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3

刑
法
、
法
的
責
任
、
法
的
刑
罰
、
量
刑
及
び
修
復

⑴

刑
法

い
か
な
る
法
制
度
と
い
え
ど
も
、そ
の
礎
に
あ
る
政
治
制
度
を
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
下
で
は
、ト
マ
ス
・
ホ
ッ

ブ
ズ
（
一
五
八
八
─
一
六
七
九
）
が
説
く
よ
う
に
、
国
家
契
約
に
お
い
て
国
民
自
身
が
主
権
者
で
あ
っ
て
も
、
主
権
者
は
全
能
の
レ
ヴ
ィ

ア
タ
ン
と
し
て
市
民
を
安
全
と
秩
序
へ
と
強
制
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
体
制
で
は
、
法
と
い
う
の
は
外
在
的
強
制
規
範
で
あ
っ
て
、

他
人
の
犠
牲
に
お
い
て
自
分
の
自
由
を
広
げ
す
ぎ
る
者
に
遮
断
機
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
人
の
最
大
限
の
自
由
を
保
障
す
る
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
系
譜
に
連
な
る
パ
オ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
七
七
五
─
一
八
三
三
）
の
心

理
強
制
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
の
は
、
本
能
と
衝
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
の
で
、
威
嚇
の
監
獄
に
閉
じ
込
め

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
は
狼
と
な
り
う
る
存
在
で
あ
り
、
法
と
い
う
の
は
こ
れ
を
守
る
放
し
飼
い
の
畜
舎
で
あ
る
。
こ
の
国
家
体
制

に
お
け
る
最
大
の
美
徳
は
強
制
的
行
為
規
範
た
る
法
へ
の
服
従
で
あ
る
。
法
概
念
は
外
在
的
、
形
式
的
そ
し
て
硬
直
的
で
あ
る
。
個
人
は

国
家
権
力
に
服
す
る
。
個
人
は
国
を
恐
れ
ね
ば
な
ら
な
い
⽛
法
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
た
者
⽜
で
あ
る
。
か
か
る
法
概
念
が
官
憲
国
家
、
警
察

国
家
を
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
（
293
）。

し
か
し
、
現
代
の
自
由
主
義
的
、
民
主
的
社
会
国
、
法
治
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
権
者
は
国
民
で
あ
る
。
国
民
は
法
の
名
宛
人
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
創
出
者
で
も
あ
る
（
294
）。
こ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
法
は
、
個
々
人
ま
た
は
一
般
の
人
々
の
正
し
い
行

動
に
関
す
る
、
外
面
的
に
法
律
の
形
と
な
っ
て
晶
出
さ
れ
た
社
会
の
確
信
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
法
の
基
礎
を
提
供
す
る
の
が
不
文
の
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文
化
的
所
与
の
社
会
倫
理
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
社
会
倫
理
は
法
に
代
わ
り
え
な
い
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
妥
当
性
を
要
求
し
得
な
い
し
、

そ
う
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
社
会
倫
理
的
基
礎
な
し
に
は
、
い
か
な
る
法
シ
ス
テ
ム
も
存
在
し
得
な
い
。
法
と
社
会
倫
理

の
関
係
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
基
本
的
合
意
の
根
源
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
権
力
の
濫
用
を
許
容
す
る
こ
と
に

繋
が
る
。
そ
れ
故
、
法
は
、
行
為
者
の
内
的
価
値
態
度
を
重
要
と
し
な
い
外
在
的
秩
序
、
強
制
規
範
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
に
、

社
会
的
、
倫
理
的
価
値
結
合
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
（
295
）、
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
古
き
精
神
は
駆
逐
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
296
）。

し
た
が
っ
て
、
モ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
297
）、
刑
法
の
権
威
は
、
国
の
形
式
的
、
外
在
的
力
の
請
求
、
外
在
的
強
制
力
か
ら
つ
く
り
出

さ
れ
る
の
で
な
く
、
社
会
の
支
配
的
価
値
確
信
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
の
妥
当
要
求
は
、
法
の
内
的
権
威
か
ら
流
出
す
る
。

形
式
的
法
思
惟
は
実
質
的
思
惟
を
補
充
す
る
も
の
で
し
か
な
い
（
298
）。
現
行
法
シ
ス
テ
ム
は
人
々
の
共
通
の
価
値
意
識
を
基
礎
と
す
る
法
の
社

会
統
合
的
理
解
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
刑
法
は
人
々
に
外
在
的
に
法
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
人
々
の
意
思
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
犯
罪
は
、
国
の
無
条
件
の
権
威
要
求
に
対
す
る
侵
害
で
は
な
く
、
社
会
倫
理

と
も
な
る
価
値
確
信
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
倫
理
的
に
耐
え
難
い
行
為
に
つ
い
て
の
規
範
が
す
べ
て
の
者
を
拘
束
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
社
会
倫
理
的
意
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
刑
法
は
内
容
的
に
そ
の
生
命
力
を
維
持
し
、
生
き
生
き
と

存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
法
の
本
質
は
、
社
会
の
構
成
員
の
意
思
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
内
容
的
に
担
わ
れ
、
そ
し
て
、

法
に
従
う
よ
う
に
人
々
に
訴
え
る⽛
精
神
的
力
⽜に
あ
る
。
換
言
す
る
と
、法
概
念
は
内
面
化
さ
れ
、実
質
的
そ
し
て
動
的
な
も
の
と
な
る
（
299
）。

も
っ
と
も
、
法
の
外
在
的
妥
当
根
拠
は
、
形
式
的
に
は
、
憲
法
適
合
的
機
関
の
正
統
な
立
法
行
為
に
あ
る
（
300
）。
刑
法
は
、
も
は
や
、
道
徳
権

威
と
し
て
の
立
法
者
が
市
民
に
そ
れ
自
身
の
道
徳
的
価
値
判
断
を
恣
意
的
に
押
し
付
け
る
手
段
と
し
て
の
外
在
的
規
範
、
鞭
と
し
て
理
解
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さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
第
一
次
的
に
は
、
社
会
倫
理
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
初
め

て
、
事
情
に
応
じ
て
、
実
定
刑
法
を
厳
格
に
も
寛
大
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
301
）。

刑
法
は
、
平
和
的
且
つ
秩
序
あ
る
人
間
の
共
同
生
活
を
著
し
く
攪
乱
す
る
行
為
、
し
か
も
、
刑
罰
規
範
に
よ
っ
て
補
完
的
に
保
護
さ
れ

る
法
益
の
尊
重
要
求
を
侵
害
す
る
行
為
に
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
、
適
切
な
反
応
形
態
を
用
い
た
社
会
統
制
に
よ
っ
て
、
個

人
が
法
規
範
を
遵
守
す
る
と
い
う
法
共
同
体
の
期
待
の
動
揺
を
除
去
し
、
法
的
平
和
を
維
持
し
、
恢
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
務
を
有

し
て
い
る
（
302
）。
こ
こ
に
法
的
平
和
の
恢
復
と
は
、⽛
思
慮
深
い
、
法
的
に
思
惟
す
る
市
民
⽜
が
法
違
背
に
関
し
て
再
び
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す

こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
デ
リ
ン
グ
（
＊
一
九
五
二
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
303
）、
法
的
平
和
の
恢
復
が
、
情
動

的
人
々
や
大
衆
媒
体
機
関
の
態
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。

刑
法
に
修
復
も
、
つ
ま
り
、
被
害
者
へ
の
所
為
結
果
の
修
復
を
組
み
込
む
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
的
平
和
の
恢
復
は
、

被
害
者
へ
の
修
復
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
よ
く
達
成
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
の
一
般
的
価
値
意
識
の
表
現
と
し
て
の
法
は
、
一
般
の

人
々
の
意
識
に
お
い
て
社
会
的
平
和
を
恢
復
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
被
害
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
連
帯
社
会
の
要
請
、
つ

ま
り
、
現
代
の
社
会
国
原
理
の
要
請
に
対
応
す
る
。
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
（
＊
一
九
三
五
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
304
）、
被
害
者
利
益
の
満

足
は
、
刑
事
司
法
の
副
次
的
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
、
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
刑
法
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
（
305
）や
マ
リ
ア
ン
ネ
・
レ
シ
ュ
ニ
ッ
ク
＝
グ
シ
ュ
パ
ン
ド
ウ
ル
（
＊
一
九
六
六
）
の
指
摘
の

よ
う
に
（
306
）、
刑
罰
の
目
的
、
つ
ま
り
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防
の
目
的
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
修
復
に
よ
っ
て
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
修
復
は
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防
と
並
ん
で
、
法
的
平
和
の
恢
復
の
部
分
側
面
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
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る
と
、
法
的
平
和
の
恢
復
は
必
ず
し
も
予
防
と
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。

共
同
意
思
の
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
は
、
相
応
の
社
会
的
定
義
に
よ
り
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
。
行
為
者
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
法
は
、
有
責

行
為
の
社
会
倫
理
的
非
難
を
要
求
し
、
犯
罪
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
価
値
の
一
般
的
内
的
承
認
の
恢
復
を
要
求
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
は

社
会
の
構
成
員
の
対
応
す
る
価
値
へ
の
内
的
統
合
を
内
容
と
し
て
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
⽛
法
に
基
づ
い
て
妥
当
す
る
価
値

秩
序
⽜
に
関
係
す
る
⽛
価
値
妥
当
確
証
⽜
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
法
定
刑
か
ら
自
動
的
に
科
刑
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ

ば
⽛
法
の
力
の
確
証
⽜
が
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
⽛
法
確
証
⽜
は
、
法
概
念
に
対
応
し
て
、
形

式
面
で
は
⽛
法
の
力
の
確
証
⽜
を
、
実
質
面
で
は
⽛
価
値
妥
当
確
証
⽜
の
両
面
を
含
ん
で
い
る
（
307
）。

刑
法
は
、
国
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽛
法
服
従
者
⽜
に
権
威
的
に
対
峙
す
る
の
で
は
な
い
。
行
為
者
の
刑
法
と
の
衝
突
は
、
個
人

の
社
会
と
の
紛
争
と
し
て
理
解
さ
れ
、
社
会
的
紛
争
に
変
わ
る
。
そ
う
な
る
と
、
犯
罪
者
は
、
な
る
ほ
ど
法
違
反
者
で
は
あ
る
が
、
敵
で

は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
議
論
の
当
事
者
た
り
う
る
（
308
）。
そ
れ
故
、
犯
罪
者
は
抹
殺
さ
れ
た
り
、
追
放
さ
れ
た
り
、
は
た
ま
た
烙
印
を
押

さ
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
。
い
か
な
る
社
会
も
犯
罪
に
共
同
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
犯
罪
者
は
、
先
ず
は
、
法
規
範
の

受
け
入
れ
宣
告
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
紛
争
は
、
行
為
者
が
規
範
へ
再
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
解
決
可
能
と
な
る
。
刑
法
は
犯
罪
者

に
、⽛
お
上
⽜
に
従
い
、
服
従
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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⑵

不
法

不
法
非
難
は
所
為
に
関
係
し
、
責
任
非
難
は
行
為
者
に
関
係
す
る
。
責
任
に
関
係
す
る
不
法
が
概
念
論
理
的
に
責
任
の
前
提
で
あ
る
。

上
述
し
た
法
概
念
の
理
解
は
犯
罪
概
念
と
し
て
の
責
任
の
み
な
ら
ず
、
不
法
に
も
反
映
さ
れ
る
。
社
会
生
活
を
規
律
す
る
法
規
範
は
、
名

宛
人
と
し
て
の
人
々
に
影
響
を
与
え
て
、法
に
誠
実
な
行
為
を
と
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、法
規
範
は
行
為
者
に
よ
っ

て
招
来
さ
れ
た
状
態
を
客
観
的
に
評
価
す
る
（
い
わ
ゆ
る
評
価
規
範
）
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
に
対
し
て
も
特
定
の
状
態
を
こ
れ
か
ら
招

来
す
る
、
あ
る
い
は
惹
起
し
な
い
よ
う
に
訴
え
か
け
る
機
能
を
有
す
る
（
い
わ
ゆ
る
命
令
規
範
）。
評
価
機
能
が
命
令
機
能
に
論
理
的
に
先

行
す
る
の
で
な
く
、
両
機
能
は
同
時
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
法
規
範
が
義
務
づ
け
の
力
を
も
つ
の
は
、
名
宛
人
が
具
体
的
場
合
に
お
い

て
身
体
的
に
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
法
規
範
の
違
反
行
為
は
法
規
範
に
対
抗
す
る
意
思
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で

あ
る
か
ら
、
不
法
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
主
観
的
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
は
行
為
と
結
果
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
意
思
か
ら
成

り
立
つ
。
不
法
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
所
為
の
対
象
と
態
様
に
関
連
す
る
欠
陥
の
あ
る
行
為
制
禦
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
責
任
に
お

い
て
は
、
法
規
範
の
訴
え
に
対
す
る
対
抗
動
機
づ
け
が
問
題
と
な
る
（
309
）。

構
成
要
件
の
次
元
で
、
不
法
を
基
礎
づ
け
る
二
つ
の
要
素
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
が
区
別
で
き
る
。
故
意
の
既
遂
犯
で
は
、
不

法
は
結
果
の
招
来
に
尽
く
さ
れ
る
の
で
な
く
、
故
意
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
結
果
招
来
の
態
様
も
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
客
観
的
に
決

ま
る
法
益
毀
損
に
加
え
て
、
行
為
者
の
主
観
を
基
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
。
結
果
無
価
値
は
不
法
の
客
観

的
側
面
に
関
係
す
る
。
そ
の
中
核
で
あ
り
、
準
拠
点
と
な
る
の
が
法
益
毀
損
、
つ
ま
り
、
所
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
無
価
値
（
具
体
的

損
害
）
で
あ
る
。
既
遂
の
結
果
犯
で
は
、
結
果
無
価
値
は
、
帰
属
可
能
な
形
で
招
来
さ
れ
た
結
果
、
つ
ま
り
、
所
為
客
体
の
侵
害
又
は
危
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殆
化
で
あ
る
。
結
果
無
価
値
は
毀
損
が
ど
の
程
度
持
続
的
か
に
応
じ
て
量
化
で
き
る
。
結
果
無
価
値
の
結
果
不
法
と
し
て
の
帰
属
の
た
め

に
は
、
結
果
の
客
観
的
帰
属
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
無
価
値
は
、
不
法
の
主
観
的
側
面
、
つ
ま
り
、
行
為
の
態
様
に
関

係
す
る
。
故
意
犯
で
は
、
そ
の
中
心
的
構
成
要
素
は
、
直
接
的
に
規
範
の
命
令
に
反
す
る
行
為
意
思
で
あ
る
。
行
為
無
価
値
も
、
行
為
者

の
法
益
侵
害
意
思
が
ど
の
程
度
強
力
か
に
応
じ
て
量
化
で
き
る
。
行
為
無
価
値
の
行
為
不
法
と
し
て
の
帰
属
の
た
め
に
は
、
社
会
的
に
不

相
当
な
危
険
な
行
為
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
不
法
と
結
果
不
法
の
間
に
は
、
行
為
不
法
は
結
果
不
法
な
し
で
も
考
え
ら

れ
る
が
、
結
果
不
法
は
行
為
不
法
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
物
論
理
的
連
関
が
あ
る
（
310
）。

⑶

法
的
責
任
と
し
て
の
客
観
的
・
社
会
倫
理
的
責
任

Ａ

規
範
的
内
容

犯
罪
概
念
の
最
後
を
飾
る
の
が
責
任
で
あ
る
。
責
任
主
義
は
、
責
任
の
意
味
内
容
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
全
く
無
意
味
で
あ

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
先
ず
、
責
任
に
つ
い
て
先
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
ハ
ン
ス
＝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
（
＊

一
九
三
三
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
311
）、
自
由
な
人
間
の
個
人
的
道
義
に
照
準
を
合
わ
せ
る
責
任
刑
法
は
既
に
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
法
概
念
、
そ
し
て
、
基
本
的
、
一
般
的
に
自
由
な
決
定
の
証
明
が
で
き
て
い
な
い
し
、
意
思

自
由
を
存
在
認
識
で
あ
る
と
解
し
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
仮
に
そ
の
証
明
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
犯
行
時
の

具
体
的
状
況
に
お
け
る
人
間
の
決
定
自
由
の
経
験
的
、
実
践
的
証
明
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
近
時
の
脳
神
経
生
理

学
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
（
312
）、
加
え
て
、
人
格
の
深
層
探
求
の
代
価
は
大
き
す
ぎ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
（
313
）、

個
人
の
内
的
道
義
に
向
け
ら
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
問
題
か
ら
解
放
さ
れ
た
刑
法
の
責
任
概
念
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
刑

事
法
廷
で
犯
行
時
の
具
体
的
状
況
に
お
け
る
人
間
の
決
定
自
由
と
い
う
も
の
が
証
明
で
き
な
い
以
上
、
人
間
の
決
定
自
由
に
基
づ
く
非
難
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は
責
任
推
定
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
⽛
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
⽜
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
の
み

な
ら
ず
、
責
任
非
難
を
選
択
自
由
の
濫
用
に
基
づ
か
せ
る
と
、
行
為
者
に
犯
行
時
の
自
由
な
決
定
が
容
易
に
で
き
た
と
い
え
る
ほ
ど
、
責

任
は
そ
れ
だ
け
重
く
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
悪
し
き
性
格
は
責
任
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
不
都
合
な
帰
結
に
な
る
（
314
）。
そ
う
す
る
と
、
行
為

者
の
意
思
自
由
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
個
人
的
道
義
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
た
行
為
者
の
責
任
と
い
う
の
は
、
個
人
道
義
的

非
難
に
あ
る
の
で
な
く
、
犯
罪
に
表
現
さ
れ
た
、
行
為
者
の
内
的
規
範
結
合
の
欠
如
が
、
個
別
構
成
要
件
に
お
い
て
法
的
に
承
認
せ
ら
れ

た
価
値
と
衝
突
し
て
い
る
と
い
う
社
会
倫
理
的
非
難
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
315
）。
そ
れ
は
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
基
本
思
想
の
影
響

下
に
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
四
条
、
第
三
二
条
に
、
体
系
的
に
も
内
容
的
に
も
模
範
的
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
（
316
）。
行
為

者
の
意
思
形
成
が
社
会
の
要
求
に
あ
っ
て
い
な
い
。
行
為
者
の
誤
っ
た
心
情
が
、
法
に
誠
実
な
思
慮
を
し
、
し
か
も
、
行
為
者
の
当
該
状

況
に
お
か
れ
た
他
の
市
民
の
態
度
に
合
致
し
な
い
。
責
任
非
難
は
、
法
の
期
待
が
比
較
規
準
人
と
の
関
係
で
失
望
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
317
）、⽛
価
値
結
合
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
責
任
非
難
は
規
範
の
呼
び
か
け
に
よ
る
一
般
的
規
範
的
応
答
可

能
性
に
縮
減
さ
れ
る
⽜
（
318
）の
で
あ
る
（
319
）。
す
な
わ
ち
、
法
的
責
任
は
客
観
的
、
社
会
倫
理
的
判
断
で
あ
り
、
不
法
と
同
様
に
、
社
会
学
的
帰
属

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
、
行
為
者
の
精
神
に
お
い
て
、
不
法
な
い
し
責
任
関
係
的
心
理
、
生
物
学
的
要
素
を
認
識
し
、
証
明

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
、
責
任
判
断
は
そ
れ
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
行
為
者
の
人
格
、
動
機
に
関
す
る
社
会
倫
理
的
価

値
判
断
が
負
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
責
任
で
あ
り
、
不
法
な
法
益
侵
害
者
の
な
か
に
反
道
義
的
人
物
を
見
る
の
で
な
く
、
社
会

共
同
体
に
で
き
る
だ
け
再
統
合
さ
れ
る
べ
き
非
行
者
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
責
任
概
念
は
、
個
人
の
意
思
自
由
の

濫
用
に
で
は
な
く
、
他
の
人
々
の
比
較
と
な
る
道
義
に
の
み
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
を
道
義
的
に
見
く
び
っ
た
り
す
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
う
る
こ
と
と
な
る
（
320
）。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に
客
観
化
さ
れ
た
社
会
・
比
較
的
責
任
概
念
は
、
刑
罰
が
そ
の
本
質
上
、
個

人
道
義
的
に
し
か
正
当
化
さ
れ
え
な
い
応
報
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
よ
そ
正
当
化
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
責
任
主
義
と
応
報
刑
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の
密
接
な
結
合
は
刑
法
理
論
的
に
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
（
321
）。

Ｂ

規
準

個
人
の
能
力
は
、
一
括
し
て
誰
に
で
も
可
能
な
も
の
、
つ
ま
り
、
社
会
・
比
較
的
尺
度
へ
と
移
さ
れ
る
。
法
秩
序
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
価
値
を
尊
重
す
べ
し
と
の
法
秩
序
の
呼
び
か
け
に
よ
る
人
々
の
規
範
的
応
答
可
能
性
は
、
全
市
民
の
た
め
に
肯
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
行

為
者
に
と
っ
て
犯
行
時
に
お
い
て
現
実
に
所
与
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
依
然
と
し
て
未
解
明
で
あ
る
。
規
準
と
な
る
の
は
積
極
的
平

均
で
あ
り
、
個
々
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
擬
制
と
な
る
。
そ
れ
は
一
般
的
能
力
で
し
か
量
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
能
力
が
当
為
と

な
る
（
322
）。

こ
の
規
範
的
責
任
概
念
は
、
法
適
合
的
意
思
形
成
の
期
待
可
能
性
（
規
範
的
責
任
要
素
）
の
な
か
に
非
難
可
能
性
を
見
る
の
だ
が
、
こ

の
期
待
可
能
性
は
い
か
な
る
規
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
で
先
鋭
化
す
る
。
そ
れ
は
、
行
為
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
行
為

者
に
対
応
す
る
比
較
規
準
人
の
行
動
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
行
為
者
に
は
、
も
は
や
比
較
規
準
人
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
以
上
の
こ

と
を
負
責
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
行
為
者
を
で
き
る
だ
け
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
、
客
観
的
行
為
期
待
は
二

重
の
観
点
で
で
き
る
だ
け
広
範
囲
に
個
別
化
さ
れ
る
。
誰
に
で
も
尺
度
と
な
る
よ
う
な
一
般
的
平
均
人
（
323
）な
る
者
は
存
在
し
な
い
（
324
）。
な
ぜ
な

ら
、
人
々
は
そ
の
行
為
形
態
に
お
い
て
す
べ
て
等
し
い
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
異
幅
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
必
要
な
こ
と
は
、
尺
度
と
し
て
適
切
な
比
較
規
準
人
を
個
別
行
為
者
の
性
質
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、

年
齢
、
性
別
、
身
体
属
性
、
精
神
能
力
、
職
業
、
教
育
、
生
育
歴
、
生
活
経
験
等
に
よ
っ
て
行
為
者
に
等
し
く
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
（
個
別
化
さ
れ
た
規
準
人
）。
第
二
に
、
具
体
的
事
案
で
、
動
機
づ
け
る
外
的
事
情
に
照
明
が
当
て
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
先
ず
、
行
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為
者
の
悪
し
き
性
格
は
度
外
視
さ
れ
る
。
行
為
者
の
代
わ
り
に
、
そ
の
内
的
な
法
的
誠
実
が
確
定
さ
れ
る
点
で
の
み
行
為
者
と
異
な
る
虚

構
的
他
人
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
内
的
態
度
が
非
難
さ
れ
う
る
か
否
か
の
判
断
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
非
難
に
と

り
、
行
為
者
が
実
際
に
他
の
行
為
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
に
は
、
経
験
的
に
認
定
可
能
な
（
自

由
で
あ
れ
、
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
）
心
理
的
操
縦
能
力
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
事
案
で
規
範
的
応
答
可
能
性
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
十
分
な
の
で
あ
る
（
325
）。

Ｃ

行
為
責
任
と
行
為
者
責
任
（
性
格
責
任
）

責
任
の
重
さ
の
価
値
尺
度
は
所
為
の
不
法
内
容
で
あ
る
。
現
実
化
し
た
不
法
の
非
難
可
能
性
の
程
度
は
個
別
行
為
責
任
か
ら
生
ず
る

が
、
こ
れ
は
、
一
方
で
は
⽛
行
為
責
任
⽜
か
ら
、
他
方
で
は
⽛
行
為
者
責
任
⽜
か
ら
成
る
。
社
会
倫
理
的
に
理
解
さ
れ
た
責
任
概
念
は
、

⽛
行
為
者
責
任
⽜
の
分
だ
け
個
別
行
為
責
任
を
拡
大
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
心
情
が
責
任
非
難
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
326
）。

行
為
責
任
は
、
行
為
者
が
具
体
的
事
案
で
不
法
の
決
断
を
し
た
こ
と
に
結
び
つ
く
。
こ
の
要
素
に
よ
る
と
、
法
的
に
理
想
的
な
比
較
規

準
人
が
具
体
的
状
況
で
法
に
誠
実
な
判
断
を
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
責
任
非
難
が
生
ず
る
。
具
体
的
事
案
に
お
け
る
法
的
に
誠
実

で
あ
る
こ
と
の
欠
如
が
一
般
的
に
は
な
る
ほ
ど
予
期
し
え
な
い
が
、
し
か
し
、
法
に
誠
実
な
特
性
を
有
す
る
他
の
人
に
は
少
な
く
と
も
当

然
だ
と
思
わ
れ
え
た
場
合
、
そ
の
法
敵
対
的
心
情
は
非
難
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
非
難
は
減
少
す
る
。
し
か
し
、
欠
如
自
体
が

特
別
の
外
的
所
為
事
情
に
よ
る
異
常
な
精
神
的
圧
迫
に
基
づ
き
、
お
そ
ら
く
所
為
へ
の
動
機
に
屈
し
た
と
い
え
る
場
合
、
例
え
ば
、
絶
望

的
気
分
と
か
苦
境
か
ら
の
場
合
、
法
に
誠
実
な
動
機
の
期
待
可
能
性
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
非
難
が
完
全
に
消
失
す
る
。
そ
の
際
、
行
為

者
自
身
が
法
に
誠
実
な
気
持
ち
の
人
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
所
為
動
機
の
こ
の
様
々
に
大
き
な
非
難
可
能
性
の
故
に
、
責
任
は
程
度
の
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つ
け
ら
れ
る
漸
増
（
比
較
変
化
）
概
念
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
為
責
任
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
な
ら
、
根
深
い
性
格
の
欠
陥
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
対
す
る

敵
対
的
又
は
無
関
心
な
態
度
が
刑
の
減
軽
効
果
を
も
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
行
為
者
に
は
犯
罪
行
為
へ
の

誘
惑
に
対
す
る
抵
抗
力
が
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
合
理
な
結
論
で
あ
ろ
う
。
責
任
の
要
素
は
、
行
為
者

の
人
格
状
態
が
⽛
規
準
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
⽜
の
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
。
法
は
一
定
程
度
の
人
格
を
要
求
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
達
し
て
い
な
い
者
は
、
行
為
時
の
そ
の
人
と
な
り
、
つ
ま
り
、
人
格
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
行
為

者
が
そ
の
現
在
の
自
分
に
基
本
的
に
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
責
任
の
こ
の
要
素
が
⽛
行
為
者
責
任
⽜、

⽛
性
格
状
態
責
任
⽜
又
は
⽛
人
格
責
任
⽜
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
行
為
に
表
現
さ
れ
た
、
行
為
時
の
行
為
者
の
人
格
状
態

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
自
分
自
身
に
対
し
て
道
義
的
失
敗
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
犯
行
時
点
で
あ
れ

そ
れ
ま
で
の
生
活
経
過
で
あ
れ
、
責
任
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
、
行
為
者
責
任
が
行
状
責
任
に
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
327
）。

責
任
判
断
に
当
り
、
行
為
責
任
と
行
為
者
責
任
は
相
互
補
充
関
係
に
あ
る
。
そ
の
際
、
次
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為

者
の
人
格
構
造
が
規
準
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
の
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
ほ
ど
、
行
為
責
任
は
抵
抗
力
の
欠
如
と
い
う
側
面
の
下
で
そ
れ
だ
け

軽
く
な
る
が
、
こ
れ
に
逆
比
例
し
て
行
為
者
責
任
は
重
く
な
る
。
し
か
し
、
犯
さ
れ
た
所
為
の
範
囲
内
で
の
み
、
行
為
者
人
格
は
社
会
倫

理
的
に
評
価
さ
れ
る
。
行
為
者
責
任
は
不
法
関
係
的
な
い
し
行
為
関
係
的
で
あ
る
限
り
、
行
為
者
責
任
か
ら
生
ず
る
刑
罰
が
心
情
刑
法
に

な
る
こ
と
は
な
い
（
328
）。
行
為
者
責
任
は
な
る
ほ
ど
心
情
無
価
値
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
不
法
内
実
、
し
か
も
行
為
無
価
値
と
結
果
無

価
値
を
通
し
て
の
み
存
在
す
る
。
反
社
会
的
心
情
そ
れ
自
体
が
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
特
定
の
所
為
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
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が
処
罰
さ
れ
る
。
行
為
責
任
は
、
行
為
者
責
任
を
完
全
に
顧
慮
す
る
な
ら
相
当
か
も
し
れ
な
い
過
剰
な
刑
罰
か
ら
行
為
者
を
保
護
す
る
の

で
あ
る
。
行
為
者
責
任
は
行
為
責
任
の
枠
内
で
付
加
的
に
加
重
的
な
働
き
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
329
）。

現
行
刑
法
第
五
六
条
及
び
第
五
九
条
の
定
め
る
累
犯
加
重
規
定
は
す
こ
ぶ
る
問
題
で
あ
る
。
犯
罪
概
念
と
し
て
の
不
法
は
犯
罪
概
念
と

し
て
の
責
任
に
依
存
し
な
い
。
し
か
し
、
責
任
は
不
法
に
依
存
し
て
い
る
。
犯
罪
概
念
と
し
て
の
責
任
は
行
為
責
任
で
あ
る
。
一
方
で
、

責
任
は
不
法
（
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
）
に
関
係
し
、
不
法
は
行
為
者
の
責
任
に
反
映
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
が
軽
け
れ
ば
、

そ
れ
に
相
応
し
て
責
任
も
軽
い
し
、
不
法
が
重
け
れ
ば
そ
れ
に
相
応
し
て
責
任
も
重
い
。
殺
人
行
為
者
の
責
任
は
傷
害
行
為
者
の
責
任
よ

り
も
重
い
。
こ
の
意
味
で
、
責
任
は
相
対
的
概
念
で
あ
る
。
他
方
で
、
責
任
は
具
体
的
犯
罪
の
不
法
の
範
囲
内
で
増
減
す
る
。
殺
人
行
為

者
の
責
任
は
不
法
の
範
囲
内
で
増
減
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
責
任
は
絶
対
的
概
念
で
あ
る
（
330
）。
か
く
し
て
、
累
犯
加
重
規
定
は
不

法
の
重
さ
と
関
係
な
く
加
重
す
る
も
の
で
、
行
為
責
任
主
義
に
反
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
同
種
の
法
益
侵
害
が
繰
り
返
さ
れ

た
場
合
、
一
方
で
、
行
為
者
の
意
思
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
つ
ま
り
、
行
為
不
法
の
加
重
が
認
識
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
不
法
加
重
の
範
囲
内

で
、
責
任
も
そ
れ
に
応
じ
て
重
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
同
種
の
前
歴
が
か
な
り
昔
に
遡
り
、
そ
れ
故
、
現
在
の
行

為
責
任
の
判
断
に
と
っ
て
は
も
は
や
規
準
を
与
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
、
第
三
者
の
犯
罪
促
進
的
影
響
に
帰
せ
ら
れ
る
事
例
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
現
行
法
に
よ
る
と
、
法
益
侵
害
が
異
種
の
場
合
で
も
、
刑
の
加
重
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
な
る
と
、
累

犯
加
重
規
定
は
、
法
敵
対
的
ま
た
は
法
に
無
関
心
な
性
格
欠
陥
そ
れ
自
体
を
社
会
倫
理
的
判
断
に
服
さ
せ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
図
式
的

刑
の
加
重
が
不
法
関
係
的
行
為
者
責
任
の
壁
を
突
き
破
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
、
行
為
責
任
主
義
と
調
和
し
な
い
こ
と
に
争
い
よ
う
が

な
い
（
331
）。
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上
述
（
2
⑷
Ｃ
ｆ
）
し
た
よ
う
に
、
応
報
が
素
材
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
刑
罰
は
作
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
刑
罰
は
予
防
的
必
要
性
に
従
っ

て
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
の
い
わ
ゆ
る
統
合
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
刑
罰
は
専
ら
責
任
の
た
め
に
応
報
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
将
来
の
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
と
い
う
目
的
へ
の
手
段
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
。
応
報
は
独
立
の
刑
罰
目
的
と
し
て
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
予
防
の
観
点
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
332
）。
こ
の
伝
統
的
統
合
説
は
、
特
別
予
防
と
一
般
予
防
に
譲
歩
を
示
し
て

い
る
が
、
し
か
し
、
個
人
道
義
的
正
義
理
念
と
こ
こ
か
ら
生
ず
る
責
任
刑
の
基
本
原
理
と
し
て
の
応
報
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
こ
の
説
は

拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、こ
の
説
は
個
人
道
義
的
見
解
に
対
し
て
喚
起
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
異
議
に
晒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
333
）。

⑷

法
的
刑
罰

不
法
と
責
任
は
社
会
倫
理
と
い
う
同
一
概
念
で
交
わ
っ
て
い
る
。
不
法
に
お
い
て
は
、
社
会
倫
理
は
社
会
的
相
当
の
外
的
制
禦
と
い
う

誰
に
で
も
向
け
ら
れ
る
規
範
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
し
、
責
任
に
お
い
て
は
、
社
会
倫
理
は
行
為
者
に
要
求
さ
れ
る
社
会
的
相
当
の

内
的
制
禦
、
つ
ま
り
、
内
的
価
値
結
合
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
。
不
法
非
難
も
責
任
非
難
も
と
も
に
過
去
と
現
在
に
目
を
向

け
る
。
そ
れ
故
、
刑
罰
の
第
一
次
的
正
当
化
は
予
防
に
あ
る
の
で
な
く
、
叱
責
的
反
応
そ
れ
自
体
に
あ
る
（
334
）。
刑
罰
は
、
行
為
者
に
対
し
法

違
反
行
為
の
社
会
的
無
価
値
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
端
的
に
云
う
と
、
そ
れ
は
責
任
調
整
と
し
て
機
能
す
る
。
刑
罰
に
よ
る
責
任
調

整
は
価
値
妥
当
性
意
識
の
回
復
に
あ
る
。
責
任
刑
は
、
過
去
を
見
て
、
一
定
の
刑
罰
害
悪
に
よ
っ
て
内
的
社
会
非
統
合
の
重
さ
を
特
徴
づ

け
る
の
で
あ
る
。
個
人
責
任
の
こ
の
社
会
的
価
値
性
の
故
に
、
責
任
調
整
は
形
而
上
的
調
整
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
社
会
的
調
整
な
の
で

あ
る
（
335
）。
過
去
に
目
を
向
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
責
任
刑
が
応
報
刑
に
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
責
任
刑
は
同
時
に
未
来
に
目
を
向
け

る
、
つ
ま
り
、
一
方
で
、
行
為
者
を
そ
の
な
お
存
在
す
る
内
的
法
結
合
に
お
い
て
強
化
し
、
さ
ら
な
る
犯
罪
を
予
防
す
る
。
こ
の
積
極
的

特
別
予
防
は
、
具
体
的
行
為
者
に
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
価
値
を
尊
重
す
る
た
め
の
動
機
を
奮
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
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れ
故
、
責
任
刑
は
生
命
刑
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
所
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
法
的
平
和
の
攪
乱
に
立
ち
向
か
い
、
行
為

者
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
社
会
倫
理
的
行
為
規
範
の
社
会
心
理
的
価
値
妥
当
性
を
回
復
し
、
強
化
す
る
。
こ
の
積
極
的
一
般
予
防
は
潜
在

的
行
為
者
に
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
価
値
を
尊
重
す
る
た
め
の
動
機
を
奮
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
に
誠
実
な
市
民
と
し

て
の
応
報
刑
は
国
に
正
義
の
実
現
義
務
を
課
し
、
責
任
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
に
傾
く
が
、
積
極
的
一
般
予
防
刑
は
人
々
の
内
的
規
範
結
合
に

必
要
な
限
り
で
刑
罰
を
利
用
す
る
。
積
極
的
一
般
予
防
は
人
々
の
応
報
欲
求
の
満
足
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
積
極
的
一
般
予

防
と
積
極
的
特
別
予
防
、
つ
ま
り
、
規
範
の
統
合
力
に
関
係
す
る
統
合
予
防
（
336
）は
客
観
的
・
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
に
随
伴
し
て
展
開
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
刑
罰
の
意
味
と
目
的
は
一
体
を
成
す
こ
と
に
な
る
（
337
）。

そ
れ
で
も
、
消
極
的
一
般
予
防
、
つ
ま
り
、⽛
恐
怖
と
わ
な
な
き
⽜
の
威
嚇
効
果
に
基
づ
く
精
神
的
抑
圧
に
よ
る
人
々
の
犯
罪
予
防
と
い

う
も
の
の
存
在
意
義
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
た
い
て
い
の
人
々
が
犯
罪
行
為
に
出
な
い
の
は
、
刑
罰
を
恐

れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
人
の
権
利
を
自
ら
尊
重
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
威
嚇
効
果
だ
け
で
規
範
の
生
命

を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
消
極
的
一
般
予
防
は
、
内
的
社
会
化
の
欠
如
し
て
い
る
犯
罪
傾
向
の
進
ん
だ

人
の
場
合
の
よ
う
に
、
統
合
予
防
が
十
分
に
働
か
な
い
が
、
法
が
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
意
味
を
も
ち
う
る
。
も
っ
と
も
、
威

嚇
効
果
と
い
う
の
は
、
法
定
刑
に
よ
る
警
告
、
刑
事
訴
追
か
ら
自
ず
と
生
ず
る
の
で
、
裁
判
官
が
消
極
的
一
般
予
防
を
量
刑
に
お
い
て
考

慮
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
消
極
的
一
般
予
防
は
、
第
一
の
、
つ
ま
り
、
積
極
的
一
般
予
防
が
働
か
な
い
、
そ
れ
自
体
と
し
て

不
都
合
な
事
例
に
対
す
る
第
二
の
防
衛
線
を
構
築
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
338
）。
消
極
的
一
般
予
防
は
、
害
悪
賦
科
を
手
段
と
す
る
威
嚇
を
そ
の
本

質
的
要
素
と
す
る
の
で
、
刑
罰
を
応
報
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
し
か
し
、
客
観
的
・
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
は
消
極
的
一

般
予
防
と
も
応
報
と
も
関
係
が
な
い
（
339
）。

北研 51 (3・15) 249

責 任 ⑸



有
責
で
な
い
、
責
任
無
能
力
者
の
処
罰
は
威
嚇
予
防
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
自
ら
は
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

え
な
い
、
例
え
ば
、
精
神
的
、
心
理
的
障
碍
あ
る
い
は
回
避
で
き
な
い
禁
止
の
錯
誤
の
場
合
の
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
人
の
処
罰
に
よ
っ

て
も
威
嚇
予
防
的
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
オ
ル
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
340
）、
純
粋
な
結
果
刑
法
は
、
な
る
ほ
ど
、
実
際
に
精
神

的
ま
た
は
心
理
的
に
障
碍
の
あ
る
誰
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
制
限
の
下
に
は

な
い
が
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
刑
罰
阻
却
事
由
の
仮
構
に
よ
っ
て
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
を
望
む
こ
と
の
で
き
る
、
あ
ら
ゆ
る
潜
在
的
犯
罪
者

に
は
威
嚇
的
作
用
が
あ
ろ
う
。
法
に
誠
実
な
市
民
で
あ
っ
て
も
、
他
人
の
法
益
の
一
切
の
侵
害
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
た
め
、
そ
の
注

意
を
最
高
度
に
緊
張
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
責
任
主
義
は
、
無
拘
束
の
一
般
予
防
目
的
追
求
の
帰
結
で
あ
る
国
の
刑
罰
可
能
性

に
対
し
て
重
要
な
柵
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。

特
別
予
防
は
責
任
主
義
と
も
衝
突
し
う
る
。
と
い
う
の
は
、
再
社
会
化
の
形
態
で
の
特
別
予
防
的
作
用
は
、
一
定
の
場
合
に
は
、
精
神

病
者
の
よ
う
な
責
任
無
能
力
者
に
お
い
て
も
実
現
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
（
341
）。
危
険
な
精
神
病
者
に
対
し
て
は
保
安
と
い
う
形
態
で
の
特
別
予

防
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
罰
に
よ
る
一
般
予
防
や
特
別
予
防
が
責
任
の
な
い
行
為
者
に
あ
っ
て
は
許
さ
れ
な
い
と

き
、
そ
れ
は
刑
罰
に
は
効
果
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
責
任
主
義
か
ら
く
る
。
か
く
し
て
、
刑
罰
は
、
責
任
主
義
の
範
囲
内

に
お
い
て
の
み
、
そ
の
予
防
作
用
に
よ
っ
て
、
法
的
平
和
の
維
持
及
び
恢
復
と
い
う
刑
法
の
任
務
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。

刑
罰
は
意
思
自
由
の
帰
結
で
あ
る
個
人
倫
理
的
責
任
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
人
的
応
報
と
は
関
係
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
客
観
化
さ
れ
た

責
任
概
念
は
個
人
道
義
的
責
任
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
責
任
概
念
は
行
為
者
の
代
わ
り
の
他
人
の
尺
度
に
よ
っ
て

行
為
者
の
自
己
の
動
機
に
対
す
る
社
会
内
的
答
責
を
特
徴
づ
け
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
規
範
結
合
の
確
認
及
び
強
化
、
す
な
わ
ち
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価
値
妥
当
確
証
は
非
合
理
的
応
報
欲
求
と
取
り
違
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
法
的
責
任
は
特
別
不
法
構
成
要
件
に
お
い
て
保
護
さ
れ
た
社

会
的
価
値
に
の
み
関
係
し
、
法
的
刑
罰
は
不
法
構
成
要
件
に
関
係
す
る
責
任
に
限
定
さ
れ
る
。

社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
価
値
は
、
所
為
に
よ
っ
て
被
っ
た
、
他
人
の
価
値
意
識
の
社
会
心
理
的
侵
害
へ
の
刑
罰
応
答
に
よ
っ
て
、
そ
の

空
洞
化
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
全
法
共
同
体
の
価
値
意
識
の
強
化
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
潜
在
的
行
為
者
は
、
生
き
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る

価
値
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
一
般
予
防
、
す
な
わ
ち
、
積
極
的
一
般
予
防
は
、
消
極
的
に
威
嚇
し
、
刑
罰
害
悪

へ
の
恐
怖
を
生
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
照
準
を
合
わ
せ
る
の
で
な
く
、
積
極
的
に
、
一
般
的
法
誠
実
性
、
し
た
が
っ
て
、
法
の
存
立
を
そ
も

そ
も
強
化
す
る
こ
と
に
照
準
を
合
わ
せ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
種
の
一
般
予
防
は
、
公
衆
の
主
観
的
応
報
欲
求
を
自
ら
の
中
に
と
り
込
む
と

い
う
、
い
う
と
こ
ろ
の
必
要
性
と
は
同
値
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
は
害
悪
を
科
す
る
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
か

ら
で
あ
る
（
342
）。

刑
罰
が
行
為
者
の
欠
如
し
て
い
る
個
人
心
理
的
価
値
結
合
に
応
答
し
、
規
範
妥
当
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
に
い
ま
だ

存
在
す
る
積
極
的
価
値
観
が
強
化
さ
れ
、新
た
な
犯
罪
が
予
防
さ
れ
る
。
個
人
の
叱
責
は
今
度
は
逆
に
法
共
同
体
の
価
値
意
識
を
確
認
し
、

強
化
す
る
。
こ
の
種
の
特
別
予
防
は
、
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
行
為
者
の
教
育
に
よ
る
予
防
、
法
違
反
は
割
り
あ
わ
な
い
こ
と
を
行
為
者

に
明
確
に
示
す
消
極
的
威
嚇
作
用
、
及
び
、
物
理
的
拘
禁
を
命
ず
る
保
安
作
用
と
並
列
関
係
に
あ
る
（
343
）。

刑
罰
は
、
法
秩
序
の
内
的
結
合
の
恢
復
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
積
極
予
防
、
個
別
的
積
極
予
防
、
換
言
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
統
合
予
防

を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
刑
罰
の
固
有
の
意
味
と
し
て
の
精
神
的
価
値
恢
復
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
刑
罰
の
意
味
と
目
的
は
一
致
す
る
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の
で
あ
る
か
ら
、
価
値
恢
復
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
調
整
も
予
防
の
た
め
の
最
も
重
要
な
尺
度
と
な
る
。

刑
罰
は
、
個
人
心
理
学
的
に
は
行
為
者
に
対
し
、
社
会
心
理
学
的
に
は
法
共
同
体
に
対
し
、
調
整
的
機
能
を
有
す
る
。
こ
れ
は
社
会
的

責
任
概
念
の
帰
結
で
あ
る
。
責
任
調
整
は
そ
の
社
会
的
価
値
関
係
性
の
故
に
予
防
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
予
防

が
優
先
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
予
防
は
責
任
の
後
に
来
る
の
で
あ
る
（
344
）。
責
任
は
行
為
関
係
的
、
行
為
者
関
係
的
に
過
去
を
見
、
予
防
は

行
為
者
関
係
的
、
社
会
関
係
的
に
未
来
を
見
る
。

形
式
的
非
難
は
規
範
の
価
値
維
持
の
点
で
最
も
重
要
で
あ
る
。
犯
罪
へ
の
国
の
反
応
と
し
て
の
自
由
、
財
産
を
奪
う
こ
と
に
よ
る
害
悪

を
科
す
る
こ
と
は
、
概
念
必
然
的
に
社
会
的
非
難
か
ら
生
ず
る
も
の
で
な
い
。
害
悪
を
科
す
る
こ
と
を
価
値
妥
当
性
強
化
の
た
め
に
必
ず

し
も
必
要
と
し
な
い
。
害
悪
を
科
す
る
こ
と
は
、
第
一
次
的
に
は
、
行
為
者
の
た
め
に
も
一
般
の
人
々
の
た
め
に
も
社
会
的
非
難
の
事
実

と
程
度
に
宣
言
的
及
び
強
い
印
象
を
与
え
る
と
い
う
機
能
し
か
も
た
な
い
（
345
）。
刑
罰
害
悪
が
そ
も
そ
も
、
あ
る
い
は
、
部
分
的
に
の
み
執
行

さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
予
防
の
必
要
性
、
し
か
も
、
行
為
者
へ
の
個
人
心
理
的
作
用
、
及
び
、
社
会
へ
の
社
会
心
理
的
作
用
に
よ
っ
て

量
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
非
難
で
十
分
な
と
き
、
害
悪
の
執
行
は
余
計
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
に
し
て
か
ら
が
、
予
後
が

良
好
で
あ
る
と
き
、
執
行
猶
予
付
き
の
刑
の
宣
告
を
可
能
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
害
悪
を
科
す
る
こ
と
の
執
行
を
余
計
な
も
の

と
し
て
い
る
（
刑
法
第
二
五
条
以
下
）。
統
合
的
法
理
解
は
、
行
為
者
を
仕
込
む
こ
と
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
害
悪
を
科
す
る
こ
と
な
く
社

会
に
統
合
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
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⑸

量
刑

Ａ

量
刑
の
尺
度
規
準
と
し
て
の
責
任

犯
罪
構
造
に
お
け
る
構
成
的
要
素
と
し
て
の
責
任
と
、
量
刑
の
基
礎
と
し
て
の
責
任
の
間
に
は
、
既
述
の
人
格
関
係
的
責
任
の
故
に
、

内
容
的
相
違
は
存
在
し
な
い
。
葛
藤
状
況
に
お
い
て
行
為
へ
の
動
機
が
比
較
基
準
人
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ

け
責
任
非
難
は
減
少
す
る
（
346
）。
犯
罪
行
為
時
点
で
の
特
別
の
外
的
事
情
に
鑑
み
、
法
に
誠
実
な
特
性
を
有
す
る
人
か
ら
も
他
の
行
為
が
予
期

し
え
な
か
っ
た
と
き
、
責
任
非
難
は
零
に
な
る
。
一
般
的
責
任
阻
却
事
由
は
非
難
可
能
性
尺
度
の
末
端
、
つ
ま
り
、
零
点
を
意
味
す
る
に

す
ぎ
な
い
（
347
）。
そ
れ
故
、
適
法
な
行
為
の
可
能
性
（
他
行
為
の
期
待
可
能
性
）
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
免
責
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
要

素
と
し
て
は
、
行
為
者
に
は
犯
罪
責
任
が
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
犯
罪
の
実
行
が
そ
も
そ
も
個
人
的
に
非
難
さ
れ
う
る
か
否
か
だ
け
が
問

題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
量
刑
の
領
域
で
は
、
個
人
的
責
任
非
難
の
精
確
な
量
、
す
な
わ
ち
、
刑
罰
根
拠
責
任
の
量
化
が
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
（
348
）。
両
観
点
の
下
で
、
責
任
は
、
現
実
化
し
た
不
法
が
責
任
を
内
容
的
に
共
規
定
す
る
限
り
で
、
行
為
の
全
不
法
を
包
含
す
る
。

構
成
要
件
該
当
の
不
法
と
は
独
立
の
法
敵
対
的
心
情
が
量
刑
で
考
慮
さ
れ
る
な
ら
、刑
法
は
心
情
刑
法
に
堕
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
上
、
付
加
的
不
法
が
量
刑
責
任
に
流
れ
込
む
な
ら
、
不
法
構
成
要
件
の
法
治
国
保
障
機
能
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
349
）。
そ
れ
故
、

犯
罪
概
念
に
属
す
る
責
任
（
存
否
）
と
、
こ
れ
に
接
続
す
る
い
わ
ゆ
る
⽛
量
刑
責
任
⽜（
程
度
）
を
概
念
的
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
犯

罪
構
造
の
責
任
概
念
が
意
思
形
成
の
非
難
可
能
性
ば
か
り
で
な
く
、
不
法
を
非
難
な
ら
し
め
る
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
に
も
関
係
す

る
と
き
、
犯
罪
構
造
に
お
け
る
責
任
概
念
と
量
刑
の
領
域
に
お
け
る
責
任
概
念
に
分
割
す
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
な
の
で
あ
る
（
350
）。

既
述
の
よ
う
に
、
個
別
行
為
責
任
は
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
、
行
為
責
任
（
軽
減
要
素
）
と
行
為
者
責
任
（
加
重
要
素
）
か
ら
成
る
。
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前
者
に
関
し
て
は
、行
為
が
外
的
事
情
ま
た
は
動
機
の
故
に
法
で
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た
人
に
も
当
然
だ
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
、

そ
の
非
難
は
ま
す
ま
す
軽
く
、
し
た
が
っ
て
刑
も
軽
く
な
る
。
逆
に
、
比
較
規
準
人
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
、
非
難
は

ま
す
ま
す
重
く
、
し
た
が
っ
て
刑
も
重
く
な
る
。
軽
減
的
側
面
は
、
行
為
者
が
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
対
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は

悪
い
性
格
的
態
度
を
有
し
て
い
る
か
否
か
と
は
関
係
が
な
い
。

行
為
者
責
任
に
関
し
て
は
、
行
為
が
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
拒
否
的
ま
た
は
無
関
心
の
態
度
に
帰
せ
ら
れ
る
ほ
ど
、
非
難
は
そ
れ

だ
け
重
く
な
る
。
無
関
心
と
い
う
の
は
、
行
為
者
が
法
敵
対
的
決
定
を
す
る
に
当
っ
て
何
ら
の
自
制
も
要
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
（
351
）。
行
為
者
の
考
え
が
、
一
般
の
、
普
通
の
感
覚
か
ら
す
る
と
倫
理
的
に
特
に
軽
蔑
に
値
す
る
場
合
、
そ
の
動
機
又
は
目
的
は
特
に

非
難
に
値
し
、
責
任
非
難
が
重
い
。
殺
人
罪
の
場
合
で
云
う
と
、
例
え
ば
、
殺
人
欲
、
性
欲
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
殺
人
（
快
楽
殺
人
）、

強
欲
、
復
讐
心
、
嫉
妬
、
犯
行
を
可
能
に
す
る
又
は
犯
行
を
隠
蔽
す
る
殺
人
で
あ
る
（
352
）。

行
為
責
任
の
精
確
な
程
度
の
確
定
に
当
っ
て
、
行
為
者
の
人
格
要
素
は
不
法
構
成
要
件
を
超
え
て
い
る
が
、
行
為
の
実
行
に
当
っ
て
表

現
さ
れ
た
限
り
で
重
要
性
を
も
つ
。
構
成
要
件
外
の
行
為
も
、
し
か
も
、
構
成
要
件
実
現
前
の
行
為
（
例
え
ば
、
綿
密
な
行
動
計
画
、
用

意
周
到
な
準
備
、
さ
ら
に
、
同
様
の
加
害
的
習
癖
に
基
づ
く
前
科
に
は
特
に
非
難
に
値
す
る
心
情
な
い
し
良
心
の
咎
め
の
感
じ
な
さ
が
現

れ
て
い
る
）、
構
成
要
件
実
現
後
の
行
為
（
例
え
ば
、
既
遂
後
の
行
為
者
に
よ
る
負
傷
者
の
世
話
）
は
、
構
成
要
件
の
包
摂
と
は
直
接
の
関

係
が
な
い
が
、
所
為
関
係
的
で
あ
る
か
ぎ
り
考
慮
さ
れ
う
る
。
こ
の
限
り
で
の
み
、⽛
量
刑
事
実
に
関
係
し
た
広
義
の
責
任
概
念
｣
（
353
）、
あ
る

い
は
、⽛
外
見
的
に
よ
り
広
い
、
量
刑
責
任
概
念
⽜
（
354
）と
云
え
る
。
損
害
を
い
っ
そ
う
拡
大
す
る
、
あ
る
い
は
、
賠
償
、
自
首
、
自
白
と
い
っ

た
、
そ
の
他
の
構
成
要
件
実
現
後
の
行
為
は
、
そ
れ
が
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
対
す
る
行
為
者
の
無
関
心
ま
た
は
拒
否
的
態
度
の
人
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格
相
当
性
の
程
度
へ
の
推
測
を
許
す
限
り
で
考
慮
さ
れ
う
る
（
責
任
徴
表
機
能
)
（
355
）。

刑
罰
と
い
う
の
は
、
行
為
者
ご
と
に
そ
の
苦
痛
の
感
じ
方
に
違
い
が
あ
る
。
こ
の
行
為
者
の
い
わ
ゆ
る
刑
罰
感
受
性
が
量
刑
に
お
い
て

い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
が
問
題
と
な
る
。
基
本
的
に
は
、
刑
罰
の
責
任
調
整
の
働
き
は
行
為
者
の
個
人
的
事
情
と
は
無
関
係
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、⽛
感
受
性
の
な
い
⽜
行
為
者
が
⽛
感
受
性
の
あ
る
⽜
行
為
者
よ
り
も
有
利
な
扱
い
を
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
こ
の
こ
と
は
差
別
的
⽛
階
級
司
法
⽜
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
高
齢
と
か
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
た
め
に
自
由
刑
の
執
行
が

行
為
者
の
人
格
を
破
壊
し
か
ね
な
い
と
か
、
短
い
刑
期
で
あ
っ
て
も
余
命
の
わ
ず
か
な
行
為
者
に
不
測
の
事
態
を
惹
き
起
こ
し
か
ね
な
い

と
い
っ
た
例
外
的
場
合
に
は
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
刑
の
執
行
猶
予
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
356
）。

量
刑
事
実
に
関
し
て
、
客
観
的
状
況
、
殊
に
攻
撃
客
体
の
価
値
と
、
行
為
者
の
主
観
的
表
象
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
う
る
。
客
観
的
に
は

あ
ま
り
価
値
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
が
こ
の
価
値
を
認
識
し
て
い
な
い
か
、
十
分
に
認
識
し
て
い
な
い
と
き
、
結
果
不
法
に
関
し

て
は
客
観
的
に
実
現
し
た
も
の
が
、
行
為
不
法
に
関
し
て
は
主
観
的
に
意
欲
し
た
も
の
が
規
準
と
な
る
。
客
観
的
に
は
高
い
物
が
存
在
す

る
と
き
、
行
為
者
に
は
客
観
的
な
価
値
の
認
識
の
あ
る
場
合
だ
け
帰
属
さ
れ
る
。

Ｂ

責
任
と
予
防
の
関
係

責
任
の
尺
度
は
先
ず
は
、
責
任
非
難
の
重
さ
に
よ
っ
て
定
ま
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
都
度
実
現
し
た
行
為
不
法
と
結
果
不
法
の
範
囲
内
に

あ
る
。
し
か
し
、
重
い
責
任
か
ら
必
然
的
に
重
い
刑
罰
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
責
任
は
、
な
る
ほ
ど
、
刑
罰
の
重
要
な
必
須
の
前
提

要
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
は
刑
罰
限
定
ば
か
り
で
な
く
、
刑
罰
構
成
的
な
働
き
も
有
す
る
（
357
）。
と
い
う
の
は
、
社
会
倫
理
的
責
任
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は
そ
も
そ
も
刑
罰
に
値
す
る
か
否
か
の
規
準
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
上
限
を
定
め
る
と
き
で
も
、
限
界
以
下
の
一
切
の
刑

罰
を
共
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
は
常
に
刑
罰
を
担
う
の
で
あ
り
、
刑
罰
に
常
に
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
イ

エ
シ
ェ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に
（
358
）、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
の
再
社
会
化
も
一
般
の
人
々
へ
の
刑
罰
の
社
会
教
育
学
的
効
果
も
期
待
し
得

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

責
任
が
刑
罰
の
上
限
を
画
す
る
機
能
を
有
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
る
と
、
刑
罰
を
そ
の
限
度
ま
で
可
能
と
す
る
責
任
を
精
確
に
計

量
す
る
こ
と
で
き
な
い
。
責
任
非
難
と
い
う
の
は
確
固
た
る
核
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
罰
は
、
責
任
非
難
の
核
か
ら
不
相
当
に
逸

脱
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
予
防
目
的
の
観
点
か
ら
、
そ
の
出
立
刑
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
刑
罰
が
予
防
を
目
的
と

す
る
と
き
、
特
別
予
防
と
一
般
予
防
が
刑
種
の
選
択
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
的
に
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
裁
判
官
の
量
刑
思
考
も
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
る
と
思
わ
れ
る
。
責
任
主
義
は
、
精
確
な
刑
量
が
精
確
に
責
任
に
対
応
す
べ
き
こ

と
を
命
令
す
る
も
の
で
は
な
く
、
責
任
基
礎
と
釣
り
合
い
を
失
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
云
え
よ
う
（
359
）。

具
体
的
刑
量
は
、
こ
の
狭
い
限
界
内
で
特
別
予
防
と
一
般
予
防
の
要
請
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
特
別
予
防
、
一
般
予
防
に
必
要
な
刑

罰
に
関
す
る
言
明
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
量
刑
に
当
っ
て
現
在
入
手
で
き
る
予
防
に
関
す
る
部
分
認
識
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
責
任
が
唯
一
の
量
刑
規
準
で
あ
る
に
は
お
よ
ば
な
い
。
刑
罰
の
重
さ
は
合
理
的
な
予
防
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
る
。
ヒ
ル

シ
ュ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
予
防
は
量
刑
の
た
め
の
独
自
の
意
味
を
有
す
る
。
責
任
と
予
防
が
と
も
に
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
（
責
任
な
し

に
及
び
予
防
の
必
要
性
な
し
に
刑
罰
な
し
）。
責
任
と
予
防
は
対
立
関
係
に
あ
る
。
同
一
の
事
実
で
す
ら
、
一
方
で
は
、
所
為
の
時
点
で
の

責
任
の
観
点
の
下
で
、他
方
で
は
、判
決
の
時
点
で
の
予
測
的
観
点
の
下
で
考
慮
さ
れ
う
る
。
事
実
関
係
の
有
す
る
意
味
は
各
観
点
に
よ
っ
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て
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
故
、
責
任
適
合
的
刑
罰
が
必
ず
し
も
予
防
的
に
最
も
効
果
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
か
く

し
て
、
責
任
と
予
防
は
刑
罰
と
の
関
係
で
有
意
味
な
相
互
補
完
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
責
任
刑
の
範
囲
は
、
常
に
責
任
に
よ
っ
て

限
界
づ
け
ら
れ
た
刑
量
の
範
囲
内
で
の
み
、
予
防
の
要
請
に
よ
っ
て
上
に
も
下
に
も
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
威
嚇
又
は
行
刑
に
お
け
る
か

な
り
の
集
中
的
処
遇
の
理
由
か
ら
、
か
な
り
長
期
の
拘
禁
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
は
責
任
の
量
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。
責
任
主
義
の
調
整
機
能
は
、
責
任
非
難
を
越
え
る
刑
罰
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
応
報
刑
と
は
異
な
っ
て
、
予
防
刑
は
例

外
的
に
責
任
の
量
を
下
回
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
責
任
適
合
的
刑
罰
が
具
体
的
事
案
に
お
い
て
明
ら
か
に
脱
社
会
化
効
果
を
有

し
、
し
か
も
、
責
任
を
下
回
る
刑
罰
に
よ
っ
て
一
般
の
人
々
の
法
意
識
の
重
大
な
侵
害
が
な
い
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
（
360
）。
刑
罰
は
、
責
任
を

そ
れ
自
体
の
た
め
に
調
整
す
る
と
い
う
任
務
を
有
し
な
い
。
か
く
し
て
、
基
盤
と
し
て
の
予
防
の
観
点
も
責
任
と
並
ん
で
量
刑
を
規
整
す

る
の
で
あ
る
。
刑
量
の
目
的
的
決
定
が
最
高
度
の
個
別
化
を
可
能
に
す
る
。

位
置
価
値
説
の
支
持
者
の
一
人
で
あ
る
エ
ッ
カ
ー
ル
ト
・
ホ
ル
ン
（
＊
一
九
三
八
）
は
、
刑
量
（
狭
義
の
量
刑
）
の
確
定
に
当
っ
て
は

量
刑
責
任
だ
け
が
考
慮
さ
れ
、
刑
罰
の
種
類
（
広
義
の
量
刑
）
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
主
と
し
て
行
為
者
の
個
別
的
再
社
会
化
の
必
要
事

が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
361
）。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
日
本
に
お
い
て
も
採
用
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
三
年
を
超
え
る

自
由
刑
（
刑
法
第
二
五
条
）
に
対
し
て
は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
を
排
除
し
、
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
解
決
策
を
提
供
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。特

別
予
防
と
一
般
予
防
が
衝
突
す
る
と
き
、
通
常
は
前
者
が
後
者
に
優
先
す
る
。
刑
罰
の
目
的
は
、
先
ず
は
、
行
為
者
に
犯
罪
が
割
に

合
わ
な
い
こ
と
を
教
示
し
、
行
為
者
を
そ
の
価
値
結
合
に
お
い
て
強
化
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
社
会
に
統
合
す
る
こ
と
に
あ
る
。
行
為
者
の
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再
社
会
化
は
憲
法
上
の
社
会
国
主
義
の
要
請
に
合
致
す
る
。
そ
の
際
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
累
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る

刑
罰
が
種
類
と
程
度
に
よ
っ
て
具
体
的
行
為
者
に
の
み
予
防
的
に
適
切
で
あ
る
か
で
あ
る
。
従
来
の
処
遇
評
価
研
究
も
希
望
を
も
た
せ
る

も
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ク
ー
リ
ー
（
＊
一
九
四
一
）
は
こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
論
ず
る
、⽛
ま
す
ま
す
特
定
的
に
受
刑
者
に
向

け
ら
れ
る
介
入
形
態
を
応
用
し
、
そ
し
て
た
ん
に
一
般
的
に
心
理
療
法
の
方
法
を
大
な
り
小
な
り
素
朴
に
受
刑
者
に
押
し
付
け
る
の
で
は

な
い
、
比
較
的
新
し
い
処
遇
計
画
は
、
累
犯
減
少
に
関
し
て
そ
う
悪
く
は
な
い
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｣
（
362
）。
し
か
し
、
特
別

予
防
を
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
刑
罰
の
一
般
予
防
的
効
果
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
の
人
々
の
内
的
価
値
結
合

の
た
め
に
は
、
特
別
予
防
の
理
由
か
ら
の
比
較
的
軽
い
刑
罰
か
ら
自
動
的
に
生
ず
る
反
射
で
十
分
な
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
（
363
）。
一
般
予

防
は
す
で
に
捜
査
、
逮
捕
、
訴
追
、
判
決
に
み
ら
れ
る
。
一
般
予
防
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
だ
け
動
員
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例

え
ば
、
特
別
予
防
は
必
要
で
な
い
が
、
し
か
し
、
不
処
罰
は
一
般
的
法
意
識
を
ひ
ど
く
動
揺
さ
せ
る
に
違
い
な
い
と
か
、
そ
れ
ほ
ど
重
く

な
い
刑
罰
が
規
範
の
一
般
的
動
機
づ
け
力
を
動
揺
さ
せ
る
と
き
で
あ
る
。

消
極
的
一
般
予
防
、
つ
ま
り
、
潜
在
的
行
為
者
を
威
嚇
す
る
た
め
に
刑
を
重
く
す
る
こ
と
に
関
し
て
云
う
と
、
今
日
、
犯
罪
学
で
は
ほ

ぼ
一
致
し
て
、
刑
罰
の
威
嚇
効
果
は
、
法
定
刑
の
重
さ
よ
り
も
む
し
ろ
逮
捕
さ
れ
る
危
険
の
程
度
、
刑
罰
の
主
観
的
感
受
性
に
依
存
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
潜
在
的
犯
罪
者
を
威
嚇
す
る
た
め
に
は
、
法
定
刑
の
重
罰
化
よ
り
も
、
む
し
ろ

刑
事
訴
追
の
強
化
の
方
が
は
る
か
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
カ
イ
ザ
ー
（
一
九
二
八
─
二
〇
〇
七
）
は

⽛
制
裁
の
互
換
可
能
性
⽜
（
364
）と
い
う
こ
と
を
云
う
。
シ
ェ
ヒ
を
引
用
す
る
と
、⽛
刑
罰
が
、
規
範
違
反
を
そ
も
そ
も
明
ら
か
に
し
、
み
く
び
ら

な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
が
刑
法
の
一
般
予
防
的
任
務
を
果
た
す
の
に
適
切
で
あ
る
｣
（
365
）。
そ
れ
故
、
特
別
予
防
の
理
由
か
ら
、
そ
れ
ほ

ど
重
く
な
い
刑
罰
が
要
請
さ
れ
る
と
き
、
刑
罰
が
威
嚇
の
理
由
か
ら
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
過
剰
禁
止
）。
一
般
の
人
々
に
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対
す
る
⽛
見
せ
し
め
⽜
と
し
て
責
任
を
超
え
る
刑
を
科
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
（
366
）、
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
犯
罪
と

同
一
ま
た
は
類
似
の
犯
罪
が
、
行
為
者
の
犯
行
時
点
で
増
加
し
て
い
た
と
か
、
判
決
時
点
で
増
加
し
て
い
た
（
367
）こ
と
を
理
由
に
責
任
相
応
刑

を
超
え
る
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
上
記
の
理
由
の
他
、
犯
罪
の
増
加
を
行
為
者
に
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
（
368
）。

現
行
刑
法
に
は
量
刑
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
し
か
し
、
刑
訴
法
第
二
四
八
条
（
起
訴
便
宜
主
義
）
は
、⽛
犯
人
の
性
格
、
年
齢
及
び
境

遇
、
犯
罪
の
軽
重
、
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
き
は
、
公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
⽜

と
定
め
、
特
別
予
防
の
面
で
、
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
一
九
七
四
年
の
法
制
審
議
会
⽛
改
正
刑
法
草
案
⽜
第
四
八
条
（
一
般
基
準
）

は
、⽛
①

刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②

刑
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴

及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
犯
罪
の
抑
制

及
び
犯
人
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
定
め
る
。
本
条
は
そ
の
第
一
項
と
第
二
項
の
関
係
の
み
な

ら
ず
、
一
般
予
防
と
特
別
予
防
の
関
係
に
関
し
て
も
明
確
性
に
欠
け
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
と
異
な
り
、（
消
極
的
）
一

般
予
防
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。⽛
改
正
刑
法
草
案
⽜
説
明
書
（
369
）に
よ
れ
ば
、
第
四
八
条
第
一
項
は
、
犯
人
の
責
任
の
程
度
が
量
刑
に

お
け
る
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
、
同
条
第
二
項
は
、
刑
事
政
策
的
な
目
的
は
、
責
任
に
応
じ
た
量
刑
と

い
う
枠
組
み
の
中
で
の
み
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
で
あ
る
。⽛
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
⽜
は
主
と
し
て
犯
罪
者
の

危
険
性
、
改
善
更
生
の
可
能
性
に
関
係
し
、
従
と
し
て
、
行
為
者
の
責
任
に
も
関
係
す
る
。⽛
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影

響
⽜
は
責
任
に
も
特
別
予
防
、
一
般
予
防
に
も
関
係
す
る
。
同
説
明
書
か
ら
判
る
こ
と
は
、
草
案
が
責
任
と
い
う
も
の
を
希
釈
さ
れ
た
形

で
の
自
己
答
責
的
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
個
人
道
義
的
非
難
と
捉
え
、
刑
罰
を
応
報
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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⑹

裁
判
外
行
為
和
解

行
為
者
の
刑
法
と
の
衝
突
は
、
形
式
的
に
国
と
の
衝
突
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
実
質
的
に
も
被
害
者
及
び
社
会
と
の
衝
突
と
し
て
も

理
解
さ
れ
る
（
社
会
的
紛
争
）。
換
言
す
る
と
、
犯
罪
は
国
と
犯
罪
者
の
垂
直
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
犯
罪
者
、
被
害
者
及
び
社

会
の
間
の
水
平
関
係
で
も
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
外
行
為
和
解
（
370
）の
実
践
形
態
の
一
つ
で
あ
る
行
為
者
─
被
害
者
─
調
停
／
和
解

で
は
、
刑
罰
に
よ
る
苦
痛
賦
科
（
配
分
的
正
義
）
で
は
な
く
、
行
為
者
が
自
ら
犯
し
た
不
法
を
直
視
し
、
具
体
的
被
害
者
、
社
会
に
対
す

る
社
会
的
責
任
を
自
ら
自
発
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
（
平
均
的
正
義
）、
つ
ま
り
、
規
範
の
自
発
的
受
け
入
れ
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、

刑
事
判
決
に
よ
っ
て
強
制
的
に
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
円
卓
に
お
い
て
、
紛
争
調
停
人
が
同
席
し
た
、
当
事
者
間
の
非
公
式
の
、
そ

れ
だ
け
に
胸
襟
を
披
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
会
話
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
被
害
者
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
感
情
を
表
現

し
、
行
為
者
か
ら
損
害
賠
償
金
を
得
る
可
能
性
を
有
す
る
。
行
為
者
は
、
行
為
と
そ
の
帰
結
を
合
理
的
に
、
し
か
も
気
持
ち
を
込
め
た
処

理
を
し
、
和
解
の
た
め
の
建
設
的
方
法
を
見
出
す
可
能
性
を
有
す
る
。

刑
罰
は
不
法
、
責
任
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
責
任
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
刑
罰

は
責
任
非
難
を
行
為
者
に
も
社
会
に
も
明
白
に
印
象
づ
け
る
手
段
に
過
ぎ
ず
、
責
任
調
整
の
唯
一
の
手
段
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
行
為

者
─
被
害
者
─
調
停
／
和
解
は
⽛
責
任
調
整
⽜
の
点
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
モ
ー
ス
（
371
）、
シ
ェ
ヒ
（
372
）及
び
デ
イ
ー
タ
ー
・
レ
ス
ナ
ー
（
373
）（
＊
一

九
四
五
）
が
云
う
よ
う
に
、
行
為
者
と
被
害
者
の
直
接
的
面
会
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
は
、
た
ん
に
法
秩
序
を

破
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
被
害
者
に
し
で
か
し
た
こ
と
を
認
識
し
、
し
か
る
後
初
め
て
自
己
の
責
任
を
正
し
く
認
識
し
、
被
害
者

に
謝
罪
す
る
。
被
害
者
と
の
宥
和
は
、
謝
罪
と
で
き
る
だ
け
損
害
賠
償
を
す
る
こ
と
と
結
び
つ
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
被
害
者
は
あ
ら
ゆ
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る
観
点
で
真
剣
に
遇
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
。
所
為
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
た
人
間
間
の
均
衡
が
再
度
回
復
さ
れ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
所
為

に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
た
法
秩
序
と
の
仲
直
り
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
的
に
承
認
さ
れ
た
価
値
の
無
視
が
、
行
為
者
の
所
為

に
対
す
る
責
任
を
自
発
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
苦
痛
賦
科
の
な
い
所
為
へ
の
反
応
形
態
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
。

そ
れ
は
行
為
者
と
社
会
の
た
め
に
法
規
範
妥
当
性
を
確
認
し
、
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
範
妥
当
性
を
確
認
、
強
化
す

る
た
め
の
刑
罰
は
必
要
が
な
い
か
、
減
少
す
る
。
こ
こ
に
、
積
極
的
、
倫
理
的
行
為
と
し
て
の
建
設
的
調
整
態
様
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
、
被
害
者
及
び
社
会
と
の
平
和
の
恢
復
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
調
整
と
し
て
刑
罰
を
耐
え
忍
ぶ
こ

と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、責
任
調
整
に
役
立
つ
も
の
は
必
ず
し
も
害
悪
賦
科
で
あ
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、

刑
罰
の
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
り
責
任
も
消
失
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
行
為
者
─
被
害
者
─
調
停
／
和
解
は
、
社

会
倫
理
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
責
任
を
処
理
す
る
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
一
形
態
で
あ
る
。

行
為
者
─
被
害
者
─
調
停
／
和
解
は
原
則
と
し
て
起
訴
前
に
行
わ
れ
る
。
検
察
官
は
委
任
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
被
委
任
者
で

あ
る
調
停
者
（
通
常
は
ソ
シ
ア
ル
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
）
が
行
為
者
─
被
害
者
間
の
話
し
合
い
の
進
行
役
を
果
た
す
。
検
察
官
は
そ
の
結
果

の
報
告
を
受
け
た
後
、
訴
追
機
関
と
し
て
公
判
請
求
す
る
か
否
か
の
最
終
的
判
断
を
行
う
。

人
間
の
尊
重
と
い
う
自
由
主
義
原
則
は
犯
罪
者
に
も
等
し
く
当
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
刑
罰
の
応
報
的
基
礎
づ
け
が
放
棄
さ

れ
る
と
、
人
々
の
刑
罰
感
受
性
は
増
大
す
る
。
こ
の
こ
と
は
刑
罰
の
経
済
性
（
補
充
性
の
原
則
、
比
例
の
原
則
、
非
刑
罰
化
、
法
定
刑
の

漸
減
等
）
を
真
摯
に
考
慮
す
る
こ
と
に
繋
が
る
（
374
）。
不
必
要
な
国
に
よ
る
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
行
為
者
─
被
害
者
─
調
停

／
和
解
等
の
修
復
的
措
置
は
そ
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
い
ま
だ
⽛
刑
法
よ
り
も
良
い
も
の
⽜（
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
）
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へ
の
道
は
険
し
い
。
し
か
し
、
刑
法
は
社
会
の
飽
く
こ
と
の
な
い
、
非
合
理
的
処
罰
欲
求
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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あ
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を
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す
た
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に
は
、
そ
れ
を
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す
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よ
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と
考
え
た
の
だ
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。
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し
、
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的
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蒙
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す
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ら
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大
衆
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に
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あ
る
と
は
考
え
な
か
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、
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⽞
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国
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的
啓
蒙
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義
と
決
定
的
に
異
な
る
と
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ろ
は
、⽛
新
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い
秩
序
の
内
容
に
あ
る
と
い
う

よ
り
は
む
し
ろ
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を
も
た
ら
す
方
法
に
あ
る
⽜。
自
由
主
義
に
お
い
て
は
個
人
は
自
律
し
て
お
り
、
国
の
形
態
は
民
主
主
義
政
体
と
な
る
が
、⽛
絶
対
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家
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教
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と
り
わ
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指
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権
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⽜
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,Regeln
der

soziologischen
M
ethode
(1895),(抜
粋
訳
)
in:F.Sack,R
.K
önig,K
rim
inalsoziologie,2.A
ufl.,1974,3
ff.

（
299
）
M
oos,(Fn.35),300.

（
300
）
V
gl.H
.-H
.Jescheck,D
eutsche
und
österreichische
Strafrechtsreform
,in:Lange-FS,1976,365
ff.,370.

（
301
）
M
oos,(Fn.35),303f.

（
302
）
V
gl.J.Baum
ann
u.a.,A
lternativ-Entw
urfW
iedergutm
achung,1992,23;H
.Schöch,Em
pfehlen
sich
Ä
nderungen
und
Ergänzungen
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beiden
strafrechtlichen
Sanktionen
ohne
Freiheitsentzug?
(Gutachten
C
zum
59.D
eutschen
Juristentag
H
annover
1992),C
65-66;T
.

W
eigend,D
iedeutscheD
iskussion
um
den
Stellenw
ertderW
iedergutm
achung
im
Strafrecht,H
okkai-Gakuen
Law
Jounal,V
ol.28,N
o.1

(1992),211ff.,218f.（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
⽛
刑
法
に
お
け
る
損
害
弁
償
の
位
置
価
値
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
論
争
⽜
北
海
学
園
大
学
⽝
法
学
研
究
⽞
二
八
・
一

（
一
九
九
二
）
一
四
二
頁
以
下
）。

（
303
）
D
.D
ölling,D
er
T
äter-O
pfer-A
usgleich,JZ
1992,493
ff.,498.

（
304
）
A
.E
ser,Funktionsw
andelstrafrechtlicher
Prozeßm
axim
en:A
ufdem
W
eg
zur
„Reprivatisierung”
des
Strafverfahrens?,ZStW
104

(1992),361
ff.,382.

（
305
）
G
.
Stratenw
erth,W
as
leistet
die
Lehre
von
den
Strafzw
ecken?,1995,14;vgl.H
.
Lilie,D
ie
W
iedergutm
achung
im
System
der

Strafzw
ecke
(D
iskussionsbericht),in:H
.Schöch
(H
rsg.),W
iedergutm
achung
und
Strafrecht,1987,56
ff.,60
f.

（
306
）
M
.Löschnig-G
spandl,D
ie
W
idergutm
achung
im
österreichischen
Strafrecht,1996,71ff.

（
307
）
N
ow
akow
ski,(Fn.1),173
ff.

（
308
）
V
gl.R
.M
oos,D
eraußergerichtliche
T
atausgleich
fürErw
achsene
alsstrafrechtlicherSanktionsersatz,JB
1997,337
ff.,340;Jescheck,

(Fn.300),384
f.

（
309
）
M
oos,(Fn.194),28
ff.;ders.,(Fn.1),§
4
Rn
4;ders.,(Fn.35),302.

（
310
）
Steininger,(Fn.1),6.K
ap
Rn
12
f.

（
311
）
H
.-L.Schreiber,V
ordem
Ende
desSchuldstrafrechts?,in:D
ie
juristische
FakultätderGeorg-A
ugust-U
niversitätGöttingen
(H
rsg.),

Rechtsw
issenschaftund
Rechtsentw
icklung,1980,281
ff.,290;vgl.C.R
oxin,D
asSchuldprinzip
im
W
andel,in:K
aufm
ann-FS,1993,519

ff.,521（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
⽛
変
遷
す
る
責
任
主
義
⽜
北
海
学
園
大
学
⽝
法
学
研
究
⽞
三
〇
・
一
（
一
九
九
四
）
三
七
頁
以
下
）
;G
.Stratenw
erth,Strafrecht

A
T
I,3.A
ufl.,1981,Rn
513;dazu
kritisch
K
aufm
ann,(Fn.28);H
.J.H
irsch,(Fn.52),746
ff.

（
312
）
V
gl.Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
10;R
oxin,(Fn.8),§
19Rn
22⽛
責
任
を
認
定
す
る
た
め
に
、
原
理
的
に
は
確
定
で
き
な
い
経
験
的
調
査
結
果
が

前
提
と
さ
れ
る
な
ら
、⽝
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
⽞
の
原
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
無
罪
を
言
い
渡
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
責
任

刑
法
は
不
可
能
と
な
る
⽜。

（
313
）
Bom
m
er,(Fn.10),V
orA
rt.19
Rn
7;Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
37
I4;R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
21
f.;Lenckner/E
insele,(Fn.49),V
or§§

13
ff.Rn
109.
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（
314
）
F.N
ow
akow
ski,V
om
Schuld-zum
M
aßnahm
enrecht?K
rim
inologischeGegenw
artsfragen
10(1972),1ff.,2;ders,(Fn.2),V
orbem
§§
3-

5
Rn
37;Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
39
III1.

（
315
）
V
gl.M
oos,(Fn.35),288
ff.

こ
れ
に
対
し
て
、
高
橋
則
夫
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
一
三
年
・
三
三
二
頁
以
下
は
、
国
の
刑
罰
制
度
は
、⽛
決
定
さ
れ
つ
つ
も
決
定
し
て
い
く
⽜

と
い
う
主
体
的
人
間
像
を
基
礎
と
し
た
相
対
的
非
決
定
論
と
い
う
仮
説
に
依
拠
し
て
、
自
由
意
思
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
責
任
と
い
う
の
は
実

体
の
な
い
⽛
社
会
的
虚
構
⽜
で
あ
る
と
論
ず
る
。

（
316
）
F.
N
ow
akow
ski,(Fn.198),55
ff.;ders.,D
as
österreichische
Strafrecht
in
seinen
Grundzügen,1955,64
ff.;Erläuterungen
zur

Regierungsvorlage
zum
öStGB,1971,121
ff.;vgl.Jescheck,(Fn.120),63;ders.,Friedrich
N
ow
akow
skials
Strafrechtsdogm
atiker
und

K
rim
inalpolitiker,ZStW
103
(1991),999
ff.

（
317
）
V
gl.H
.-L.Schreiber,Schuld
und
Schuldfähigkeitim
Strafrecht,in:W
.Schm
idt-H
ieber,R
.W
asserm
ann
(H
rsg.),Justiz
und
Recht.

FestschriftausA
nlaß
des10jährigen
Bestehensderdeutschen
Richterakadem
ie,1983,78;ders.,W
asheißtheutestrafrechtlicheSchuld

und
w
ie
kann
der
Psychiater
beiihrer
Feststellung
m
itw
irken?,D
er
N
ervenarzt48
(1977),242
ff.;ders.,(Fn.311),289.

（
318
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
66.

（
319
）
Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
13.⽛
こ
の
純
規
範
的
範
疇
は
い
わ
ば
個
人
の
他
行
為
可
能
性
が
認
識
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
橋
渡
し
を
す
る
。
行
為
者

は
実
際
の
自
由
の
故
に
帰
責
さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
由
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
非
決
定
論
か
ら
近
づ
く
か
決
定
論
か
ら
近
づ
く
か
に
応

じ
て
、
い
わ
ば
、
基
本
的
に
反
駁
で
き
な
い
法
律
上
の
推
定
の
故
に
な
い
し
擬
制
の
故
に
帰
責
さ
れ
る
⽜。
V
gl.T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
14
ff.,18.

（
320
）
M
oos,(Fn.17),184,186,199.

（
321
）
V
gl.R
.M
oos,Richterund
Strafrechtsreform
,JBl1996,345
ff.,348;ders.,(Fn.295),422
f.;ders.,D
ie
Reform
bew
egung
desStrafrechts

in
Ö
sterreich,derSchw
eizund
Bundesrepublik
D
eutschland,in:W
ilburg-FS,1975,253ff.,265⽛
古
典
的
応
報
刑
論
と
い
う
の
は
自
己
答
責
の
、

自
由
な
意
思
と
い
う
観
念
的
人
間
像
、
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
人
間
の
尊
厳
に
依
拠
す
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の
社
会
学
派

を
明
白
に
斥
け
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
が
、
犯
罪
者
を
⽝
刑
事
司
法
の
客
体
に
貶
め
る
⽞
危
険
を
内
蔵
し
て
い
る
と
か
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
尊
厳

に
敬
意
を
払
っ
て
い
な
い
と
か
、
刑
法
を
⽝
社
会
治
療
の
操
作
⽞
で
置
き
換
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
刑
法
に
お
け
る
こ
の
個
人
倫
理
的
観
念
論
は
現
実

を
避
け
て
い
る
。
個
人
倫
理
的
観
念
論
は
そ
の
完
全
な
意
思
自
由
と
い
う
虚
構
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
形
而
上
的
尊
厳
と
い
う
情
念
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
強
制
説
に
劣
ら
ず
人
を
蔑
む
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
は
ま
さ
に
刑
事
司
法
の
客
体
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
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し
、
法
の
厳
し
い
、
応
報
の
こ
ぶ
し
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
。
観
念
的
責
任
概
念
は
多
く
の
場
合
こ
の
結
果
に
な
る
⽜。
V
gl.R
oxin,(Fn.311),522.

（
322
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),185,192f.イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
は
不
可
知
論
の
立
場
で
な
く
、
非
決
定
論
の
立
場
か
ら
、
類
と
し
て
の
人
の
自
由
か
ら
所
為
の
具
体
的

状
況
に
お
け
る
個
人
の
自
由
を
推
論
す
る
こ
と
、
及
び
、
個
人
が
決
定
す
る
た
め
の
具
体
的
な
人
の
⽛
自
発
性
⽜
の
働
き
の
存
在
と
仕
方
を
一
義
的
に
証
明

す
る
こ
と
が
方
法
論
的
に
は
で
き
な
い
と
主
張
し
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
判
断
の
尺
度
は
平
均
的
可
能
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
Jescheck/

W
eigend,(Fn.1),§
37
I1
ff.,§
39
III2.vgl.G
.M
angakis,Ü
berdasV
erhältnisvon
Strafrechtsschuld
und
W
illensfreiheit,ZStW
75
(1963),

499
ff.,517⽛
経
験
上
認
め
ら
れ
る
平
均
人
の
能
力
｣
;T
h.
Lenckner,Strafe,Schuld
und
Schuldfähigkeit,in:H
.
G
öppinger,
H
.
W
itter,

H
andbuch
derforensischen
Psychiatrie,Bd.1,1972,3ff.,19⽛
た
い
て
い
の
人
⽜
の
能
力
。
し
か
し
、
非
決
定
論
に
立
脚
し
て
、
行
為
者
個
人
へ
の
倫

理
的
非
難
を
、
他
人
に
は
あ
る
が
、
行
為
者
自
身
に
は
欠
如
し
て
い
る
能
力
を
規
準
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
非
論
理
的
ば
か
り
か
、
行
為
者
自
身
に
自
由

な
決
定
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
の
出
立
点
を
放
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
V
gl.R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
22.

（
323
）
M
angakis,(Fn.322),517.

（
324
）
R
.M
oos,W
ienerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,22.Lieferung
§
3
Rn
75-79
StGB,1984,§
76
Rn
33;vgl.R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
22;

Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
39
III1
ff.;Schreiber,(Fn.317.Schuld
u.Schuldfähigkeit),78;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
11.

（
325
）
R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
36
ff.;vgl.J.K
rüm
pelm
ann,D
ie
N
eugestaltung
der
V
orschriften
über
die
Schuldfähigkeitdurch
das
zw
eite

Strafrechtsreform
gesetz
vom
4.Juli1969,ZStW
88
(1976),6
ff.,36
ff.;H
.M
üller-D
ietz,Schuld
und
Strafe,in:K
indlersEnzyklopödie
D
er

M
ensch,Bd.8,1984,580
ff.,594
ff.

な
お
、
井
田
良
⽝
刑
法
総
論
の
理
論
的
構
造
⽞
二
〇
〇
五
年
・
二
二
六
頁
以
下
は
、
人
は
選
択
の
自
由
の
意
識
、
自
律
的
決
定
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
こ

と
、
言
語
と
思
考
形
式
そ
の
も
の
が
非
決
定
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
、
責
任
非
難
の
根
拠
に
関
す
る
限
り
非
決
定
論
的
思
考
形
式
を
採
用

し
、
回
顧
的
責
任
論
を
展
開
す
べ
き
と
し
た
上
で
、
回
顧
的
非
難
の
規
準
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
現
に
有
す
る
事
実
的
能
力
と
可
能
性
で
は
あ
り
え
ず
、

具
体
的
状
況
に
お
か
れ
た
行
為
者
に
社
会
の
側
か
ら
い
か
な
る
行
為
を
ど
の
程
度
に
期
待
す
る
か
と
い
う
⽛
社
会
的
期
待
⽜
の
有
無
と
程
度
で
あ
る
こ
と
、

社
会
的
地
位
・
立
場
及
び
身
体
的
・
生
理
的
条
件
に
つ
い
て
は
行
為
者
の
そ
れ
を
規
準
と
す
る
が
、
規
範
意
識
に
つ
い
て
は
行
為
者
の
そ
れ
を
規
準
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
論
ず
る
。
参
照
、
林
幹
人
⽝
刑
法
の
基
礎
理
論
⽞
一
九
九
五
年
・
一
五
頁
以
下
、
松
村
格
⽛
刑
法
に
と
っ
て
自
由
意
志
論
は
無
用
か
⽜

（⽝
八
木
國
之
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
上
巻
⽞
所
収
・
一
九
九
二
年
）
五
九
頁
以
下
、
七
〇
頁
。

（
326
）
V
gl.T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
8
ff.;R
.M
oos,D
ie
authentische
Interpretation
der
Strafschärfung
beim
Rückfallnach
§
39
StGB

und
der
Schuldbegriff(III),Ö
JZ
1980,143
ff.,150.

北研 51 (3・31) 265

責 任 ⑸



（
327
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),185
f.;ders.,(Fn.326),149;ders.,(Fn.1),§
4
Rn
84;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
9.

（
328
）
V
gl.M
oos,(Fn.326),148.

（
329
）
V
gl.M
oos,(Fn.326),150.

（
330
）
V
gl.M
oos,(Fn.12),76
f.

（
331
）
V
gl.T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
12.

（
332
）
R
oeder,(Fn.19),233
f.;Platzgum
m
er,(Fn.4),324
f.

（
333
）
M
oos,(Fn.321),351;R
oxin,(Fn.8),§
31
Rn
33
ff.;T
riffterer,(Fn.3),1.K
ap
Rn
29.

（
334
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),201;ders.,(Fn.35),301.

（
335
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),194.

（
336
）
V
gl.R
oxin,Zurjüngsten
D
iskussion
überSchuld,Prävention
und
V
erantw
ortlichkeitim
Strafrecht,in:Bockelm
ann-FS,1979,279
ff.,

306.

（
337
）
V
gl.Jescheck,(Fn.120),78;M
oos,(Fn.35),292,301;ders.,(Fn.321),349;ders.,(Fn.17),200.

（
338
）
M
oos,(Fn.321),352;vgl.N
ow
akow
ski,(Fn.1),173.

（
339
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
92.

（
340
）
Baurm
ann,(Fn.180),132
ff.

（
341
）
Baurm
ann,(Fn.180),135
f.;G
.Stratenw
erth,D
ie
Zukunftdes
strafrechtlichen
Schuldprinzips,1977,35
f.

（
342
）
V
gl.M
oos,(Fn.308),340.

（
343
）
V
gl.M
oos,(Fn.308),340.

（
344
）
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
の
が
ヤ
コ
プ
ス
で
あ
る
。
規
範
違
反
と
は
⽛
行
為
に
よ
る
規
範
に
対
す
る
矛
盾
⽜
で
あ
る
（
A
T
1.A
bschn.Rn
9）。⽛
法
誠
実

性
の
欠
如
が
責
任
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
⽜。⽛
規
範
遵
守
、
法
誠
実
性
の
動
機
づ
け
の
気
遣
い
は
個
々
人
の
事
柄
で
あ
る
⽜（
D
asSchuldprinzip,1993,

35）。⽛
目
的
だ
け
が
責
任
概
念
に
内
容
を
与
え
る
⽜（
Schuld
und
Prävention,1976,14）。⽛
責
任
は
一
般
予
防
に
よ
っ
て
…
…
根
拠
づ
け
ら
れ
、
こ
の
予

防
に
し
た
が
っ
て
量
ら
れ
る
（
Schuld
und
Prävention,9）。
責
任
主
義
は
⽛
積
極
的
一
般
予
防
の
派
生
体
⽜
で
あ
る
（
A
T
1.A
bshn.Rn
34）。
積
極
的

一
般
予
防
と
い
う
の
は
刑
罰
へ
の
恐
れ
を
意
図
し
て
い
る
の
で
な
く
、⽛
刑
罰
に
よ
っ
て
再
度
強
固
に
さ
れ
る
鎮
静
化
⽜
を
意
図
し
て
い
る
（
D
as

Schuldprinzip,27）。⽛
一
般
予
防
の
目
的
に
よ
っ
て
決
ま
る
責
任
の
境
界
は
、
責
任
及
び
責
任
刑
の
名
宛
人
と
し
て
の
⽝
良
き
市
民
⽞
の
見
解
が
引
く
と
こ
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ろ
で
は
な
く
、
規
範
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
に
伸
び
る
⽜（
Schuld
und
Prävention,33）。

（
345
）
V
gl.M
oos,(Fn.308),339;ders.,(Fn.321),350,354.

（
346
）
V
gl.N
ow
akow
ski,(Fn.1),208.

（
347
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),171.

（
348
）
V
gl.T
riffterer,(Fn.3),3.K
ap
Rn
63.

（
349
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),171.

（
350
）
V
gl.N
ow
akow
ski,(Fn.2),Rn
49a
i.V
.m
.Rn
11;Jescheck,(Fn.120),57
FN
1;M
oos,(Fn.17),172
f.

（
351
）
V
gl.N
ow
akow
ski,(Fn.17),313,321.

（
352
）
V
gl.R
.M
oos,(Fn.324),§
75
Rn
45.

（
353
）
N
ow
akow
ski,(Fn.2),Rn
49c.

（
354
）
M
oos,(Fn.17),173.

（
355
）
N
ow
akow
ski,(Fn.1),183.一
九
七
一
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
刑
法
草
案
第
三
四
条
（
特
別
の
減
軽
事
由
）
第
一
項
第
一
三
号
（
現
行
法
第
一
四
号
）

⽛
よ
り
重
大
な
損
害
を
加
え
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
任
意
に
こ
れ
を
自
制
し
た
場
合
、
又
は
損
害
が
行
為
者
又
は
行
為
者
の
た
め
に
第
三
者
に

よ
っ
て
賠
償
さ
れ
た
場
合
⽜
に
つ
き
、⽛
第
三
者
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
そ
れ
で
行
為
者
の
味
方
を
し
、
行
為
者
の
義
務
を
履
行
す
る
目
的
で
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
近
親
者
（
例
え
ば
、
両
親
又
は
配
偶
者
）
に
よ
る
損
害
賠
償
の
場
合
が
通
例
と
い
え
よ
う
。
行
為
者
が
よ
り
重
大
な
損
害
を
加

え
る
こ
と
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
は
他
人
の
利
益
へ
の
配
慮
心
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
を
減
少
さ
せ
る
。
損

害
賠
償
は
法
律
に
よ
れ
ば
行
為
者
の
責
任
洞
察
の
徴
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
観
的
に
も
、
行
為
者
が
後
に
被
害
者
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
と
き
、
一
般
的

受
け
と
り
方
か
ら
す
る
と
、
所
為
は
そ
れ
ほ
ど
重
く
な
い
。
第
三
者
に
よ
る
行
為
者
の
た
め
の
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
た
と
き
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
な
る
ほ
ど
、

行
為
者
の
内
的
態
度
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
所
為
の
客
観
的
重
さ
は
減
少
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
減
軽
事
由
が
行
為
者
の
近
し
い
者
に
損
害

賠
償
の
考
え
を
思
い
つ
か
せ
う
る
と
い
う
法
政
策
的
考
慮
が
あ
る
⽜。
同
第
三
四
条
第
一
項
第
一
四
号
（
現
行
法
第
一
五
号
）⽛
惹
起
し
た
損
害
を
賠
償
し
又

は
そ
の
他
の
不
利
益
な
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
の
真
摯
な
努
力
を
し
た
場
合
⽜
に
つ
き
、⽛
第
一
四
号
も
責
任
主
義
に
基
づ
く
。
な
る
ほ
ど
、
行
為
者
に
は
損

害
を
賠
償
す
る
又
は
そ
の
他
の
不
利
益
な
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
真
摯
な
努
力
を
し
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
行
為
者

の
利
益
に
働
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
為
者
が
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
の
結
び
つ
き
を
初
め
か
ら
完
全
に
は
な
お
ざ
り
に
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
や
は
り
責
任
洞
察
を
示
し
て
い
る
⽜。
同
第
一
五
号
（
現
行
法
第
一
六
号
）⽛
容
易
に
逃
走
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か

北研 51 (3・33) 267

責 任 ⑸



か
わ
ら
ず
又
は
お
そ
ら
く
発
見
さ
れ
ず
に
す
む
状
態
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
自
首
し
た
場
合
⽜
に
つ
き
、⽛
こ
の
減
軽
事
由
も
責
任
洞
察
を
推
測
さ

せ
る
⽜。
同
第
一
七
号
（
現
行
法
第
一
七
号
）⽛
改
悛
の
情
あ
る
自
白
を
な
し
、
又
は
そ
の
供
述
に
よ
っ
て
真
実
発
見
の
た
め
に
重
要
な
寄
与
を
為
し
た
場
合
⽜

に
つ
き
、⽛
現
実
の
改
悛
に
担
わ
れ
た
自
白
は
量
刑
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
責
任
洞
察
を
証
明
し
て
い
る
。
…
…
真
実
発
見
の
た
め
に
重
要
な
寄
与
を

為
し
た
供
述
も
、
司
法
を
支
援
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
減
軽
の
働
き
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
供
述
が
改
悛
を
示
す
も
の
で
も
な
く
又

自
白
で
な
い
場
合
で
も
妥
当
す
る
⽜。
Regierungsvorlage
vom
16.11.1971,Erläuerungen
128.

こ
れ
に
対
し
て
、
予
防
の
観
点
か
ら
捉
え
る
の
が
、
M
.Burgstaller,Grundproblem
e
des
Strafzum
essungsrechts
in
Ö
sterreich,ZStW
94

(1982),127
ff.,140
f.

（
356
）
V
gl.Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
83
III2
a.

（
357
）
V
gl.R
oxin,(Fn.8),§
19
IRn
9.

（
358
）
Jescheck,(Fn.120),75.

（
359
）
V
gl.E
.D
reher,H
.T
röndle,Strafgesetzbuch
und
N
ebengesetze,44.A
ufl.,1988,§
46
Rn
12;M
oos,(Fn.17),202.

な
お
、
責
任
と
並
ん
で
一
般
予
防
、
特
別
予
防
が
量
刑
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
そ
れ
ら
の
関
係
如
何
、
つ

ま
り
、⽛
魔
法
の
三
角
形
⽜（
ハ
イ
ン
ツ
・
ツ
イ
ッ
プ
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
言
圏
刑
法
学
で
は
概
ね
次
の
諸
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

①
点
の
刑
罰
理
論
（
T
heoriederPunktstrafe）。
本
理
論
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
所
為
の
責
任
評
価
に
よ
っ
て
、
法
定
刑
の
範
囲
内
で
点
で
定
ま
る
刑
罰

が
確
定
さ
れ
る
。
決
め
手
と
な
る
の
は
専
ら
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
。
一
つ
の
責
任
相
応
の
正
し
い
刑
罰
し
か
存
在
し
な
い
。
特
別
予
防
も
一
般
予
防
も
刑

量
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
予
防
の
観
点
は
、
せ
い
ぜ
い
、
い
わ
ば
副
産
物
と
し
て
、
専
ら
責
任
の
観
点
の
下
で
形
成
さ
れ
た
刑
罰
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
が
量
刑
の
基
礎
で
あ
り
、
量
刑
の
最
上
位
の
照
準
点
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
責
任
相
応
刑
を
上
回
る
又
は
下

回
る
刑
が
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
刑
罰
は
、
正
し
い
調
整
の
意
味
で
の
刑
罰
と
は
云
え
な
く
な
る
ほ
ど
責
任
の
量
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
A
rthur

K
aufm
ann,D
as
Schuldprinzip.Eine
strafrechtlich-rechtsphilospphische
U
ntersung,1961,261.;H
.-J.
Bruns,Strafzum
essungsrecht.

1967,2.A
ufl.,1974（
初
版
で
は
点
の
刑
罰
理
論
を
主
張
し
て
い
た
が
、
第
二
版
で
は
幅
の
理
論
に
近
づ
い
た
）;
ders.,D
er„Bestim
m
theitsgrad”
der

Punktstrafe
im
Strafzum
essungsrecht,N
JW
1979,289
ff.

ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
本
理
論
に
は
、
間
主
観
的
確
信
を
も
っ
て
⽛
正
し
い
刑
罰
⽜
を
確
定
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
点
で

定
ま
る
刑
と
い
う
の
は
全
く
の
虚
構
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
実
際
、
本
理
論
も
⽛
点
⽜
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
さ

ら
に
、
本
理
論
は
実
際
上
場
合
に
よ
っ
て
は
予
防
の
観
点
も
考
慮
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
で
、
そ
の
実
践
的
帰
結
は
幅
の
理
論
と
変
わ
ら
な
く
な
る
。
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D
reher/T
röndle,(Fn.359),§
46
Rn
11;W
.T
heune,Leipziger
K
om
m
entar
StGB,Bd.2,12.A
ufl.,2006,§
46
Rn
38;BGH
St27,2.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
で
も
、
先
ず
、
規
範
的
責
任
概
念
か
ら
、
特
定
の
具
体
的
所
為
に
対
し
て
確
固
と
し
た
責
任
点
を
突
き
止
め
、
基
礎
づ
け
る
こ
と

は
全
く
で
き
な
い
こ
と
、
な
お
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
責
任
評
価
の
幅
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
幅
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
、
点
の
刑
罰

理
論
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
刑
事
政
策
の
可
動
性
が
失
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
で
は
、
そ
の
規
定
か

ら
し
て
既
に
点
の
刑
罰
理
論
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
広
義
の
量
刑
に
つ
い
て
、
刑
法
第
三
七
条
（
自
由
刑
に
代
わ
る
罰
金
刑
の
科
刑
）、
第

四
三
条
（
条
件
付
刑
の
猶
予
）
は
予
防
を
考
慮
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
狭
義
の
量
刑
に
お
い
て
予
防
を
全
く
考
慮
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
第
四
一
条
（
刑
の
特
別
の
減
軽
）
は
、
狭
義
の
量
刑
に
お
い
て
も
予
防
の
観
点
が
無
視
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
第
三
二
条
第
一
項
は
、
責
任
が
量
刑
の
⽛
基
礎
⽜
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
が
、
こ
れ
も
責
任
と
並
ん
で
他
の
観
点
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
示
唆
す
る
。
最
後
に
、
第
三
四
条
（
特
別
減
軽
事
由
）
に
も
、
予
防
の
観
点
か
ら
の
規
定
が
見
ら
れ
る
が
（
例
え
ば
、
第
一
五
号
⽛
惹
起
し
た
損
害
を
賠

償
し
又
は
そ
の
他
の
不
利
益
な
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
に
真
摯
に
努
力
し
た
場
合
⽜）、
こ
の
こ
と
も
予
防
の
観
点
が
狭
義
の
量
刑
に
対
し
て
も
重
要
な
意
味

を
も
つ
こ
と
示
し
て
い
る
。
H
.Zipf,D
ie
Bedeutung
der
Grundlageform
eldes
§
32
A
bs
1
StGB,Ö
JZ
1979,197
ff.,199
f.;T
riffterer,(Fn.3),

20.K
ap
Rn
31.

②
段
階
理
論
（
Stufentheorie）
な
い
し
位
置
価
値
理
論
（
Stellenw
erttheorie）。
点
の
刑
罰
理
論
に
結
論
的
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
等
し
い
の
が
段
階
理

論
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
を
嚆
矢
と
し
、
エ
ッ
カ
ー
ル
ト
・
ホ
ル
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
本
理
論
は
、
責
任
と
予
防
を
明
確
に
区
別
す
る
こ

と
か
ら
出
立
す
る
。
制
裁
の
確
定
は
二
段
階
に
分
割
で
き
る
手
続
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
先
ず
負
責
さ
れ
る
不
法
を
虚
構
の
刑
罰
量
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
つ
ま
り
、
仮
定
的
に
服
さ
れ
る
べ
き
自
由
刑
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
そ
の
際
な
る
ほ
ど
一
定
の
判
断
余
地
を
有
す
る
（
こ
の
点

で
④
の
幅
の
理
論
と
一
致
す
る
）。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
こ
の
幅
の
範
囲
内
で
刑
を
基
本
的
に
下
限
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
刑
法

第
四
六
条
第
一
項
第
二
文
に
依
れ
ば
、
行
為
者
の
再
統
合
に
で
き
る
だ
け
の
支
障
の
な
い
刑
罰
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
（
受
動
的
特
別
予
防
）。

第
一
段
階
で
予
防
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
の
第
一
段
階
で
は
、
刑
罰
目
的
間
の
緊
張
関
係
は
生
じ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
段
階
で
、

裁
判
所
は
、
専
ら
予
防
の
観
点
か
ら
、
責
任
相
応
の
刑
罰
を
科
す
べ
き
か
否
か
、
刑
を
免
除
（
第
六
〇
条
）
又
は
刑
を
留
保
し
て
行
う
警
告
（
第
五
九
条
）

を
言
い
渡
す
の
か
、
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
を
科
す
の
か
、
自
由
刑
の
場
合
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
延
期
（
第
五
六
条
以
下
）
を
す
る
の
か
を
決
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
本
理
論
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
一
般
的
に
見
て
も
又
個
別
事
案
に
つ
い
て
見
て
も
、
特
別
予
防
、
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
刑

罰
に
関
す
る
認
識
は
存
在
し
な
い
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
H
.H
enkel,D
ie
„richtige”
Strafe.Gedanken
zur
richterlichen
Strafzum
essung,1969,

39ff.;E
.H
orn,W
iderdie„doppelspurige”Strafhöhenzum
essung,in:Schaffstein-FS,1975,241ff.;ders.,System
atischerK
om
m
entarzum
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Strafgesetzbuch,1995,§
46
Rn
33
ff.;H
.Schöch,Grundlagen
und
W
irkungen
derStrafe,Schaffstein-FS,1975,255
ff.オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、

G
.K
unst,Strafbem
essung,T
atschuld
und
Spezialprävention,Ö
JZ
1977,481
ff.

ド
イ
ツ
で
は
、
本
理
論
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
そ
れ
は
本
理
論
の
射
程
距
離
が
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
年
以
下
の
自
由
刑
の
場
合
に
し
か
本
理
論
の
適
用
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
超
え
る
と
、
一
定
刑
期
の
判
断
と
と
も
に
既
に
法
律
上
一
定
の
刑
罰
の
種
類
の

判
断
も
下
さ
れ
て
い
る
（
保
護
観
察
の
付
か
な
い
自
由
刑
）。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
積
極
的
・
特
別
予
防
の
観
点
を
既
に
刑
量
の
確
定
に

お
い
て
考
慮
す
る
⽛
特
別
予
防
上
修
正
さ
れ
た
位
置
価
値
理
論
⽜
が
唱
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
結
局
位
置
価
値
理
論
の
基
本
思
想
が
破
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。
第
二
に
、
本
理
論
の
適
用
範
囲
内
で
も
、
責
任
相
応
の
刑
罰
を
仮
定
的
に
服
役
さ
れ
る
べ
き
自
由
刑
に
関
連
付
け
、
刑
罰
の
種
類
を
度
外
視
す
る

こ
と
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
九
〇
日
の
日
数
罰
金
は
三
ヶ
月
の
自
由
刑
よ
り
も
特
別
予
防
的
に
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
）
有
意
味
で
あ
る
ば

か
り
か
、
行
為
者
に
全
体
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
不
利
益
を
与
え
な
い
制
裁
と
云
え
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
事
情
を
刑
の
量
を
確
定
す

る
際
に
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
第
二
段
階
の
刑
の
種
類
の
確
定
に
押
し
付
け
て
は
な
ら
な
い
。
V
gl.H
.-J.Bruns,„Stellenw
erththeorie”

oder„D
oppelspurige
Strafhöhenbem
essung”?,in:D
reher-FS,1977,251
ff.258
ff.;B.-D
.M
eier,Strafrechtliche
Sanktionen,3.A
ufl.,2009,

149
f.;F.Streng,Strafrechtliche
Sanktionen,3.A
ufl.,2012,IX
Rn
635.

本
理
論
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
四
一
条
（
刑
の
特
別
の
減
軽
）
は
、
特
別
予
防
が
狭
義

の
量
刑
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
V
gl.T
riffterer,(Fn.3),20.K
ap
Rn
27.

③
責
任
超
過
禁
止
理
論
（
T
heoriedesSchuldüberschreitungsverbotes）。
点
の
刑
罰
理
論
や
段
階
理
論
が
刑
事
政
策
的
観
点
に
お
い
て
抑
制
的
で

あ
り
す
ぎ
た
の
に
対
し
て
、
責
任
超
過
禁
止
理
論
は
刑
事
政
策
的
観
点
を
広
く
取
り
入
れ
る
余
地
を
認
め
る
。
本
理
論
は
、
責
任
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
る

べ
き
は
点
と
し
て
定
ま
る
宣
告
刑
の
上
限
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
こ
の
上
限
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
予
後
が
特
別
に
良
好

な
場
合
に
は
、
こ
の
程
度
は
法
定
刑
の
下
限
ま
で
下
回
っ
て
も
よ
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
四
一
条
の
定
め
る
刑
の
特
別
の
減
軽
の
場
合
、
責
任
の
外
に

あ
る
観
点
（
特
別
予
防
の
予
測
が
良
好
で
、
減
軽
事
由
が
加
重
事
由
と
比
較
し
て
凌
駕
し
て
い
る
と
き
）、
法
定
刑
を
下
回
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
ま
し
て
や
刑
を
法
定
刑
の
下
限
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

本
理
論
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
刑
法
改
正
作
業
の
過
程
で
、
立
法
者
が
こ
の
理
論
を
受
け
入
れ
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
な
ら
、

マ
ラ
ニ
ウ
ク
（
W
.M
alaniuk）
の
こ
れ
に
相
当
す
る
提
案
⽛
刑
の
量
定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
刑
罰
は
責
任
の
程
度
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
⽜
を
斥
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
実
際
、
刑
罰
が
責
任
を
下
回
る
な
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
三
二
条
第
一
項
⽛
刑
の
量

定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
⽜
に
反
し
、
刑
が
行
為
者
の
責
任
に
基
礎
を
有
す
る
こ
と
に
な
ら
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
刑
法
第
四
一
条
も
、
必
ず
し
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も
責
任
を
下
回
る
刑
を
許
す
根
拠
と
な
る
も
の
で
な
く
、
幅
の
理
論
と
の
整
合
性
を
示
す
も
の
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、⽛
刑
法
代
案
総
則
⽜
第
五

九
条
が
同
趣
旨
の
規
定
⽛
行
為
責
任
が
刑
の
上
限
を
画
す
る
⽜
を
設
け
て
い
た
が
、
こ
れ
は
立
法
者
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

本
説
は
退
潮
し
た
。
T
riffterer,(Fn.3),20.K
ap
Rn
31;Zipf,(Fn.359),200
ff.

わ
が
国
で
本
理
論
に
近
い
の
は
、
高
橋
（
注
315
）
五
三
三
頁
以
下
⽛⽝
責
任
⽞
は
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
…
…
量
刑
に
お
け
る
⽝
責
任
⽞
概

念
の
主
要
な
役
割
は
、
予
防
的
考
慮
が
過
度
に
わ
た
る
こ
と
に
対
す
る
限
界
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
⽝
刑
罰
限
定
機
能
⽞
に
あ
る
⽜、
西
原
（
注
93
）
五
〇

六
頁
、
浅
田
（
注
7
）
二
八
〇
頁
、
同
⽛
量
刑
基
準
⽜（⽝
量
刑
法
の
総
合
的
検
討

松
岡
正
章
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
⽞
所
収
・
二
〇
〇
五
年
・
三
六
頁
以
下
）、

城
下
祐
二
⽝
量
刑
理
論
の
現
代
的
課
題
⽞［
増
補
版
］
二
〇
〇
九
年
・
四
頁
以
下
。

④
幅
の
理
論
（
BGH
:Spielraum
theorie）
な
い
し
責
任
枠
理
論
（
M
aurach/Zipf:Schuldrahm
entheorie）。
あ
る
意
味
で
、
点
の
刑
罰
理
論
、
段
階

理
論
及
び
責
任
超
過
禁
止
理
論
を
仲
介
す
る
の
が
幅
の
理
論
で
あ
る
。
本
理
論
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
（
BGH
St7,28(32);20,

264(266f.);29,319(320)）、
今
日
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
に
お
け
る
通
説
と
目
さ
れ
る
理
論
で
あ
っ
て
、
刑
量
を
点
で
定
め
る
に
は
責
任
規
準

だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
立
す
る
。
責
任
規
準
を
用
い
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
定
刑
の
中
に
あ
る
大
幅
に
限
定
さ
れ
た
刑

罰
枠
だ
け
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
具
体
的
刑
量
を
確
定
す
る
に
当
り
、
下
の
限
界
で
は
⽛
既
に
責
任
相
応
の
⽜（
最
小
限
）、
上
の
限
界
で
は
⽛
な
お
責
任
相

応
の
⽜（
最
大
限
）
刑
罰
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
た
判
断
の
⽛
余
地
（
Spielraum
）⽜
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
通
過
段
階
た
る
⽛
責
任
枠
⽜
の
中
で
特
別
予

防
と
一
般
予
防
の
要
請
が
考
慮
さ
れ
う
る
。
刑
罰
が
こ
の
幅
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り
、
事
実
審
の
判
決
が
上
告
審
で
破
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

本
理
論
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
責
任
に
精
確
に
相
応
す
る
点
と
し
て
の
刑
罰
は
存
在
す
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
⽛
責
任
枠
⽜
と
し
て
近
似
的
に
し
か
認
識
で
き
な
い
の
だ
と
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
責
任
に
相
応
す
る
点
と
し
て
の
刑
罰
は
存

在
し
な
い
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
Zipf,(Fn.359),201⽛
こ
の
こ
と
は
、
責
任
評
価
と
い
う
も
の
が
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
法
共

同
体
の
法
確
信
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
そ
れ
で
も
責
任
枠
に
関
し
て
核
域
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
中
に
責
任
相
応
性
が
あ
る

こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
こ
れ
に
変
化
す
る
境
界
域
が
接
し
、
こ
れ
が
徐
々
に
、
刑
量
が
も
は
や
行
為
責
任
に
相
応
し
な
い
刑
罰
枠
の
領
域
に
移
行
す
る
⽜。

N
ow
akow
ski,(Fn.1),180f.グ
ラ
ス
ベ
ル
ガ
ー
（
R
.G
raßberger,D
ieStrafe,Ö
JZ
1961,169ff.,172）
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、⽛⽝
心
理
的
効
果
と
い

う
点
で
、
究
極
的
に
は
、
刑
罰
が
…
…
正
し
い
か
否
か
で
は
な
く
、
正
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
⽞。
こ
の
感
情
は
点
の
形
で
特
定
の
刑

罰
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
実
際
に
は
、
既
に
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
な
お
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
間
に
広
い
幅
が
あ
る
。

そ
れ
を
上
回
っ
て
も
下
回
っ
て
も
、
責
任
の
重
さ
か
ら
は
⽝
明
ら
か
に
不
正
な
刑
罰
⽞
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
⽜。
C.R
oxin,Strafzum
essung
im

Lichte
der
Strafzw
ecke,in:Schultz-FG,1977,463
ff.,466;.vgl.T
riffterer,(Fn.3),20.K
ap
Rn
29.
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幅
の
理
論
の
支
持
者
の
中
で
も
、
刑
は
責
任
の
枠
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
予
防
の
観
点
か
ら
、
例
外
が
認
め
ら
れ
な
い
の
か
が

問
題
と
な
る
。
責
任
の
枠
を
上
回
る
こ
と
は
、
責
任
主
義
が
憲
法
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
異
論
は
見
ら
れ
な
い

（
BverGE
45,187(260);BGH
St20,264(266f.)）。
こ
れ
に
対
し
て
、
予
防
の
理
由
か
ら
、⽛
既
に
責
任
に
相
応
す
る
刑
⽜
を
下
回
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
（
C.R
oxin,Zurjüngsten
D
iskussion
überSchuld,Prävention
und
V
erantw
ortlichkeit,in:Bockelm
ann-FS,

1979,279ff.,307;K
.Lackner,Ü
berneueEntw
icklungen
in
derStrafzum
essungslehre,1978,24f.;M
eier,(Fn.359),147）と
否
定
説（
BGH
St

24,132(133
f.);29,319
(321
f.);BGH
N
JW
1978,174
(175);Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
82
IV
5
b）
が
見
ら
れ
る
。
肯
定
説
に
依
れ
ば
、
予
防
の
観

点
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
刑
は
釣
り
合
い
の
と
れ
な
い
、
そ
れ
故
、
行
為
者
の
法
領
域
へ
の
正
当
化
で
き
な
い
侵
襲
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
の

統
合
説
に
依
る
と
、
予
防
の
基
本
目
的
は
特
別
予
防
目
的
の
実
現
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
刑
法
の
一
般
予
防
の
任
務
も
包
含
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
防
の
理
由
か
ら
責
任
を
下
回
る
と
い
う
こ
と
は
例
外
的
な
場
合
に
だ
け
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
を
下
回
る
場

合
と
い
う
の
は
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
適
切
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
法
意
識
か
ら
も
適
切
と
思
わ
れ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
否
定
説
は
、

ド
イ
ツ
刑
法
第
四
六
条
第
一
項
第
一
文
は
刑
罰
の
下
限
に
つ
い
て
の
拘
束
力
あ
る
規
定
だ
と
理
解
す
る
。
行
為
者
の
社
会
的
統
合
が
崩
壊
し
、
そ
れ
故
、
累

犯
の
蓋
然
性
が
高
ま
っ
て
も
、
責
任
を
下
回
る
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
責
任
を
問
わ
れ
る
不
法
と
著
し
く
不
釣
合
い
な

刑
を
科
す
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
よ
り
小
さ
な
害
悪
で
あ
る
。
責
任
を
下
回
る
刑
を
宣
告
す
る
な
ら
ば
正
義
感
情
に
反
す
る
し
、
刑
の
社
会
的
目
的
を
捉
え

損
な
う
こ
と
に
な
る
。

責
任
の
枠
内
で
も
、
一
般
予
防
が
考
慮
さ
れ
う
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
先
ず
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
四
六
条
第
一
項
は
、⽛
行
為
者
の
責
任
は
刑
の
量
定

の
基
礎
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
も
た
ら
す
と
予
期
し
う
る
刑
の
効
果
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。⽜
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
量
刑
に
お
い
て
特
別
予
防
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
が
、
一
般
予
防
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
が
な
い
の
で
、
そ
の
考
慮
の
可
否
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
。
先
ず
、
積
極
的
一
般
予
防
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
少
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
他
の
関
連
で
は
あ
る
が
、
刑
法
自
体
が
、⽛
法
秩
序

の
防
衛
⽜は
正
当
な
量
刑
事
由
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
第
四
七
条
第
一
項⽛
短
期
自
由
刑
の
回
避
⽜、第
五
六
条
第
三
項⽛
刑
の
延
期
⽜）。

第
二
に
、⽛
規
範
の
安
定
化
⽜
に
必
要
で
十
分
な
刑
の
量
を
具
体
的
事
案
で
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
積
極
的
一
般
予
防
は
量
刑
の
領

域
で
は
責
任
相
応
性
の
規
準
に
戻
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
82
IV
7
a.

消
極
的
一
般
予
防
（
威
嚇
一
般
予
防
）
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
を
⽛
み
せ
し
め
に
す
る
⽜
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
負
責
さ
れ
る
不
法
の
程
度
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
責
任
相
応
の
限
界
内
に
お
い
て
な
ら
、
威
嚇
は
考
慮
さ
れ
て
も
よ
い
と
い
う
見
解
が
あ

る
。
判
例
も
同
様
だ
が
、
但
し
、
具
体
的
事
案
で
⽛
判
決
を
待
っ
て
い
る
こ
う
い
っ
た
又
は
類
似
の
犯
罪
の
増
加
で
社
会
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
⽜
と
認
定
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さ
れ
た
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
場
合
で
も
、
一
般
の
人
々
へ
の
威
嚇
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
行
為
者
の
刑
を
重

く
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
刑
法
第
四
六
条
以
下
は
威
嚇
と
い
う
刑
罰
目
的
に
触
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
犯
行
時
点
で

な
く
、
判
決
時
点
で
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
に
、
実
証
研
究
か
ら
、
─
場
合
に
よ
っ
て
は
責
任
主
義

か
ら
節
度
の
あ
る
─
重
罰
が
明
白
な
威
嚇
効
果
を
有
す
る
と
い
う
十
分
な
示
唆
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
82
IV
7
b.

本
理
論
に
対
し
て
は
、
裁
判
実
務
が
本
理
論
に
沿
っ
た
思
考
様
式
を
と
っ
て
い
る
か
は
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
し
、
本
理
論
の
支
持
者
も
、
裁
判
官
が
判

決
理
由
中
に
責
任
・
刑
罰
枠
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
こ
と
ま
で
は
要
求
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
本
理
論
に
は
二
つ
の
長
所
、
つ
ま
り
、
潜
在
的
矛
盾

を
解
消
す
る
た
め
の
理
論
的
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
量
刑
に
当
っ
て
事
実
審
に
一
定
の
裁
量
の
余
地
が
認
め
ら
れ
ら
る
と
し
て
、
肯
定
的
評

価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
82
IV
6.

し
か
し
、
幅
の
理
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
点
と
し
て
定
ま
る
刑
量
と
い
う
も
の
は
な
い
が
、
そ

れ
と
同
じ
く
、
既
に
責
任
相
応
の
そ
し
て
ま
だ
責
任
相
応
の
刑
罰
の
た
め
の
限
界
寸
法
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。
も
し
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
裁
判

官
は
、
個
別
事
案
に
お
い
て
特
に
他
の
指
導
観
点
が
な
い
と
き
、
あ
る
枠
に
留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
害
悪
付
加
と

い
う
原
則
に
鑑
み
、
最
も
低
い
責
任
相
応
の
程
度
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
、
他
の
観
点
の
た
め
に
こ
れ
を
超
過
す
る
こ
と
は
問
題
を
孕

む
こ
と
に
な
る
。
D
reher/T
röndle,(Fn.359),§
46
Rn
10.さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
加
え
ら
れ
る
。
あ
る
対
象
が
十
分
に
精
密
な
道
具
が
な
い
た

め
に
精
確
に
測
定
で
き
な
い
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
一
定
の
大
き
さ
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
幅
の
理
論
と
い
う
の
は
よ
く

見
る
と
、
誰
も
責
任
主
義
に
反
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
度
で
、
予
防
の
理
由
か
ら
上
に
向
け
て
の
刑
量
の
操
作
を
許
す
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
い

と
。
実
際
、
有
期
自
由
刑
も
終
身
自
由
刑
も
責
任
相
応
だ
と
し
た
判
例
が
見
ら
れ
る
（
BGH
St28,32）。
Stratenw
erth,(Fn.63),§
7
Rn
62.

わ
が
国
で
幅
の
理
論
を
採
用
す
る
の
が
、
井
田
良
⽝
講
義
刑
法
学
・
総
論
⽞
二
〇
〇
八
年
・
五
六
一
頁
、
同
⽛
量
刑
理
論
の
体
系
化
の
た
め
の
覚
え
書
き
⽜

⽝
法
学
研
究
⽞（
慶
應
大
学
）
六
九
・
二
（
一
九
九
六
）
二
九
五
頁
以
下
。
改
正
刑
法
草
案
第
四
八
条
⽛
①
刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
②
刑
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る

犯
人
の
態
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
罪
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。⽜
も
幅
の
理
論
に
基
づ
い

て
い
る
と
云
え
よ
う
。

⑤
責
任
中
核
理
論
（
Schuldkerntheorie）
な
い
し
社
会
的
形
成
行
為
と
し
て
の
量
刑
理
論
（
T
heorie
von
der
Strafzum
essung
als
sozialer

Gestaltungsakt）。
幅
の
理
論
と
結
論
的
に
一
致
す
る
の
が
責
任
中
核
理
論
で
あ
る
。
本
理
論
は
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
点
で
定
ま
る
責
任
相
応
の
刑
罰

が
存
在
す
る
か
否
か
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
裁
判
官
は
法
定
刑
の
範
囲
内
で
、
法
秩
序
の
価
値
尺
度
に
つ
い
て
の
自
己
の
見
解
に
従
い
、
責
任
相
応
の
刑
罰
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を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
予
防
の
考
慮
に
基
づ
き
、
こ
の
出
立
刑
か
ら
わ
ず
か
に
外
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
ド
イ
ツ
刑

法
第
四
六
条
第
一
項
第
一
文
に
依
れ
ば
、
責
任
は
量
定
の
基
礎
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
へ
の
影
響
を
理
由
と
す
る
逸
脱
は
、
刑
が
こ
の
規
定

に
対
応
し
て
正
し
い
責
任
調
整
に
留
ま
る
か
ぎ
り
、
上
に
向
け
て
も
下
に
向
け
て
も
許
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
刑
法
第
四
六
条
第
一
項
第
一
文
だ
け
で
な
く
、

第
四
七
条
（
短
期
自
由
刑
の
回
避
）
も
法
秩
序
の
防
衛
と
い
う
理
由
か
ら
の
一
定
程
度
の
上
に
向
け
た
逸
脱
も
許
す
。
但
し
、⽛
刑
罰
が
依
然
と
し
て
法
共
同

体
を
前
に
し
て
擁
護
で
き
る
、
刑
罰
の
基
礎
と
の
内
的
連
関
⽜
を
維
持
す
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
D
reher/T
röndle,(Fn.379),§
46
Rn
12;H
.-H
.

Jescheck,Lehrbuch
des
Strafrechts
A
T
,4.A
ufl.,1988,§
82
III3;R
.M
oos,(Fn.321),267.

⑥
所
為
比
例
の
理
論
（
T
atproportionalitätstheorie）。
正
義
派
自
由
主
義
者
の
⽛
当
然
受
け
る
べ
き
相
応
の
報
い
（
Justdesert）⽜
を
基
礎
に
お
く
本

理
論
は
行
為
者
と
い
う
人
で
な
く
、
所
為
の
重
さ
を
考
察
の
中
心
に
す
え
る
。
所
為
の
重
さ
の
判
断
に
あ
っ
て
は
、
結
果
不
法
の
重
さ
と
行
為
不
法
の
重
さ

に
綿
密
に
区
別
さ
れ
る
所
為
の
不
法
と
、
も
し
か
す
る
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
所
為
の
主
観
的
帰
属
可
能
性
を
制
限
す
る
責
任
減
少
事
情
が
重
要
で
あ
る
。

不
法
と
責
任
と
の
関
係
の
な
い
、
行
為
者
人
格
に
関
係
す
る
事
情
は
全
て
考
慮
外
に
留
ま
る
。
本
理
論
を
最
も
詳
細
に
展
開
す
る
ヘ
ル
ン
レ
は
、
こ
れ
に
入

る
も
の
と
し
て
、
行
為
者
の
⽛
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
⽜
と
か
所
為
の
動
機
と
か
へ
の
無
差
別
の
関
連
付
け
、
そ
れ
に
、
行
為
者
が
警
察
の
お
と
り
に
よ
っ
て
説

得
さ
れ
た
こ
と
と
か
実
務
に
お
い
て
特
に
重
要
な
行
為
者
前
科
を
挙
げ
る
。
予
防
も
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
量
刑
で
考
慮
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

ド
イ
ツ
刑
法
第
四
六
条
第
一
項
第
二
文
⽛
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
刑
か
ら
予
期
し
う
る
効
果
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
⽜
は
予

防
の
排
除
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
法
文
は
責
任
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
行
為
者
の
刑
罰
感
受
性
（
Strafem
pfindlichkeit）
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た

に
す
ぎ
ず
、
予
防
的
影
響
を
あ
た
え
る
必
要
性
に
関
す
る
刑
罰
反
応
性
（
Strafem
pfänglichkeit）
に
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
理
論
に
依
れ
ば
、
予
防

の
観
点
が
消
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
量
刑
に
お
け
る
⽛
刑
罰
目
的
の
二
律
背
反
⽜
の
問
題
が
な
く
な
る
。
量
刑
事
態
は
専
ら
不
法
と
責
任
の
観
点
の
下
で

評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
再
社
会
化
に
役
立
つ
一
定
の
処
遇
措
置
を
と
る
た
め
に
、
幅
の
理
論
か
ら
は
許
さ
れ
る
刑
の
加
重
は
許
さ
れ
な
い
し
、
同
様
に
、

専
ら
、
処
遇
を
必
要
と
し
な
い
行
為
者
に
対
す
る
行
刑
を
省
く
と
い
う
目
的
の
み
か
ら
刑
の
減
軽
も
許
さ
れ
な
い
。
T
.H
örnle,T
atproportionale

Strafzum
essung,1999,143
ff.;dies.,D
as
antiquierte
Schuldverständnis
der
traditionellen
Strafzum
essungsrechtsprechung
und
-lehre,

JZ
1999,1080
ff.;A
.von
H
irsch,N
.Jahreborg,Strafm
ß
und
Gerechtigkeit.D
ie
deutsche
Strafzum
essngslehre
und
das
Prinzip
der

T
atpropportionalität,1991;A
.von
H
irsch,Censure
and
Sanctions,1993;H
.-J.A
lbrecht,Strafzum
essung
beischw
erer
K
rim
inalität,

1994.
所
為
比
例
の
理
論
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
所
為
比
例
の
理
論
は
量
刑
の
画
一
化
を
容
易
に
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
、
刑
罰
の
個

別
化
に
よ
る
法
益
保
護
と
い
う
正
義
に
反
す
る
。
こ
の
点
で
、
予
防
の
刑
罰
目
的
、
な
か
ん
ず
く
特
別
予
防
に
量
刑
上
の
意
味
を
否
定
す
る
こ
と
に
問
題
が
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あ
る
。
先
ず
、
自
由
剥
奪
の
制
裁
と
の
関
連
で
処
遇
効
果
の
証
明
が
な
い
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。
処
遇
措
置
が
効
果
を
も
つ
場
合
と
い
う
の
は
、
処
遇

措
置
が
全
て
の
被
験
者
に
等
し
く
役
立
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
罪
種
及
び
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
個
人
的
障
害
、
欠
陥
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
で
あ
る

と
い
う
実
証
的
知
見
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
別
予
防
を
あ
き
ら
め
て
行
刑
か
ら
削
除
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
維
持
し
て
、
理
論
面
で
も
さ
ら
に

促
進
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
五
七
条
（
有
期
自
由
刑
の
場
合
の
残
刑
の
延
期
）
以
下
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
務
で
も
、
刑

量
の
確
定
に
当
っ
て
は
既
に
一
定
の
執
行
方
法
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
量
刑
理
論
が
こ
う
い
っ
た
刑
事
政
策
上
意
味
の
あ
る
刑
罰
の
修
正
の
可
能
性
を
初

め
か
ら
摘
み
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
、
量
刑
に
お
い
て
特
別
予
防
が
独
自
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
処
遇
措
置
の
必
要
が
認

め
ら
れ
ず
、
一
般
予
防
上
も
反
対
の
根
拠
が
な
い
限
り
、⽛
既
に
責
任
相
応
の
⽜
刑
の
下
限
に
留
ま
ら
ね
ば
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
づ
け
も
可
能
と
な
る
。
刑
罰

を
専
ら
所
為
比
例
で
方
向
付
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
統
計
上
の
平
均
的
刑
量
の
上
昇
を
生
じ
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
人
道
主
義
、
自
由
主
義
と
い
う
刑

事
政
策
の
基
本
観
点
か
ら
し
て
も
、
量
刑
に
お
い
て
特
別
予
防
の
潜
在
的
力
の
維
持
が
大
事
で
あ
る
。
T
heune,(Fn.359),§
46
Rn
49;M
eier,(Fn.369),

150ff.;H
.R
adtke,M
ünchnerK
om
m
entarStGB
Bd.1,2003,V
or§§
38ff.Rn
63.わ
が
国
で
本
理
論
に
近
い
の
が
、
吉
岡
一
男
⽝
因
果
関
係
と
刑
事

責
任
⽞
二
〇
〇
六
年
・
一
五
七
頁
以
下
。

最
高
裁
判
所
は
責
任
超
過
禁
止
理
論
、
幅
の
理
論
又
は
責
任
中
核
理
論
の
立
場
を
採
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
最
判
平
成

二
六
・
七
・
二
四
刑
集
六
八
・
六
・
九
二
五
［
寝
屋
川
幼
児
虐
待
死
事
件
］
は
、〔
被
告
人
両
名
は
、
両
名
の
間
に
生
ま
れ
た
三
女
に
そ
れ
ぞ
れ
継
続
的
に
暴

行
を
加
え
、
か
つ
、
こ
れ
を
相
互
に
認
識
し
つ
つ
も
制
止
す
る
こ
と
な
く
容
認
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
共
謀
を
遂
げ
た
上
、
当
時
の
被
告
人
両
名
の
自
宅
に

お
い
て
、
被
告
人
甲
が
、
三
女
（
当
時
一
歳
八
ヶ
月
）
に
対
し
、
そ
の
顔
面
を
含
む
頭
部
分
を
平
手
で
一
回
強
打
し
て
頭
部
分
を
床
に
打
ち
付
け
さ
せ
る
な

ど
の
暴
行
を
加
え
、
そ
の
結
果
、
急
性
硬
膜
下
血
腫
瘍
な
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
三
女
を
急
性
硬
膜
下
血
腫
に
基
づ
く
脳
腫
脹
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。
被
告

人
両
名
は
傷
害
致
死
罪
で
起
訴
さ
れ
、
検
察
官
は
懲
役
一
〇
年
を
求
刑
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
判
決
は
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
、
両
被
告
人
に
懲
役
一
五
年

を
言
い
渡
し
た
。
検
察
官
の
求
刑
は
、
本
件
児
童
虐
待
の
悪
質
性
及
び
責
任
を
次
女
に
な
す
り
付
け
る
よ
う
な
被
告
人
両
名
の
態
度
の
問
題
性
を
十
分
に
評

価
し
て
い
な
い
、
さ
ら
に
、
同
種
事
案
の
量
刑
傾
向
と
い
っ
て
も
、
裁
判
所
の
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
は
、
登
録
数
が
限
ら
れ
て
い
る
上
、
量
刑
を
決
め
る
に

当
っ
て
考
慮
し
た
要
素
を
全
て
把
握
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
か
ら
、
各
判
断
の
妥
当
性
を
検
証
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
本
件
事
案
と
の
比
較
を
正
確

に
行
う
こ
と
も
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
近
似
の
法
改
正
か
ら
も
窺
が
え
る
児
童
の
生
命
等
尊
重
の
要
求
の
高
ま
り
を

含
む
社
会
情
勢
に
鑑
み
、
本
件
の
よ
う
な
行
為
責
任
が
重
大
と
考
え
ら
れ
る
児
童
虐
待
事
犯
に
対
し
て
は
、
今
ま
で
以
上
に
厳
し
い
罰
を
科
す
る
こ
と
が
そ

う
し
た
法
改
正
や
社
会
情
勢
に
適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
被
告
人
両
名
に
対
し
て
傷
害
致
死
罪
に
定
め
ら
れ
た
法
定
刑
の
上
限
に
近
い
刑
が
相
当
で

あ
る
。
控
訴
審
も
こ
れ
を
是
認
し
た
〕
と
い
う
事
案
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
一
、
二
審
判
決
を
破
棄
し
、
甲
に
懲
役
一
〇
年
、
乙
に
懲
役
八
年
を
言
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い
渡
し
た
。⽛
我
が
国
の
刑
法
は
、
一
つ
の
構
成
要
件
の
中
に
種
々
の
犯
罪
類
型
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
幅
広
い
法
定
刑
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

裁
判
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
の
原
則
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
当
該
行
為
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
裁
判
例
が
集

積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
類
型
ご
と
に
一
定
の
量
刑
傾
向
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
先
例
の
集
積
そ
れ
自
体
は
直
ち
に
法
規
範
性
を
帯

び
る
も
の
で
は
な
い
が
、
量
刑
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
目
安
と
さ
れ
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
量
刑
が
裁
判
の
判
断
と
し
て
是
認
さ
れ
る
た

め
に
は
、
量
刑
要
素
が
客
観
的
に
適
切
に
評
価
さ
れ
、
結
果
が
公
平
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
量
刑
傾
向
を
視

野
に
入
れ
て
判
断
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
該
量
刑
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
重
要
な
要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
…
…
裁
判
員
裁
判
と
い
え
ど
も
、
他
の
裁
判
の
結
果
と
の
公
平
性
が

保
持
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
評
議
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
お
お
ま
か
な
量
刑
の
傾
向
を
裁
判
体
の

共
通
認
識
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
当
該
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
評
議
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
三

…
…
第
一
審
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
傾
向
に
必
ず
し
も
同
調
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
踏
み
出
し
た
重
い
量
刑
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
も
と
よ
り
、
前
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
量
刑
を
行
う
こ
と
も
、
裁
判
員
裁
判
の
役
割
と
し
て
直
ち
に
否
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
量
刑
判
断
が
公
平
性
の
観
点
か
ら
も
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
量
刑
の
傾
向
を
前
提
と

す
べ
き
で
な
い
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
、
裁
判
体
の
判
断
が
具
体
的
、
説
得
的
に
判
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
四

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
指
摘

さ
れ
た
社
会
情
勢
等
の
事
情
を
本
件
の
量
刑
に
強
く
反
映
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
量
刑
の
傾
向
か
ら
踏
み
出
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の
懲
役
一
〇

年
と
い
う
求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
懲
役
一
五
年
と
い
う
量
刑
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
の

結
果
、
本
件
第
一
審
は
、
甚
だ
し
く
不
当
な
量
刑
判
断
に
至
っ
た
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。
同
時
に
、
法
定
刑
の
中
に
お
い
て
選
択
の
余
地
の
あ
る
範
囲
内

に
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
み
で
合
理
的
な
理
由
な
く
第
一
審
判
決
の
量
刑
を
是
認
し
た
原
判
決
は
、
甚
だ
し
く
不
当
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ

ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
⽜。
本
判
決
は
、
量
刑
が
⽛
行
為
責
任
の
原
則
を
基
礎
⽜
と
す
る
こ
と
、
裁
判
例
の
集
積
が
目
安
と
な
る
こ
と
、
量
刑
要
素
が
適
切

に
評
価
さ
れ
、
結
果
が
⽛
公
平
性
⽜
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
要
す
る
こ
と
を
説
示
し
た
。
責
任
の
原
則
が
量
刑
の
⽛
基
礎
⽜
と
な
る
こ
と
は
、⽛
基
礎
⽜
の
意

味
を
如
何
に
解
す
る
か
は
別
と
し
て
、
責
任
主
義
に
立
脚
す
る
刑
法
の
帰
結
で
あ
る
。
行
為
者
の
⽛
責
任
⽜
と
は
関
係
の
な
い
要
素
が
責
任
の
評
価
要
素
と

し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
第
一
審
が
⽛
児
童
の
生
命
等
尊
重
の
要
求
の
高
ま
り
を
含
む
社
会
情
勢
⽜、
つ
ま
り
⽛
厳
罰
要

求
⽜
を
⽛
行
為
責
任
⽜
と
関
連
づ
け
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
る
。

し
か
し
、
予
防
の
考
慮
が
許
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
基
本
的
に
⽛
行
為
責
任
⽜
か
ら
の
不
相
当
な
逸
脱
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
際
、
従
前
の
裁
判
例
、

そ
れ
を
基
に
し
た
⽛
公
益
の
代
表
者
⽜
で
あ
る
検
察
官
の
⽛
全
国
的
な
求
刑
基
準
⽜
に
よ
る
求
刑
が
一
応
の
目
安
と
な
る
。
本
判
決
が
説
示
す
る
よ
う
に
、
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求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
量
刑
を
す
る
に
は
、
そ
の
こ
と
の
⽛
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
⽜
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
参
照
、
原
田
國
男
⽛
裁
判
員
裁
判
の

量
刑
の
在
り
方
─
最
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
を
巡
っ
て
─
⽜
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
二
（
二
〇
一
四
）
四
三
頁
以
下
。

（
360
）
C.R
oxin,Sinn
und
Grenzen
staatlicherStrafe,JuS
1966,377
ff.,385;H
irsch,(Fn.52),758.参
照
、
宮
澤
浩
一
⽛
責
任
主
義
⽜（
中
山
研
一
等
編

⽝
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻

違
法
と
責
任
⽞
所
収
・
一
九
七
九
年
・
一
六
九
頁
以
下
）
一
九
二
頁
以
下
。

（
361
）
E
.H
orn,(Fn.359.w
ider),241
ff.;ders.,Zum
Stellenw
ertder„Stellenw
erttheorie”,in:Bruns-FS,1978,165
ff.;dazu
kritisch
H
.M
üller-

D
ietz,Grundfragen
des
strafrechtlichen
Sanktionensystem
s,1979,28
f.;C.R
oxin,Prävention
und
Strafzum
essung,in:Bruns-FS,1978,

183
ff.

（
362
）
H
.K
ury,Strafvollzug
und
Resozialisierung,─
zur
W
iederbelebung
des
Behandlungsansatzes
─
(II),H
okkai-Gakuen
Law
Journal,

V
ol.34,N
o.3,645ff.,654（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
⽛
行
刑
と
再
社
会
化
─
処
遇
思
想
の
再
活
性
化
（
下
）⽜
北
海
学
園
大
学
⽝
法
学
研
究
⽞
三
四
・
三
（
一
九
九

九
）
六
二
五
頁
以
下
）。

（
363
）
V
gl.C.R
oxin,Strafzum
essung
im
Lichte
der
Strafzw
ecke,in:Schultz-FS,1977,463
ff.,479
f.;M
oos,(Fn.35),314;M
üller-D
ietz,(Fn.

361),30.

（
364
）
G
.K
aiser,Zw
eckstrafe
und
M
enschenrechte
─
D
as
„M
arburger
Program
m
”
hundertJahre
später
─
Eine
Bilanz,H
okkai-Gakuen

Law
Journal,V
ol.18,N
o.2(1982),437ff.,460（
邦
訳
、⽛
目
的
刑
と
人
権
─
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
百
年
─
総
括
⽜
北
海
学
園
大
学
⽝
法
学
研
究
⽞
一
八
・
二
（
一

九
八
二
）
一
七
五
頁
以
下
）;ders.,K
rim
inologie,3.A
ufl.,1996,§
91
Rn
4.

（
365
）
H
.Schöch,Em
pirische
Grundlagen
der
Generalprävention,in:Jescheck-FS,Zw
eiter
H
albband,1985,1081
ff.,1104.

（
366
）
BGH
20,264
(267).

（
367
）
BGH
,N
StZ
1982,463;1983,501;1986,358.

（
368
）
V
gl.Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
82
IV
7
b;M
oos,(Fn.324),§
75
Rn
47.

（
369
）
法
務
省
刑
事
局
⽝
改
正
刑
法
草
案
説
明
書
⽞
一
九
七
二
年
。

（
370
）
ド
イ
ツ
で
は
、
行
為
者
─
被
害
者
─
和
解
（
T
äter-O
pfer-A
usgleich）
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
裁
判
外
行
為
和
解

（
A
ußergerichtlicherT
atausgleich）
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
概
念
は
被
害
者
と
の
紛
争
だ
け
を
示
唆
し
、
社
会
、
法
と
の
紛
争
を

無
視
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
、
後
者
の
概
念
の
法
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
後
者
は
公
共
に
役
立
つ
労
働
、
公
益
団
体
へ
の
寄

付
等
を
包
含
す
る
点
で
も
有
用
で
あ
る
。
V
gl.M
oos,(Fn.A
ußer),345.
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（
371
）
M
oos,(Fn.308),346
f.;E
.Steininger,W
iedergum
achung
als
dritte
Spur
neben
Strafen
und
M
aßnahm
en,JBl1990,137
ff,150.

（
372
）
H
.Schöch,Strafrechtzw
ischen
Freien
und
Gleichen
im
dem
okratischen
Rechtsstaat,in:M
aihofer-FS,1988,461
ff.,467.

（
373
）
D
.R
össner,W
iedergutm
achen
stattÜ
belvergelten,in:D
.R
össner,E
.M
arks(H
rsg.),T
äter-O
pfer-A
usgleich,1989,7
ff.,20
f.

（
374
）
M
oos,(35),312
f;Steininger,(Fn.371),146.
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Schuld (5)

Toshio YOSHIDA

Erstes Kapitel Schuldgrundsatz und Schuldbegriff
(1) Bedeutung des Schuldgrundsatzes
A. Strafbegründende, strafschützende und strafbegrenzende Funktion
B. Verfassungsrechtliche Absicherung

(2) Bedeutung des Schuldbegriffs
(3) Zur Problematik der Willensfreiheit
A. Geschichtliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum
B. Gegenwärtige Situation im deutschsprachigen Raum
1. Deutschland
2. Österreich
3. Die Schweiz (Bd. 50, Nr. 2)
C. Die Auseinandersetzung mit der Willensfreiheit in Japan
a . Kimura Kameji
b . Dando Shigemitsu
c . Hirano Ryuichi
d . Fukuda Taira
e . Nakayama Kenichi
f . Eine Zwischenbilanz

(4) Psychologische Vorgänge bei der Willensbildung

Zweites Kapitel Geschichtliche dogmatische Entwicklung des
Schuldbegriffs ─ vom psychologischen Schuld-
begriff zum normativen Schuldbegriff ─

(1) Deuschland
A. Frühere Lehre (Bd. 50, Nr. 3/4)
B. Der Schuldbegriff von heute
a . Müller-Dietz
b . Jescheck
c . Bauman/Weber/Mitsch
d . Schöch
e . Der funktionale Schuldbegriff
aa. Roxin
bb. Jakobs
cc. Streng
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dd. Merkel
f . Der Charakterschuld
g . Das Strafrecht ohne Schuld

(2) Österreich
A. Frühere Lehre
B. Der Schuldbegriff von heute
C. Die Zumutbarkeit als allgemeiner Entschuldigungsgrund

(3) Die Schweiz (Bd. 51, Nr. 1)
(4) Japan
A. Die charakterlistische Schuldlehre der modernen Schule
B. Die individualmoralische Schuldauffassungen
a . Die staatssittliche Schuldauffassung
b . Die persönlichkeitsschuldauffassung

C. Die Einzeltatschuldauffassung
a . Fukuda Taira
b . Nishihara Haruo
c . Ohya Minoru
d . Uchida Fumiaki
e . Naito Ken
f . Eine Zwischenbilanz

D. Die nicht individualmoralische Schuldauffassungen
a . Kimura Kameji
b . Hirano Ryuichi
c . Horiuchi Shozo
f . Masuda Yutaka (Bd. 51, Nr. 2)

Drittes Kapitel Strafrecht, Rechtsschuld, Rechtsstrafe, Strafzumessung
und Außergerichtlicher Tatausgleich

(1) Strafrecht
(2) (Un)recht
(3) Die objektivierte, sozialethische Schuld als Rechtsschuld
A. Der Gehalt des Schuldbegriffs
B. Maßstab
C. Tatschuld und Täterschuld

(4) Rechtsstrafe
(5) Strafzumessung
A. Schuld als Maßprinzip für die Strafzumessung
B. Das Verhältnis der Schuld zur Prävention

(6) Außergerichtlicher Tatausgleich (Bd. 51, Nr. 3)
(Die Fortsetzung folgt.)
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