
面
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
併
せ
て
客
観
的
事
情
を
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
く
と

い
う
方
向
性
を
示
し
た
点
に
も
意
義
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
誤
想
防
衛
に
関
す
る
裁
判
員
裁
判
と
過
失
犯
非
言
及
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
検
討
素
材
が
十
分
で
は
な
い
た
め
、
今
後
の
裁

判
例
の
集
積
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（
）
嶋
矢
貴
之
は
、
本
判
決
を
「
家
庭
内
で
の
争
闘
」
と
分
類
し
、
裁
判
例
を
類
型
化
す
る
。
家
庭
内
に
お
け
る
正
当
防
衛
に
つ
い
て
、
路
上
の
場
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合
に
比
べ
、
被
侵
害
者
に
退
避
や
通
報
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
が
多
く
、
結
果
と
し
て
正
当
防
衛
状
況
の
認
定
が
緩
や
か
に

な
り
得
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
刑
法
学
会
第
九
三
回
共
同
研
究
分
科
会
Ⅰ
「
正
当
防
衛
・
共
犯
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
報
告
。

（
（
）
橋
爪
隆
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
九
一
号
一
六
二
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）
山
口
厚
「
正
当
防
衛
論
の
新
展
開
」
曹
時
六
一
巻
二
号
三
一
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）
三
浦
透
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説 

刑
事
篇
（
平
成
二
〇
年
度
）
四
三
八
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
（
）
橋
田
久
・
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
四
四
号
一
三
一
頁
（
二
〇
一
二
年
）
で
は
、「
本
決
定
の
評
釈
に
お
い
て
は
、
攻
撃
招
致
両
行
為
の
程

度
の
比
較
は
『
両
者
の
行
為
態
様
や
法
益
侵
害
性
が
基
本
的
に
同
質
で
あ
る
こ
と
が
前
提
』
と
考
え
、
本
決
定
の
射
程
は
攻
撃
と
し
て
の
暴
行
を

招
致
し
た
の
が
暴
行
、
脅
迫
等
の
『
実
力
行
使
』
で
あ
る
場
合
に
の
み
及
び
、
侮
辱
や
不
法
侵
入
に
よ
る
招
致
の
場
合
に
お
い
て
は
均
衡
を
問
題

に
で
き
な
い
た
め
に
正
当
防
衛
を
制
限
し
な
い
の
が
最
高
裁
の
趣
旨
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
平
成
二
〇
年
決
定

に
関
し
、
学
説
の
多
数
が
、
自
招
防
衛
の
判
断
枠
組
み
は
暴
行
対
暴
行
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
林
幹
人
は
、「
暴
行
に
限
ら
れ

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
林
幹
人
「
自
ら
招
い
た
正
当
防
衛
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
号
四
三
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）
穴
沢
大
輔
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル 
三
三
号
九
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）
も
、
本
件
に
お
け
る
違
法
の
程
度
の
比
較
に
お
い
て
は
被
侵
害
法
益
が
異

な
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
（
）
最
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
四
日
（
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
五
七
三
頁
）
な
ど
。

（
（
）
十
河
太
朗
「
正
当
防
衛
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
同
志
社
法
学
四
五
巻
五
号
一
四
三
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
（
）
山
中
敬
一
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
四
号
一
二
六
頁
（
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

（
（0
）
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
、
佐
伯
仁
志
「
防
衛
行
為
の
相
当
性
判
断
に
お
け
る
基
礎
事
情
」
判
例
セ
レ
ク
ト
一
九
九
一
年
三
二
頁
。

（
（（
）
岩
間
康
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
〇
〇
二
号
一
四
九
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
（（
）
誤
想
防
衛
の
体
系
的
位
置
お
よ
び
学
説
の
対
立
に
関
し
て
は
、
拙
稿
・「
誤
想
防
衛
状
況
に
お
け
る
許
容
構
成
要
件
の
錯
誤StGB§§

（（Ⅰ
, （（

」

（
海
外
法
律
事
情 

ド
イ
ツ
刑
事
判
例
研
究
（
八
九
）
比
較
法
雑
誌
四
九
巻
一
号
二
二
七
頁
（
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
（（
）
本
件
は
傷
害
致
死
事
件
で
あ
り
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
で
あ
る
（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
第
二
条
二
項
の
「
法
定
合

議
事
件
で
あ
っ
て
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
に
関
す
る
も
の
」
に
該
当
す
る
。）。

（
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）


