
追
い
つ
め
ら
れ
た
被
害
者

小

林

憲
太
郎

序
章

追
い
つ
め
ら
れ
た
被
害
者
に
関
す
る
二
つ
の
最
高
裁
決
定

第
一
章

任
意
性
の
意
味
と
限
界

第
一
節

緊
急
避
難
標
準
説

第
二
節

補
充
性
を
充
足
す
る
過
剰
避
難
標
準
説

第
二
章

裁
判
例
の
検
討

第
一
節

二
つ
の
最
高
裁
決
定

第
二
節

他
の
帰
責
肯
定
例

福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
平
成
元
年
判
決

第
三
節

帰
責
否
定
（
制
限
）
例

広
島
高
裁
昭
和
二
九
年
判
決

終
章

結

語
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序
章

追
い
つ
め
ら
れ
た
被
害
者
に
関
す
る
二
つ
の
最
高
裁
決
定

近
年
に
な
っ
て
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
心
理
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
被
害
者
が
、
自
ら
法
益
侵
害
へ
と
赴
い
た
事
案
、
さ
ら
に

は
被
害
者
を
心
理
的
に
追
い
つ
め
、
自
ら
法
益
侵
害
へ
と
赴
か
せ
（
よ
う
と
し
）
た
事
案
を
立
て
続
け
に
扱
い
、
前
者
に
お
い
て
は
因

果
関
係
を
、
後
者
に
お
い
て
は
実
行
行
為
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
肯
定
す
る
判
断
を
示
し
た
。

前
者
の
事
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

被
告
人
四
名
は
他
の
二
名
と
共
謀
の
う
え
、
被
害
者
に
対
し
公
園
に
お
い
て
、
深
夜
約
二
時
間
一
〇
分
に
わ
た
り
、
間
断
な
く
き
わ

め
て
激
し
い
暴
行
を
繰
り
返
し
、
引
き
続
き
マ
ン
シ
ョ
ン
居
室
に
お
い
て
、
約
四
五
分
間
、
断
続
的
に
同
様
の
暴
行
を
加
え
た
。

被
害
者
は
す
き
を
み
て
、
右
記
マ
ン
シ
ョ
ン
居
室
か
ら
靴
下
履
き
の
ま
ま
逃
走
し
た
が
、
被
告
人
ら
に
対
し
極
度
の
恐
怖
感
を
抱

き
、
逃
走
を
開
始
し
て
か
ら
約
一
〇
分
後
、
被
告
人
ら
に
よ
る
追
跡
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
右
記
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
約
七
六
三
メ
ー
ト
ル

な
い
し
約
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
高
速
道
路
に
進
入
し
、
疾
走
し
て
き
た
自
動
車
に
衝
突
さ
れ
、
後
続
の
自
動
車
に
れ
き
過
さ
れ
て

死
亡
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
最
二
小
決
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
刑
集
五
七
巻
七
号
九
五
〇
頁
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
う
え
で
、
職

権
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
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被
害
者
が
逃
走
し
よ
う
と
し
て
高
速
道
路
に
進
入
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、

被
害
者
は
、
被
告
人
ら
か
ら
長
時
間
激
し
く
か
つ
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
被
告
人
ら
に
対
し
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走

を
図
る
過
程
で
、
と
っ
さ
に
そ
の
よ
う
な
行
動
を
選
択
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
行
動
が
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
方
法

と
し
て
、
著
し
く
不
自
然
、
不
相
当
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た
の
は
、

被
告
人
ら
の
暴
行
に
起
因
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
ら
の
暴
行
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を

肯
定
し
た
原
判
決
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

つ
づ
い
て
後
者
の
事
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

被
告
人
は
自
己
と
偽
装
結
婚
さ
せ
た
女
性
（
以
下
「
被
害
者
」
と
い
う
）
を
被
保
険
者
と
す
る
、
五
億
九
八
〇
〇
万
円
の
保
険
金
を

入
手
す
る
た
め
に
、
か
ね
て
か
ら
被
告
人
の
こ
と
を
極
度
に
畏
怖
し
て
い
た
被
害
者
に
対
し
、
事
故
死
に
み
せ
か
け
た
方
法
で
自
殺
す

る
こ
と
を
暴
行
、
脅
迫
を
交
え
て
執
拗
に
迫
っ
て
い
た
。

さ
て
被
告
人
は
、
平
成
一
二
年
一
月
一
一
日
午
前
二
時
過
ぎ
頃
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
漁
港
に
お
い
て
、
被
害
者
に
対
し
、
乗
車
し

た
車
ご
と
海
に
飛
び
込
ん
で
自
殺
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
被
害
者
は
自
殺
を
決
意
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
被
告
人
の
命
令

に
従
っ
て
車
ご
と
海
に
飛
び
込
ん
だ
後
に
、
車
か
ら
脱
出
し
て
被
告
人
の
前
か
ら
姿
を
隠
す
以
外
に
、
助
か
る
方
法
は
な
い
と
の
心
境

に
至
り
、
車
ご
と
海
に
飛
び
込
む
決
意
を
し
た
。
こ
う
し
て
被
害
者
は
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
し
て
、
岸
壁
上
か
ら
下
方
の
海
中
に

車
ご
と
転
落
し
た
が
、
水
没
す
る
車
か
ら
脱
出
し
て
死
亡
を
免
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
最
三
小
決
平
成
一
六
年
一
月
二
〇
日
刑
集
五
八
巻
一
号
一
頁
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
う
え
で
、
職
権
で
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次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

上
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、
事
故
を
装
い
被
害
者
を
自
殺
さ
せ
て
多
額
の
保
険
金
を
取
得
す
る
目
的
で
、
自
殺
さ
せ

る
方
法
を

案
し
、
そ
れ
に
使
用
す
る
車
等
を
準
備
し
た
上
、
被
告
人
を
極
度
に
畏
怖
し
て
服
従
し
て
い
た
被
害
者
に
対
し
、
犯
行
前

日
に
、
漁
港
の
現
場
で
、
暴
行
、
脅
迫
を
交
え
つ
つ
、
直
ち
に
車
ご
と
海
中
に
転
落
し
て
自
殺
す
る
こ
と
を
執
よ
う
に
要
求
し
、
猶
予

を
哀
願
す
る
被
害
者
に
翌
日
に
実
行
す
る
こ
と
を
確
約
さ
せ
る
な
ど
し
、
本
件
犯
行
当
時
、
被
害
者
を
し
て
、
被
告
人
の
命
令
に
応
じ

て
車
ご
と
海
中
に
飛
び
込
む
以
外
の
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
精
神
状
態
に
陥
ら
せ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
は
、
以
上
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
陥
っ
て
い
た
被
害
者
に
対
し
て
、
本
件
当
日
、
漁
港
の
岸
壁
上
か
ら
車
ご
と
海
中
に
転
落

す
る
よ
う
に
命
じ
、
被
害
者
を
し
て
、
自
ら
を
死
亡
さ
せ
る
現
実
的
危
険
性
の
高
い
行
為
に
及
ば
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
に

命
令
し
て
車
ご
と
海
に
転
落
さ
せ
た
被
告
人
の
行
為
は
、
殺
人
罪
の
実
行
行
為
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
…
…
被
害
者
に
は
被
告
人
の
命
令
に
応
じ
て
自
殺
す
る
気
持
ち
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
被
告
人
の
予
期
し
た

と
こ
ろ
に
反
し
て
い
た
が
、
被
害
者
に
対
し
死
亡
の
現
実
的
危
険
性
の
高
い
行
為
を
強
い
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
お
い

て
何
ら
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
点
は
、
被
告
人
に
つ
き
殺
人
罪
の
故
意
を
否
定
す
べ
き
事
情
に

は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
が
殺
人
未
遂
罪
に
当
た
る
と
し
た
原
判
決
の
結
論
は
、
正
当
で
あ
る
。」

こ
れ
ら
二
つ
の
事
案
に
お
い
て
、
か
り
に
被
害
者
が
そ
の
完
全
に
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
、
高
速
道
路
に
進
入
し
た
り
、
漁
港
の

岸
壁
上
か
ら
車
ご
と
海
中
に
転
落
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
帰
責
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
最
高
裁
の
判
示
も
明

ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
含
み
を
持
た
さ
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
被
害
者
が
重
大
な
危
害
を
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
あ
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る
い
は
被
害
者
が
そ
う
信
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
危
険
な
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
が
、
帰
責
を
肯
定

す
る
理
由
の
重
要
な
構
成
要
素
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
従
来
か
ら
も
、
数
多
く
の
裁
判
例
の
中
に
み
ら
れ
る

も
の
で

1
あ
り
、
直
観
的
に
も
あ
る
程
度
支
持
し
得
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
発
想
が
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
射
程
を
持
つ
も
の
か
は
、
帰
責
を
制
限
す
る
被
害
者
の
自
由
意
思
の
内
容

に
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
な
い
限
り
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
①
「
重
大
な
危
害
」
と
い
っ
て

も
、
生
命
や
身
体
の
枢
要
部
分
に
対
す
る
そ
れ
に
限
ら
れ
る
の
か
、
②
「
お
そ
れ
」
と
い
っ
て
も
、
危
害
が
（
ほ
ぼ
確
実
で
は
あ
る

が
、
）
ず
っ
と
先
に
予
測
さ
れ
る
場
合
で
も
よ
い
の
か
、
③
「
や
む
を
得
ず
」
と
い
っ
て
も
、
ほ
か
に
危
害
を
避
け
る
（
よ
り
安
全
な
）

手
段
が
存
在
し
な
い
こ
と
ま
で
必
要
な
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
を
独
立
に

察
す
る
限
り
、
適
切
な
回

答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
、
被
害
者
の
任
意
的
関
与
に
よ
る
帰
責
制
限
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
排
除
さ
れ

る
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
も
の
で

2
あ
る
。

1

裁
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
島
田
聡
一
郎
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
）
二
三
頁
以
下
、
小
林
憲
太
郎
『
因
果
関
係
と
客
観

的
帰
属
』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
三
）
九
五
頁
以
下
、
山
口
厚
編
著
『
ケ
ー
ス
＆
プ
ロ
ブ
レ
ム
刑
法
総
論
』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
四
九
頁
以
下
（
小
林
）
な
ど
を
参
照
。

な
お
裁
判
例
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
本
文
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
加
え
、

強
制
者
が
現
場
に
い
た
か
否
か
」
と
か
、

被
害
者
の
状
態
如
何
（
た
と
え
ば
酩
酊
の
有
無

な
ど

」
な
ど
と
い
っ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
を
用
い
る
論
者
も
存
在
す
る
。
大
越
義
久
『
共
犯
論
再

』

成
文
堂
、
一
九
八
九
）
七
頁
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
結
局
の
と
こ
ろ
、

本
文
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
収
束
し
、
独
立
の
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
は
機
能
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
強
制
者
が
現
場
に
い
な
け
れ
ば
、
ふ
つ
う
予
測
さ
れ
る

危
害
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
を
避
け
る
安
全
な
手
段
も
数
多
く
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
被
害
者
が
高
度
に
酩
酊
し
て
い
れ
ば
、
可
能
な

逃
走
手
段
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

2

な
お
そ
も
そ
も
被
害
者
の
任
意
的
関
与
が
、
な
ぜ
帰
責
を
否
定
す
る
効
果
を
持
つ
の
か
や
、
い
か
な
る
帰
責
要
件
を
欠
如
さ
せ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
本
稿
の

射
程
を
越
え
る
の
で
扱
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
危
険
の
引
き
受
け
が
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
基
づ
い
て
帰
責
を
遮
断
す
る
の
か
と
か
、
実
行
行

為
性
や
正
犯
性
、
因
果
関
係
な
ど
と
い
っ
た
帰
責
要
件
の
、
い
ず
れ
を
欠
如
さ
せ
る
の
か
と
い
っ
た
論
点
の
解
決
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
と
、
行
為
者
の
正
犯
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
一
章

任
意
性
の
意
味
と
限
界

第
一
節

緊
急
避
難
標
準
説

か
つ
て
筆
者
は
、
危
難
の
転
嫁
が
緊
急
避
難
（
刑
法
三
七
条
一
項
本
文
）
を
構
成
す
る
場
合

3
に
は
、
転
嫁
行
為
に
出
た
被
害
者
の
任

意
性
が
否
定
さ
れ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
被
害
者
の
関
与
の
任
意
性
と
は
刑
法
が
、
関
与
し
な
い
自
由
を
関
与
す
る
自
由
と
同
じ

だ
け
保
障
し
て
初
め
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
被
害
者
か
ら
、

転
嫁
行
為
に
出
な
い
」
と
い
う
選

択
肢
を
奪
う
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
価
値
判
断
を
、
刑
法
自
体
が
下
し
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
関
与
し
な
い
自
由
が
制
限
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ

4
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
発
想
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
変
更
の
必
要
を
感

じ
て
い

5
な
い
。
し
か
し
も
う
少
し
詳
細
に
敷
衍
す
る
必
要
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
出
発
点
と
な
る
の
は
原
則
と
し
て
被
害
者
自
身
が
、
ど
の
よ
う
な
危
害
が
重
大
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被
害
者
が
、
そ
の
価
値
観
や
信
仰
、
望
む
生
き
方
に
照
ら
し
、
耐
え
難
い
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
、
こ

の
先
の
生
命
に
も
危
険
が
及
ぶ
く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
す
ぐ
に
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
に
生
命

が
何
物
に
も
代
え
難
い
、
最
高
の
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
任
意
性
を
肯
定
す
る
の
は
適
切
で

6
な
い
。

も
ち
ろ
ん
被
害
者
の
価
値
観
も
、
無
限
定
に
刑
法
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
わ
け
で
は

7
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
刑
法
典
は
個
人
的
法
益
に

対
す
る
罪
も
、
法
益
主
体
の
価
値
観
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
そ
の
一
般
的
な
重
大
さ
に
照
ら
し
て
類
型
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
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た
が
っ
て
被
害
者
に
、
そ
の
愛
犬
を
殺
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
自
殺
し
ろ
と
命
じ
た
行
為
者
を
、
実
際
に
被
害
者
が
自
殺
し
た
場
合
に
、

殺
人
罪
（
刑
法
一
九
九
条
）
で
処
罰
す
る
の
は

被
害
者
が
そ
の
愛
犬
を
ど
れ
ほ
ど
か
わ
い
が
っ
て
い
た
と
し
て
も

適
切
で
は

な
か

8
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
被
害
者
の
関
与
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
事
案
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
厳
密
に

え
る
と
裁
判
例
の
事
案
の
多
く
は
、
被
害
者
が
危
害
を
避
け
る
た
め
に
危
険
を
冒
し
た
に
と
ど

9
ま
り
、
そ
こ
か

ら
生
ず
べ
き
侵
害
結
果
に
つ
い
て
ま
で
は
甘
受
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
任
意
性
を
判
断
す
る
際
に
危
害
の
重
大
さ
と
衡
量

さ
れ
る
の
は
、
侵
害
結
果
の
重
大
さ
で
は
な
く
て
、
冒
さ
れ
る
危
険
の
重
大
さ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
刑
法
が
法

益
の
侵
害
よ
り
も
、
そ
の
危
殆
化
を
は
る
か
に
軽
く
評
価
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る

10
以
上
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
範
囲
は
よ
り
拡
大
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節

補
充
性
を
充
足
す
る
過
剰
避
難
標
準
説

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
被
害
者
の
関
与
の
任
意
性
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
基
本
的
に
緊
急
避
難
の
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
危
難
の
転
嫁
が
緊
急
避
難
の
要
件
を
完
全
に
充
足
し
て
い
な
い
限
り
、
常
に
任
意
性
を
肯
定
し
、
帰
責
を
制
限
す

る
と
い
う
の
も
ま
た
、
必
ず
し
も
実
態
に
即
し
た
判
断
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
現
に
危
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
人
間
の
心
理
は

非
常
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
冷
静
に
害
を
衡
量
す
る
と
い
う
作
業
を
常
に
期
待
で
き
る
と
は
限
ら

11
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た

と
え
ば
と
っ
さ
に
選
択
し
た
逃
走
手
段
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
危
害
よ
り
も
重
大
な
危
険
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由

で
、
任
意
性
に
関
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
ま
っ
た
く
異
な
る
評
価
を
下
す
の
で
は
、
人
間
の
精
神
構
造
を
無
視
し
、
あ
た
か
も
ロ

ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
に
鑑
み
る
と
、
被
害
者
が
現
に
危
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
往
々
に
し
て
一
種
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
や
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す
い
こ
と
を
、
任
意
性
を
否
定
す
る
方
向
で

慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
は
、
た
と
え
被
害
者
が

そ
の
危
害
よ
り
も
多
少
、
重
大
な
侵
害
結
果
を
甘
受
し
、
あ
る
い
は
危
険
を
冒
し
た
、
つ
ま
り
害
の
衡
量
を
逸
脱
し
た
と
し
て
も
、
そ

う
実
感
し
に
く
い
、
言
い
換
え
れ
ば
関
与
し
な
い
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
が
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
任
意
性
を
否
定
す
べ
き

だ
と
思
わ

12
れ
る
。
た
だ
も
ち
ろ
ん
被
害
者
が
、
過
剰
性
を
認
識
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
意
図
し
て
い
た
、
い
わ
ば
意
図
的
過
剰

の
場
合
に
は
、
任
意
性
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
実
際
上
想
定
し
難
く
、
せ
い
ぜ
い
被
害
者
が
積

年
の
恨
み
か
ら
、
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
で
も
行
為
者
を
、
よ
り
重
い
罪
責
に
陥
れ
よ
う
と

え
た
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で

問
が
一
年
後
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
し
そ
の
苦
痛
を
避
け
る
に
は
即
時
に
自
殺
す
る
ほ
か
な
く
、
実
際
に
被
害
者

が
そ
う
し
た
場
合
な
ど
は
、
一
見
す
る
と
危
害
が
（
ほ
ぼ
確
実
で
は
あ
る
が
、
）
ず
っ
と
先
に
予
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
に
も
み
え

る
。
つ
ま
り
被
害
者
は
冷
静
で
い
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
害
の
衡
量
を
逸
脱
し
て
い
る
以
上
、
直
ち
に
任
意
性
は
肯
定
さ
れ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
被
害
者
は
、
熟
慮
の
余
地
な
く
決
断
を
迫
ら
れ
る
状
況
に
直
面
し
て
い
る
と
い

う
点
で
、
実
は
現
に
危
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
の
で

13
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
ま
さ
に

問
を
受
け
、
激
痛
に
襲
わ
れ
て
い
る
被
害
者
が
、

と
っ
さ
に
苦
痛
の
な
い
自
殺
を
選
択
し
た
場
合
と
同
じ
く
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
を

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
任
意
性
が
否
定
さ

れ
る
余
地
が
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
被
害
者
が
現
に
危
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
あ
る
と
い
う
だ

け
で
、
直
ち
に
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
余
地
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
そ
の
危
害
を
避
け

る
の
に
よ
り
安
全
な
方
法
が
存
在
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
緊
急
避
難
の
補
充
性
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
被
害
者
が
認
識
し
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
も
は
や
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
余
地
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
で

14
あ
る
。
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
あ

る
人
間
が
冷
静
に
害
を
衡
量
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
危
難
を
避
け
る
唯
一
の
方
法
は
往
々
に
し
て
、
実
際
よ
り
も
良
く
み
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
よ
り
安
全
な
方
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
被
害
者
が
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ニ
ッ
ク
状
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態
の
典
型
的
特
性
が
発
現
す
る
前
提
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。

3

こ
こ
で
は
被
害
者
と
い
う
同
一
法
益
主
体
内
で
の
緊
急
避
難
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
連
帯
性
の
原
理
か
ら
く
る
制
限
は
及
ば
な
い
。V

g
l.
z.B
.

G
u
n
th
er
Ja
k
o
b
s,
A
T
,
2.A
u
fl.,
1991,

13.A
b
sch
n
.,
R
n
.34 ；

21.A
b
sch
n
.,
R
n
.89.

学
説
の
中
に
は
そ
も
そ
も
強
要
に
よ
る
緊
急
避
難
の
場
合
に
、
被
強
要
者
が

不
法
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
連
帯
性
を
要
求
で
き
な
い
と
し
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
制
限
す
る
も
の
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は

慮
す
る
必
要
が
な
い
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
橋
田
久
「
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
的
性
質
（
一

・

二
・
完

」
法
学
論
叢
一
三
一
巻
一
号
（
一
九
九
二
）
九
〇
頁
以
下
、
四
号
（
同
年
）

九
一
頁
以
下
、
島
田
聡
一
郎
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
立
教
法
学
五
五
号
（
二
〇
〇
〇
）
二
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
も
っ
と
も
逆
に
い
え
ば
、
異
な
る
法

益
主
体
間
で
の
緊
急
避
難
が
問
題
に
な
る
場
合
、
た
と
え
ば
ロ
ク
シ
ン
の
い
う
、
被
害
者
が
法
益
放
棄
に
よ
り
追
求
し
た
利
他
的
目
的
に
関
係
す
る
欺

な
ど
に
つ
い
て

は
、
別
途
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。C

la
u
s
R
o
x
in
,
D
ie
d
u
rch
T
a
u
sch
u
n
g
h
erb
eig
efu
h
rte
E
in
w
illig
u
n
g
im
S
tra
frech

t,
in
：
G
ed
a
ch
tn
issch

rift

fu
r
P
eter

N
o
ll,
1984,

S
.282.

な
お
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
誠
二
「
欺

に
も
と
づ
く
承
諾
」『
刑
事
法
学
の
歴
史
と
課
題
・
吉
川
経
夫
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集
』

法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
）
一
五
九
頁
以
下
が
詳
し
い
。

4

小
林
・
前
掲
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』
九
六
頁
以
下
。
さ
ら
に
山
中
敬
一
「
被
害
者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」
関
大
法
学
論
集
三
三
巻
三
・
四
・
五
合

併
号
（
一
九
八
三
）
三
四
五
頁
、
同
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』

成
文
堂
、
一
九
九
九
）
二
〇
九
・
二
一
〇
頁
、
齊
藤
誠
二
『
特
別
講
義
刑
法
』

法
学
書
院
、
一
九
九
一
）
一
一

四
頁
、
林
美
月
子
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
」『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
・
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
』

有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
三
二
頁
、
三
二
頁
注
三
四
、
三
三
頁
注
三

九
、
三
三
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
被
害
者
の
同
意
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て
」
産
大
法
学
三
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
三
・
一
四
頁
参
照
。

5

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
基
本
的
発
想
そ
れ
自
体
に
、
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
論
者
も
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
例
で
あ
る
林
幹
人
「
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の

同
意
」『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
上
巻
』

有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
二
四
九
頁
は
、

自
由
意
思
の
有
無
は
、
あ
く
ま
で
被
害
者
本
人
の
意
思
に
即
し
て
判
断

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
井
田
良
「
被
害
者
の
同
意
」
現
代
刑
事
法
一
四
号
（
二
〇
〇
〇
）
九
一
頁
以
下
、
上
嶌
一
高
「
被
害
者
の
同
意
（
下

」

法
学
教
室
二
七
二
号
（
二
〇
〇
三
）
八
〇
頁
以
下
（
逆
に
法
益
関
係
的
錯
誤
が
あ
っ
て
も
自
由
意
思
の
余
地
を
認
め
る

；
K
n
u
t
A
m
elu
n
g
,
Irrtu

m
u
n
d
T
a
u
-

sch
u
n
g
a
ls
G
ru
n
d
la
g
e
v
o
n
W
illen

sm
a
n
g
eln
b
ei
d
er
E
in
w
illig
u
n
g
d
es
V
erletzten

,
1998,

S
.36ff. ；

W
o
lfg
a
n
g
M
itsch

,
R
ech
tfertig

u
n
g
u
n
d

O
p
ferv
erh
a
lten
,
2004,

S
.495ff.

参
照
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
は
自
由
意
思
も
ま
た
、
法
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
点
で
、
方
法
論
的
な
問
題
を

抱
え
て
い
る
。
小
林
憲
太
郎
「
い
わ
ゆ
る
『
救
助
・
追
跡
事
故
』
に
つ
い
て

強
制
・
緊
急
状
況
に
お
け
る
被
害
者
の
関
与
と
結
果
の
帰
責

」
千
葉
大
学
法
学
論

集
一
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
）
一
五
八
・
一
五
九
頁
参
照
。
ま
た
こ
の
点
を
お
く
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
い
う
「

不
）
自
由
」
の
内
実
は
、
た
と
え
ば
き
わ
め

て
大
き
な
不
利
益
を
避
け
る
た
め
に
は
、
死
ぬ
ほ
か
な
い
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
林

（
幹

・
前
掲
「
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の
同
意
」
二
五
三
頁
。

さ
ら
に
学
説
に
は
、
強
要
罪
（
刑
法
二
二
三
条
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
四
〇
条
）
を
構
成
す
る
程
度
の
危
害
が
付
加
さ
れ
た
場
合
に
、
被
害
者
の
任
意
性
を
否
定
す
る
も
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の
も
存
在
す
る
。Z

.B
.
G
u
n
th
er
A
rzt,
W
illen

sm
a
n
g
el
b
ei
d
er
E
in
w
illig
u
n
g
,
1970,

S
.33f. ；

R
o
lf-D
ietrich

H
erzb

erg
,
T
a
tersch

a
ft
u
n
d
T
eiln
a
h
m
e.

E
in
e
sy
stem

a
tisch

e
D
a
rstellu

n
g
a
n
h
a
n
d
v
o
n
G
ru
n
d
fa
llen
,
1977,

S
.37f. ；

H
a
n
s-Jo
a
ch
im
H
irsch

,
in
：
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.L
eip
zig
er
K
o
m
m
en
ta
r.

G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,
11.A

u
fl.,
1994,

V
o
r
32,
R
n
.120 ；

R
o
x
in
,
A
T
,
B
d
. Ⅰ
,
3.A
u
fl.,
1997,

13,
R
n
.81.

（
た
だ
し
行
為
者
の
〔
間
接
〕
正
犯
性
の
標
準
は
、

免
責
的
緊
急
避
難
〔
ド
イ
ツ
刑
法
典
三
五
条
〕
に
対
応
す
る
強
制
状
況
に
求
め
る
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
平
野
龍
一
監
修
・
町
野
朔=

吉
田
宣
之
監
訳
『
ロ
ク
シ
ン
刑
法

総
論
〔
基
礎
・
犯
罪
論
の
構
造
〕』〔
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇
三
〕
に
翻
訳
が
あ
る
）
こ
れ
は

ア
ル
ツ
ト
な
ど
を
除
き

他
者
を
侵
す
場
合
と
異
な
り
、
規
範
的
障

害
が
欠
け
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
避
難
よ
り
も
緩
や
か
な
要
件
の
も
と
で
、
任
意
性
を
否
定
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。V

g
l.
T
h
eo
d
o
r
L
en
ck
n
er,

in
：

A
d
o
lf
S
ch
o
n
k
e /H
o
rst
S
ch
ro
d
er,
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,26.A

u
fl.,2001,V

o
rb
em

32ff.,R
n
.48.

（
以
下S

ch
/S
ch

と
略
記
す
る
）
し
か
し
論

理
的
に
は
、
ど
の
程
度
の
危
害
を
付
加
す
れ
ば
強
要
罪
が
成
立
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
何
も
い
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。V

g
l.
A
lfred

A
.

G
o
b
el,
D
ie
E
in
w
illig
u
n
g
im
S
tra
frech

t
a
ls
A
u
sp
ra
g
u
n
g
d
es
S
elb
stb
estim

m
u
n
g
srech

ts,
1992,

S
.112.

（
以
下E

in
w
illig
u
n
g

と
略
記
す
る
）
ま
た
規

範
的
障
害
の
有
無
に
着
目
し
て
要
件
を
異
に
す
る
点
も
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
論
駁
さ
れ
て
い
る
。
島
田
・
前
掲
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
二
六
一
頁
以
下
参
照
。

6

だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
論
者
は
、
死
期
の
迫
っ
た
患
者
が
耐
え
難
い
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
安
楽
死
さ
せ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
甲
斐
克
則
『
安
楽
死
と
刑
法
』

成
文
堂
、
二
〇
〇
三

、
同
『
尊
厳
死
と
刑
法
』

成
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

7

ま
た
そ
う
で
な
い
と
、
そ
も
そ
も
被
害
者
の
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。V

g
l.
R
o
x
in
,
in
：
N
o
ll-G
S
,
S
.293f.

（
も
っ
と
も
こ
の
批
判
の

対
象
で
あ
る
ヤ
コ
プ
ス
の
弟
子
で
あ
る
ゲ
ー
ベ
ル
は
、
被
害
者
の
価
値
観
を
無
限
定
に
尊
重
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。V

g
l.
G
o
b
el,
E
in
w
illig
u
n
g
,
S
.115ff.

）

8

こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
小
林
・
前
掲
「
い
わ
ゆ
る
『
救
助
・
追
跡
事
故
』
に
つ
い
て

強
制
・
緊
急
状
況
に
お
け
る
被
害
者
の
関
与
と
結
果
の
帰
責

」

一
五
九
・
一
六
〇
頁
参
照
。
な
お
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
因
果
経
過
の
経
験
的
通
常
性
、
す
な
わ
ち
相
当
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
犬
を
何
よ
り
も
大

切
に
す
る
人
間
が
愛
犬
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
の
は
、
あ
り
が
ち
な
事
情
だ
と

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
場
合
に
は
、
殺
人
罪
と
同
じ
く

結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
必
要
と
さ
れ
る
、
自
殺
教
唆
罪
（
刑
法
二
〇
二
条
）
が
成
立
す
る
余
地
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
被
害
者
の
任
意
的
関
与

に
よ
る
帰
責
制
限
は
、
相
当
性
に
よ
る
そ
れ
と

多
く
の
ケ
ー
ス
で
事
実
上
一
致
す
る
も
の
の

論
理
的
に
は
同
値
で
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
本
稿
で
扱
う

の
は
専
ら
前
者
で
あ
る
。

9

こ
れ
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
被
害
者
の
任
意
的
関
与
を
理
由
に
、
帰
責
を
制
限
す
る
余
地
が
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ

の
詳
細
な
論
証
は
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
掲
注
（
2
）
参
照
。
な
お
被
害
者
が
逃
走
中
に
死
傷
し
た
事
案
に
お
い
て
、
帰
責
を
肯
定
し
た
裁
判
例
の
中
に
は
、
こ

の
よ
う
な
場
合
も
多
い
。
深
町
晋
也
「
判
批
」
法
学
教
室
二
八
一
号
（
二
〇
〇
四
）
一
四
九
頁
参
照
。

10

山
口
厚
『
問
題
探
究

刑
法
各
論
』

有
斐
閣
、
一
九
九
九
）
一
八
頁
参
照
。

11

こ
の
点
で
島
田
・
前
掲
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
二
九
五
頁
が
、

強
制
な
い
し
緊
急
状
況
に
置
か
れ
た
場
合
、
人
は
必
ず
し
も
合
理
的
な
選
択
が
で
き
ず
、

あ
と
か
ら

え
れ
ば
到
底
法
益
の

衡
を
満
た
さ
な
い
よ
う
な
行
為
を
ど
う
し
て
も
行
い
が
ち
だ
」
と
述
べ
る
の
は
適
切
で
あ
る
。

12

林
（
美

・
前
掲
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
」
四
六
頁
が
、

厳
密
に
は
生
命
は
最
も
重
要
な
法
益
で
あ
る
か
ら
、
将
来
の
苦
痛
に
満
ち
た
死
が
確
実
で
あ
っ
て
も
こ
れ

を
避
け
る
た
め
に
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
法
益
衡
量
か
ら
は
正
当
化
さ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
状
況
で
行
為
す
る
行
為
者
は
、
殺
害
の
手
段
を
と
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ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
で
、
責
任
阻
却
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
行
為
者
自
身
が
自
殺
す
る
場
合
も
、
同
様
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
自
殺

を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
自
殺
の
決
定
は
自
由
な
意
思
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。」
と
述
べ
る
の
も
同
旨
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
前
半
部
分
に
つ
い
て
、

法
益
衡
量
か
ら
正
当
化
す
る
余
地
も
存
在
す
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

13

こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
「
正
当
防
衛
類
似
状
況
（n

o
tw
eh
ra
h
n
lich
e
L
a
g
e

」
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。V

g
l.
S
ch
/S
ch

（L
en
ck
n
er /

W
a
lter

P
erro
n
,
32,
R
n
.16f.

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
齊
藤
誠
二
『
正
当
防
衛
権
の
根
拠
と
展
開
』

多
賀
出
版
、
一
九
九
一
）
二
六
一
頁
以
下
参
照
。

14

島
田
・
前
掲
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
二
九
六
頁
参
照
。
こ
れ
は
被
害
者
が
侵
害
結
果
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
欠
く
こ
と
で
行
為
者
の
正
犯
性

が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
任
意
性
の
標
準
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
が
危
険
を
認
識
し
た
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
行
為
者
の
正

犯
性
は
そ
の
こ
と
だ
け
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
後
は
因
果
関
係
や
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
得
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
山
口
厚
編
著
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
』

成
文
堂
、
二
〇
〇
三
）
一
二
三
頁
以
下
（
島
田

。
し
か
し
そ
れ
を
欠
く
こ
と
で
因
果
関
係
や
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
任
意
性
の
標
準
も
、
同
様
の
枠
組
み
で
判

断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
島
田
と
同
様
の
正
犯
概
念
を
採
用
す
る
山
口
が
、
平
成
一
六
年
決
定
の
事
案
に
お
い
て
も
、
同
様
の
枠
組
み
で
殺
人
未
遂
罪
（
刑
法

一
九
九
、
二
〇
三
条
）
の
成
否
を
判
断
し
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
。
山
口
「
被
害
者
の
行
為
を
利
用
し
た
法
益
侵
害
」
法
学
教
室
二
九
〇
号
（
二
〇
〇
四
）
一
〇
八

頁
。と

こ
ろ
で
論
者
は
被
害
者
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
て
も
、
行
為
者
が
そ
の
根
拠
と
な
る
緊
急
状
況
や
そ
の
誤
信
を
作
出
し
て
い
な
い
限
り
、
違
法
性
が
な
い
と
し
て
い

る
。
山
口
「
欺

に
基
づ
く
『
被
害
者
』
の
同
意
」『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
・
上
巻
』

信
山
社
出
版
、
二
〇
〇
一
）
三
二
七
頁
以
下
（
た
だ
し
緊
急
状
況
の
範
囲
が
や

や
広
い

、
同
『
刑
法
総
論
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
七
〇
、
一
四
二
・
一
四
三
頁
（
同
上

、
同
「『
法
益
関
係
的
錯
誤
』
説
の
解
釈
論
的
意
義
」
司
法
研
修
所
論
集
一

一
一
号
（
二
〇
〇
三
）
一
一
〇
・
一
一
一
頁
（
同
上

、
島
田
・
前
掲
書
二
〇
五
・
二
〇
六
頁
。
こ
れ
は
第
三
者
の
緊
急
状
況
へ
の
関
与
の
場
合
と
、
同
様
の
処
理
を
行

お
う
と
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
を
、
同
意
の
有
効
性
を
論
じ
た
も
の
と
捉
え
る
の
は
、
厳
密
に
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
「
背
後

者
の
関
与
の
時
点
に
お
い
て
、
法
秩
序
と
し
て
は
す
で
に
価
値
の
高
い
法
益
を
救
助
す
る
た
め
に
は
価
値
の
低
い
法
益
が
失
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
、
と
決
断
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
、
法
秩
序
の
予
定
す
る
方
向
に
事
態
を
押
し
進
め
た
者
に
対
し
て
、
法
秩
序
が
否
定
的
評
価
を
下
す
の
は
評
価
矛
盾
だ
か
ら
」

島

田
・
前
掲
書
一
九
八
頁
）
と
い
う
理
由
か
ら
導
け
る
の
は
、
被
害
者
と
い
う
同
一
法
益
主
体
内
で
客
観
的
な
緊
急
避
難
状
況
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
た
と
え
行
為

者
自
身
が
緊
急
避
難
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
作
出
が
な
け
れ
ば
違
法
評
価
を
下
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
か
り
に
こ

れ
に
賛
成
す
る
と
し
て
も
、
被
害
者
が
行
為
者
の
欺

な
く
緊
急
状
況
を
誤
信
し
て
い
る
場
合
に
は
、
事
情
を
知
る
行
為
者
を
処
罰
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
小
林
・
前

掲
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』
九
二
頁
以
下
参
照
。
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第
二
章

裁
判
例
の
検
討

第
一
節

二
つ
の
最
高
裁
決
定

つ
づ
い
て
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
序
章
で
み
た
二
つ
の
最
高
裁
決
定
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
平
成
一
六
年
決
定
の
方
は
、
ほ
ぼ
支
持
し
得
る
も
の
と
い
え
る
。
被
害

者
は
長
期
間
に
わ
た
り
、
被
告
人
か
ら
激
し
い
暴
行
・
脅
迫
を
受
け
て
極
度
に
畏
怖
し
、
そ
の
い
い
な
り
に
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
犯
行

当
時
に
お
い
て
も
、
そ
の
前
日
か
ら
暴
行
・
脅
迫
を
交
え
、
車
ご
と
海
中
に
転
落
し
て
自
殺
す
る
よ
う
執
拗
に
要
求
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
意
味
で
被
害
者
は
、
極
度
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
被
告
人
は
「
本
件
犯
行
当
時
、
被

害
者
を
し
て
、
被
告
人
の
命
令
に
応
じ
て
車
ご
と
海
中
に
飛
び
込
む
以
外
の
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
精
神
状
態
に
陥
ら
せ

て
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
に
は
補
充
性
の
認
識
も
存
在
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で

15
あ
る
。
他
方
、
被
害
者
に

は
自
殺
す
る
現
実
的
な
意
思
ま
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
リ
ス
ク
を
冒
し
て
生
き
残
る
可
能
性
に
か
け
、
死
亡
を
装
っ
て
被
告
人
か
ら
身

を
隠
そ
う
と

え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
害
の
衡
量
を
逸
脱
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
い

と
は
い
え

16
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
被
害
者
の
関
与
の
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
被
害
者
が
自
ら
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い

て
車
ご
と
海
に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
を
理
由
に
、
そ
う
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
被
告
人
の
行
為
は
殺
人
罪
の
実
行
行
為
と
は
い
え
な
い
と

す
る
弁
護
人
の
主
張
を
、
最
高
裁
が
排
斥
し
た
の
は
適
切
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
平
成
一
五
年
決
定
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
ほ
か
に
危
害
を
避
け
る
方
法
が
存
在
し
な
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

が
、
積
極
的
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
原
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
四
年
一
一
月
一
四
日
東
高
刑
時
報
五
三
巻
一
〜
一
二
号
一
〇
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二
頁
）
の
認
定
に
よ
れ
ば
、

被
害
者
は
被
告
人
ら
の
追
跡
を
逃
れ
る
最
も
安
全
な
方
法
と
し
て
本
件
高
速
道
路
へ
の
立
入
り
を
即
座

に
選
択
し
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る

17
か
ら
、
被
害
者
に
は
補
充
性
の
認
識
も
存
在
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
最
高
裁
自
身
と
し
て
も
、
こ
の
点
を
明
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節

他
の
帰
責
肯
定
例

福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
平
成
元
年
判
決

つ
づ
い
て
他
の
帰
責
を
肯
定
し
た
裁
判
例
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
と
く
に
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
平
成
元
年
判
決
を

取
り
上
げ
る
。

事
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

被
告
人
は
当
時
六
六
歳
の
独
り
暮
ら
し
を
し
て
い
た
被
害
者
か
ら
盲
信
に
等
し
い
信
頼
を
得
て
、
短
期
間
に
合
計
七
五
〇
万
円
も
の

多
額
の
金
員
を
欺

的
手
段
で
借
り
受
け
た
が
、
そ
の
返
済
の
め
ど
が
立
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
そ
の
事
情
を
被
害
者
が
察

知
し
て
警
察
沙
汰
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
発
覚
を
免
れ
る
た
め
被
害
者
を
し
て
、
自
殺
す
る
よ
う
仕
向
け
る
こ
と
を
企
て
た
。

こ
う
し
て
被
告
人
は
昭
和
六
〇
年
五
月
二
九
日
、
被
害
者
が
Ｓ
に
金
員
を
貸
し
て
い
た
こ
と
を
種
に
し
て
、
そ
れ
が
出
資
法
と
い
う

法
律
に
違
反
し
て
お
り
、
ま
も
な
く
警
察
が
調
べ
に
来
る
が
、
罪
と
な
る
と
三
か
月
か
四
か
月
刑
務
所
に
入
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
、

虚
構
の
事
実
を
述
べ
て
脅
迫
し
た
。
そ
し
て
不
安
と
恐
怖
に
お
の
の
く
被
害
者
を
、
警
察
の
追
及
か
ら
逃
が
す
た
め
と
い
う
口
実
で
連

れ
出
し
て
、
一
七
日
間
に
わ
た
り
、
鹿
児
島
か
ら
福
岡
や
出
雲
な
ど
の
諸
所
を
連
れ
回
っ
た
り
、
自
宅
や
空
家
に
一
人
で
潜
ま
せ
、
そ

の
間
体
力
も
気
力
も
弱
っ
た
被
害
者
に
、
近
所
の
人
に
み
つ
か
る
と
す
ぐ
警
察
に
捕
ま
る
と
か
、
警
察
に
逮
捕
さ
れ
れ
ば
身
内
の
者
に

迷
惑
が
か
か
る
な
ど
と
申
し
向
け
て
、
そ
の
知
り
合
い
や
親
戚
と
の
接
触
を
断
ち
、
も
は
や
ど
こ
に
も
逃
げ
隠
れ
す
る
場
が
な
い
と
い
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う
状
況
に
あ
る
と
の
錯
誤
に
陥
ら
せ
た
。
そ
の
う
え
で
被
告
人
は
、
身
内
に
迷
惑
が
か
か
る
の
を
避
け
る
た
め
に
も
自
殺
す
る
以
外
に

と
る
べ
き
道
は
な
い
旨
、
執
拗
に
慫
慂
し
て
被
害
者
を
心
理
的
に
次
第
に
追
い
つ
め
、
犯
行
当
日
に
は
、
警
察
官
が
つ
い
に
被
告
人
方

に
ま
で
事
情
聴
取
に
来
た
な
ど
と
、
警
察
の
追
及
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
、
そ
の
恐
怖
心
を
煽
っ
た
。
一
方
被
告
人

は
、
唯
一
被
害
者
の
頼
る
べ
き
人
と
し
て
振
る
舞
っ
て
き
た
、
被
告
人
に
も
警
察
の
捜
査
が
及
ん
で
お
り
、
も
は
や
こ
れ
以
上
庇
護
し

て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
、
告
げ
て
突
き
放
し
た
う
え
、
被
害
者
が
最
後
の
隠
れ
家
と
し
て
一
縷
の
望
み
を
託
し
て
い
た
、
大
河
原

の
小
屋
も
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
被
害
者
は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
逃
れ
る
方
途
は
な
い
と
誤
信
し
て
自
殺
を
決
意
し
、
自
ら
マ
ラ
ソ
ン
乳
剤

原
液
約
一
〇
〇
Ｃ
Ｃ
を
嚥
下
し
て
死
亡
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
福
岡
高
宮
崎
支
判
平
成
元
年
三
月
二
四
日
高
刑
集
四
二
巻
二
号
一
〇
三
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
控

訴
を
棄
却
し
た
。

自
殺
と
は
自
殺
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
自
己
の
死
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
自
殺
の
教
唆
は
自
殺
者
を

し
て
自
殺
の
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
一
切
の
行
為
を
い
い
、
そ
の
方
法
は
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
る
も
の
の
、
犯
人
に
よ
っ
て
自
殺
す
る
に

至
ら
し
め
た
場
合
、
そ
れ
が
物
理
的
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
心
理
的
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
れ
が
自
殺
者
の

意
思
決
定
に
重
大
な
瑕
疵
を
生
ぜ
し
め
、
自
殺
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
も
は
や
自
殺
教
唆
と

は
い
え
ず
、
殺
人
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
出
資
法
違
反
の
犯
人
と
し
て
厳
し
い
追
求
を
受
け
る
旨
の
被
告
人
の

作
出
し
た
虚
構
の
事
実
に
基
づ
く
欺

威
迫
の
結
果
、
被
害
者
は
、
警
察
に
追
わ
れ
て
い
る
と
の
錯
誤
に
陥
り
、
更
に
、
被
告
人
に

よ
っ
て
諸
所
を
連
れ
回
ら
れ
て
長
期
間
の
逃
避
行
を
し
た
あ
げ
く
、
そ
の
間
に
被
告
人
か
ら
執
拗
な
自
殺
慫
慂
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
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更
に
状
況
認
識
に
つ
い
て
の
錯
誤
を
重
ね
た
す
え
、
も
は
や
ど
こ
に
も
逃
れ
る
場
所
は
な
く
、
現
状
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
自
殺
す
る

以
外
途
は
な
い
と
誤
信
し
て
、
死
を
決
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
が
自
己
の
客
観
的
状
況
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で

き
た
な
ら
ば
、
お
よ
そ
自
殺
の
決
意
を
す
る
事
情
に
あ
っ
た
も
の
（
と
）
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
殺
の
決
意
は
真

意
に
添
わ
な
い
重
大
な
瑕
疵
の
あ
る
意
思
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
被
害
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
は
到
底

い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
を
右
の
よ
う
に
誤
信
さ
せ
て
自
殺
さ
せ
た
被
告
人
の
本
件
所
為
は
、
単
な
る
自
殺
教
唆
行
為
に
過

ぎ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
の
行
為
を
利
用
し
た
殺
人
行
為
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。」

こ
の
事
案
は
被
害
者
が
現
実
に
危
害
に
襲
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
被
告
人
に
そ
う
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
た
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
任
意
性
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
内
心
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
事
実
だ
け
で
あ
る

18
か
ら
、
本
稿
で
扱
う
テ
ー
マ
に
関
し

て
、
こ
の
点
を
取
り
立
て
て
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。

そ
こ
で
本
判
決
が
ど
の
よ
う
な
事
情
を

慮
に
入
れ
、
被
害
者
の
自
由
意
思
を
否
定
し
た
か
を
み
て
み
る
と
、
具
体
的
な
事
実
関
係

の
中
で
、
と
く
に
被
害
者
が
「
警
察
に
追
わ
れ
て
い
る
と
の
錯
誤
に
陥
り
、
更
に
、
被
告
人
に
よ
っ
て
諸
所
を
連
れ
回
ら
れ
て
長
期
間

の
逃
避
行
を
し
た
あ
げ
く
、
そ
の
間
に
被
告
人
か
ら
執
拗
な
自
殺
慫
慂
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
更
に
状
況
認
識
に
つ
い
て
の
錯
誤
を
重

ね
た
」
こ
と
、
及
び
「
現
状
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
自
殺
す
る
以
外
途
は
な
い
と
誤
信
し
て
、
死
を
決
し
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
間
近
に
迫
っ
た
（
と
誤
信
し
た
）
危
害
を
目
に
し
て
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
あ
る
被
害
者
が
、
補
充
性
を
認
識
し
つ
つ
自
殺
に

及
ん
だ
こ
と
が
重
要
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
基
本
的
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

19
れ
る
。

問
題
は
害
の
衡
量
、
も
し
く
は
そ
の
逸
脱
の
程
度
で
あ
る
。
本
件
で
は
被
害
者
が
現
実
に
命
を
絶
つ
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
そ
の
意

味
で
生
命
の
侵
害
そ
れ
自
体
と
、
警
察
に
捕
ま
り
刑
務
所
に
入
る
こ
と
の
不
利
益
が
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
殺
人
罪
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（
刑
法
一
九
九
条

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
以
上
の
懲
役
）
と
逮
捕
・
監
禁
罪
（
刑
法
二
二
〇
条
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
）
の
法

定
刑
の
大
き
な
較
差
に
鑑
み
る
と
、
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
あ
る
と
い
う
被
害
者
の
価
値
観
を
、
直
ち
に
刑
法
に
お
い
て
尊
重
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ

20
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
害
の
衡
量
の
逸
脱
の
程
度
が
甚
大
で
、
た
と
え
ば
過
剰
避
難
（
刑
法
三
七
条
一
項
但
書
）

の
規
定
に
よ
る
刑
の
免
除
が
お
よ
そ
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
か
と
問
わ
れ

21
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
と
す
る
判
断
も
あ
な
が
ち
不
当
と

は
い
え

22
な
い
。
ま
さ
し
く
被
害
者
の
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
限
界
事
例
と
い
え
よ
う
。

第
三
節

帰
責
否
定
（
制
限
）
例

広
島
高
裁
昭
和
二
九
年
判
決

最
後
に
帰
責
を
否
定
な
い
し
制
限
し
た
裁
判
例
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
と
く
に
広
島
高
裁
昭
和
二
九
年
判
決
を
取

り
上
げ
る
。

事
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

被
告
人
と
被
害
者
と
は
昭
和
七
年
頃
婚
姻
し
、
以
来
約
一
七
年
間
、
両
人
の
性
格
の
違
い
か
ら
多
少
の
風
波
は
避
け
ら
れ
な
い
な
が

ら
も
、
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
紛
糾
も
な
く
同
棲
生
活
を
続
け
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
人
は
昭
和
二
四
年
二
月
末
頃
か
ら
同
年
三
月
一

六
日
頃
ま
で
、
被
告
人
の
姉
婿
に
あ
た
る
Ｍ
が
同
人
の
息
子
Ｒ
と
共
に
被
告
人
方
に
滞
在
し
て
い
た
間
に
お
い
て
、
Ｍ
と
被
害
者
と
の

間
に
不
倫
な
関
係
が
結
ば
れ
た
と
邪
推
し
た
。
そ
の
た
め
被
告
人
は
同
年
三
月
末
頃
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
ご
と
く
被
害
者
を
詰
責

し
、
被
害
者
の
外
出
逃
避
を
監
視
し
つ
つ
、
時
に
は
「
死
ぬ
る
方
法
を
教
え
て
や
る
」
と
い
い
な
が
ら
失
神
す
る
ほ
ど
に
首
を
締
め
、

ま
た
は
足
蹴
に
し
、
錐
、
槍
の
穂
先
等
で
腕
、
腿
等
を
突
く
な
ど
、
常
軌
を
逸
し
た
虐
待
、
暴
行
を
加
え
た
。
ま
た
被
告
人
は
被
害
者

を
強
要
し
て
、
Ｍ
と
の
姦
通
事
実
を
承
認
す
る
書
類
、
ま
た
は
「
自
殺
し
ま
す
、
○
○
（
被
害
者
の
名
前

筆
者
注

」
な
る
書
面
を
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作
成
さ
せ
、
さ
ら
に
同
年
六
月
上
旬
頃
、
被
害
者
の
実
家
を
継
い
で
い
る
Ｙ
を
電
報
で
呼
び
寄
せ
、
被
害
者
の
面
前
に
お
い
て
そ
の
不

貞
行
為
を
繰
り
返
し
て
述
べ
、
金
品
の
給
付
に
よ
っ
て
こ
れ
を
慰
藉
す
べ
き
こ
と
を
暗
示
す
る
な
ど
し
た
。

こ
う
し
て
被
告
人
は
、
被
害
者
に
対
す
る
直
接
、
間
接
の
暴
行
、
脅
迫
行
為
を
繰
り
返
し
、
も
っ
て
執
拗
に
被
害
者
に
対
し
て
肉
体

的
、
精
神
的
な
圧
迫
を
加
え
た
。
こ
の
た
め
被
害
者
と
し
て
も
、
被
告
人
の
前
記
暴
行
、
脅
迫
の
連
続
に
よ
っ
て
心
身
共
に
疲
労
し
、

い
ま
さ
ら
実
家
に
復
帰
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
れ
ば
と
て
、
か
つ
て
被
害
者
が
同
年
六
月
頃
、
所
轄
警
察
署
に
保
護
を
求
め
た
が
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
官
憲
に
対
す
る
救
援
も
望
み
得
な
い
と
思
惟
し
、
つ
い
に
こ
れ
以
上
被
告
人
の
圧
迫
を
受
け
る
よ
り
、

む
し
ろ
死
を
選
ぶ
に
し
か
ず
と
決
意
し
た
。
こ
う
し
て
被
害
者
は
同
年
七
月
一
八
日
午
後
一
時
前
後
の
頃
、
畑
地
続
き
の
山
林
中
に
お

い
て
縊
死
を
遂
げ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
広
島
高
判
昭
和
二
九
年
六
月
三
〇
日
高
刑
集
七
巻
六
号
九
四
四
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
判
決
を

破
棄
し
、
被
告
人
を
懲
役
三
年
に
処
し
た
。

自
殺
と
は
自
己
の
自
由
な
意
思
決
定
に
基
い
て
自
己
の
死
を
惹
起
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
殺
の
教
唆
は
自
殺
者
を
し
て
自
殺
の
決

意
を
生
ぜ
し
め
る
一
切
の
行
為
で
あ
つ
て
、
そ
の
方
法
を
問
わ
な
い
と
解
す
る
、
従
つ
て
犯
人
が
威
迫
に
よ
つ
て
他
人
を
自
殺
す
る
に

至
ら
し
め
た
場
合
、
自
殺
の
決
意
が
自
殺
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
と
き
は
自
殺
教
唆
罪
を
構
成
し
進
ん
で
自
殺
者
の
意
思
決
定
の
自
由

を
阻
却
す
る
程
度
の
威
迫
を
加
え
て
自
殺
せ
し
め
た
と
き
は
、
も
は
や
自
殺
関
与
罪
で
な
く
殺
人
罪
を
以
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
本
件
に
お
い
て
は
前
記
の
如
く
被
告
人
の
暴
行
、
脅
迫
に
よ
つ
て
被
害
者
が
自
殺
の
決
意
を
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
並

に
被
告
人
が
自
己
の
行
為
に
よ
つ
て
被
害
者
が
自
殺
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
し
な
が
ら
敢
て
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
た
こ
と
が
夫
々

認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
被
告
人
の
右
暴
行
、
脅
迫
が
被
害
者
の
前
記
決
意
を
な
す
に
つ
き
意
思
の
自
由
を
失
わ
し
め
る
程
度
の
も
の
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で
あ
つ
た
と
認
む
べ
き
確
証
が
な
い
の
で
、
結
局
被
告
人
の
本
件
所
為
は
自
殺
教
唆
に
該
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」

こ
の
判
決
は
被
告
人
の
罪
責
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
そ
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
自
殺
す
れ
ば
自
殺
教
唆
罪
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
う

で
は
な
く
て
、
被
害
者
の
意
思
決
定
の
自
由
を
阻
却
す
る
程
度
の
威
迫
を
加
え
て
自
殺
せ
し
め
た
と
き
は
、
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
の

一
般
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
あ
る
意
味
で
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
事
案
に
対
す
る
具
体

的
な
適
用
を
通
じ
て
、
そ
の
情
報
内
容
を
増
加
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
件
の
事
実
関
係
を
そ
の
仔
細
に
わ
た
っ
て
み
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
「
被
告
人
は
被
害
者
の
自
殺
し
た
直
前
頃
ま
で
被

害
者
に
対
し
て
残
忍
苛
酷
な
暴
行
、
脅
迫
を
継
続
し
て
い
た
事
実
」
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
あ
る
と
い

う
だ
け
で
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
な
い
の
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
裁
判
所
の
認
定
事
実
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
ゆ

く
と
、

被
告
人
は
被
害
者
か
ら
の
協
議
離
婚
の
申
出
を
拒
否
し
常
に
被
害
者
を
監
視
し
、
衣
類
並
に
筆
紙
の
使
用
に
つ
い
て
も
絶
対

に
独
断
を
許
さ
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
被
害
者
は
齢
四
〇
を
超
え
な
が
ら
実
子
な
く
、
実
家
も
既
に
妹
夫
婦
が
承
継
し
今
更

喜
ん
で
被
害
者
の
復
帰
を
迎
え
る
と
は

え
ら
れ
な
い
こ
と
、
被
害
者
が
警
察
の
保
護
も
期
待
し
得
ず
却
つ
て
そ
う
す
る
と
き
は
被
告

人
の
感
情
を
刺
戟
し
更
に
暴
行
を
受
け
る
虞
あ
り
と
思
惟
し
て
い
た
こ
と
」
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
情
だ
け
を
も
っ
て
被
害
者
に
、
補
充
性
の
認
識
も
存
在
し
た
と
評
価
す
る
の
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
（
前
者
や
後
者
は
と
も
か
く
中
間
者
で
あ
る
）
実
家
へ
の
復
帰
は
、
自
殺
よ
り
も
安
全
な
危
害
の
回
避
方
法
で
あ
り
、
こ

れ
を
覆
す
よ
う
な
、
つ
ま
り
嫌
が
ら
れ
る
よ
り
も
生
命
を
失
う
方
が
ま
し
だ
と
い
う
よ
う
な
被
害
者
の
価
値
観
は
、
刑
法
の
承
認
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
で

23
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
所
が
先
述
の
一
般
論
に
基
づ
い
て
、
被
害
者
の
自
由
意
思
を
肯
定
し
自
殺
教
唆
罪
を
成

立
さ
せ
る
に
と
ど
め
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
思

過
程
が
裏
に
潜
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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15

も
っ
と
も
橋
田
久
「
判
批
」
法
学
教
室
二
八
九
号
（
二
〇
〇
四
）
一
五
三
頁
は
、

身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
乙
（
被
害
者

筆
者
注
）
に
は
、
警

察
に
通
報
す
る
と
い
う
他
行
為
の
選
択
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
余
地
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。

16

逆
に
被
害
者
が
現
実
に
自
殺
を
決
意
し
た
と
す
れ
ば
、
害
の
衡
量
を
大
き
く
逸
脱
し
、
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
も
解
せ
な
く
は
な
い
。
現
に
調
査
官
解
説
で
あ
る

藤
井
敏
明
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
五
号
（
二
〇
〇
四
）
一
六
二
頁
も
、

被
害
者
は
、
被
告
人
の
執
拗
な
命
令
等
に
よ
っ
て
、
車
ご
と
海
中
に
飛
び
込
む
以
外
の

行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
精
神
状
態
に
陥
り
、
そ
こ
ま
で
は
意
思
決
定
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
い
た
が
、
自
殺
さ
せ
よ
う
と
い
う
被
告
人
の
意
思
に
反
し
て
、
車

内
か
ら
脱
出
し
て
生
き
延
び
よ
う
と

え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
度
で
は
、
行
為
に
及
ぶ
に
つ
き
い
わ
ば
自
発
的
意
思
が
働
い
て
い
た
も
の
と
も
い
え

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
本
件
で
、
被
害
者
が
現
実
に
自
殺
を
決
意
し
た
と
誤
信
し
た
被
告
人
に
は
、
殺
人
罪
の
故
意
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
は

ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
高
裁
は
、
殺
人
罪
の
故
意
を
争
う
弁
護
人
の
主
張
を
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「
自
殺
意
思
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
よ
り
高

度
の
意
思
の
抑
圧
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
本
件
事
案
に
お
け
る
程
度
の
も
の
で
足
り
る
と
の

え
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
山

口
・
前
掲
「
被
害
者
の
行
為
を
利
用
し
た
法
益
侵
害
」
一
〇
八
頁
。

17

こ
れ
に
対
し
て
因
果
関
係
を
否
定
し
た
第
一
審
判
決
（
長
野
地
松
本
支
判
平
成
一
四
年
四
月
一
〇
日
刑
集
五
七
巻
七
号
九
七
三
頁
）
は
、

本
件
被
害
者
が
本
件
第

二
現
場
か
ら
逃
走
し
た
後
の
行
き
先
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
地
理
的
な
条
件
や
被
害
者
が
逃
走
し
て
探
索
さ
れ
て
い
る
状
況
下
に
あ
る
と
い
う
心
理
状
態
を

え
て
も
、

選
択
の
余
地
は
多
々
あ
り
…
…
」
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
控
訴
審
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
選
択
の
余
地
が
多
々
あ
る
と
い
う
点
も
、
冷
静
な
判
断
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
が
被
告
人
ら
の
暴
行
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
状
況
を
等
閑
視
す
る
も
の
で
、
そ
の
前
提
を
取
る
こ
と
自
体

に
疑
問
が
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大

亮
太
郎
「
判
批
」
警
察
学
論
集
五
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
）
一
七
四
頁
。

18

小
林
・
前
掲
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』
九
八
頁
。

19

北
原
一
夫
「
判
批
」
研
修
六
五
二
号
（
二
〇
〇
二
）
一
五
六
頁
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
六
年
決
定
の
原
判
決
（
名
古
屋
高
判
平
成
一
四
年
四
月
一
六
日
刑
集
五
八
巻
一

号
二
〇
頁
）
も
、
こ
れ
と
同
様
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

20

第
一
章
一
節
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
五
版
〕』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
七
頁
（
塩
谷
毅
）
は
、

被
害
者
の
主
観

的
な
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
心
理
的
状
況
（
優
越
す
る
何
ら
か
の
利
益
を
維
持
す
る
た
め
に
自
己
の
法
益
を
放
棄
す
る
し
か
な
い
と
錯
誤
し
た
場
合

筆
者
注
）
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
が
被
害
者
の
意
思
決
定
の
自
由
は
奪
わ
れ
て
い
た
と
み
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
曽
根
威
彦
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
〇
号
（
一
九
九
〇
）
一
一
七
頁
参
照
。

21

こ
の
よ
う
な
基
準
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
島
田
・
前
掲
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
二
九
七
頁
参
照
。
た
だ
し
論
者
は
そ
れ
が
、

わ
が
国
の
緊
急
避
難

の
規
定
に
プ
ラ
ス
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
三
五
条
の
基
準
を
借
用
す
る
と
い
う
手
法
」
と
「
結
論
と
し
て
は
…
…
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
任
意

性
が
否
定
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
危
難
の
対
象
を
限
定
す
る
点
で
や
や
狭
す
ぎ
る
反
面
、
害
の
衡
量
の
逸
脱
の
程
度
を
問
題
に
し
な
い
点
で
、
や
や
広
す
ぎ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

22

こ
れ
に
対
し
て
佐
伯
仁
志
「
被
害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
一
九
八
五
）
六
八
・
六
九
頁
注
五
一
は
、

刑
法
が
生
命
を
最
も
重
要
な
法
益
と

し
て
い
る
以
上
、
生
命
の
喪
失
よ
り
も
重
大
な
害
悪
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
脅
迫
・
威
迫
を
用
い
て
死
ぬ
こ
と
の
認
識
の
あ
る
被
害
者
を
利
用
し
た
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殺
人
罪
を
認
め
る
の
は
、
欺

を
用
い
る
場
合
に
比
べ
て
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（

問
に
よ
る
死
と
自
殺
を
選
択
さ
す
場
合
な
ど
は
別
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
ま
た
こ
れ
に
賛
成
す
る
林
（
美

・
前
掲
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
」
四
五
頁
以
下
も
、

本
件
で
は
、
欺

の
内
容
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
調
べ
と
公
判
の

後
、
三
、
四
ヵ
月
刑
務
所
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。
生
命
を
犠
牲
に
す
る
の
が
や
む
を
得
な
い
状
況
と
は

え
に
く
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

23

第
一
章
一
節
参
照
。

終
章

結

語

本
稿
で
は
主
と
し
て
近
時
の
最
高
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
、
被
害
者
が
侵
害
経
過
に
任
意
に
関
与
し
た
こ
と
が
、
一
定
の
範
囲
で
帰

責
を
制
限
す
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
強
制
・
緊
急
状
況
に
あ
る
被
害
者
の
任
意
性

が
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
失
わ
れ
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
危
難
の
転
嫁
が
緊
急
避
難
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
転
嫁
行
為
に
出
た
被
害
者
の
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
現
に
危

害
に
襲
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
被
害
者
は
一
種
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
や
す
く
、
冷
静
に
害
を
衡
量
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
程
度
を
多
少
逸
脱
し
て
も
、
同
様
の
結
論
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
危
難
を
避
け
る
唯
一
の
方
法
は
往
々

に
し
て
、
実
際
よ
り
も
良
く
み
え
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
ほ
か
に
よ
り
安
全
な
方
法
が
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
補
充
性
の

欠
如
を
被
害
者
が
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
も
は
や
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
余
地
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
判
断
に
際
し
て
は
、
被
害
者
の
価
値
観
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
も
の
の
、
無
限
定
に
尊
重
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。

翻
っ
て
近
時
の
最
高
裁
判
例
、
ひ
い
て
は
従
来
の
下
級
審
も
含
め
た
裁
判
例
を
み
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
説

明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

103

追いつめられた被害者（小林憲太郎)


	追いつめられた被害者
	序章　追いつめられた被害者に関する二つの最高裁決定
	第一章　任意性の意味と限界
	第一節　緊急避難標準説
	第二節　補充性を充足する過剰避難標準説

	第二章　裁判例の検討
	第一節　二つの最高裁決定
	第二節　他の帰責肯定例─福岡高裁宮崎支部平成元年判決
	第三節　帰責否定（制限）例─広島高裁昭和二九年判決

	終章　結　　語

