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フリッツ・ロース「主観的正当化要素の内容について」

甸
国
目
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
》
国
巨
冒
冒
す
四
］
庁
９
の
『
の
巨
亘
の
頁
一
ぐ
の
。
宛
の
、
再
｛
の
耳
】
、
ｐ
ｐ
ｍ
の
①
一
の
日
の
員
の
．
ご
蝿
句
の
⑫
扇
ｎ
ケ
『
】
津
冨
『
○
の
三
の
『
亨
巴
函
、
》
の
．

ｃ

圏
『
魚
．

紹
介
者
（
振
津
）
は
、
本
誌
に
掲
載
中
の
正
当
防
衛
に
お
け
る
「
防
衛
意
思
」
の
問
題
点
（
三
○
巻
二
号
一
頁
以
下
）
と
の
連
関

で
、
副
次
的
で
は
あ
る
が
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
論
文
の
紹
介
を
手
始
め
と
し
て
（
本
誌
三
○
巻
一
号
六
三
頁
以
下
）
、
現
在
の
西
ド
イ

ツ
（
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
語
圏
諸
国
）
に
お
け
る
主
観
的
正
当
化
要
素
に
関
す
る
諸
論
文
の
紹
介
を
も
企
て
て
い
る
。
そ
の
第
二
弾
が
、

今
回
紹
介
し
よ
う
と
す
る
表
記
ロ
ー
ス
論
文
に
あ
た
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
上
の
重
要
問
題
の
一
つ
で
あ
る
本
問
題
に
つ
き
、
従
来
の
西
ド
イ
ツ
等
に

お
け
る
図
式
的
な
対
立
状
況
に
近
時
漸
次
的
変
化
が
看
取
さ
れ
、
一
定
の
論
点
の
深
化
と
精
密
化
、
更
な
る
論
点
の
指
摘
等
が
行
な

フ
リ
ッ
ッ
・
ロ
ー
ス

″、

紹

介
、－

「
主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
に
つ
い
て
」

は
し
が
き

振
津
隆

行
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被
祝
賀
者
エ
ー
ラ
ー
は
へ
そ
の
箸
『
違
法
行
為
に
お
け
る
客
観
的
目
的
要
素
』
二
九
五
九
年
）
に
お
い
て
主
観
的
正
当
化
要
素
の

問
題
を
も
論
じ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
有
益
な
熟
考
を
含
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
議
論
は
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
に
近
い
客
観
主

化
に
努
力
し
て
い
る
。

主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
・
範
囲
の
問
題
は
、
従
来
必
ず
し
も
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
関
心
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
要
件
及
び
体
系
的
意
義
に
関
す
る
議
論
は
周
辺
部
分
で
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ

こ
で
、
た
い
て
い
の
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
二
つ
の
立
場
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
見
出
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
及
び
通
説
は
防
衛
の
（
救
助
等
の
）
意
図
（
シ
房
一
、
耳
）
を
必
要
と
し
、
そ
の
際
、
正
当
化
の
目
的
は
他
の

目
的
と
の
並
存
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
時
の
有
力
説
は
正
当
化
の
意
図
を
非
難
し
、
正
当
化
の
故
意

（
『
・
『
の
凶
冨
）
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
用
語
の
不
統
一
性
と
の
関
連
で
、
後
説
か
ら
し
ば
し
ば
批
判
に
曝
さ
れ
て
い
る

動
機
付
け
（
三
○
〔
ご
目
。
。
）
と
い
う
こ
と
が
意
図
の
代
り
に
一
部
で
は
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
議
論
は
近
時
活
発
に

な
っ
て
き
た
。
こ
の
点
で
は
、
ま
ず
、
客
観
的
正
当
化
要
素
の
存
在
を
超
え
る
行
為
者
の
主
観
的
不
確
実
性
の
問
題
が
持
ち
出
さ
れ

て
い
る
。
次
に
、
レ
ン
ク
ナ
ー
に
従
い
ラ
ン
ペ
は
「
不
完
全
な
二
行
為
正
当
化
事
由
（
旨
く
○
一
一
戸
。
白
日
①
ロ
ー
碗
三
の
冒
再
一
ｍ
ｍ
宛
の
、
耳
Ｉ

｛
の
『
（
唇
二
ｍ
ｍ
、
『
冒
烏
）
」
な
る
現
象
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
最
後
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
は
正
当
化
の
意
図
な
い
し
動
機
の
概
念
の
精
密

わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
紹
介
者
も
以
上
の
諸
点
を
意
識
し
つ
つ
、
可
能
な
か
ぎ
り
定
期
的
に
西
ド
イ
ツ
等
に
お
け

る
最
近
の
諸
論
稿
を
紹
介
し
つ
つ
問
題
点
の
所
在
と
現
況
を
提
示
し
、
も
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
の
参
考
な
い
し
今
後
の
問

題
提
起
と
し
て
神
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
と
、
私
か
に
期
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

で
は
、
以
下
本
論
文
を
紹
介
す
る
（
な
お
、
本
稿
の
筆
者
ロ
ー
ス
の
経
歴
・
業
績
等
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
浩
一
編
『
西
ド
イ
ツ
刑

法
学
学
者
編
』
〔
昭
和
五
一
一
一
年
〕
一
一
一
五
一
一
一
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
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ス「主観的正当化要素の内容について」フ ソツ・ロ

１
主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
の
た
め
に
正
当
化
の
故
意
「
以
上
の
も
の
」
を
要
求
す
る
論
者
の
場
合
に
は
、
正
当
化
の
意
図

と
正
当
化
の
動
機
と
の
間
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
、
あ
る
い
は
意
図
が
動
機
の
代
り
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
、
そ
の
逆
い
か
ん

と
い
っ
た
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
図
と
動
機
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
原
則
的
に
行
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
う
る
将
来
の
外
界
の
状
態
だ
け
を
目
的
（
Ｎ
急
の
、
ご
と
し
て
理
解
す
る
と
し
て
も
、

多
様
な
種
類
の
動
機
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
純
内
心
的
な
動
機
（
「
快
楽
の
獲
得
・
不
快
の
回
避
」
）
と
「
回
顧

的
に
見
て
」
過
去
の
出
来
事
に
関
係
す
る
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
の
意
味
に
お
け
る
「
乏
旦
動
機
」
と
の
限
界
づ
け
は
可
能
で
あ
る
が
、
動

そ
こ
で
、
主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
に
関
す
る
諸
問
題
の
領
域
の
う
ち
、
本
稿
で
は
以
下
の
二
つ
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
ま

ず
第
一
に
、
「
正
当
化
が
正
当
化
の
動
機
の
存
在
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
実
際
上
正
し
い
の
か
ど
う
か
」
（
１
）
、
次
に
、
ラ
ン
ペ
に
従
っ

て
「
正
当
化
諸
行
為
の
累
積
（
【
巨
目
巳
島
○
コ
）
の
場
合
の
正
当
化
」
（
Ⅱ
）
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
い
つ
完
全
な
正
当

化
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
限
定
し
、
客
観
的
正
当
化
事
情
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
主
観
的
要
素
が
欠
如
す
る
と
い
っ
た
場

合
に
、
既
遂
か
未
遂
か
と
い
う
問
題
は
こ
こ
で
は
除
外
す
る
。

義
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
防
衛
意
思
の
み
が
、
防
衛
の
た
め
の
客
観
的
傾
向
を
造
り
出
し
」
う

る
も
の
と
強
調
し
、
防
衛
意
思
は
正
当
化
事
由
の
条
件
で
あ
る
が
構
成
要
素
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
観

的
目
的
の
客
観
化
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
連
関
で
は
エ
ー
ラ
１
は
い
ず
れ
に
せ
よ
防
衛
意
思
と
い

う
心
理
的
事
実
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
の
分
析
は
主
観
的
主
義
者
の
出
発
点
に
も
転
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要

な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
一
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本
事
例
は
、
Ａ
の
自
白
と
い
っ
た
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
学
校
的
設
例
の
典
型
と
で
も
い
え
よ
う
が
、
他
面
、

主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
に
関
す
る
諸
説
を
検
証
し
う
る
と
い
う
意
味
で
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。

本
事
例
で
は
客
観
的
緊
急
救
助
の
諸
前
提
は
存
在
し
て
お
り
、
主
観
的
に
も
緊
急
救
助
の
故
意
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
は

Ｂ
に
侵
害
を
与
え
る
こ
と
が
Ｃ
に
対
す
る
Ｂ
の
攻
撃
を
終
了
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
必
要
性
の
前
提
の
知
見
も
当
然
存
し
て
い

Ｂ
を
も

加
轌
え
る
。

Ａ
は
、
彼
の
二
人
の
仇
敵
Ｂ
と
Ｃ
と
が
け
ん
か
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
来
合
わ
す
。
そ
の
う
ち
に
、
Ｃ
は
抵
抗
力
を
失
い
地
面
に

倒
れ
る
が
、
Ｂ
は
Ｃ
に
更
に
足
蹴
を
加
え
る
。
Ａ
は
、
最
初
は
Ｃ
が
殴
ら
れ
て
い
る
の
を
喜
一
」
ん
で
見
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
彼
は

Ｂ
を
も
「
張
り
倒
す
」
絶
好
の
機
会
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
、
必
要
な
防
衛
の
範
囲
で
彼
は
Ｂ
に
相
当
な
傷
害
を

機
付
け
に
か
か
る
「
観
念
状
態
（
屋
の
＆
目
の
薗
己
）
」
と
の
限
界
づ
け
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ

ル
ト
が
利
得
の
動
機
（
因
の
『
の
一
ｓ
の
日
ロ
鴨
日
○
号
）
と
利
益
の
意
図
（
く
・
耳
の
）
一
目
恩
四
つ
⑪
－
，
宮
）
の
例
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
図

と
動
機
は
「
実
際
上
一
致
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

主
観
的
正
当
化
要
素
を
正
当
化
の
意
図
な
い
し
動
機
と
す
る
見
解
で
は
、
防
衛
者
あ
る
い
は
救
助
者
が
少
な
く
と
も
防
衛
の
効
果

、
、
、
、
、

あ
る
い
は
救
助
の
効
果
を
目
的
（
国
言
・
）
と
し
て
獲
得
せ
ん
と
努
力
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
効
果
が
行
為
の
動
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
通
常
の
理
解
と
同
様

に
、
「
防
衛
の
意
図
と
防
衛
の
動
機
と
は
内
容
的
に
同
一
物
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
上
記
の
意
図
な
い
し
動
機
説
を
採
れ
ば
、
た
と
え
ば
緊
急
救
助
や
正
当
化
す
る
緊
急
避
難
の
場
合
に
、
客
観
的
に
正

し
く
事
態
を
完
全
に
認
識
し
た
う
え
で
の
救
助
が
、
専
ら
攻
撃
者
な
い
し
は
刑
法
三
四
条
に
お
け
る
「
第
三
者
」
を
穀
損
す
る
た
め

に
行
な
わ
れ
、
か
く
し
て
憎
悪
と
復
讐
心
の
み
が
動
機
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
疑
問
と
な
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
以
下
事
例
を
挙
げ

る
｡
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フリッツ・ロース「主観的正当化要素の内容について」

③
前
記
の
事
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
刑
法
三
二
条
（
正
当
防
衛
）
か
ら
の
法
的
許
容
が
介
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
刑
法
一
一
一

二
三
条
ｃ
（
救
助
の
不
履
行
）
か
ら
の
法
的
命
令
が
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
際
、
本
規
定
の
意
味
に
お
け
る
災
害

（
ｐ
ｐ
ｍ
三
ｈ
房
［
四
一
］
）
は
第
三
者
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
こ
と
、
及
び
期
待
可
能
性
の
要
件
は
必
ず
し
も
構
成
要
件

該
当
性
の
充
足
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
（
刑
法
二
二
一
一
一
条
〔
傷
害
〕
、
二
二
一
一
一
条
ａ
〔
危
険
な
傷
害
〕
か
ら
す
る
）
禁
止
が
（
刑
法
三
二
一
二
条
ｃ
か
ら
す
る
）

命
令
と
併
発
す
る
と
い
う
事
情
は
、
防
衛
の
意
図
を
要
求
す
る
理
論
に
よ
れ
ば
何
ら
の
打
開
策
も
与
え
な
い
「
板
ば
さ
み
」
の
中
へ

導
び
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
は
防
衛
行
為
を
行
な
わ
な
い
こ
と
で
処
罰
を
免
れ
よ
う
と
し
て
も
、
救
助
し
な
い
な

ら
刑
法
一
一
一
二
三
条
ｃ
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
状
況
下
で
、
動
機
付
け
は
直
ち
に
交
換
可
能
で
あ
る

と
す
る
ヤ
ー
コ
プ
ス
の
「
動
機
付
け
の
交
換
（
言
。
ご
く
：
Ｃ
ｐ
ｍ
ｇ
⑪
白
巨
円
毒
）
」
と
い
う
見
解
も
思
考
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
心
理
的

に
過
剰
な
要
求
で
あ
り
、
誤
ま
っ
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
い
動
機
付
け
の
交
換
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
防

衛
の
意
図
を
要
求
す
る
こ
と
は
法
律
規
定
か
ら
の
合
法
的
目
的
の
枠
を
は
み
出
す
よ
り
善
き
動
機
の
自
己
調
達
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
防
衛
の
意
図
の
要
求
に
よ
っ
て
行
為
刑
法
と
心
情
刑
法
と
の
間
の
、
ま
た
、
カ
ン
ト
の
意
味
に

お
け
る
合
法
性
と
道
徳
性
と
の
間
の
限
界
の
混
同
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
否
定
的
な
帰
結
だ
け
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
救
助
に
よ
る
正
当
化
の
た
め
に
、
救

、
、
、

助
者
に
憎
悪
や
復
讐
心
と
並
ん
で
被
攻
撃
者
を
救
助
す
る
と
い
う
動
機
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
防
衛
の
意
図
が

激
怒
、
僧
悪
等
々
に
よ
っ
て
「
隠
蔽
」
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
防
衛
の
た
め
に
も
打
ち
倒
し
た
と
き
に
は
十
分
で
あ
る
と
す
る
判
例
の

Ｌ‐小・『Ｊ◎

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
Ａ
に
は
Ｃ
を
保
誠
す
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
効
果
は
Ａ
に
と
っ
て
単
に
ど

う
で
も
よ
い
と
い
う
よ
り
希
望
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
、
動
機
付
け
状
況
の
よ
り
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
み
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ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
は
、
緊
急
状
態
の
知
見
及
び
「
三
田
］
動
機
」
を
主
観
的
正
当
化
の
動
機
と
し
て
十
分
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
救
助
効
果
と
の
間
の
主
観
的
連
関
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
は
ダ
ビ
デ
に
よ
る
ゴ
リ
ア
テ
の
投
石

殺
害
の
例
を
挙
げ
、
単
に
志
向
（
旨
【
の
昌
一
。
ご
）
、
つ
ま
り
防
衛
効
果
を
目
指
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
行
為
が
防
衛
結
果
を
招
来
す
る
と

い
う
期
待
（
厚
ご
閂
白
ロ
、
）
を
も
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
問
題
で
あ
り
、
先
の
ダ
ビ
デ
の
例
で
は
正
当
化
に
と
っ
て
重
要

な
財
の
保
護
は
行
為
者
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
正
当
化
で
は
な
く
免
責
的
解
決
（
期
待
不
可
能
性
に
基

づ
く
）
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
三
色
動
機
」
は
必
要
な
前
提
を
意
味
す
る
が
、
救
助
効
果
に
対
す
る
主
観
的
連
関
を
不
必
要
と
す

公
式
も
同
じ
く
支
持
し
が
た
い
。
だ
が
、
い
か
な
る
方
法
で
正
当
防
衛
行
為
に
関
す
る
意
識
及
び
意
思
を
実
際
に
決
定
す
べ
き
か
と

い
う
問
題
は
未
解
決
で
あ
り
、
今
や
、
こ
れ
を
究
明
す
べ
き
で
あ
る
。

⑪
そ
の
際
、
ま
ず
刑
法
三
二
条
の
意
味
に
お
け
る
防
衛
の
客
観
的
側
面
が
取
り
扱
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
防
衛
行
為
を

招
来
し
う
る
二
つ
の
結
果
要
素
、
す
な
わ
ち
、
攻
撃
者
に
加
え
ら
れ
る
侵
害
と
そ
れ
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
被
攻
撃
者
に
対
す
る
防

衛
効
果
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
防
衛
が
攻
撃
者
の
侵
害
を
通
じ
て
招
来
さ
れ
る
な
ら
、
侵
害
と
防
衛
効
果
と
の
間
の
因
果
関
係

が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

出
発
事
例
で
は
、
純
内
心
的
動
機
付
け
の
視
点
か
ら
は
、
Ａ
は
Ｂ
の
侵
害
を
目
指
し
て
お
り
、
こ
の
侵
害
は
彼
の
憎
悪
な
い
し
復

讐
心
の
満
足
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
中
間
目
標
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
が
云
う
よ
う
に
、
Ａ
は
Ｂ
の
攻

撃
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
Ｃ
に
緊
急
救
助
を
行
な
お
う
と
い
う
決
意
を
抱
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
出
発

ｐ
し
た
が
っ
て
、
救
助
効
果
に
対
す
る
主
観
的
連
関
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。
一
つ
の
可
能

、
、
、
、

性
と
し
て
は
、
防
衛
者
な
い
し
救
助
者
は
彼
の
行
為
を
あ
た
か
も
彼
が
救
助
効
果
を
目
指
し
た
か
の
よ
う
に
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら

し
う
る
の
で
あ
る
。

る
点
で
妥
当
で
は
な
い
。
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⑥
制
限
的
防
衛
な
い
し
救
助
意
図
の
要
求
で
、
通
説
は
大
い
に
満
足
し
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
な
る
ほ
ど
救
助
意
図
な
い

し
動
機
が
固
持
さ
れ
て
い
る
が
、
道
徳
的
に
異
議
の
な
い
動
機
を
正
当
化
の
前
提
と
し
て
要
求
し
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
論
争
さ

れ
て
い
る
立
場
間
の
妥
協
を
提
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
見
解
で
は
道
徳
的
に
異
議
の
な
い
動
機
の
代
り
に
非

合
法
性
の
回
避
と
い
う
動
機
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
り
、
救
助
効
果
が
望
ま
れ
て
い
な
い
と
か
ど
う
で
も
よ
い
場
合
に
こ
れ
は
手
段

で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
意
図
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
機
は
法
的
許
容
と
そ
の
法
的
限
界
の
知
見
を
前
提
と
し
、

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
正
当
化
の
前
提
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
機
状
況
の
場
合
で
も
禁
止
と
命
令
の
併
発

は
「
板
ば
さ
み
」
へ
と
導
び
く
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
あ
る
い
は
法
秩
序
に
対
す
る
否
定
の
場
合
で
も
、
具
体

的
に
事
情
を
知
っ
た
う
え
で
法
秩
序
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
状
態
を
招
来
す
る
か
ぎ
り
で
違
法
性
や
可
鬮
性
へ
と
導
ぴ
き
う
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
エ
ー
ラ
ー
の
次
の
原
則
が
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
、
「
刑
法
は
命
令
で
も
禁
止
の
場
合
で
も
意

思
の
修
練
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
違
法
な
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
り
適
法
な
状
態
を
招
来
し
よ
う
と
す
る
だ
け

で
あ
る
。
」

と
が
付
言
さ
れ
て
い
る
。

な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
防
衛
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
承
認
、
つ
ま
り
救
助

故
意
を
前
提
と
す
る
。
さ
ら
に
、
攻
撃
者
を
穀
損
す
る
こ
と
が
危
殆
化
さ
れ
た
者
の
保
議
を
も
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
指
導

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
穀
損
の
動
機
が
欠
け
る
な
ら
行
為
も
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
防
衛
な
い
し
救
助
の
動
機
は

積
極
的
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
動
機
は
制
限
的
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
先
の
例
で
は
、
Ａ
は
な

る
ほ
ど
憎
悪
と
復
讐
心
を
満
足
し
う
る
し
処
罰
を
も
免
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
か
よ
う
な
防
衛
な
い
し
救
助
意
思
の
理
解
に
対
す
る
出
発
点
は
、
エ
ー
ラ
ー
の
見
解
に
既
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

以
上
か
ら
の
結
論
と
し
て
、
緊
急
権
の
場
合
に
は
正
当
化
の
故
意
は
正
当
化
に
と
っ
て
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
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も
っ
と
も
そ
う
は
云
っ
て
も
、
そ
の
主
観
化
は
か
な
り
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」

の
原
則
を
維
持
す
る
な
ら
、
客
観
的
に
許
さ
れ
る
程
度
を
超
え
る
懲
戒
に
つ
い
て
の
具
体
的
証
明
に
至
る
ま
で
は
正
し
い
教
育
的
心

情
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
他
方
、
実
際
の
意
図
も
客
観
化
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

機
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
が
確
認
さ
れ
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
説
と
の
関
係
で
は
正
当
化
の
効
果
の
期
待
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
、

禁
止
と
命
令
の
併
発
の
議
論
で
正
当
化
の
故
意
を
超
え
る
防
衛
な
い
し
救
助
意
図
を
要
求
す
る
こ
と
は
評
価
矛
盾
へ
と
導
ぴ
き
否
定

す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑥
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
正
当
だ
と
し
て
も
、
立
法
者
が
正
当
化
の
故
意
以
上
の
も
の
を
要
求
し
て
い
る
か
は
問
題
な
の
で
あ

る
が
、
現
行
の
緊
急
権
の
諸
規
定
（
一
一
一
二
条
、
三
四
条
）
の
条
文
か
ら
正
当
化
の
意
図
・
動
機
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
特
に

三
四
条
に
お
け
る
「
ご
目
１
２
１
ｍ
ｇ
い
」
か
ら
）
は
理
由
が
な
く
、
ま
た
成
立
史
に
も
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

２
緊
急
権
に
お
け
る
防
衛
な
い
し
救
助
意
図
の
拒
絶
は
、
他
の
正
当
化
事
由
で
も
同
じ
解
釈
に
導
び
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
正
当
化
の
故
意
に
制
限
す
る
主
張
者
、
た
と
え
ば
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
も
懲
戒
権
を
例
外
だ
と
し
て
お
り
、

筆
者
も
こ
れ
に
従
う
。
懲
戒
で
何
ら
教
育
目
的
が
追
求
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
教
育
的
作
用
を
損
な
う
も
の
と
な
り
、
そ
れ
故

か
よ
う
な
目
的
の
追
求
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
懲
戒
権
の
客
観
的
及
び
主
観
的
限
界
が
守
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
意
図
や
動

「
短
縮
さ
れ
た
一
一
行
為
正
当
化
事
由
（
ぐ
の
『
召
ヨ
ョ
の
ユ
ー
ロ
ョ
：
百
用
幻
月
胃
【
の
耳
宮
口
、
凋
日
○
の
）
」
の
存
在
を
レ
ン
ク
ナ
１
は
既

に
か
な
り
以
前
か
ら
指
摘
し
、
ラ
ン
ペ
が
こ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
短
縮
さ
れ
た
二
行
為
正
当
化
事
由
」
と
い
う
法
形

一一
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相
に
と
っ
て
の
根
拠
の
核
心
は
、
そ
の
た
め
に
許
容
が
介
入
す
る
目
的
が
所
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
既
に
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

更
な
る
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
典
型
例
と
さ
れ
る
刑
訴
法
一
二
七
条
一
項

（
現
行
犯
逮
捕
）
で
は
、
逮
捕
権
に
と
っ
て
の
正
当
な
目
的
は
国
家
の
刑
罰
追
及
と
い
う
利
益
の
促
進
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
逮
捕

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
既
に
生
じ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
被
逮
捕
者
を
刑
罰
追
及
当
局
に
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

生
ず
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
短
縮
さ
れ
た
二
行
為
正
当
化
事
由
に
お
け
る
こ
の
正
当
な
目
的
は
、
第
一
の
行
為
が
第
二
の
行
為
を

実
施
す
る
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
き
に
の
み
ま
さ
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
形
で
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
見
解
は
賛
同
を
見
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
ヤ
ー
コ
プ
ス
は
、
た
と
え
ば
警
察
が
す
ぐ
に
到
着
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の

目
的
は
逮
捕
者
の
第
二
の
行
為
が
な
く
て
も
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
部
分
的
に
こ
れ
に
批
判
を
加
え
、
こ
の
場
合
は
逮
捕
者
の

そ
れ
に
応
ず
る
期
待
で
十
分
だ
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
刑
法
二
六
七
条
（
文
書
偽
造
）
に
お
い
て
偽
造
者
と
行
使
者
と
が
異

な
る
場
合
に
も
問
題
と
な
り
、
そ
の
際
行
使
の
意
図
（
の
①
ご
日
ロ
ｎ
房
■
ず
⑩
－
，
宮
）
が
不
可
欠
と
な
る
よ
う
に
、
刑
訴
法
一
一
一
七
条
一
項

に
お
け
る
意
図
も
や
は
り
必
要
な
の
で
あ
る
。

正
当
化
の
故
意
に
一
般
的
に
制
限
す
る
強
力
な
主
張
者
（
レ
ン
ク
ナ
ー
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
）
が
、
刑
訴
法
一
二
七
条

一
項
で
は
例
外
的
に
「
超
過
的
」
意
図
を
要
求
す
る
の
は
認
し
く
思
わ
れ
る
が
、
矛
盾
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
た
と
え

ば
刑
罰
追
及
の
促
進
そ
の
も
の
が
目
指
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
逮
捕
者
が
警
察
へ
の
引
き
渡
し
を
企
図
す
る
こ
と
で
こ
の
意
図
を
も

ち
う
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ヤ
ー
コ
プ
ス
の
指
摘
が
示
す
よ
う
に
、
刑
法
二
六
七
条
に
お
け
る
行
使
の
意
図
が
初

め
て
取
引
き
の
安
全
の
危
殆
化
を
確
実
に
す
る
の
と
同
様
、
こ
の
場
合
の
意
図
も
刑
罰
追
及
の
た
め
の
有
利
な
効
果
を
確
実
に
す
る

と
い
う
機
能
だ
け
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
正
当
化
事
由
の
多
行
為
性
に
関
す
る
考
察
の
際
、
緊
急
権
の
場
合
で
も
類
似
の
行
為
構
造
が
示
め
さ
れ
う
る
と
い

う
こ
と
は
従
来
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
正
当
防
衛
の
場
合
に
防
衛
の
正
当
性
が
そ
の
効
果
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
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の
で
は
な
い
が
、
防
衛
そ
の
も
の
は
多
行
為
的
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
攻
撃
者
の
攻
撃
は
事
情
に
よ
っ
て
は
多
く
の

連
続
す
る
行
為
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
防
衛
の
結
果
は
結
局
行
為
の
累
積
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
「
第
一
撃
」
そ
れ
自
体
が
決
し
て
攻
撃
を
減
退
さ
せ
ず
、
全
体
と
し
て
の
防
衛
に
必
要
な
一
要
素
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
こ

と
を
緊
急
救
助
者
が
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る
と
い
う
場
合
も
大
い
に
あ
り
う
る
。
そ
の
種
の
行
為
し
か
行
な
わ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
攻
撃
の
被
害
者
に
と
っ
て
何
ら
有
益
で
は
な
く
攻
撃
者
の
穀
損
の
み
を
生
ず
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
刑
罰
追
及
当
局

へ
の
引
き
渡
し
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
私
人
に
よ
る
逮
捕
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
最
初
の
行
為
の
正
当
化
は
救
助
へ
と
導
び
く

行
為
の
反
復
の
継
続
が
企
図
さ
れ
て
い
た
と
い
う
要
求
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
だ
け
、
緊
急
救

助
者
が
そ
の
第
一
撃
で
被
害
者
に
有
利
で
あ
り
攻
撃
者
に
加
害
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
と
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ペ
は
同
じ
く
刑
訴
法
一
二
七
条
一
項
と
の
関
連
で
、
中
止
（
召
向
宣
『
旨
）
の
事
例
グ
ル
ー
プ
、
た
と
え
ば
逮
捕
者
が
ま
ず
自

由
剥
奪
を
警
察
へ
引
き
渡
す
と
い
う
意
図
で
行
な
っ
た
が
、
そ
の
後
そ
の
犯
人
を
解
放
し
た
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
多
行
為
的
緊
急
権
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
ラ
ン
ペ
は
「
任
意
」
の
中
止
と
「
不
任
意
」
の
中
止
と
を
区
別
し
、
不
任
意
の

中
止
（
外
部
的
障
害
に
よ
る
場
合
）
は
何
ら
問
題
は
な
く
正
当
化
に
影
響
し
な
い
と
す
る
が
、
任
意
の
中
止
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
っ

て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
防
衛
・
救
助
等
を
途
中
で
止
め
る
と
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
か
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
救
助
の
意
図
で
遂
行
さ
れ
た
行
為
に
事
後
的
に
違
法
性
の
賓
辞
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
時
に
す

べ
て
の
犯
罪
要
素
（
Ｃ
の
一
声
【
ｍ
の
一
の
日
の
貝
の
）
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
刑
法
二
六
七
条
と
の
関
係
で
「
条
件
付
き
」
意
図
の
問
題
が
提
示
さ
れ
る
。
行
為
者
が
偽
造
物
の
行
使
に
つ
き
確
定
的

な
決
意
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
「
必
要
な
」
と
き
に
は
本
条
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
様
に
、
防
衛
者

等
が
必
要
な
場
合
更
な
る
防
衛
行
為
を
行
な
お
う
と
決
意
し
て
い
た
と
き
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
決
断
が
欠
け

れ
ば
、
刑
法
二
六
七
条
も
充
足
さ
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
防
衛
者
等
も
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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フリッツ・ロース「主観的正当化要素の内容について」

本
稿
の
筆
者
ロ
ー
ス
は
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
門
下
の
一
人
で
あ
る
が
（
宮
沢
・
前
掲
書
三
五
三
頁
参
照
）
、
全
体
を
通
じ
て
の
論
調
と
個
々

の
結
論
は
筆
者
が
再
三
参
照
を
求
め
て
い
る
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
等
の
見
解
に
近
似
す
る
も
の
と
評
し
え
よ
う
（
そ
の
点
で
、

や
や
独
創
性
に
欠
け
る
と
い
う
憾
も
あ
る
）
。

も
っ
と
も
、
ロ
ー
ス
は
原
則
と
し
て
「
正
当
化
の
故
意
」
が
主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
必
要
か
つ
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
説
（
Ⅱ
「
言
呂
動
機
」
説
。
な
お
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
井
上
彰
「
正
当
防
衛
に
お

け
る
『
防
衛
の
意
思
』
」
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
二
集
仙
〔
昭
和
五
九
年
〕
一
五
頁
以
下
、
特
に
一
七
頁
以
下
を
も
参
照
）
そ
の

他
諸
説
の
批
判
を
通
じ
て
、
主
観
的
に
防
衛
効
果
を
目
指
す
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
本
稿
で
云
う
正
当
化
の
故
意
は

て
お
く
。

こ
の
よ
う
な
多
行
為
的
緊
急
権
に
お
け
る
「
終
了
の
意
図
（
国
の
の
己
官
二
ｍ
⑩
山
国
、
廓
）
」
と
防
衛
な
い
し
救
助
意
図
を
否
定
す
る
こ

と
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
の
刑
訴
法
一
二
七
条
一
項
の
考
察
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
行
為
者
に
よ
っ
て

結
び
つ
け
ら
れ
た
目
的
が
問
題
と
な
る
こ
と
な
し
に
、
意
図
は
救
助
効
果
を
確
実
に
す
る
と
い
う
機
能
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
ラ
ン
ペ
の
提
起
し
た
主
観
的
正
当
化
要
素
の
問
題
と
関
連
し
て
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
確
定
の
困
難
性

を
生
じ
さ
せ
る
。
エ
ー
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
訴
訟
に
お
け
る
法
発
見
に
対
す
る
危
険
を
指
摘
し
て
き
た
し
、
ま
た
本
稿
の
筆

者
同
様
こ
の
危
険
を
真
禦
に
受
け
と
め
る
な
ら
、
ま
ず
解
釈
学
的
構
造
を
徹
頭
徹
尾
考
え
て
、
そ
の
後
に
初
め
て
確
定
の
困
難
性
の

除
去
の
問
題
へ
と
向
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
概
要
は
か
な
り
詳
細
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
そ
こ
で
、
以
下
若
干
の
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
付
し

あ
と
が
き
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あ
る
。

な
お
、
そ
の
他
本
稿
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
諸
論
点
は
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
固
有
の
問
題
性
の
部
分
も
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
、

た
と
え
ば
、
「
正
当
化
諸
行
為
の
累
積
の
場
合
の
正
当
化
」
な
い
し
「
多
行
為
的
正
当
化
」
に
お
け
る
行
為
構
造
や
主
観
的
要
素
の
問

題
等
で
は
、
わ
が
国
で
も
そ
も
そ
も
か
よ
う
な
点
が
問
題
と
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
然
る
と
す
る
な
ら
そ
の
構
造
・
内
容

等
の
検
討
の
必
要
性
を
考
え
る
端
緒
と
し
て
参
照
可
能
な
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
料
さ
れ
よ
う
。

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

単
な
る
「
正
当
化
状
況
の
認
識
（
【
の
ヨ
ヨ
ー
の
）
」
を
超
え
る
も
の
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
つ
面
一
・
ｍ
・
呂
弓
口
・
畠
．
Ｐ
旨
｛
・
『
圏
⑫
）
、
そ

の
意
味
で
ロ
ー
ス
の
云
う
ぐ
。
Ｈ
⑩
、
Ｒ
と
は
い
わ
ば
シ
ワ
の
】
、
耳
な
い
し
旨
・
号
と
【
の
目
】
目
切
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

と
い
え
よ
う
が
（
こ
の
点
で
、
わ
が
国
の
通
説
と
さ
れ
る
「
防
衛
意
思
」
必
要
論
者
の
主
張
す
る
意
思
内
容
と
も
一
脈
相
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
か
）
、
か
よ
う
な
構
想
が
果
し
て
可
能
か
ど
う
か
及
び
そ
の
妥
当
性
い
か
ん
は
、
今
後
更
に
検
討
さ
れ
ね
ば

〔
追
記
〕
本
論
文
の
紹
介
は
、
一
九
八
八
年
「
刑
法
読
書
会
」
夏
期
合
宿
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
で

二
九
八
八
・
八
・
二
○
稿
）
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