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Ⅰ
　
緒
言

正
当
防
衛
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
法
は
、
国
際
的
に
比
較
し
て
み
て
も
、

防
衛
者
に
対
し
て
非
常
に
広
範
囲
に
及
ぶ
防
衛
権
限
を
与
え
て
お
り

ま
す
。
攻
撃
者
に
対
す
る
い
か
な
る
反
撃
も
、
そ
の
攻
撃
者
か
ら
発

す
る
現
在
の
違
法
な
攻
撃
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、

ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
に
よ
り
、
原
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
必
要
性
と
い
う
も
の
は
、
次
の
よ
う

な
場
合
に
の
み
な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
攻
撃
を
同
様
に
確
実
に

回
避
で
き
る
が
、
攻
撃
者
に
与
え
る
危
害
が
よ
り
少
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
防
衛
行
為
以
外
の
行
為
の
選
択
肢
を
、
防
衛
者

が
依
然
と
し
て
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
場
合
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
、
比
例
性
（
あ
る
い
は
均
衡
性
）
の
観
点
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超

え
る
制
限
を
設
け
る
よ
う
な
こ
と
は
、
正
当
防
衛
を
規
制
す
る
ド
イ

ツ
法
に
と
っ
て
は
、
原
則
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ

え
、
関
連
す
る
法
益
の
衡
量
は
、
通
常
の
場
合
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
高
価
な
装
飾
品
の
所
有
者
が
自
己
の
財
物
の
所
有

権
を
防
衛
す
る
た
め
に
盗
品
を
所
持
し
て
逃
走
し
よ
う
と
す
る
窃
盗

犯
人
に
向
け
て
発
砲
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
犯
人
を
な
ん
と
か
引
き

と
め
る
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
許
容
さ
れ
ま
す（1
）
　
。
例
外
と

な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
だ
け
で
あ
り
ま
す（2
）
　
。
す
な
わ
ち
、
本

来
必
要
な
手
段
の
投
入
が
「
極
端
に
不
均
衡
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う

な
場
合
、
つ
ま
り
い
ま
示
さ
れ
た
用
例
の
場
合
に
盗
品
が
高
価
な
装

飾
品
で
は
な
く
、
安
価
な
流
行
の
装
飾
品
の
よ
う
な
価
値
の
低
い
対

象
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な

広
範
囲
に
及
ぶ
正
当
防
衛
権
限
を
い
か
に
し
て
正
統
化
し
得
る
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
圧
倒
的
な
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
脅

か
さ
れ
て
い
る
自
己
の
個
人
的
法
益
の
保
全
に
対
す
る
被
攻
撃
者
の

利
益
と
い
っ
た
も
の
で
は
、
正
統
化
根
拠
と
し
て
十
分
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
被
攻
撃
者
の
利
益

だ
け
で
は
、
法
益
の
安
全
に
関
す
る
攻
撃
者
の
利
益
が
原
則
的
に
劣

後
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
重
大
さ
に
お
い
て
不

十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
説
は
、

い
わ
ば
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
し
ま
す（3
）
　
。
こ
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
と
い
う
も
の
は
、
単
に
被
攻
撃
者
の
個

人
的
法
益
の
保
護
だ
け
で
は
な
く
、
法
秩
序
の
防
衛
（「
法
の
確
証
」）

を
も
目
的
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

目
的
は
、
攻
撃
に
対
す
る
防
御
を
通
じ
て
攻
撃
者
に
よ
っ
て
侵
害
さ
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れ
た
行
動
規
範
の
経
験
的
妥
当
を
強
化
し
、
し
た
が
っ
て
法
の
事
実

上
の
制
御
能
力
を
維
持
す
る
と
い
う
仕
方
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
個
人
的
法
益
の
保

護
と
法
の
確
証
と
が
共
に
作
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
比

較
し
た
場
合
に
攻
撃
者
の
利
益
が
常
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
優
劣
関
係
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
と
し
て
の
正
当
化
の
要
件
は
、
攻
撃
を
受

け
る
個
人
的
法
益
の
防
衛
に
関
す
る
利
益
（
個
人
的
法
益
保
護
利
益
）

と
法
秩
序
の
防
衛
に
関
す
る
利
益
（
法
確
証
利
益
）
と
が
〈
重
畳
的

に
〉
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
二
元
的
正
当
防
衛
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
、

以
下
に
お
い
て
批
判
的
分
析
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

際
、
第
一
に
、
二
つ
の
要
素
の
相
互
関
係
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
次
に
、
被
攻
撃
者
の
個
人
的
法
益
保
護
と
い
う
利
益

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
通
説
と
と
も
に
試
し
に

仮
定
し
た
場
合
に
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ド
イ
ツ

刑
法
三
二
条
の
正
当
防
衛
権
限
を
実
際
に
正
統
化
で
き
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ
　
個
人
的
法
益
保
護
と
法
確
証
と
の
関
係

た
だ
い
ま
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー

チ
の
支
持
者
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
に
よ
る
正
当
化
に
と
っ
て
、

個
人
的
法
益
保
護
と
い
う
利
益
な
ら
び
に
法
確
証
の
利
益
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
正
当
防
衛
は
、
こ
う
し
た
構
想
に
よ
る
と
、
二
つ
の
要
素
の
一

つ
だ
け
で
も
欠
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
正
当
防
衛
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
の

問
題
を
も
た
ら
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
ま
ず
、
純
粋
な
個
人
主
義
的
構

想
と
比
較
し
た
場
合
に
、
二
元
的
正
当
防
衛
モ
デ
ル
が
も
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
長
所
の
一
つ
が
、
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
コ
ン

ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
二
元
的
な
コ
ン

ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
次
の
点
が
説
明
可
能

と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
被
攻
撃
者
が
退
避
す
れ
ば
自
己

の
個
人
的
法
益
の
保
全
が
よ
り
よ
い
仕
方
で
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
場

合
に
、
個
人
的
法
益
保
護
と
い
う
観
点
の
下
で
は
攻
撃
者
の
法
益
を

侵
害
す
る
よ
う
な
防
衛
行
為
は
不
要
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な

場
合
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
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点
で
あ
り
ま
す（4
）
　
。
さ
て
そ
れ
で
は
、
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
個

人
的
法
益
保
護
の
利
益
が
存
在
し
な
い
と
い
う
想
定
が
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
実
際
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

た
場
合
に
、
そ
こ
に
は
法
確
証
の
利
益
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
二
つ
の
要
素
が
〈
重
畳
的
に
〉
存
在
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

正
当
防
衛
権
限
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・

ア
プ
ロ
ー
チ
の
支
持
者
と
は
異
な
り
、
ま
さ
に
十
分
で
は
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
か
ら
の
逃
げ
道
と
し
て
、
二
つ

の
要
素
が
と
も
に
作
用
す
る
と
い
う
主
張
を
放
棄
し
、
ド
イ
ツ
刑
法

三
二
条
に
よ
る
正
当
化
に
と
っ
て
、
攻
撃
者
に
対
す
る
反
撃
が
、
個

人
的
法
益
保
護
ま
た
は
法
秩
序
の
防
衛
の
い
ず
れ
か
一
方
に
〈
択
一

的
な
仕
方
で
〉
役
に
立
て
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

よ
う
な
解
決
案
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
法
規
定
と
両
立
し
な
い

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
法
の
確
証
と
い
う
目
的
だ

け
で
正
当
防
衛
権
限
の
根
拠
づ
け
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
と
い
う
な

ら
ば
、
正
当
防
衛
は
、
公
共
の
法
益
を
防
衛
す
る
た
め
に
も
許
容
さ

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

最
後
に
も
う
一
つ
つ
け
加
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
法
秩
序
の
経
験
的

妥
当
と
い
う
も
の
は
、
個
人
的
法
益
の
保
護
に
役
立
つ
行
動
規
範
に

対
す
る
違
反
を
通
じ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
、
公
共

の
法
益
を
保
護
し
て
い
る
行
動
規
範
に
対
す
る
違
反
を
通
じ
て
も
動

揺
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ

ツ
刑
法
三
二
条
は
、「
自
己
ま
た
は
他
者
を
」
攻
撃
か
ら
回
避
さ
せ
る

こ
と
だ
け
を
許
容
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
共
の
法

益
は
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
可
能
な
法
益
と
は
な
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
法
確
証
の
利
益
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
、

正
当
防
衛
に
と
っ
て
十
分
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。

と
は
い
え
、
さ
ら
に
重
畳
的
関
係
を
前
提
と
す
る
場
合
に
も
、
ド

イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
文
言
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て

し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
個
人
的
法
益
保
護
の
利
益
だ
け
が
存
在

す
る
け
れ
ど
も
、
法
確
証
の
利
益
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
被
攻
撃
者
に
よ
る
攻
撃
の
意

図
的
な
（
目
的
あ
る
）
挑
発
の
よ
う
な
場
合
に
、
正
当
防
衛
が
否
定

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
二
項
は
、
防
衛
は
自
己
ま
た
は
他
者
を
現
在
の

違
法
な
攻
撃
か
ら
回
避
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
け
を
要
求
し
て
い
る
の
で
す（5
）
　
。
そ
こ
で
二
元
的
見
解
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の
論
者
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
二
項
の
文
言
を
あ
ま
り
に
も
広
す

ぎ
る
も
の
と
感
じ
て
、
一
定
の
事
例
群
に
関
し
て
制
限
を
設
け
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
正
当
防
衛
の
目
的
に
依
拠
し
て
こ
の
文

言
を
目
的
論
的
に
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
、
ま
さ
に

利
点
を
見
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

き
そ
う
し
た
正
当
防
衛
の
制
限
が
場
合
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
る

の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
論
証
に

あ
た
っ
て
、
法
確
証
が
実
際
に
は
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
規
制
目
標

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
「
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
疑
わ
し

い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
論
者
の
い
う

二
つ
の
基
本
原
理
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
二
項
の
本
来
厳
密

な
正
当
防
衛
お
よ
び
正
当
緊
急
救
助
の
定
義
の
中
に
個
人
的
法
益
の

保
護
と
い
う
目
的
だ
け
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す（6
）
　
。

も
っ
と
も
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ

を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
立
法
者
の
意
思
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
一
九
六
九
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
総
則
の
包
括
的
改
正

の
基
礎
と
な
っ
た
刑
法
改
正
特
別
委
員
会
の
報
告
は
、
二
元
的
正
当

防
衛
モ
デ
ル
の
た
め
の
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
含
ん
で
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
ま
す（7
）
　
。
か
ろ
う
じ
て
制
定
さ
れ
る

に
至
ら
な
か
っ
た
一
九
六
二
年
草
案
の
理
由
づ
け
の
中
に
、
正
当
防

衛
と
い
う
も
の
は
、
不
法
な
こ
と
を
遂
行
す
る
者
を
威
嚇
し
て
思
い

と
ど
ま
ら
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
秩
序
「
全
体
」
を
も
保
護
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん（8
）
　
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
そ
の
点
に
十
分
な
基
礎
が
あ
る
と

考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
草
案
の
正
当
防
衛
規

定
が
現
行
法
に
お
い
て
基
本
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま

す（9
）
　
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
二
項
の
定
義
は
、
も
ち
ろ
ん

新
た
な
規
定
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
定
義
は
、
最
小

限
度
の
文
体
上
の
修
正
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
効
力
を
有
し
て

い
た
ド
イ
ツ
刑
法
五
三
条
二
項
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
五
三

条
二
項
は
、
す
で
に
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
が
一
八
七
一
年
に
公
布
さ
れ
て

以
来
、
こ
の
形
式
で
変
更
さ
れ
ず
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
の
四
一
条
二
文
と
も
文

言
が
同
様
で
、
一
致
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

規
範
の
場
合
に
、
そ
の
立
法
資
料
か
ら
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ

ロ
ー
チ
の
手
掛
か
り
と
い
っ
た
も
の
を
取
り
出
す
よ
う
な
こ
と
は
全

く
で
き
ま
せ
ん（10
）
　
。
そ
れ
ゆ
え
、
成
立
史
に
か
か
わ
る
考
察
も
、
個
人

的
法
益
保
護
に
加
え
て
、
さ
ら
に
法
秩
序
の
防
衛
を
目
的
と
す
る
と

い
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
別
な
支
持
者
た
ち
は
、
法

規
の
体
系
的
整
合
性
を
論
拠
に
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
論
証
の
出
発

点
と
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
緊
急
避

難
権
限
と
の
対
比
で
あ
り
ま
す
。
正
当
化
的
緊
急
避
難
が
、
利
益
衡

量
を
前
提
と
し
て
お
り
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
を
は
る
か
に
優
越

し
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二

条
は
、
前
述
の
と
お
り
、
関
連
法
益
の
衡
量
を
要
求
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の

支
持
者
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
は
、
法
確
証
と
い
う
追
加
さ
れ
た
要
素

に
よ
っ
て
だ
け
根
拠
づ
け
ら
れ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仮

に
正
当
防
衛
が
個
人
的
法
益
の
保
護
だ
け
に
役
立
つ
と
し
た
な
ら
ば
、

例
え
ば
レ
ン
ク
ナ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
し
て
お

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
な
ぜ
そ
れ
が
部
分
的
に
せ
よ
正
当
化
的
緊
急

避
難
と
は
別
な
規
則
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
説

明
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
た
と
え

て
言
え
ば
、
な
ぜ
関
連
法
益
の
序
列
関
係
が
、
そ
ち
ら
と
同
様
の
意

味
を
こ
ち
ら
で
は
も
た
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
不
能
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。」
と
主
張
し
て
お
り
ま
す（11
）
　
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
反
論
が
可
能
で
あ
り
ま
す
。
正
当
防

衛
の
規
定
を
正
当
化
的
緊
急
避
難
の
規
定
と
比
較
す
る
こ
と
か
ら
は
、

二
元
的
正
当
防
衛
構
想
に
賛
同
す
る
よ
う
な
体
系
的
論
拠
を
獲
得
す

る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
個
人
的
法
益
の
保
護
と
い
う
目
的
は
、

法
益
の
総
量
が
最
大
限
の
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は

紛
争
状
況
に
お
い
て
は
、
よ
り
高
度
な
価
値
を
も
つ
法
益
の
保
全
だ

け
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
功
利
主
義
的
に
保
障
す
る
よ
う
な

も
の
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
法
秩
序
と
い
う
も
の
は
、

想
定
し
得
る
す
べ
て
の
侵
害
に
対
し
個
人
の
法
益
を
同
等
に
保
護
す

べ
き
で
は
な
く
、
他
者
の
答
責
領
域
に
属
す
る
よ
う
な
危
険
に
対
し

て
だ
け
優
先
的
に
保
護
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
目
標
設
定

を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
関
連
す
る
個
人
的
法
益
の
価
値
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
は
、
緊
急
状
態
成
立
に
関
す
る
関
係
者
の
答
責

性
に
応
じ
て
と
に
か
く
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
民
法
九
〇
四
条
の
攻
撃
的
緊

急
避
難
と
ド
イ
ツ
民
法
二
二
八
条
の
防
御
的
緊
急
避
難
と
の
相
互
に

異
な
る
基
準
の
中
に
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ

う
な
評
価
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
公
共
的
利
益
を
改
め

て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
な
ど
全
く
不
要
で
あ
り
ま
す
。
同
様
の
こ

と
は
、
防
御
的
緊
急
避
難
と
正
当
防
衛
と
の
異
な
る
評
価
基
準
に
も

あ
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
も
、
攻
撃
者
の
増
大
し
た
答
責

性
に
よ
っ
て
そ
の
違
い
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
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り
ま
す
。

さ
て
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
中
間
的
な
総

括
を
し
て
お
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
は
、
個
人
的
法
益
の

保
護
並
び
に
法
秩
序
の
防
衛
に
役
立
つ
と
い
う
想
定
は
、
二
つ
の
要

素
の
関
係
を
規
定
し
て
み
る
と
、
深
刻
な
問
題
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
択
一
的
な
関
係
の
想
定
も
重
畳
的

な
関
係
の
想
定
も
、
齟
齬
や
違
反
も
な
く
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
文

言
と
両
立
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
成
立
史

的
論
拠
も
体
系
的
論
拠
も
、
二
元
的
正
当
防
衛
モ
デ
ル
に
賛
同
す
る

よ
う
な
も
の
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

Ⅲ
　
二
元
的
モ
デ
ル
に
お
け
る
正
当
防
衛
権
限

の
根
拠
づ
け
可
能
性

と
こ
ろ
で
、
い
ま
指
摘
し
た
よ
う
な
難
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
二
元
的
な
正
当
防
衛
モ
デ
ル
が
何
ら
か
の
仕
方
で
整
合
的
に
展

開
さ
れ
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
規
定
と
両
立
し
得
る
と
い
う
こ
と

を
、
わ
れ
わ
れ
は
今
一
度
試
し
に
仮
定
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
次
に
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
被
攻
撃
者
の
個
人
的
法
益
保
護
の
利
益
だ
け
で
は
十
分
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
試
し
に
仮
定
し
た
場
合
に
、
個
人
的
法
益
の
保

護
と
法
秩
序
の
防
衛
と
い
う
二
つ
の
目
標
が
、
攻
撃
者
自
身
の
法
益

の
安
全
に
関
す
る
利
益
が
常
に
後
退
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
を
な

ぜ
正
当
化
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の

論
者
は
、
基
本
的
に
二
つ
の
論
拠
に
依
拠
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
以
下

で
取
り
上
げ
ま
す
が
、「
不
法
論
拠
」
と
「
重
要
性
論
拠
」
と
称
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

１
不
法
論
拠

不
法
論
拠
と
は
、
そ
の
最
も
有
名
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち

「
法
は
不
法
に
譲
歩
す
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
中

に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す（12
）
　
。
こ
う
し
た
定
式
は
、
ベ
ル

ナ
ー
に
由
来
す
る
も
の
で
す
が（13
）
　
、
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
た
理
解
に
よ
れ

ば
、
も
と
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
着
想
が
与
え
ら
れ
た
超
個

人
主
義
的
正
当
防
衛
の
根
拠
づ
け
に
、
結
局
は
帰
着
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
法
は
、
す
な
わ
ち
法
秩
序
は
、
不
法
に
譲

歩
す
る
必
要
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

不
法
論
拠
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
法
と
不
法
と
の
関
係
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に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
、
不
法
と
い
う
も
の
は
「
即
自
的
」
法
に
対
す
る
「
特
殊
意
志
」
の

反
抗
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
単
な
る
「
仮
象
」
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
仮
象
と
い
う
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
事

物
の
本
質
す
な
わ
ち
法
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
定
在
」
と
し

て
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
象
と
い
う
も
の
は
、
本
質
な

る
も
の
と
対
比
す
れ
ば
、
空
疎
な
も
の
と
な
る
の
で
す（14
）
　
。
ヘ
ー
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、
こ
の
不
法
の
空
疎
性
と
い
う
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
次

の
よ
う
な
仕
方
で
外
へ
向
か
っ
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
法
の
侵
害
は
、
強
制
に
よ
っ
て
止
揚
つ
ま

り
排
除
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す（15
）
　
。

こ
の
よ
う
に
法
の
否
定
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
法
と
い
う
も

の
は
再
び
回
復
す
る
の
で
あ
り
、「
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
妥
当
し

て
い
る
も
の
と
し
て
」
自
ら
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す（16
）
　
。
ま

さ
に
こ
の
明
示
さ
れ
る
べ
き
不
法
の
空
疎
性
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ

て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
人
た
ち
は
、
彼
ら
の
正
当
防
衛
の
根
拠
づ
け

理
論
に
裏
づ
け
を
与
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛

に
お
い
て
は
、
法
は
本
来
空
疎
な
不
法
に
対
抗
し
て
妥
当
を
取
り
戻

す
の
で
あ
り
ま
す（17
）
　
。

こ
の
よ
う
な
正
当
防
衛
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
な
形
而
上
学
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
点
に
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
法
を
実
体

的
な
も
の
と
し
て
、
不
法
を
空
疎
な
仮
象
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
現

実
を
「
絶
対
的
精
神
」
の
自
己
創
出
物
と
み
な
す
想
定
に
そ
の
理
由

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
思
弁
的
な
形
而
上
学

は
、
支
持
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
論
拠
は
、
そ
れ
が
元
来
の
根
拠
づ
け
の
文

脈
と
は
無
関
係
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
場
合
に
だ
け
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
再
構
成

の
試
み
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
違

法
な
攻
撃
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
攻
撃
者
は
法
秩
序
を
構
成

す
る
行
動
規
範
に
違
反
す
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
攻
撃
者
は
、
自

己
の
行
為
の
代
わ
り
に
行
動
規
範
を
「
否
定
す
る
」
の
で
す
。
こ
う

し
た
行
動
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
攻
撃
者
の
主
観
的
な
格
率
は
、

法
的
に
見
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
妥
当
を
保
持
し
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
秩
序
の
立
場
か
ら
は
、
そ
う
し
た
格
率
は
「
空

疎
な
も
の
」
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
不
法
な
格
率
は
、
法
秩
序

の
要
請
を
「
事
実
上
」
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
を
迫
っ
て
い
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
法
が
不
法
に
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
危
険
が

存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
危
険
を
、
有
効
な
防
衛
行
為
を
通
じ
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て
阻
止
す
る
よ
う
な
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
し
て
そ
う
な
れ
ば
、
こ

の
こ
と
が
、
法
秩
序
を
否
定
す
る
不
法
を
他
面
で
は
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
攻
撃
者
の
不
法
な
格
率
で
は
な
く
、
法

秩
序
の
行
動
規
範
が
規
範
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

確
証
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
は
「
妥
当
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て

確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
再
構
成
を
通
じ
て
、
二
元
的
正
当
防
衛

モ
デ
ル
に
賛
同
し
得
る
論
拠
を
獲
得
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
な
「
脱
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
化
さ
れ
た
形
態
」
に
お
い
て

は
、
不
法
論
拠
は
次
の
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
す
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
を
通
じ
て
法
秩
序
の
経
験
的
妥
当
が

防
衛
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で

は
防
衛
の
対
象
が
単
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
客
観
的
精

神
の
現
象
形
態
と
し
て
の
法
の
必
然
性
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
見
解

の
文
脈
か
ら
解
き
放
た
れ
て
し
ま
う
と
、
何
と
い
っ
て
も
不
法
論
拠

は
、
な
ぜ
法
秩
序
の
防
衛
と
い
う
目
的
が
場
合
に
よ
っ
て
は
攻
撃
者

に
対
す
る
重
大
な
反
撃
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
も
は
や
い
か
な
る
根
拠
づ
け
を
も
内
容
と
し
て
含
ま
な

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、「
法
は
不
法
に
譲
歩
す

る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
公
式
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
広
範
囲

に
及
ぶ
正
当
防
衛
権
限
を
そ
れ
自
体
で
は
正
当
化
す
る
こ
と
な
ど
で

き
ず
、
別
な
仕
方
に
よ
る
正
統
化
の
可
能
性
を
す
で
に
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

２
重
大
性
論
拠

そ
の
よ
う
な
別
の
仕
方
に
よ
る
根
拠
づ
け
は
、
も
し
か
す
る
と
重

大
性
論
拠
が
成
し
遂
げ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
論
拠
に
よ
る
と
、

確
か
に
被
攻
撃
者
の
個
人
的
法
益
保
護
の
利
益
と
い
う
も
の
は
、
個

別
事
案
に
お
い
て
法
益
衡
量
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
正
統
化
し
た
り
、

そ
れ
と
と
も
に
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
の
広
範
囲
に
及
ぶ
防
衛
権
限
を

正
統
化
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
秩
序
の
経
験
的
妥
当

と
い
う
価
値
と
相
ま
っ
て
、
被
攻
撃
者
の
法
益
保
護
に
比
べ
て
攻
撃

者
の
法
益
保
護
が
原
理
的
に
劣
後
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
う
し

た
優
位
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
の
で
す
。
レ
ン
ク
ナ
ー

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
攻
撃
を
受
け
る
保

全
法
益
と
全
体
と
し
て
の
法
の
主
張
と
が
一
体
と
な
っ
て
、〈
優
越
的

利
益
〉
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
優
越
的
利
益
こ
そ
が
、

正
当
防
衛
の
場
合
に
、
相
対
的
に
最
も
弱
い
反
作
用
と
い
う
原
則
に
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従
い
つ
つ
、
必
要
と
さ
れ
る
、
攻
撃
者
の
法
的
領
域
へ
の
す
べ
て
の

反
撃
を
補
填
す
る
の
で
あ
る
。」
と
主
張
す
る
の
で
す（18
）
　
。

い
ま
一
度
試
し
に
、
被
攻
撃
者
の
個
人
的
法
益
に
関
す
る
利
益
が

正
当
防
衛
権
限
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
想
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ

ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
支
持
者
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
法
秩
序
の

経
験
的
妥
当
と
い
う
価
値
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
た
優

位
を
実
際
に
導
き
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う

な
理
由
で
当
を
得
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
違
法
な
攻

撃
を
通
じ
て
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
の
経
験
的
妥
当
が
危
う
く
な
る

の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
一
定
の
行
動
規
範
の
事
実
上
の
制
御
能
力

が
危
う
く
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
あ
る
人
を

監
禁
す
る
よ
う
な
行
為
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
九

条
（
自
由
剥
奪
罪
）
に
含
ま
れ
て
い
る
自
由
剥
奪
の
禁
止
の
作
用
を
、

あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
で
も
自
由
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
の
複
合
体

の
作
用
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
を
不
安
定
な
も
の
に
し
て
し
ま

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
な
攻
撃
に
対
し
て

法
秩
序
を
防
衛
す
る
場
合
で
も
、
具
体
的
な
関
連
規
定
の
安
定
化
だ

け
が
常
に
問
題
に
な
り
得
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
法
秩
序
の
規
範

そ
れ
自
体
に
は
、
い
か
な
る
固
有
の
価
値
も
帰
属
し
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
規
範
の
価
値
は
、
規
範
が
保
護
す
る
法
益
の
価
値
に
応
じ
て
算
定

さ
れ
る
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
こ
の
こ
と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
規

範
の
妥
当
が
、「
一
定
の
客
体
」
の
属
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
、
防

衛
さ
れ
る
個
人
的
法
益
の
価
値
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
付
加
的
な
価

値
す
ら
も
ち
得
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
意
味
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
規
範
が
安
定
化
す
れ
ば
、
そ

れ
に
伴
っ
て
一
つ
の
客
体
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
客
体
が
帰
属
す
る

「
類
」
一
般
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

自
由
剥
奪
の
禁
止
は
、
法
律
の
妥
当
領
域
に
お
い
て
〈
す
べ
て
の
人

の
〉
移
動
の
自
由
を
保
護
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
禁
止

の
安
定
化
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
人
に
役
に
立
つ
も
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
で
さ
え
も
、
そ
こ
か
ら
、
仮
定

さ
れ
る
一
般
的
な
優
先
関
係
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
主
張
者
の
よ
う
に
、
自

由
剥
奪
罪
の
場
合
に
、
被
攻
撃
者
自
身
の
〈
個
人
的
な
〉
移
動
の
自

由
に
か
か
わ
る
利
益
だ
け
で
は
、
攻
撃
者
に
対
す
る
重
大
な
反
撃
を

正
当
化
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合

に
、
関
連
す
る
法
益
の
序
列
関
係
の
考
慮
に
あ
た
り
、
た
と
え
〈
す

べ
て
の
人
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
一
般
的
な
〉
移
動
の
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自
由
の
価
値
を
引
き
合
い
に
出
し
て
も
、
通
常
、
こ
れ
と
は
異
な
る

結
論
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
複
数
の
客
体
が
帰
属
す
る
類
一
般
を
保
護
す
る
か
ら
と

い
っ
て
、
規
範
の
安
定
化
に
、
そ
の
よ
う
な
高
度
の
価
値
を
原
理
的

に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
仮
定
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
妥
当

し
て
い
る
法
益
の
序
列
と
い
う
も
の
と
両
立
し
得
な
い
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
重

大
性
論
拠
も
、
二
元
的
モ
デ
ル
の
文
脈
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
三

二
条
の
正
当
防
衛
権
限
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ゆ
え
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
受
け
入
れ
可
能

な
正
当
防
衛
モ
デ
ル
を
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
袋
小
路
に
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
通
説
に
反
し

て
、
法
秩
序
の
防
衛
は
、
正
当
防
衛
の
目
標
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

Ⅳ
　
受
け
入
れ
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
の
個
人

主
義
的
正
当
防
衛
モ
デ
ル

ド
イ
ツ
法
で
は
、
関
連
法
益
の
衡
量
を
断
念
し
て
、
非
常
に
広
範

囲
に
及
ぶ
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
一

体
、
こ
の
こ
と
は
い
か
に
し
て
正
統
化
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
近

時
、
再
び
好
評
を
博
し
て
い
る
の
は
、
個
人
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
は
攻
撃
を
通

じ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
個
人
的
法
益
の
防
衛
だ
け
に
役
立
つ
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
心
的
な
前
提
を
争
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
心
的
テ
ー
ゼ
と
い
う
の
は
、
自
己
の
脅
か

さ
れ
て
い
る
個
人
的
法
益
の
保
全
に
関
す
る
被
攻
撃
者
の
利
益
だ
け

で
は
、
自
己
の
法
益
の
完
全
性
に
関
す
る
攻
撃
者
の
利
益
が
原
則
的

に
劣
後
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
重
大
性
に
お
い

て
不
十
分
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
法
益
衡
量
が
不
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
正
統
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
際
、
全
く
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
次
の

よ
う
な
観
点
で
あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
個
人
の
自
己
保
全
利
益
と
い

う
観
点
で
あ
り
ま
す（19
）
　
。
第
二
は
、
被
攻
撃
者
の
苦
境
と
防
衛
行
為
に

関
し
て
被
攻
撃
者
が
不
慣
れ
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
未
熟
さ

の
観
点
で
あ
り
ま
す（20
）
　
。
第
三
は
、
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
常
に
伴
う

一
般
的
な
行
為
の
自
由
も
し
く
は
人
格
の
自
由
な
展
開
と
い
う
、
無

視
し
得
な
い
高
度
な
価
値
が
付
け
加
わ
る
と
い
う
観
点
で
あ
り
ま
す（21
）
　
。

第
四
は
、
攻
撃
者
に
は
保
護
の
適
格
性
が
な
い
と
い
う
観
点
で
あ
り



明治大学　法律論叢 86巻 1号：責了 tex/masuda-861.tex page318 2013/07/08 16:23

――法　　律　　論　　叢―― 318

ま
す（22
）
　
。
と
い
う
の
も
、
攻
撃
者
で
あ
れ
ば
不
作
為
も
し
く
は
攻
撃
自

体
の
中
断
を
通
じ
て
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
第
五

は
、
攻
撃
者
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
、
自
然
状
態
に
類
似
す
る
状

況
へ
の
逆
戻
り
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
被
攻
撃
者
の
連
帯
義
務
が

解
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
観
点
で
あ
り
ま
す（23
）
　
。

い
ま
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
根
拠
づ
け
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
す
べ
て
に

つ
い
て
ま
で
一
々
批
判
的
な
評
価
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
わ
た
く
し
は
、
わ
た
く
し
自
身
が
正
し
い
と
考
え
る
構
想

に
つ
い
て
、
以
下
で
は
簡
潔
に
素
描
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
ま

す
。
わ
た
く
し
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
正
当
防
衛
権

限
は
、
被
攻
撃
者
の
「
個
人
的
な
権
利
」
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
ま

す（24
）
　
。
個
人
的
な
権
利
と
い
う
も
の
は
、
他
者
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
、

例
え
ば
生
命
、
身
体
あ
る
い
は
移
動
の
自
由
の
よ
う
な
一
定
の
法
益

の
特
段
厳
格
な
仕
方
に
よ
る
保
護
を
、
そ
の
保
有
者
に
保
障
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
個
人
的
な
権
利
は
、
権
利

の
保
有
者
に
、
権
利
の
名
宛
人
に
対
す
る
個
人
的
な
請
求
権
を
与
え

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
権
利
の
名
宛
人
は
、
権
利
の
保
有

者
に
危
害
を
加
え
な
い
こ
と
を
、
こ
の
権
利
の
保
有
者
に
対
し
て
一

身
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
無
視
さ
れ
た
場
合

に
貫
徹
可
能
性
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
個
人
的
な
権
利

と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
効
果
の
な
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
的
な
権
利
は
、
急
迫
の
脅
威
が
あ
っ
て

も
権
利
の
保
有
者
が
自
己
の
自
由
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
強
制

権
限
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
実
際
に
だ
れ
も
が
、

第
一
に
、
そ
う
し
た
個
人
的
な
権
利
を
保
有
し
、
第
二
に
、
紛
争
状
況

に
お
い
て
も
こ
の
権
利
を
貫
徹
し
得
る
こ
と
に
関
し
て
利
益
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
理
性
的
に
熟
慮
し
て
み
れ
ば
、
だ
れ
も
が
、
す
べ
て
の

他
者
に
対
し
て
も
同
等
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
自
己
の
法
益
を
最
善
の
仕
方
で
保
全
す
る

た
め
に
は
、
各
人
は
、
他
者
に
対
し
て
も
ま
た
同
様
の
保
護
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
個
人
的
な
権
利
と
結
び
つ
く
強
制
権
限
を
法
益
の
衡
量

と
い
う
要
件
を
通
じ
て
制
限
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
権
利
の
保
有
者

と
な
る
被
攻
撃
者
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
そ
う
し
た
相
互
的
な
権
利
と

義
務
の
シ
ス
テ
ム
な
き
状
態
と
比
べ
る
と
〈
よ
り
よ
い
〉
立
場
で
は

な
く
、〈
よ
り
悪
し
き
〉
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
権
利
の
保
有
者
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
義
務
違

反
行
動
に
よ
る
自
己
の
法
益
の
侵
害
を
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
を

許
容
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
は
、
個
人
的
な
権
利
を
承
認

す
る
目
的
は
、
正
反
対
の
も
の
に
変
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
と
す
る

と
、
自
己
の
保
護
利
益
を
合
理
的
に
追
求
す
る
者
は
だ
れ
も
、
対
応

す
る
義
務
づ
け
を
受
け
入
れ
る
べ
き
理
由
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
こ
と
は
、
防
御
的
緊
急

避
難
の
規
定
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
防
御

的
緊
急
避
難
で
は
、
個
人
的
法
益
保
護
の
利
益
が
存
在
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
が
回
避
さ
れ
る
危
険
に
対
し
て
均
衡
を
失
す

る
場
合
に
は
、
危
険
源
を
保
有
す
る
者
の
負
担
に
帰
す
る
よ
う
な
危

険
防
御
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の

場
合
に
は
、
危
険
責
任
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
個
人
的

な
権
利
の
無
視
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ

こ
で
は
そ
の
た
め
に
別
な
基
準
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

最
後
に
、
結
論
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
広
範
囲
に
及
ぶ
正
当
防
衛
は
、
純
粋
に

個
人
主
義
的
な
基
礎
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
納
得
の
ゆ
く
仕
方

で
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
す
。
法
秩
序
の
防
衛
に
か
か

わ
る
公
共
的
な
利
益
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
不
要

で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
確
証
と
い
う
思
想
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
正

当
防
衛
を
め
ぐ
る
議
論
の
場
か
ら
退
去
し
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

注（
1
）

通
説
に
よ
る
と
、
物
的
法
益
の
防
衛
の
た
め
に
攻
撃
者
を
殺
害
す

る
こ
と
の
禁
止
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
二
条
か
ら
も
帰
結
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、E

n
glä

n
d
er,
in
:

M
a
tt/
R
en
zik
o
w
sk
i,
S
tG
B
K
o
m
m
en
ta
r,
2
0
1
3
,§
3
2
R
n
.

5
6
.

（
2
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、E

n
glä

n
d
er,
in
:
M
a
tt/
R
en
zik
o
w
sk
i

[F
n
.
1
]§
3
2
R
n
.
4
4
.

を
参
照
。

（
3
）

B
G
H
S
t
2
4
,
3
5
6
(3
5
9
);
4
8
,
2
0
7
(2
1
2
);

K
ü
h
l,
S
tra
frech

t

A
llg
em
ein
er
T
eil,
7
.
A
u
fl
.
2
0
1
2
,§
7
R
n
.
6
ff
.;

P
erro

n
,

in
:
S
ch
ö
n
k
e/
S
ch
rö
d
er,
S
tG
B
K
o
n
n
m
en
ta
r,
2
8
.
A
u
fl
.

2010,§
32
R
n
.1f.;

R
o
xin

,
S
trafrech

t
A
llgem

ein
er
T
eil
1,
4.

A
u
fl
.
2
0
0
6
,
§
1
5
R
n
.1
ff
.

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、K

a
sper,

R
ech
tsw
issen

sch
a
ft
2
0
1
3
,
4
0
ff
.;

va
n

R
ien

en
,
D
ie

,,so
zia
leth
isch
en“
E
in
sch
rä
n
k
u
n
g
en
d
es
N
o
tw
eh
rrech

ts,

2
0
0
9
,
S
.1
3
8
ff
.

（
4
）

K
ü
h
l
[F
n
.
3
],§7

R
n
.1
1
;
P
erro

n
,
in
:
S
ch
ö
n
k
e/
S
ch
rö
d
er

[F
n
3
],§3
2
R
n
.
1
a
;
R
o
xin
[F
n
.
3
],§1
5
R
n
.
2
.

（
5
）

こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、R

o
xin
[F
n
.
3
],

§1
5
R
n
.
2
.

で
あ
る
。

（
6
）

多
数
の
論
者
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
条
一
項
の
「
要
請
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
正
当
防
衛
の
制
限
に
関
す
る
根
拠

づ
け
に
賛
同
す
る
た
め
の
法
規
上
の
関
連
点
と
み
な
し
て
い
る
。
だ
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が
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
正
当
防
衛
の
目
的
に
つ
い
て
何
も
言
明

し
て
い
な
い
た
め
、
そ
こ
か
ら
別
な
こ
と
を
導
き
出
す
よ
う
な
こ
と

も
全
く
で
き
な
い
。

（
7
）

B
u
n
d
esta
g
s-D
ru
ck
sa
ch
e
V
/
4
0
9
5
,
1
4
.

を
参
照
。
た
だ

特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
、
正
当
防
衛
は
予
防
的

機
能
を
も
有
す
る
と
す
る
、
連
邦
司
法
省
の
代
表
者
で
あ
っ
た

ホ
ル
ス
コ
ッ
テ
氏
の
所
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、S

o
n
d
era
u
ssch
lu
ss
fü
r
d
ie
S
tra
frech

tsrefo
rm
,
9
0
.

S
itzu
n
g
d
er
5
.
W
a
h
lp
erio
d
e,
S
.
1
8
0
7
.

を
参
照
。

（
8
）

E
n
tw
u
rf
ein
es
S
tra
fg
esetzb

u
ch
es(S
tG
B
)
E
1
9
6
2
(m
it

B
eg
rü
n
d
u
n
g
),
S
.1
5
7
.

（
9
）

R
o
xin
,
[F
n
.
3
],§1
5
R
n
.
2
.

（
10
）

Z
u

§
4
1
S
.
2
p
rS
tG
B
v
g
l.

G
o
ltd

a
m

m
er,

D
ie

M
a
teria

lien
zu
m
S
tra
f-G
esetzb

u
ch
e
fü
r
d
ie
p
reu
ß
isch
en

S
ta
a
ten
,
T
h
eil
1
,
B
erlin

1
8
5
1
,
S
.3
6
0
ff
.

（
11
）

L
en

ckn
er,
G
o
ltd
a
m
m
er’s
A
rch
iv
fü
r
S
tra
frech

t
1
9
6
8
,

1
(3
).

（
12
）

V
g
l.
z.
B
.

F
isch

er,
S
tG
B
K
o
m
m
en
ta
r,
6
0
.
A
u
fl
.

2
0
1
3
,
§3
2
R
n
.
2
;

P
erro

n
,
in
:
S
ch
ö
n
k
e/
S
ch
rö
d
er
[F
n
.

3
]§3
2
R
n
.
1
;
W

essels/
B
eu

lke,
S
tra
frech

t
A
llg
em
ein
er

T
eil,
4
1
.
A
u
fl
.
2
0
1
2
,
R
n
.
3
3
9
.

（
13
）

B
ern

er,
A
rch
iv
d
es
C
rim
in
a
lrech

ts
1
8
4
8
,
5
4
7
(5
6
2
).

（
14
）

H
egel,

G
ru
n
d
lin
ien
d
er
P
h
ilo
so
p
h
ie
d
es
R
ech
ts,
1
8
2
0
,

§
8
2
.

（
15
）

H
egel,

[F
n
.
1
4
],§§

9
4
,
9
7
.

（
16
）

H
egel,

[F
n
.
1
4
],§
8
2
.

（
17
）

A
begg,

K
ritisch

e
V
iertelja

h
ressch

rift
fü
r
G
esetzg

eb
u
n
g

u
n
d
R
ech
tsw
issen

sch
a
ft
1
8
5
9
,
3
4
6
[3
6
4
ff
.].;

K
ö
stlin

,

S
y
stem

d
es
d
eu
tsch
en
S
tra
frech

ts,
1
8
5
5
,
S
.7
5
.;

L
evita

,

D
a
s
R
ech
t
d
er
N
o
th
w
eh
r,
1
8
5
6
,
S
.1
7
f.

（
18
）

L
en

ckn
er,
G
o
ltd
a
m
m
er’s
A
rch
iv
fü
r
S
tra
frech

t
1
9
6
8
,

1
(3
).

（
19
）

K
lose,

Z
eitsch

rift
fü
r
d
ie
gesam

ten
S
trafrechtsw

issen
sch
aft

8
9
[1
9
7
7
],
6
1
[8
6
].

（
20
）

W
a
gn

er,
In
d
iv
id
u
a
listisch

e
o
d
er
ü
b
erin
d
iv
id
u
a
listisch

e

N
o
tw
eh
rb
eg
rü
n
d
u
n
g
,
1
9
8
4
,
S
.3
2
.

（
21
）

K
ro

ß
,
N
o
tw
eh
r
g
eg
en
S
ch
w
eig
eg
eld
erp
ressu

n
g
,
2
0
0
4
,

S
.5
6
ff
.;

W
a
gn

er
[F
n
.
2
0
],
S
.3
1
.

（
22
）

B
a
u
m

a
n
n
/
W

eber/
M

itsch
,
S
tra
frech

t
A
llg
em
ein
er

T
eil,
1
1
.
A
u
fl
.
2
0
0
3
,
§
1
7
R
n
.
1
;

F
rister,

S
tra
frech

t

A
llg
em
ein
er
T
eil,
4
.
A
u
fl
.
2
0
1
1
,
1
6
/
3
f.

（
23
）

E
rb,
N
eu
e
Z
eitsch

rift
fü
r
S
tra
frech

t
2
0
0
5
,
5
9
3
(5
9
5
);

H
ru

schka,
Z
eitsch

rift
fü
r
d
ie
gesam

te
S
trafrechtsw

issen
sch
aft

1
1
5
(2
0
0
3
),
2
0
1
(2
1
9
);

vo
n

d
er

P
fo

rd
ten
,
in
:
F
estsch

rift

fü
r
H
a
n
s-L
u
d
w
ig
S
ch
reib
er,
2
0
0
3
,
S
.3
5
9
(S
.3
7
2
).

（
24
）

こ
の
点
に
つ
き
詳
細
は
、E

n
glä

n
d
er,
G
ru
n
d
u
n
d
G
ren
zen

d
er
N
o
th
ilfe,

2
0
0
8
,
S
.6
7
ff
.

を
参
照
。
さ
ら
に
、
以
下
も
参
照
。

M
erkel,

in
:
F
estsch

rift
fü
r
G
ü
n
th
er
J
a
k
o
b
s,
2
0
0
7
,
S
.3
7
5

(S
.3
8
9
f.);

N
eu

m
a
n
n
,
in
:
L
ü
d
erssen

u
.a
.
(H
rsg
.),

M
o
d
ern
es
S
tra
frech

t
u
n
d
U
ltim
a
-ra
tio
-P
rin
zip
,
S
.2
1
5
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(S
.2
2
5
);

P
a
w

lik,
D
a
s
U
n
rech
t
d
es
B
ü
rg
ers,
2
0
1
2
,
S
.2
3
7

ff
.;

R
en

ziko
w
ski,
N
o
tsta
n
d
u
n
d
N
o
tw
eh
r,
1
9
9
4
,
S
.2
3
1
f.

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
に
、
明
治
大
学
大
学

院
法
学
研
究
科
特
別
講
義
と
し
て
実
施
さ
れ
た
講
演
を
翻
訳

し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
エ
ン
グ
レ
ン
ダ
ー
教
授
（
パ
ッ
サ
ウ
大
学
法
学
部
）
の

学
問
的
方
向
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
訳
・・
ア
ル
ミ
ン
・
エ

ン
グ
レ
ン
ダ
ー
「
道
徳
的
正
当
性
を
法
的
妥
当
の
条
件
と
し

て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
か
―
認
識
論
的
批
判
―
」
法
律
論
叢

八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
二
五
頁
以
下
（
訳
者
あ
と

が
き
）
に
お
い
て
、
詳
細
に
紹
介
し
て
お
い
た
の
で
、
そ
れ

を
参
照
さ
れ
た
い
。




