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第
１
章

自
律
性
原
理
（
自
己
答
責
性
原
理
）
と
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化

Ⅰ

概
説

人
の
自
己
答
責
性
（
Eigenverantw
ortlichkeit）、
つ
ま
り
、
自
律
性
原
理
（
A
utonom
ieprinzip）
は
、
刑
法
に
お
い

て
被
害
者
の
承
諾
、
推
定
的
承
諾
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
構
成
要
件
段
階
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
に
お
い
て
も
重
要
な

意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
性
を
実
質
的
観
点
か
ら
限
定
す
る
理
論
が
客
観
的
帰
属
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
行
為
の
帰
属

と
実
際
に
生
じ
た
結
果
の
帰
属
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
経
験
的
危
険
と
規
範
的
危
険
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
人
の
自
己
答
責
性
は

行
為
の
規
範
的
危
険
を
排
除
す
る
規
準
と
な
る
。
自
己
答
責
性
と
い
う
の
は
、
一
定
の
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
法
益
の
保
持
者
に
は
自
分

の
財
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
関
し
て
自
ら
決
定
で
き
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
多
く
の
犯
罪
構
成
要
件
は
、
基
本
的
に
、

行
為
が
法
益
保
持
者
の
意
思
に
反
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
法
益
保
護
を
開
始
で
き
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
（
1
）。
自
己
答
責
性
原
理
を
基
礎
と

す
る
被
害
者
の
承
諾
及
び
推
定
的
承
諾
の
法
理
は
、
基
本
的
に
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
行
為
（
E
igenverantw
ortliche

Selbstgefährdung）
が
規
範
的
に
受
容
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
自
律
性
原
理
に
基
づ
き
、
自
招
緊
急
避
難
に
お
い

て
も
緊
急
権
の
援
用
が
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
は
自
己
答
責
性
原
理
の

一
適
用
領
域
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
・
判
例
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
2
）。

自
己
答
責
性
の
原
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
秩
序
の
放
棄
で
き
な
い
存
立
要
素
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
憲
法
第
一
三
条
（
個
人
の
尊
重
）

に
お
い
て
基
本
価
値
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
の
で
あ
る
。
憲
法
秩
序
は
国
に
市
民
を
保
護
監
督
す
る
任
務
を
与

え
て
い
な
い
。
市
民
は
基
本
的
に
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
法
益
を
危
険
に
曝
す
か
否
か
、
そ
し
て
そ
の
程
度
に
関
し
て
自
ら
決

定
す
る
権
利
を
享
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
法
秩
序
は
、
単
に
他
人
の
自
己
危
殆
化
を
可
能
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
行
為
を
一
般
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的
に
不
承
認
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
出
さ
れ
る
。
答
責
の
前
提
に
は
、
他
人
に
対
し
て
で
あ
れ
、
自
分
に
対
し
て

で
あ
れ
、
自
由
が
あ
る
（
3
）。

自
己
答
責
は
法
秩
序
を
貫
く
原
理
で
あ
り
、
当
然
、
刑
法
の
根
底
に
あ
る
原
理
で
あ
る
。
す
で
に
構
成
要
件
の
法
益
保
護
に
お
い
て
、

誰
も
が
自
ら
冒
し
た
が
、
自
ら
避
け
る
こ
と
の
で
き
た
危
険
は
自
ら
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
人
が
負
う
の
で
は
な
い
と
い

う
思
想
が
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
犯
罪
理
論
体
系
に
お
け
る
最
初
の
、独
立
し
た
評
価
段
階
で
あ
る
構
成
要
件
で
、た
い
て
い
の
場
合⽛
他

人
を
…
…
し
た
る
者
⽜
と
い
う
文
言
と
結
び
つ
け
て
類
型
的
不
法
基
礎
づ
け
を
す
る
こ
と
が
、
自
然
主
義
的
に
は
当
然
と
は
い
え
て
も
、

し
か
し
、
そ
の
実
際
の
出
来
事
を
見
る
と
、⽛
他
人
自
身
の
関
与
の
下
に
…
…
し
た
る
者
⽜
と
理
解
で
き
る
た
め
、
不
法
基
礎
づ
け
を
す
る

こ
と
が
規
範
的
に
は
も
は
や
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
殺
人
罪
（
刑
第
一
九
九
条
）
は
⽛
他
人
を
殺
し
た
⽜

場
合
に
関
係
す
る
の
に
対
し
、
自
殺
関
与
罪
（
刑
第
二
〇
二
条
）
と
い
う
殺
人
罪
と
異
な
る
構
成
要
件
は
⽛
他
人
の
自
殺
に
関
与
⽜
し
た

場
合
に
関
係
し
、
そ
の
評
価
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。⽛
他
人
の
仕
事
⽜
で
あ
る
自
殺
に
関
与
す
る
行
為
が
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
生
命
と
か
身
体
と
い
っ
た
構
成
要
件
の
実
質
的
射
程
は
、
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
そ
の
焦
点
を
基
本

的
に
他
人
へ
の
損
傷
行
為
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
4
）。

自
殺
既
遂
罪
は
も
と
よ
り
、
自
殺
未
遂
罪
と
い
う
構
成
要
件
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
自
殺
が
法
的
に
は
中
立
的
評
価

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
倫
理
的
に
は
容
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
殺
者
本

人
に
は
そ
の
生
命
が
何
の
価
値
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
共
同
体
は
生
命
が
不
可
侵
で
あ
る
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
自

殺
関
与
罪
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
5
）。
傷
害
罪
（
刑
第
二
〇
四
条
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成
要
件
は
他
人
へ
の
傷
害
行
為
を
対
象
と
す
る
の
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で
あ
っ
て
、
自
分
を
傷
つ
け
る
行
為
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
自
己
答
責
的
自
傷
行
為
は
刑
法
上
重
要
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

自
傷
罪
と
い
う
構
成
要
件
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。⽛
自
傷
関
与
罪
⽜
と
い
う
構
成
要
件
も
存
在
せ
ず
、
自
傷
行
為
へ
の
関
与
行
為
も
処
罰

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
故
、
こ
う
い
っ
た
⽛
自
己
損
傷
⽜
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
関
与
者
が
被
害
者
の
損
傷
を
望
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
、
損
傷
の
故
意
を

抱
い
て
い
て
も
、
関
与
者
は
刑
法
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
関
与
者
の
寄
与
行
為
は
決
定
主
体
の
自
律
性
に
よ
っ
て
被
覆
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
規
範
的
に
は
刑
法
規
範
の
実
質
的
領
域
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不
法
帰
属
に
お
い
て
す
で
に
重
要
な
こ
と

は
、行
為
に
伴
う
危
険
が
、こ
の
危
険
に
自
発
的
に
曝
し
た
者
に
帰
せ
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、故
意
犯
で
あ
っ

て
も
、⽛
自
分
を
危
険
に
曝
す
者
が
自
発
的
に
認
識
し
て
冒
す
、
他
人
の
自
己
危
殆
化
に
単
に
き
っ
か
け
を
与
え
る
と
か
、
そ
の
他
の
関
与

を
す
る
こ
と
に
、
基
本
的
に
客
観
的
注
意
違
反
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
6
）⽜。
こ
こ
に
は
行
為
無
価
値
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
講
壇
事

例
で
見
る
と
、
雷
雨
の
中
、
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
の
を
期
待
し
な
が
ら
、
遊
び
に
来
て
い
た
友
人
を
外
へ
送
り
出
し
、
そ
の
友
人
は
実
際

に
雷
に
打
た
れ
て
死
亡
し
た
と
か
（
7
）、
吐
き
気
を
も
よ
お
す
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
乗
る
よ
う
に
友
人
を
誘
い
、

そ
の
友
人
が
実
際
に
嘔
吐
し
た
と
か
（
8
）、
甥
が
被
相
続
人
で
あ
る
伯
母
が
窒
息
死
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
餅
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
伯
母
が
そ

れ
を
食
べ
て
本
当
に
窒
息
死
し
た
（
9
）と
い
っ
た
場
合
が
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
の
例
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
不
運
な
結
末
と
な
っ
た
場

合
、
一
般
的
な
生
活
経
験
上
の
危
険
が
実
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
限
り
、
送
り
出
さ
れ
た
者
も
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
乗
っ
た
者
も
、

伯
母
も
自
発
的
に
危
険
を
負
っ
た
の
で
あ
り
、
関
与
者
に
故
意
が
あ
っ
て
も
、
行
為
の
規
範
的
危
険
が
認
め
ら
れ
ず
、
行
為
帰
属
は
否
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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危
険
創
設
者
が
、
自
己
を
危
険
に
曝
す
者
の
生
命
、
身
体
と
い
っ
た
法
益
の
た
め
の
保
護
保
障
人
で
あ
る
と
き
も
、
基
本
的
に
行
為
の

客
観
的
帰
属
は
否
定
さ
れ
る
。
保
障
人
の
答
責
は
法
益
保
持
者
の
答
責
を
排
除
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
患
者
が
医
師
に
よ
っ
て

処
方
さ
れ
た
薬
剤
を
濫
用
し
、
自
己
危
殆
化
す
る
と
き
、
患
者
に
薬
物
濫
用
嗜
癖
が
あ
っ
て
医
師
の
治
療
を
求
め
て
い
た
等
の
特
段
の
事

情
が
無
い
限
り
、
当
該
医
師
に
保
障
人
の
地
位
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
自
己
答
責
性
の
原
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
医
師

の
行
為
の
規
範
的
危
険
は
認
め
ら
れ
な
い
（
10
）。

Ⅱ

適
用
領
域

（
ａ
）
ス
ポ
ー
ツ

自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
が
現
実
に
意
味
を
も
つ
事
例
の
多
く
は
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
。
標
識
の
整

備
さ
れ
て
い
る
ス
キ
ー
滑
走
路
か
ら
離
れ
て
、
明
ら
か
に
無
謀
な
滑
走
を
す
る
者
は
自
己
答
責
的
行
為
を
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る

傷
害
の
危
険
を
自
ら
負
う
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
競
技
へ
の
参
加
も
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
の
事
例
で
あ

る
。
規
則
が
成
文
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
⽛
ス
ポ
ー
ツ
規
則
⽜
に
よ
れ
ば
一
定
の
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
が
普
通

な
競
技
へ
参
加
す
る
場
合
、
危
険
の
甘
受
は
参
加
者
が
こ
の
規
則
を
受
け
容
れ
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
規
則
は
社
会
生
活
規

範
の
働
き
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
際
に
受
け
た
傷
害
は
、
そ
れ
が
各
運
動
競
技
種
目
に
特
有
の
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
不
可

避
的
に
伴
う
危
険
の
範
囲
内
で
生
じ
た
と
き
、
一
般
的
に
甘
受
さ
れ
る
の
で
、
行
為
の
客
観
的
注
意
違
反
が
欠
如
す
る
こ
と
と
な
り
、
刑

法
上
の
重
要
性
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ス
ポ
ー
ツ
競
技
上
の
反
則
行
為
は
刑
法
上
の
注
意
違
反
行
為
と
同
一
視
で
き
な
い
。
当
該
ス

ポ
ー
ツ
競
技
を
可
能
と
す
る
た
め
に
不
可
避
と
見
ら
れ
、
そ
れ
故
、
一
般
的
に
甘
受
さ
れ
る
限
界
を
超
え
た
傷
害
が
あ
る
と
き
に
は
じ
め

て
、
規
範
的
寛
容
性
が
消
滅
し
、
行
為
の
帰
属
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
蹴
球
の
試
合
で
走
っ
て
い
る
選
手
の
く
る
ぶ
し
を
後
ろ
か
ら

思
い
切
り
靴
で
蹴
っ
て
傷
害
を
与
え
る
行
為
は
限
界
を
超
え
て
い
る
（
11
）。
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こ
の
こ
と
は
、
蹴
球
、
自
動
車
競
走
、
バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ
、
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
デ
イ
ン
グ
、
登
攀
、
ス
キ
ー
レ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
傷
害
の
危
険
が
そ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
性
質
上
そ
れ
に
内
在
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
拳
闘
、
相
撲
、
柔
道
と
い
っ
た
相
手
の
身
体
的

損
傷
を
目
的
と
す
る
格
闘
競
技
に
も
妥
当
す
る
。
第
三
者
の
意
思
が
、
自
分
自
身
を
危
険
に
曝
す
者
の
損
傷
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で

す
ら
、
傷
害
の
結
果
が
、
既
知
の
、
一
見
し
て
分
か
る
危
険
に
自
発
的
に
曝
し
た
者
に
生
じ
て
い
る
と
き
、
第
三
者
の
意
思
だ
け
で
は
可

罰
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
12
）。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
分
野
で
は
、
正
当
化
事
由
と
し
て
の
⽛
被
害
者
の
承
諾
⽜
の

法
理
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
客
観
的
帰
属
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
（
13
）。
な
お
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
者
が
当
該
競
技
に
特
有

の
危
険
の
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
が
、
第
三
者
、
殊
に
、
観
客
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
、
当
該
競
技
の
主
催
者
に
過
失
責
任
が
問
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
（
14
）。

（
ｂ
）
財
産
法
上
の
危
険
の
引
き
受
け

自
己
答
責
性
の
原
理
は
財
産
法
上
の
危
険
引
き
受
け
に
も
妥
当
す
る
。
銀
行
員
や
弁
護
士

は
、
顧
客
に
取
引
に
伴
う
高
い
危
険
に
関
し
て
客
観
的
に
精
確
な
説
明
を
す
る
と
き
、
例
え
ば
、
詐
欺
師
の
手
に
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い

と
か
、
利
子
の
高
い
債
権
に
は
そ
れ
相
応
の
危
険
が
伴
う
と
か
、
株
式
相
場
が
特
定
の
関
心
者
に
よ
っ
て
巧
妙
に
吊
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

間
も
無
く
下
落
す
る
と
い
っ
た
説
明
を
す
る
と
き
、
未
必
の
故
意
を
有
し
て
い
て
も
、
行
為
の
規
範
的
危
険
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
15
）。

Ⅲ

第
三
者
の
⽛
自
己
答
責
的
⽜
介
入
が
あ
る
場
合
の
客
観
的
帰
属

（
ａ
）
救
助
行
為

こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
第
三
者
が
、
放
火
や
交
通
事
故
と
い
っ
た
行
為
者
（
第
一
惹
起
者
）
に
よ
っ
て
創
出

さ
れ
た
危
険
状
況
に
誘
発
さ
れ
て
、
救
助
行
為
に
出
た
が
、
自
ら
落
命
し
た
と
か
、
負
傷
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
救
助

行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
第
三
者
（
救
助
者
）
の
自
己
危
殆
化
と
い
う
観
点
か
ら
第
一
惹
起
者
の
客
観
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的
帰
属
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
行
為
者
が
第
三
者
の
自
己
危
殆
化
行
為
の
誘
因
を
与
え
、
こ
の
第
三
者
が
損
傷
を
被
る
と

い
っ
た
場
合
、
例
え
ば
、
家
の
所
有
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
で
惹
起
さ
れ
た
火
災
に
駆
け
つ
け
た
消
防
士
や
親
切
な
隣
人
が
そ
の
救
助
活

動
中
に
煙
に
巻
き
込
ま
れ
落
命
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
第
一
惹
起
者
が
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
16
）。
こ
の
場
合
、第
一
惹
起
者
の
行
為
に
社
会
的
相
当
性
が
あ
る
と
き
は
本
問
題
領
域
か
ら
は
ず
れ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

法
的
視
点
か
ら
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
救
助
行
為
が
行
わ
れ
る
と
き
、
い
か
な
る
限
度
で
第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
が
可
能
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
に
お
い
て
関
与
者
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、

そ
の
背
景
に
は
、国
の
市
民
へ
の
過
度
の
保
護
監
督
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
、し
た
が
っ
て
、国
は
社
会
的
に
望
ま
し
く
な
い
行
為
で
あ
っ

て
も
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
に
望
ま
し
い
救
助
行
為
の
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
に
配
慮
し
、

第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
に
よ
っ
て
救
助
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
必
要
性
の
有
無
を
判
断
す

る
た
め
に
衡
量
的
考
察
が
必
要
と
な
る
。

（
aa
）
自
発
的
救
助
者
に
よ
る
救
助
行
為

先
ず
、
自
発
的
救
助
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
自
己
危
殆
化
の
目
的
が
危
殆
化
さ
れ
た
法
益

の
救
助
に
あ
り
、
こ
の
法
益
が
救
助
行
為
に
伴
う
危
険
を
著
し
く
凌
駕
す
る
と
か
、
危
殆
化
さ
れ
た
法
益
の
維
持
が
危
殆
化
に
迫
り
来
る

危
険
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
は
可
能
で
あ
る
。
自
発
的
自
己
危
殆
化
は
第
一
惹
起
者
の
た
め
に

も
な
り
、
こ
の
利
益
は
第
一
惹
起
者
の
危
険
領
域
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、⽛
自
己
の
決
定
か
ら
し
か
も
法
的
義
務
づ
け
が
な
い
の
に
自
己
の
生
命
を
危
険
に
曝
す
者
は
、
自
分
に
は
誰
か
ら
も
代

償
と
し
て
要
求
さ
れ
な
い
大
胆
さ
に
よ
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
第
三
者
（
つ
ま
り
事
故
の
惹
起
者
）
を
刑
事
罰
へ
突
き
落
と
す
こ
と
に
な
る
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が
、
そ
れ
が
自
己
の
良
心
と
合
致
し
う
る
か
否
か
を
自
問
す
る
と
き
、
逃
げ
道
の
無
い
葛
藤
に
陥
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
軽
率
さ
が
危
険

状
況
を
創
出
し
た
者
も
、
そ
も
そ
も
助
け
を
求
め
る
べ
き
か
否
か
、
助
け
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
重
ね
て
処
罰
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
の
か
否
か
を
じ
っ
く
り
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
こ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
計
算
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
17
）⽜
こ
と
を
指
摘
し

て
、
救
助
者
の
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
救
助
者
は
、
救
助
義
務
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

危
険
を
認
識
し
な
が
ら
そ
れ
に
自
ら
を
曝
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
で
は
、
登
山
で
遭
難
し
た
者
を
救
助
す
る
第
三
者

の
場
合
の
よ
う
に
、
第
一
惹
起
者
の
法
益
だ
け
が
自
己
危
殆
化
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
る
場
合
に
だ
け
云
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
一
惹
起

者
を
救
助
す
る
た
め
で
な
い
と
き
、
例
え
ば
、
第
一
惹
起
者
が
他
人
の
家
に
放
火
し
立
ち
去
っ
た
直
後
、
こ
の
家
の
隣
人
が
駆
け
つ
け
て

善
意
か
ら
家
の
な
か
で
助
け
を
求
め
て
大
声
を
あ
げ
て
い
る
子
ど
も
を
救
助
す
る
際
、
火
炎
に
包
ま
れ
て
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
に
は
全

く
妥
当
し
な
い
（
18
）。
利
他
的
に
自
発
的
救
助
に
出
る
者
の
単
独
自
己
答
責
を
肯
定
し
て
、
こ
の
者
の
刑
法
上
の
保
護
を
否
定
す
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
。
利
他
的
救
助
行
為
が
社
会
に
よ
っ
て
ま
さ
に
承
認
さ
れ
、
し
か
も
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
刑
法
的

保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
の
か
理
解
し
難
い
（
19
）。

逆
に
、
救
助
の
法
的
義
務
が
な
い
場
合
に
も
、
救
助
か
ら
生
ず
る
結
果
を
広
く
第
一
惹
起
者
に
帰
属
さ
せ
る
説
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に

依
れ
ば
、
救
助
者
の
決
定
の
⽛
自
己
答
責
性
⽜
が
否
定
で
き
る
の
は
、
第
三
者
が
い
わ
ば
危
険
に
あ
る
法
益
の
救
助
へ
と
⽛
強
要
さ
れ
て

い
る
⽜
か
ら
で
あ
る
。
被
害
者
の
承
諾
の
場
合
、
強
要
に
起
因
す
る
行
為
決
定
に
は
自
己
答
責
性
が
否
定
さ
れ
る
（
20
）。
し
か
し
こ
の
論
拠
は

事
の
実
態
を
見
て
い
な
い
。
救
助
者
は
た
ん
に
緊
急
避
難
類
似
の
状
況
に
よ
っ
て
せ
き
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、特
別
の
答
責
意
識
、

愛
他
心
そ
の
他
気
高
い
動
機
か
ら
救
助
行
為
に
出
る
の
で
あ
り
、
救
助
者
の
自
己
答
責
性
を
一
般
的
に
否
定
す
る
の
は
適
切
で
な
い
（
21
）。
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救
助
者
が
、
全
く
見
込
み
の
無
い
、
無
意
味
な
し
か
も
ま
と
も
で
な
い
救
助
行
為
を
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
救
助
目
的
と
救
助
行
為
に

伴
う
危
険
が
あ
ま
り
に
も
不
釣
合
い
で
あ
る
と
き
、
も
は
や
第
一
惹
起
者
の
仕
事
と
は
見
ら
れ
な
い
危
険
が
創
出
さ
れ
こ
と
に
な
り
、
救

助
者
の
保
護
の
必
要
性
は
無
く
、
第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
は
で
き
な
い
（
22
）。

（
bb
）
救
助
義
務
者
に
よ
る
救
助
行
為

消
防
士
、
警
察
官
や
保
障
人
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
、
一
定
の
危
険
状
況
に
お
い
て
危
険
に

陥
っ
て
い
る
者
を
救
助
し
、
自
己
を
危
険
に
曝
す
こ
と
を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
規
範
的
観
点
か
ら
は
被
害
者
の

自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
救
助
者
は
法
的
義
務
に
従
わ
な
い
決
定
も
で
き
る
の

で
、
そ
の
限
り
で
⽛
自
由
な
決
定
⽜
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
規
範
的
拘
束
性
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
惹

起
者
は
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
第
三
者
の
自
己
危
殆
化
と
い
う
法
律
上
の
義
務
を
創
出
し
た
の
で
あ
り
、
救
助
者
は
、
自
分
に
迫
る
危

険
と
は
拘
わ
り
な
く
、
自
己
危
殆
化
の
救
助
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
助
者
は
行
動
を
起
こ
す
決
定
を
い
わ
ば
⽛
奪
わ
れ
て
⽜

い
る
と
云
え
る
（
23
）。
そ
れ
故
、
第
三
者
は
、
第
一
惹
起
者
よ
り
も
保
護
に
値
す
る
し
、
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
。
自
己
危
殆
化
に
よ
っ
て
生

じ
た
法
益
損
傷
も
第
一
惹
起
者
に
客
観
的
に
帰
属
で
き
て
は
じ
め
て
法
秩
序
は
こ
の
第
三
者
を
保
護
で
き
る
と
云
え
る
（
24
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
者
は
、
救
助
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
救
助
義
務
の
履
行
か
ら
生
じ
た
こ
と
に
対
す
る
答
責
も
負

う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
答
責
を
第
一
惹
起
者
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
（
25
）も
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
状
況
に
お
け
る
救
助
義

務
は
、
第
一
惹
起
者
に
よ
っ
て
直
接
惹
き
起
こ
さ
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
惹
起
者
は
、
い
わ
ば
社
会
的
共
同
作
業
と
し
て
法
的
義
務
に
基
づ
く
第
三
者
の
救
助
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
救
助
義
務
者
の
活
動
に
よ
っ
て
第
一
惹
起
者
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
危
険
を
局
限
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
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あ
る
（
26
）。
さ
ら
に
、
救
助
義
務
者
が
首
尾
よ
く
義
務
を
果
た
し
、
さ
ら
な
ら
損
害
を
防
止
し
た
と
き
、
第
一
惹
起
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
恩
恵

を
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
裏
面
と
し
て
、
救
助
者
が
救
助
行
為
に
当
っ
て
負
傷
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
第
一
惹
起
者
に
帰
属
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
（
27
）。
さ
ら
に
、
第
一
惹
起
者
は
、
救
助
者
に
救
助
義
務
が
あ
る
の
で
、
結
局
損
傷
に
繋
が
る
救
助
行
為
を
妨
げ
て
は
な
ら
な

い
の
で
、
第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
は
で
き
な
い
と
い
う
論
拠
（
28
）も
妥
当
で
な
い
。
行
為
者
が
、
原
因
設
定
行
為
を
し
た
後
、
因
果
経
路
の

支
配
を
失
っ
て
、
結
果
の
発
生
を
も
は
や
阻
止
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
客
観
的
帰
属
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
支
配

の
喪
失
が
事
実
的
理
由
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
れ
、
法
的
理
由
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
れ
、
事
態
は
変
わ
ら
な
い
（
29
）。

も
っ
と
も
、
救
助
行
為
者
が
、
客
観
的
に
必
要
な
救
助
措
置
を
と
ら
ず
、
明
ら
か
に
不
釣
合
い
な
危
険
を
冒
す
と
き
、
第
一
惹
起
者
の

招
来
し
た
危
険
が
実
現
し
た
と
は
云
え
ず
、
第
一
惹
起
者
の
行
為
帰
属
は
で
き
な
い
。
そ
の
際
、
一
方
で
、
救
助
さ
れ
る
財
の
側
の
危
殆

化
の
程
度
、
財
の
価
値
、
救
助
さ
れ
る
見
込
み
、
他
方
で
、
救
助
者
の
法
益
に
迫
る
損
傷
の
程
度
、
そ
の
蓋
然
性
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
（
30
）。

（
ｂ
）
追
跡
行
為

救
助
行
為
と
類
似
の
場
合
と
し
て
追
跡
行
為
が
あ
る
。
逃
走
し
て
逮
捕
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
犯
人
を
駆
け
足

で
追
跡
し
て
い
る
警
察
官
が
そ
の
途
中
で
障
害
物
に
躓
い
て
転
倒
し
、
怪
我
し
た
と
か
、
警
邏
車
の
超
過
速
度
運
転
に
起
因
す
る
事
故
に

よ
り
負
傷
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
当
該
犯
人
へ
の
客
観
的
帰
属
が
で
き
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
犯
人
へ
の
帰
属
は
可
能

で
あ
る
が
、
警
察
官
が
重
大
な
注
意
義
務
違
反
を
犯
し
、
も
は
や
犯
人
の
仕
事
と
は
見
ら
れ
な
い
危
険
を
創
出
、
実
現
し
た
と
き
は
、
犯

人
へ
の
帰
属
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
過
失
致
傷
罪
や
過
失
致
死
罪
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
法
秩
序
は
、
被
疑
者
・

被
告
人
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
認
め
て
い
る
の
で
、
も
し
、
処
罰
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
れ
は
法
秩
序
の
価
値
判
断
に
そ
ぐ
わ
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な
い
と
か
、
警
察
官
の
職
務
遂
行
に
伴
う
典
型
的
危
険
で
あ
り
、
こ
れ
は
警
察
官
の
答
責
領
域
に
属
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
31
）。

た
し
か
に
、
拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
者
が
逃
走
し
た
か
ら
と
い
っ
て
逃
走
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
刑
第
九
七
条
参
照
）。
し
か

し
、
他
の
犯
罪
の
成
立
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
逃
走
中
に
逃
走
の
た
め
に
他
人
の
自
動
車
を
窃
取
す
る
場
合
に
は
窃
盗
罪
の
成
立
が
、

又
、
逮
捕
時
に
自
分
に
そ
っ
く
り
の
他
人
の
身
分
証
明
書
を
提
示
し
て
他
人
に
成
り
す
ま
し
、
未
決
拘
禁
さ
れ
た
が
、
他
人
が
逮
捕
さ
れ

る
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
拘
禁
中
に
逃
走
し
、
実
際
に
そ
の
他
人
が
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
間
接
正
犯
の
形
態
の
逮
捕
・
監
禁

罪
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
自
己
の
事
件
に
か
か
わ
る
供
述
に
関
し
て
も
云
え
る
。
被
疑
者
・
被
告
人
は
自
己
の
事
件
に

関
し
て
黙
秘
権
を
有
し
て
い
る
が
、
嘘
を
言
う
権
利
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
虚
偽
告
訴
罪
（
刑
第
一
七
二
条
）
や

名
誉
毀
損
罪
（
刑
第
二
三
〇
条
）
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
追
跡
中
の
警
察
官
が
負
傷
し
た
と
か
死
亡
し
た
と
き
、

過
失
致
傷
罪
、
過
失
致
死
罪
が
成
立
し
う
る
と
云
え
よ
う
（
32
）。

追
跡
者
に
追
跡
の
法
的
義
務
が
な
い
と
き
、
例
え
ば
、
被
害
者
が
財
物
を
取
り
返
す
た
め
、
あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
確
保
す

る
た
め
に
犯
人
を
追
跡
す
る
折
に
、
転
倒
し
て
負
傷
や
死
亡
し
た
と
き
、
追
跡
目
的
と
追
跡
行
為
に
伴
う
危
険
が
あ
ま
り
に
も
不
釣
合
い

で
あ
る
と
き
、
犯
人
の
行
為
帰
属
は
認
め
ら
れ
な
い
（
33
）。

Ⅳ

自
己
答
責
性
の
限
界

実
定
法
上
、
関
与
者
の
有
利
な
方
向
に
働
く
構
成
要
件
該
当
性
を
限
定
す
る
原
理
と
し
て
の
自
己
答
責
に

は
限
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
自
発
的
自
殺
に
関
与
す
る
者
に
殺
人
罪
（
他
殺
罪
）
と
し
て
の
帰
属
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
殺

関
与
罪
の
規
定
が
無
け
れ
ば
、
関
与
者
は
不
処
罰
と
な
る
。
し
か
し
、
自
殺
へ
の
教
唆
、
幇
助
は
明
文
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
自
殺
関
与

罪
：
刑
第
二
〇
二
条
）。
そ
れ
故
、
他
人
に
自
発
的
に
世
を
去
る
こ
と
の
手
助
け
を
す
る
者
は
、
自
殺
者
の
自
死
の
決
定
が
自
律
的
に
行
わ
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れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
関
与
者
が
自
分
の
行
為
の
規
範
的
防
禦
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
殺
関
与
と
い
う
行
為
は
規
範
的
に
是
認
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
（
34
）。
自
殺
関
与
に
お
い
て
、関
与
者
が
自
分
の
行
為
の
も
た
ら
す
結
果
を
知
ら
な
い
被
害
者
を
自
殺
へ
と
追
い
や
る
と
き
、

客
観
的
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
背
後
者
の
危
険
領
域
が
被
害
者
の
危
険
領
域
の
前
に
出
る
、
つ
ま
り
、
自
己
答
責
と
は
い
え
な

い
被
害
者
の
殺
害
に
対
す
る
答
責
は
背
後
者
に
完
全
に
移
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
殺
人
罪
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
背
後
者
が

殺
人
の
直
接
正
犯
で
あ
る
（
35
）。

逆
の
事
情
に
あ
る
の
が
同
意
殺
人
で
あ
る
。
被
害
者
が
支
配
し
て
い
る
の
で
な
く
、
行
為
者
が
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
了
解
的
他
人
危

殆
化
に
お
い
て
は
、
本
来
、
殺
人
罪
（
他
殺
罪
）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
被
害
者
の
嘱
託
又
は
承
諾
を
得
た
殺
人
に
つ
い
て
も
特
別

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
意
殺
人
罪
：
刑
第
二
〇
二
条
（
36
））。
も
っ
と
も
自
殺
関
与
罪
も
同
意
殺
人
罪
も
生
命
と
い
う
法
益
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
自
傷
関
与
罪
と
か
同
意
傷
害
罪
の
規
定
は
な
い
。

基
本
的
に
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
の
た
め
に
行
為
不
法
が
無
く
な
る
た
め
に
は
、
行
為
不
法
を
基
礎
づ
け
る
保
護
義
務
の
欠
如
し

て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
注
意
義
務
違
反
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
注
意
義
務
は
、
被
害
者
を
自
ら
自
発
的
に
危
険
に
曝
し
た
特
定
の

危
険
状
況
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
目
的
と
す
る
必
要
が
な
い
。
こ
う
い
っ
た
保
護
義
務
の
存
否
は
、
特
に
被
害
者
と
関
与
者
の

間
の
危
険
な
企
て
に
関
し
て
の
理
解
力
の
程
度
、
体
力
あ
る
い
は
弁
識
能
力
の
違
い
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
災
害
訓
練
に
お
い

て
そ
の
見
物
人
を
通
行
止
め
な
ど
に
よ
っ
て
一
定
の
距
離
に
と
ど
め
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
者
は
、
こ
う
い
っ
た
措
置
が
な
い
た
め

に
訓
練
場
近
く
に
止
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
傷
を
受
け
た
者
が
で
た
と
き
、
こ
の
被
害
者
が
危
険
状
況
の
増
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

て
い
て
も
、
被
害
者
の
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
を
も
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
37
）。
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Ⅴ

自
己
答
責
性
の
前
提
要
件

規
範
的
寛
容
さ
を
発
揮
す
る
自
己
答
責
的
危
殆
化
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
前
提
要
件
に
つ
い

て
、
自
己
を
危
険
に
曝
す
者
を
自
分
自
身
に
対
す
る
⽛
正
犯
者
⽜
と
見
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
責
任
阻
却
事
由
や
免
責
事
由
が
存
在
す
る
場

合
に
限
っ
て
自
己
を
危
殆
化
す
る
者
の
自
己
答
責
性
を
否
定
す
る
見
解
（
38
）も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
は
⽛
被
害
者
⽜
の
自
己
答
責
性
を

十
分
に
捉
え
て
お
ら
ず
、
狭
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
。
自
己
を
危
殆
化
す
る
者
は
、
危
殆
化
の
源
と
し
て
見
る
と
、⽛
正
犯
者
⽜
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
が
、
危
殆
化
客
体
と
し
て
は
被
害
者
で
も
あ
る
。
自
己
答
責
性
の
場
合
も
、
他
人
（
へ
の
）
危
殆
化
に
お
け
る
⽛
被
害
者
の

承
諾
⽜
の
場
合
も
、
被
害
者
に
よ
る
自
分
の
財
の
扱
い
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
有
効
規
準
が
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
低
く

て
も
良
い
と
は
云
え
な
い
は
ず
で
あ
る
（
39
）。
被
害
者
は
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
自
己
の
行
為
の
意
味
と
射
程
距
離
を
認
識
し
、
自
発
的

に
危
殆
化
状
況
の
引
き
受
け
が
な
さ
れ
た
か
否
か
も
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
は
乙
か
ら
譲
り
受
け
た
斧
に
ひ
び
が
入
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
で
き
な
い
ま
ま
そ
れ
を
数
回
打
ち
つ
け
た
と
こ
ろ
、
斧
が
壊
れ
、
甲
は
そ
れ
に
因
り
負
傷
し
た
と
い
う
場
合
、
斧
の
通
常
の
使
用

方
法
に
伴
う
危
険
が
実
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
、
危
殆
化
状
況
の
認
識
が
な
く
、
自
己
答
責
性
は
認
め
ら
れ
な
い
（
40
）。
さ
ら
に
、
被

害
者
は
、
も
は
や
行
為
の
意
欲
を
な
く
す
る
と
、⽛
下
車
す
る
⽜
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
関
与
者
も
こ
れ
を
受
け
入
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
関
与
者
は
こ
の
時
点
か
ら
規
範
的
防
禦
を
も
は
や
受
け
ら
れ
ず
、
刑
法
上
の
不
法
が
基
礎
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
（
41
）。
暴
行
、
欺
罔
、
錯
誤
、
脅
迫
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
パ
ニ
ッ
ク
（
42
）と
か
、
軽
率
に
も
危
険
を
大
き
く
し
た
場
合
、
自
己

答
責
性
は
認
め
ら
れ
な
い
（
43
）。

行
為
者
が
そ
の
有
す
る
優
越
的
知
識
の
故
に
危
険
を
よ
り
良
く
把
握
し
て
い
る
場
合
に
も
自
己
答
責
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
（
44
）が
、
行
為
者
の
認
識
は
故
意
、
過
失
に
関
す
る
検
証
の
段
階
で
扱
わ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
共
犯
理
論
の
類
推
か
ら
、

被
害
者
の
認
識
と
行
為
者
の
認
識
を
比
較
し
て
、
被
害
者
の
危
険
認
識
が
行
為
者
の
そ
れ
と
等
し
い
と
き
は
自
己
答
責
性
が
認
め
ら
れ
、

被
害
者
の
危
険
認
識
が
行
為
者
の
危
険
認
識
に
劣
る
と
き
は
い
わ
ば
間
接
正
犯
者
と
し
て
振
舞
う
行
為
者
の
道
具
と
見
ら
れ
る
べ
き
だ
と
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い
う
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
被
害
者
の
危
険
認
識
が
自
己
答
責
性
を
認
め
る
の
に
十
分
か
否
か
は
行
為
者
の
危
険
認
識
と
は
関
係
な
く

判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
は
、
隣
人
乙
に
飼
育
箱
に
い
る
蛇
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
、
夏
季
休
暇
旅
行
に

出
か
け
た
が
、
乙
は
え
さ
を
与
え
る
と
き
に
そ
の
蛇
に
か
ま
れ
て
死
亡
し
た
の
だ
が
、
甲
は
そ
の
蛇
を
購
入
し
た
ば
か
り
で
、
し
か
も
軽

率
に
も
毒
蛇
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
甲
の
認
識
状
態
と
は
関
係
な
く
、
乙
に
は
危
険
認
識
が
な
い
の
で
自
己
答
責

性
は
認
め
ら
れ
ず
、
甲
に
は
注
意
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
（
45
）。

Ⅵ

自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
区
別

自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
（
E
igenverantw
ortliche

Selbstgefährdung）
は
了
解
的
他
人
危
殆
化
（
EinverständlicheFrem
dgefährdung）
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
区
別
の
規
準
は
誰

が
危
険
な
行
為
を
支
配
し
て
い
る
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
の
場
合
、
自
己
を
危
殆
化
す
る
者
が
そ
の
無
条
件

の
自
律
性
に
よ
っ
て
出
来
事
を
支
配
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
場
合
、
被
害
者
は
了
解
し
た
上
で
行
為
の
自
律
性

を
第
三
者
に
与
え
、
被
害
者
は
こ
の
者
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
導
権
は
被
害
者
か
ら
行
為
者
に

移
る
が
、
両
者
の
認
識
状
態
、
と
り
わ
け
、
危
険
要
因
に
関
す
る
そ
れ
は
等
し
い
（
46
）。
甲
が
乙
に
調
達
し
て
も
ら
っ
た
薬
物
を
そ
の
危
険
性

を
認
識
し
な
が
ら
自
己
注
射
し
て
死
亡
し
た
と
き
、
乙
は
甲
の
自
己
使
用
を
支
援
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
前
者
の
例
で
あ
り
、
甲
が
薬

物
の
危
険
性
を
認
識
し
な
が
ら
同
じ
く
そ
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
る
乙
に
注
射
し
て
も
ら
い
死
亡
し
た
場
合
が
後
者
の
例
で
あ
る
（
47
）。

了
解
的
他
人
危
殆
化
の
場
合
で
も
客
観
的
帰
属
の
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
を
客
観
的
帰
属
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
を
被
害
者
の
承
諾
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
正

当
化
事
由
の
領
域
で
扱
う
の
は
図
式
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
に
制
動
機
に
欠
陥
の
あ
る
モ
ー
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タ
ー
バ
イ
ク
を
譲
り
渡
す
。
乙
は
そ
の
こ
と
を
完
全
に
知
っ
て
い
る
。
乙
は
そ
れ
を
運
転
し
て
事
故
を
起
こ
し
負
傷
す
る
。
乙
は
自
己
答

責
的
に
自
ら
を
危
険
に
曝
し
た
の
で
あ
る
。
甲
の
客
観
的
行
為
帰
属
は
で
き
な
い
（
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
の
事
例
（
48
））。
こ
れ
に
対
し

て
、
例
え
ば
、
甲
が
制
動
機
に
欠
陥
の
あ
る
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
の
後
部
座
席
に
乙
を
乗
せ
て
運
転
し
、
事
故
を
起
こ
し
、
そ
の
欠
陥
の
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
乙
が
負
傷
し
た
と
き
、
乙
は
甲
の
支
配
下
に
あ
る
（
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
事
例
）。
し
か
し
、
こ
の
了
解
的
他
人

危
殆
化
の
場
合
に
、
乙
は
わ
ざ
わ
ざ
自
分
自
身
を
危
険
な
運
転
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
と
き
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
も
場
合
に
よ
っ
て
は
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
同
様
な
扱
い
が
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
判
断
基
準
と
し
て
、
危
険
に
曝
さ
れ
る
者
が
危
険
に
曝
す
者
と
同
程
度
に
状
況
を
見
通
し
て
い
る
こ
と
、
損
害
が
冒
さ
れ
た
危
険
の

結
果
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
付
け
加
わ
る
他
の
過
誤
の
結
果
で
な
い
こ
と
、
危
険
に
曝
さ
れ
た
者
が
共
働
の
作
為
に
対
し
て
危
険
に
曝
す
者

と
同
じ
答
責
の
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
49
）。
運
転
者
を
超
過
速
度
運
転
へ
と
せ
か
し
た
同
乗
者
が
超
過
速
度
運
転
に
因
る
事
故
で
負
傷
し

た
場
合
、
運
転
者
は
不
処
罰
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
50
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
準
が
一
般
的
に
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的

適
用
に
当
っ
て
は
注
意
を
要
す
る
。
運
転
者
を
超
過
速
度
運
転
へ
せ
か
し
た
同
乗
者
が
超
過
速
度
運
転
に
起
因
す
る
事
故
で
負
傷
し
た
場

合
、
運
転
者
は
不
処
罰
で
あ
る
（
51
）と
さ
れ
る
の
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
同
乗
者
の
答
責
が
、
自
動
車
を
結
局
の
と
こ
ろ
ま
さ
し
く

単
独
で
運
転
し
て
い
る
運
転
者
の
答
責
と
同
じ
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
52
）。
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
運
転
能
力
の

低
下
し
て
い
る
状
態
の
者
に
、
そ
の
状
態
を
知
り
な
が
ら
乗
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
者
も
、
そ
の
規
範
の
保
護
目
的
か
ら
は
ず
す
（
53
）こ
と

に
も
疑
問
が
あ
る
。
同
乗
者
は
、
運
転
者
が
自
分
の
状
態
に
あ
っ
た
運
転
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
信
頼
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
（
54
）。
結
局
、
自
動
車
交
通
に
お
け
る
安
全
確
保
に
関
す
る
規
範
の
重
要
性
に
鑑
み
る
と
き
、
規
範
の
保
護
目
的
を
狭
め
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
（
55
）。
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自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
区
別
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
イ
ズ
ヴ
ィ
ル
ス
非
保
菌
者
が
、
そ
の

相
手
が
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
保
菌
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
無
防
備
の
性
交
渉
を
も
つ
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
両
当
事
者
が
同
じ
危

険
認
識
を
有
す
る
と
き
、
非
感
染
者
は
自
発
的
に
危
険
に
陥
る
の
で
あ
り
、
危
殆
化
行
為
を
決
定
的
に
共
働
支
配
し
て
い
る
の
で
、
自
己

危
殆
化
と
捉
え
る
の
が
適
切
だ
と
す
る
見
解
（
56
）、
及
び
、
感
染
の
危
険
は
既
に
感
染
し
て
い
る
者
に
由
来
す
る
か
ら
、
他
人
危
殆
化
で
あ
る

と
捉
え
る
見
解
（
57
）が
あ
る
。
出
来
事
が
両
当
事
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
き
、
他
の
当
事
者
も
事
態
と
そ
の
あ
り
う
る
結
果
を
知
っ
て

い
て
も
、
行
為
の
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
両
当
事
者
の
い
ず
れ
に
も
出
来
事
の
進
行
過
程
を
止
め
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
、
非
感
染
者
の
自
己
答
責
的
決
定
を
無
視
し
た
く
な
い
な
ら
、
そ
の
自
己
危
殆
化
か
ら
出
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
感
染

者
が
非
感
染
者
に
自
己
の
病
気
を
打
ち
明
け
た
場
合
に
は
、非
感
染
者
の
自
己
答
責
を
認
め
て
感
染
者
の
行
為
帰
属
を
否
定
し
て
も
良
い
。

し
か
し
、
自
己
の
病
気
を
告
げ
ず
に
性
交
渉
に
及
ぶ
と
き
は
常
に
他
人
危
殆
化
と
捉
え
る
の
も
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
感
染
者
が
医
学
的

に
推
奨
さ
れ
る
感
染
予
防
用
品
を
使
用
し
た
上
で
性
交
渉
に
及
ぶ
と
き
、
そ
れ
で
も
、
危
険
性
は
残
る
も
の
の
、
許
さ
れ
た
危
険
と
し
て

行
為
の
客
観
的
帰
属
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
感
染
者
が
か
か
る
予
防
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
、
非
感
染
者
の
感

染
の
危
険
に
関
す
る
認
識
は
い
ま
だ
観
念
的
に
止
ま
り
、
感
染
者
の
そ
れ
は
具
体
的
且
つ
確
実
な
認
識
で
あ
る
の
で
、
行
為
の
客
観
的
帰

属
は
可
能
で
あ
る
（
58
）。

な
お
、
自
己
危
殆
化
と
い
う
行
為
関
係
的
検
証
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
被
害
者
が
事
後
の
過
誤
行
為
に
よ
り
自
己
の
法
益
を
決

定
的
に
悪
化
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
実
質
的
不
法
帰
属
の
領
域
に
お
け
る
結
果
帰
属
に
関
係
す
る
（
59
）
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第
1
章

注

（
1
）
V
gl.BGH
St32,262,264
f.〔
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
事
件
〕（
被
告
人
の
用
意
し
た
注
射
器
を
使
用
し
て
薬
物
の
自
己
注
射
を
し
た
と
い
う
事
案
）⽛
自
己
答
責

的
に
意
欲
さ
れ
、
現
実
化
さ
れ
た
自
己
危
殆
化
は
、
そ
れ
が
危
険
の
あ
る
こ
と
の
認
識
を
も
っ
て
冒
さ
れ
た
危
険
が
実
現
す
る
と
き
、
傷
害
罪
や
殺
人
罪
の

構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
。
こ
う
い
っ
た
自
己
危
殆
化
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
り
、
可
能
と
し
た
り
あ
る
い
は
促
進
し
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
者
に
は
傷
害

罪
や
殺
人
罪
の
可
罰
性
は
な
い
⽜。
本
判
決
は
、
共
犯
理
論
か
ら
結
論
を
導
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
、
自
殺
、
自
傷
に
関
す
る
構
成
要
件
は
無
い
。
自

殺
、
自
傷
へ
の
故
意
の
教
唆
も
故
意
の
幇
助
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
共
犯
は
正
犯
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
己
答
責
の
自
殺
、

自
傷
を
過
失
で
惹
起
し
た
場
合
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
自
己
危
殆
化
へ
の
故
意
の
関
与
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
し

て
や
、
過
失
の
関
与
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

本
判
決
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
そ
れ
ま
で
の
態
度
を
劇
的
に
転
換
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
BGH
N
StZ
1981,350⽛
ヘ
ロ
イ
ン
を
譲
り
渡
し
て
ヘ

ロ
イ
ン
依
存
者
の
死
を
惹
起
す
る
者
は
次
の
場
合
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
る
。
譲
渡
者
は
ヘ
ロ
イ
ン
依
存
者
が
麻
酔
剤
を
注
射
す
る
こ
と
知
っ
て
い
る
か
、

そ
れ
を
予
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
そ
し
て
、
譲
渡
者
が
譲
っ
た
物
質
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
知
り
え
た
と
き
⽜。
V
gl.C.R
oxin,

StrafrechtA
T
,4.A
ufl.,2006,§
11
Rn
110;BGH
St53,55.

（
2
）
V
gl.E
.Steininger,StrafrechtA
T
,Bd.1,2.A
ufl.,2013,9.K
ap
Rn
12.

（
3
）
V
gl.H
.H
after,StrafrechtA
T
,7.A
ufl.,2015,10.K
ap
Rn
15;Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
12.

（
4
）
V
gl.Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
12;J.W
essels,W
.Beulke
u.H
.Satzger,StrafrechtA
T
,45.A
ufl.,2015,§
6
Rn
260.

ド
イ
ツ
刑
法
に
は
、
日
本
刑
法
第
二
〇
二
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
七
八
条
、
ス
イ
ス
刑
法
第
一
一
五
条
と
異
な
っ
て
、
自
殺
関
与
罪
の
規
定
が
無
い

し
、
も
と
よ
り
自
傷
関
与
罪
の
規
定
も
無
い
。
そ
れ
故
、
注
1
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
は
実
定
法
上
も
根
拠
が
あ
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
殺
や
自
傷
へ
の
故
意
の
教
唆
、
故
意
の
幇
助
は
、
正
犯
規
定
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
不
処
罰
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

な
お
の
こ
と
、
自
己
答
責
の
自
殺
、
自
傷
を
過
失
で
惹
起
す
る
（
き
っ
か
け
を
与
え
る
、
可
能
に
す
る
又
は
促
進
す
る
）
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
V
gl.B.H
einrich,StrafrechtA
T
,3.A
ufl.,2012,§
28
Rn
1047;K
.K
ühl,StrafrechtA
T
,7.A
ufl.,2012,§
4
Rn
87.

（
5
）
V
gl.R
.M
oos,W
iener
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,2002,§
78
Rn
3.

（
6
）
M
.Burgstaller,D
asFahrlässigkeitsdeliktim
Strafrecht,1974,168
f.;ders.,W
ienerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,2001,§

80Rn
42;H
.Schütz,T
odeseintrittnach
einverständlich
verabreichterSuchtm
ittelinjektion,in:Burgstaller-FS,2004,177,180⽛
危
険
な
行

為
を
遂
行
す
る
た
め
に
被
害
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
客
観
的
注
意
違
反
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
⽜。
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（
7
）
V
gl.H
.W
elzel,D
as
deutsche
Strafrecht,11.A
ufl.,1969,66.

（
8
）
V
gl.M
.Burgstaller,E
.E
.Fabrizy,W
iner
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,2002,§
83
Rn
20.

（
9
）
V
gl.P.Lew
isch,casebook
Strafrecht,7.A
ufl.,Fall7.

（
10
）
K
.Lackner,K
.K
ühl,Strafgesetzbuch
K
om
m
entar,26.A
ufl.,2007,V
or
§
211
Rn
14;K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
93;R
oxin,(Fn.1),§
11
Rn

111;D
.Sternberg-Lieben,Schönke/Schröder
StGB,28.A
ufl.,2010,§
15
Rn
166;O
LG
Zw
eibrücken
N
StZ
1995,89.

（
11
）
Burgstaller,(Fn.6.Fahrläs.),54;D
.K
ienapfel,F.H
öpfelu.R
.K
ert,StrafrechtA
T
,14.A
ufl.,2012,Z
25
Rn
17;Steininger,(Fn.2),9.

K
ap
Rn
13.

参
照
、
千
葉
地
判
平
成
七
・
一
二
・
一
三
判
時
一
五
六
五
・
一
四
四
〔
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
同
乗
者
死
亡
事
件
〕
の
⽛
な
お
書
き
⽜⽛
な
お
、
例
え
ば
野
球

の
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
打
者
が
万
一
の
場
合
と
し
か
考
え
て
い
な
い
と
し
て
も
、
死
亡
や
重
大
な
傷
害
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
、
か
つ
、
そ
こ
に

投
手
の
⽝
落
ち
度
⽞
を
見
い
出
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
は
（
業
務
上
）
過
失
致
死
傷
の
責
任
は
認
め
難
い
。
危
険
を
内
在
し
な
が
ら
も
勝
負
を
争
う
競

技
は
、
相
手
が
一
定
の
危
険
を
冒
す
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
打
者
は
、
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
が
一
定
程
度
ま
で
の
⽝
落
ち
度
⽞
に

よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
る
死
傷
の
危
険
は
引
き
受
け
て
い
る
。
練
習
に
お
い
て
も
、
競
技
に
向
け
て
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
互
い
に
こ
う

し
た
危
険
を
容
認
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
点
、
競
争
の
契
機
が
な
い
ゲ
レ
ン
デ
ス
キ
ー
は
、
た
ま
た
ま
同
じ
場
所
で
ス
キ
ー
を
楽
し
む
た
め
に
危
険

が
生
じ
て
い
る
も
の
で
、
安
全
を
最
優
先
さ
せ
て
も
ス
ポ
ー
ツ
が
成
り
立
つ
⽜。

（
12
）
Burgstaller,(Fn.6.W
K
),§
80
Rn
44
ff.;Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
13.

（
13
）
K
ienapfel/H
öpfel/K
ert,(Fn.11),Z
25
Rn
17.

（
14
）
Burgstaller,(Fn.6.W
K
),§
80
Rn
45.

（
15
）
Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
13.

（
16
）
V
gl.BGH
St29,322〔
被
告
人
は
庭
園
パ
ー
テ
イ
に
招
待
さ
れ
た
が
、
招
待
主
の
家
に
放
火
し
た
。
家
の
中
に
招
待
主
の
一
二
歳
の
息
子
と
客
一
人
が
就

寝
の
た
め
戻
っ
て
い
た
。
こ
の
時
も
う
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
二
・
一
七
パ
ー
ミ
ル
に
達
し
て
い
た
二
二
歳
の
息
子
が
家
の
燃
え
上
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

二
階
に
駆
け
上
が
っ
て
、
家
の
中
に
居
る
と
思
わ
れ
る
者
を
救
お
う
と
し
た
が
、
家
の
中
で
意
識
を
失
い
、
燃
焼
ガ
ス
中
毒
に
因
り
死
亡
し
た
。
過
失
致
死

罪
成
立
〕⽛
被
害
者
の
認
識
あ
る
自
己
危
殆
化
の
故
に
不
処
罰
と
す
る
原
則
は
、
殊
に
、
次
の
場
合
、
制
限
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、

被
害
者
の
協
力
な
し
に
且
つ
了
解
な
し
に
、
被
害
者
又
は
そ
の
近
親
者
の
法
益
に
対
す
る
著
し
い
危
険
を
作
り
出
し
、
そ
れ
と
同
時
に
救
助
者
た
め
に
危
険

な
救
助
措
置
を
と
る
分
別
の
あ
る
動
機
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
認
識
の
あ
る
自
己
危
殆
化
の
明
白
な
可
能
性
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を
創
出
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
自
分
を
危
険
に
曝
す
者
を
刑
法
規
定
の
保
護
領
域
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、実
態
に
即
し
て
い
る
。

救
助
行
為
が
成
功
し
た
と
き
、
結
果
回
避
は
行
為
者
の
有
利
に
働
く
よ
う
に
、
行
為
者
は
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
責
任
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
初

め
か
ら
無
意
味
な
又
は
明
ら
か
に
不
釣
合
い
な
大
胆
な
行
為
を
伴
う
救
助
の
試
み
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
異
な
っ
た
判
断
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
⽜。
ロ
ク

ス
ィ
ー
ン
は
本
事
案
を
自
己
危
殆
化
の
例
で
あ
る
が
、
救
助
者
の
高
度
の
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
自
己
答
責
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
論

ず
る
。
R
oxin,(Fn.1),§
11Rn
117.こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ッ
ペ
は
、
行
為
者
は
、
救
助
者
を
、
自
ら
危
険
を
冒
し
て
救
助
を
す
る
か
、
そ
う
し
な
い
か
の
葛

藤
状
況
に
お
く
の
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
の
下
で
自
己
危
殆
化
の
決
断
を
す
る
者
は
、
英
雄
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
道
徳
的
意
味
で
自
由
に
行
動
を
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
自
己
危
殆
化
は
自
由
答
責
的
と
は
い
え
な
い
と
論
ず
る
。
I.Puppe,StrafrechtA
T
,2.A
ufl.,

2011,§
6
Rn
12.

（
17
）
C.
R
oxin,Gedanken
zur
Problem
atik
der
Zurechnung
im
Strafrecht,in:H
onig-FS,1970,133,143;ders.,
(Fn.1),§
11
Rn
115;

Burgstaller,(Fn.6.Fahrläs.)115;H
.Fuchs,Ö
sterreichisches
StrafrechtA
T
,7.A
ufl.,2008,13.K
ap
Rn
49.

（
18
）
H
.-J.R
udolphi,V
orhersehbarkeitund
Schutzzw
eck
der
N
orm
in
der
strafrechtlichen
Fahrlässigkeitslehre,JuS
1969,549,557;Ch.

Sow
ada,
Zur
strafrechtlichen
Zurechenbarkeit
von
durch
einen
Prim
ärtäter
ausgelösten
Retterunfällen,
JZ
1994,
663,
665;
O
.

T
riffterer,Salzburger
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,3.Lfg,§
6
Rn
73,76,78.

（
19
）
H
.Satzger,D
ie
sog.»Retterfälle«
als
Problem
der
objektiven
Zurechnung,JA
2014,695,705.

（
20
）
K
.A
m
elung,A
nm
.zum
BGH
,U
rt.v.8.9.1993,N
StZ
1994,338;vglH
.-H
.Jeschek,T
h.W
eigend,Lehrbuch
des
Strafrechts
A
T
,5.

A
ufl.,1996,§
28
IV
4.

（
21
）
Satzger,(Fn.19),705;C.R
oxin,D
er
V
erunglückte
und
U
nglück
bew
irkende
Retter
im
Strafrecht,in:Puppe-FS,2011,909,918.

（
22
）
U
.K
indhäuser,Strafrecht
A
T
,7.A
ufl.,2015,§
11
Rn
58
f.;R
udolphi,(Fn.18),557;Satzger,(Fn.19),705;Sow
ada,(Fn.18),666;

T
riffteer,
(Fn.18),§
6
Rn
78;J.
W
olter.
O
bjektive
und
personale
Zurechnung
von
V
erhalten,Gefahr
und
V
erletzung
in
einem

funktionalen
Straftatsystem
,1981,345.

（
23
）
T
h.Lenckner,J.E
isele,Schönke/SchröderStrafgesetzbuch,28.A
ufl.,2010,V
or§§
13
ff.Rn
101
f.;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§

6
Rn
281.

（
24
）
V
.K
rey,R
.E
sser,D
eutschesStrafrechtA
T
,5.A
ufl.,2012,§
11
Rn
365;T
riffterer,(Fn.18),§
6
Rn
75;H
.-J.R
udolphi,System
atischer

K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,Bd.1,1975,V
or
§
1
Rn
80
f.;ders.,(Fn.18),557;Sow
ada,(Fn.18),665.
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（
25
）
R
oxin,(Fn.17),133,142
f,;ders.,(Fn.1),§
11
Rn
104
ff.

（
26
）
H
.R
adtke,M
.H
offm
ann,D
ie
V
erantw
ortungsbereiche
von
Schädiger
und
Geschädigten
beisog.»Retterschäden«,GA
2007,201,

211;Sow
ada,(Fn.18),665.

（
27
）
Satzger,(Fn.19),703.

（
28
）
R
oxin,(Fn.17),142
f.

（
29
）
R
adtke/H
offm
ann,(Fn.26),212.

（
30
）
Satzger,(Fn.19),704;T
riffterer,(Fn.18),§
6
Rn
73,75;W
olter,(Fn.22),347
f.

（
31
）
K
rey/E
sser,(Fn.24),§
11
Rn
368;R
oxin,(Fn.1),§
11
Rn
140;ders.,(Fn.21),926
ff.

（
32
）
R
.R
engier,StrafrechtA
T
,§
52
Rn
52;Sternberg-Lieben,(Fn.10),§
15
Rn
168;T
.W
alter,LeipzigerK
om
m
entarStrafgesetzbuch,12.

A
ufl.,Bd.1,2006,V
or
§
13
Rn
119.

（
33
）
V
gl.R
engier,(Fn.32),§
52
Rn
53;W
alter,(Fn.32),V
or
§
13
Rn
119.

（
34
）
R
.M
oos,D
ie
objekive
U
nrechtszurechnung
beiV
orsatzdelikten,JBl2013,477
ff.,482;Steininger,(Fn.2),§
9
Rn
14.

（
35
）
M
oos,(Fn.5),§
78
Rn
19.

（
36
）
Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
14.

（
37
）
Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
14.

（
38
）
自
己
答
責
性
の
規
準
と
し
て
刑
事
未
成
年
（
刑
第
一
九
条
）、
責
任
無
能
力
（
刑
第
二
〇
条
、
少
裁
第
三
条
）、
免
責
緊
急
避
難
（
刑
第
三
五
条
第
一
項
）

を
準
用
す
る
見
解
と
し
て
、
D
.D
ölling,Fahrlässige
T
ötung
beiSelbstgefährdung
des
O
pfers,GA
1984,71,76;H
.-J.H
irsch,A
nm
.zum

U
rteildesBGH
v.18.7.1978,JR
1979,429,432;R
oxin,(Fn.1),§
11Rn
114（
限
定
責
任
能
力
の
場
合
、
自
己
危
殆
者
が
危
険
を
完
全
に
予
測
し
て
い

る
が
、
制
禦
能
力
が
低
下
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
な
お
決
定
の
主
で
あ
る
の
で
、
自
己
答
責
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
危
殆
者
の
弁

識
能
力
が
低
下
し
て
い
る
と
き
、
危
険
を
も
は
や
正
し
く
予
測
し
て
い
な
い
の
で
、
自
己
答
責
性
は
認
め
ら
れ
な
い
）;ders.,A
nm
.zum
U
rteildesBGH

v.5.7.1983,N
StZ
1984,70,71;R
.Zaczyk,Strafrechtliches
U
nrechtund
die
Selbstverantw
ortung
des
V
erletzten,1993,36
f.

（
39
）
K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
88;Satzger,(Fn.19),700;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn
265
f.

（
40
）
K
indhäuser,(Fn.22),§
11
Rn
28;vgl.R
engier,(Fn.32),§
13
Rn
80.

（
41
）
K
ienapfel/H
öpfel/K
ert,(Fn.11),Z
27
Rn
8;K
rey/E
sser,(Fn.24),§
11
Rn
363;K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
88;Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
14;
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R
.R
engier,StrafrechtBT
II,8.A
ufl.,2007,§
8
Rn
23;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn
267.

（
42
）
例
え
ば
、
残
酷
な
陵
辱
を
受
け
た
女
性
が
、
さ
ら
な
る
性
的
虐
待
を
免
れ
る
た
め
、
シ
ョ
ッ
ク
様
の
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
状
態
で
四
階
の
窓
か
ら
飛
び
降

り
て
重
傷
を
負
っ
た
と
い
う
場
合
、
行
為
者
に
客
観
的
帰
属
が
で
き
、
強
姦
致
傷
罪
が
成
立
す
る
。
O
GH
4.5.1995,JBl1996,804;vgl.K
ienapfel/

H
öpfel/K
ert,(Fn.11),Z
27Rn
8（
甲
は
か
ね
て
か
ら
乙
を
打
ち
の
め
そ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
路
上
で
乙
に
出
く
わ
し
た
と
き
、
強
烈
な
こ
ぶ
し
打

ち
を
一
発
見
舞
っ
た
。
乙
は
甲
が
こ
れ
で
よ
し
と
す
る
つ
も
り
の
無
い
こ
と
に
気
づ
き
、
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
。
乙
は
く
る
り
と
向
き
を
変
え
て
、
道
路
を

渡
り
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
乙
は
自
動
車
に
は
ね
ら
れ
、
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
。
乙
は
逃
走
行
為
に
よ
っ
て
自
分
を
危
険
に
曝
し
た
が
、
こ
の
自
己
危
殆
化

は
パ
ニ
ッ
ク
の
性
質
を
も
つ
反
応
に
基
づ
く
。
甲
に
は
傷
害
致
死
罪
が
成
立
す
る
）。
H
einrich,(Fn.4),§
28
Rn
1048.

（
43
）
BGH
St53,288〔
コ
カ
イ
ン
事
件
〕（
甲
は
コ
カ
イ
ン
を
使
用
す
る
目
的
で
知
り
合
い
の
売
人
乙
に
助
力
を
求
め
た
。
乙
は
甲
に
一
人
分
を
譲
渡
し
た
。

甲
は
そ
れ
を
コ
カ
イ
ン
だ
と
思
っ
た
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
、
乙
が
そ
の
在
庫
品
を
取
り
違
え
て
甲
に
よ
り
危
険
な
純
粋
の
ヘ
ロ
イ
ン
を
渡
し
た
の
だ
っ

た
。
甲
は
こ
の
使
用
に
因
っ
て
死
亡
し
た
。
乙
は
注
意
を
払
っ
て
お
れ
ば
取
り
違
え
を
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
甲
の
生
命
へ
の
危
険
も
認
識
で
き
た
だ
ろ

う
。
乙
に
は
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
）。
本
事
案
は
錯
誤
の
例
で
も
あ
る
。
vgl.K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
88;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn

270
ff.

こ
れ
に
対
し
て
、
法
益
保
持
者
と
自
己
危
殆
化
に
関
与
す
る
者
が
広
く
情
報
を
共
有
し
て
い
る
と
き
、
両
者
が
危
険
の
認
識
可
能
性
を
尽
く
し
て
い
な
く

と
も
、
自
己
答
責
性
が
認
め
ら
れ
る
。
BGH
N
StZ
2011,341（
医
師
甲
は
、
ド
イ
ツ
で
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
治
療
法
（
い
わ
ゆ
る
プ
シ
ュ
ヒ
ョ
リ
ュ
ー

ゼ
）
を
採
用
す
る
集
団
治
療
の
参
加
者
に
、
精
神
の
無
意
識
内
容
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
し
か
し
、
誤
っ
て
一
〇
倍
も
高
濃
度
の
禁
制
薬
物

M
D
M
A
を
提
供
し
た
。
患
者
乙
は
そ
の
薬
物
を
使
用
し
た
後
死
亡
し
た
。
甲
は
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
は
無
罪
。⽛
集
団
治
療
参
加
者
全
員
が
麻
酔
剤

M
D
M
A
を
認
識
と
意
欲
を
も
ち
自
己
使
用
し
た
。
甲
が
そ
の
麻
酔
剤
の
量
を
決
め
、
一
人
分
当
り
の
量
を
自
ら
量
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服

用
に
関
す
る
最
終
的
決
定
は
一
切
の
制
限
無
く
患
者
た
ち
に
あ
っ
た
⽜。
し
か
し
、
過
失
致
死
罪
は
成
立
す
る
。⽛
甲
は
誤
っ
た
配
量
に
よ
っ
て
生
ず
る
著
し

い
危
険
増
加
を
認
識
し
な
か
っ
た
か
ら
、集
団
療
法
の
参
加
者
達
に
過
失
の
作
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
錯
誤
が
あ
る
⽜か
ら
で
あ
る
）。
vgl.K
rey/E
sser,

(Fn.24),§
11
Rn
361;K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
88;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn
271.

（
44
）
例
え
ば
、
薬
物
依
存
者
の
甲
が
乙
に
な
ん
と
し
て
で
も
⽛
薬
物
⽜
を
入
手
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
。
乙
が
売
人
か
ら
ヘ
ロ
イ
ン
を
入
手
す
る
。
乙
は
そ

れ
が
品
質
の
そ
れ
ほ
ど
良
く
な
い
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
、
甲
に
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
。
甲
は
そ
の
ひ
ど
く
汚
染
さ
れ
た
ヘ
ロ
イ
ン
を

使
用
し
た
こ
と
に
因
り
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
。
W
essels/Beulke/satzger,(Fn.4),§
6
Rn
269.V
gl.BGH
Beschluss
vom
16.01.2014-1
StR

389/13（
医
師
甲
は
ヘ
ロ
イ
ン
依
存
者
乙
に
事
前
に
注
意
深
く
診
察
す
る
こ
と
も
無
く
フ
ェ
ン
タ
ニ
ュ
ー
ル
硬
膏
を
処
方
し
た
と
こ
ろ
、
乙
は
こ
の
硬
膏
を
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煮
沸
し
作
用
物
質
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
過
剰
摂
取
し
て
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
。
乙
が
フ
ェ
ン
タ
ニ
ュ
ー
ル
の
取
り
扱
い
に
不
慣
れ
な
患
者
で
あ
る
な
ら
、

他
者
危
殆
化
の
事
例
と
云
え
よ
う
が
、
知
識
格
差
を
認
定
す
る
に
は
、
甲
の
知
識
と
乙
の
知
識
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
は
、

乙
は
長
い
常
習
癖
を
有
し
、
薬
物
使
用
が
健
康
に
与
え
る
危
険
、
殊
に
、
過
剰
量
の
危
険
を
含
め
て
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
甲
に
知
識

支
配
が
な
く
、
乙
の
自
己
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）。

（
45
）
K
indhäuser,(Fn.22),§
11
Rn
30;I.Puppe,N
om
osK
om
m
entar
Strafgesetzbuch,Bd,1,4.A
ufl.,2013,V
or
§§
13
ff.Rn
197.

（
46
）
Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn15.

（
47
）
自
己
危
殆
化
と
他
人
危
殆
化
の
区
別
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
様
々
な
見
解
が
展
開
さ
れ
る
。⽛
自
己
答
責
原
理
⽜
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
区
別
を
認
め

な
い
見
解
（
C.M
eliá,O
pferverhalten
und
objektiveZurechnung,ZStW
111(1999),357）、⽛
答
責
割
り
当
て
規
準
⽜
に
よ
っ
て
区
別
し
、⽛
被
害
者

が
自
由
答
責
的
に
、
自
己
決
定
の
危
険
と
射
程
距
離
を
完
全
に
認
識
し
て
危
険
状
況
に
陥
っ
た
か
否
か
⽜
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
見
解
（
H
.O
tto,A
nm
.zum

Beschluß
des
BayO
bLG,JZ
1997,522,523）
も
あ
る
。

（
48
）
V
gl.BayO
bLG
N
JW
1996,3426;Steininger,(Fn.2),17.K
ap
Rn
20.

（
49
）
R
oxin,(Fn.1),§
11
Rn
123
f.;ders.,Zum
Schutzzw
eck
der
N
orm
beifahrlässigen
D
elikten,in:Gallas-FS,1973,241,252;ders.,A
nm
.

zum
BGH
,U
rt.V
.14.2.1984,N
StZ
1984,410,412;vgl.Burgstaller,(Fn.6.Fahrläs.),170;Schütz,(Fn.6),181.も
っ
と
狭
く
限
局
す
る
の
が
、

D
ölling,(Fn.38),91⽛
所
為
が
被
害
者
の
意
思
と
一
致
す
る
な
ら
、
そ
れ
で
一
般
的
に
は
、
自
己
決
定
と
い
う
重
要
な
価
値
に
鑑
み
既
に
そ
れ
だ
け
で
承
諾

に
よ
る
正
当
化
に
十
分
で
あ
る
が
、
こ
の
一
致
が
あ
っ
て
も
、
生
命
と
い
う
高
い
序
列
に
あ
る
法
益
の
故
に
、
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
自
己
決
定
の
価
値
が

所
為
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
と
一
緒
に
な
っ
て
生
命
の
危
険
を
凌
駕
す
る
と
き
に
だ
け
正
当
化
さ
れ
る
⽜。

オ
ッ
ト
ー
は
自
己
答
責
原
理
の
観
点
か
ら
は
、
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
区
別
は
無
意
味
で
あ
る
と
説
く
。⽛
自
己
答
責
に
且

つ
危
険
状
況
を
完
全
に
認
識
し
て
危
険
状
況
に
赴
く
も
の
は
、
自
己
の
決
定
の
帰
結
も
引
き
受
け
る
の
で
あ
り
、
第
三
者
に
刑
法
上
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
第
三
者
が
危
険
の
現
実
化
に
関
与
し
て
い
て
も
、
自
己
答
責
者
は
第
三
者
の
こ
の
現
実
化
に
対
す
る
答
責
を
不
可
能
に
す
る
⽜。
例
え
ば
、

酩
酊
状
態
で
運
転
能
力
を
失
っ
て
い
る
甲
が
、
そ
の
状
態
を
知
り
な
が
ら
同
乗
を
せ
が
む
乙
を
同
乗
さ
せ
て
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
た
と
こ
ろ
、
運
転
無
能

力
の
た
め
事
故
を
起
こ
し
、
乙
は
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
自
己
危
殆
化
、
他
人
危
殆
化
と
い
う
区
別
は
形
式
的
で
あ
っ
て
、
事
態
の
答
責
問
題
の
解
決
に

は
適
さ
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
甲
が
危
険
の
原
因
と
成
っ
て
い
る
こ
と
で
な
く
、
乙
が
い
か
な
る
危
険
状
況
に
赴
く
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
乙

は
危
険
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
が
あ
る
。
H
.O
tto,GrundkursStrafrechtA
T
,7.A
ufl.,

2004,§
6
Rn
62;ders.,
Eigenverantw
ortliche
Selbstschädigung
und
‒
gefährdung
sow
ie
einverständliche
Frem
dschädigung
und
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‒
gefährdung,in:T
röndle-FS,157,169
ff.;vgl.B.
Schünem
ann,M
oderne
T
endenzen
in
der
D
ogm
atik
der
Fahrlässigkeits-
und

Gefährdungsdelikte,JA
1975,715,722
f.

（
50
）
R
oxin,(Fn.49.Schutzzw
eck),252
f.こ
れ
に
対
し
て
、
誰
が
行
為
支
配
を
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
自
己
答
責
的
自
己
危
殆
化
と
了
解
的
他
人
危
殆
化

を
区
別
し
な
が
ら
、
同
一
の
行
為
が
両
方
に
当
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
が
、
K
indhäuser,(Fn.40),§
12
Rn
70;

K
rey/E
sser,(Fn.24),§
17
Rn
673.

（
51
）
R
oxin,(Fn.49,Schutzzw
eck),252
f.

（
52
）
Burgstaller,(Fn.6.Fahrlä.),170.

（
53
）
R
oxin,(Fn.49.Schutzzw
eck),253.

（
54
）
Zaczyk,(Fn.38),59;a.A
.R
oxin,(Fn.1),§
11
Rn
135.

（
55
）
Burgstaller,(Fn.Fahrlä.),170
f.こ
れ
に
対
し
て
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
は
被
害
者
の
承
諾
の
特
別
の
場
合
で
あ
る
と
し
て
、
被
害
者
は
結
果
の
発
生

を
承
諾
し
て
い
な
い
が
、
行
為
者
に
よ
る
危
険
創
出
を
認
識
し
な
が
ら
、
危
険
な
企
て
に
係
り
あ
う
場
合
、
被
害
者
が
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
っ
て

創
出
さ
れ
た
危
険
を
認
識
し
て
い
る
と
き
、過
失
犯
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
、H
einrich,(Fn.4),§
28Rn
1020;K
indhäuser,(Fn.22),

§
12
Rn
71;K
ühl,(Fn.4),§
17
Rn
83;R
engier,(Fn.41),§
20
Rn
12;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn
274;O
LG
Zw
eibrücken,JR

1994,518（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
の
安
全
帯
の
具
わ
っ
て
い
な
い
荷
物
置
き
場
に
同
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
事
案
。
同
乗
者
は
運
転
者
と
同
じ
く
ら
い
危
険

性
を
認
識
し
て
い
た
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
は
許
さ
れ
た
危
険
の
故
に
義
務
違
反
性
に
欠
け
る
と
主
張
す
る
の
が
、
K
rey/E
sser,(Fn.

24),§
17
Rn
675.

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
は
一
般
に
、
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
場
合
に
も
他
人
傷
害
へ
の
承
諾
を
適
用
し
、
承
諾
の
障
害
規
準
と
し
て
刑
第
二
一
六
条
、
刑
第
二

二
八
条
を
も
ち
出
す
の
で
、
生
命
に
危
険
の
あ
る
了
解
的
他
人
危
殆
化
の
承
諾
は
無
効
だ
と
す
る
。
BGH
St53,55;O
LG
D
üsseldorfN
StZ-RR
1997,

325.参
照
、
千
葉
地
判
平
成
七
・
一
二
・
一
三
（
前
掲
注
11
）〔
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
走
行
に
つ
い
て
初
心
者
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
被
告
人
は
、
七
年
く
ら
い
の
ダ
ー

ト
ト
ラ
イ
ア
ル
の
経
験
を
有
す
る
者
を
同
乗
さ
せ
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
競
技
の
練
習
走
行
中
、
高
速
の
ま
ま
進
行
し
た
た
め
下
り
坂
の
急
カ
ー
ブ
を
曲
が

り
切
れ
ず
コ
ー
ス
端
の
防
護
柵
に
激
突
・
転
覆
さ
せ
、
柵
の
支
柱
が
助
手
席
に
入
っ
て
き
て
当
っ
た
同
乗
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
業
務
上
過
失
致

死
罪
は
不
成
立
・
無
罪
〕。
本
判
決
は
、
被
害
者
の
⽛
危
険
引
き
受
け
⽜
と
⽛
行
為
の
社
会
的
相
当
性
⽜
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
先

ず
、
被
害
者
の
危
険
引
き
受
け
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。⽛
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
競
技
に
は
、
運
転
技
術
等
を
駆
使
し
て
ス
ピ
ー
ド
を
争
う

北研 52 (2・113) 211

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑴



と
い
う
競
技
の
性
質
上
、
転
倒
や
衝
突
等
に
よ
っ
て
乗
員
の
生
命
、
身
体
に
重
大
な
損
害
が
生
じ
る
危
険
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
の
練
習
に
お
い
て
も
、
技

術
の
向
上
の
た
め
に
、
競
技
に
準
じ
た
走
行
を
し
た
り
、
技
術
の
限
界
に
近
い
運
転
を
試
み
、
あ
る
い
は
一
段
上
の
技
術
に
挑
戦
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の

過
程
で
競
技
時
と
同
様
の
危
険
が
伴
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
練
習
走
行
に
同
乗
す
る
場
合
と
し
て
は
、
①
上
級
者
が
初
心
者
の
運
転
を
指

導
す
る
、
②
上
級
者
が
よ
り
高
度
な
技
術
を
修
得
す
る
た
め
に
更
に
上
級
の
者
に
運
転
を
指
導
し
て
も
ら
う
、
③
初
心
者
が
上
級
者
の
運
転
を
見
学
す
る
、

④
未
経
験
者
が
同
乗
し
て
走
行
を
体
験
す
る
等
、
様
々
な
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
…
…
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
、
①
②
の
よ
う
な
場
合
で
は
、

同
乗
者
の
側
で
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
走
行
の
前
記
危
険
性
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
お
り
、
技
術
の
向
上
を
目
指
す
運
転
者
が
自
己
の
技
術
の
限
界
に

近
い
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
あ
る
程
度
上
回
る
運
転
を
試
み
て
、
暴
走
、
転
倒
等
の
一
定
の
危
険
を
冒
す
こ
と
を
予
見
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
同
乗
者
に
は
、
運
転
者
へ
の
助
言
を
通
じ
て
一
定
限
度
で
そ
の
危
険
を
制
御
す
る
機
会
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
、
予
見
等
の
事

情
の
下
で
同
乗
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
が
右
予
見
の
範
囲
内
に
あ
る
運
転
方
法
を
と
る
こ
と
を
容
認
し
た
上
で
（
技
術
と
隔
絶
し
た
運
転
を
し

た
り
、
走
行
上
の
基
本
的
ル
ー
ル
に
反
す
る
こ
と
─
前
車
と
の
間
隔
を
開
け
ず
に
ス
タ
ー
ト
し
て
追
突
、
逆
送
し
て
衝
突
等
─
は
容
認
し
て
い
な
い
。）、
そ

れ
に
伴
う
危
険
（
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
走
行
で
は
死
亡
の
危
険
を
含
む
）
を
自
己
の
危
険
と
し
て
引
き
受
け
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
右
危
険
が
現
実
化
し

た
事
態
に
つ
い
て
は
違
法
性
の
阻
却
を
認
め
る
根
拠
が
あ
る
⽜。⽛
被
告
人
は
…
…
ハ
ン
ド
ル
の
自
由
を
失
っ
て
暴
走
し
、
本
件
事
故
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

が
、
こ
の
経
過
は
被
害
者
が
引
き
受
け
て
い
た
危
険
の
範
囲
内
に
あ
り
、
他
方
、
そ
の
過
程
に
被
告
人
の
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
⽜。

本
件
に
つ
い
て
は
違
法
性
阻
却
が
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
は
、
次
に
、
被
害
者
を
同
乗
さ
せ
た
本
件
走
行
の
社
会
的
相
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。⽛
ダ
ー
ト

ト
ラ
イ
ア
ル
競
技
は
既
に
社
会
的
に
定
着
し
た
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
で
、
JA
Fが
定
め
た
安
全
確
保
に
関
す
る
諸
ル
ー
ル
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
被

告
人
の
走
行
を
含
む
本
件
走
行
会
も
一
面
右
競
技
の
練
習
過
程
と
し
て
、
JA
F公
認
の
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
車
両
、
走
行
方
法
及
び
服
装
も
JA
Fの
定
め
た

ル
ー
ル
に
準
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
乗
に
つ
い
て
は
、
競
技
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
当
否
に
議
論
の
あ
り
う
る

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
多
面
、
競
技
に
お
い
て
も
公
道
上
を
走
る
い
わ
ゆ
る
⽝
ラ
リ
ー
⽞
で
は
同
乗
者
が
存
在
し
て
お
り
（
…
…
）、
ま
た
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ

ア
ル
走
行
の
練
習
に
お
い
て
は
、
指
導
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
他
の
コ
ー
ス
も
含
め
て
か
な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
、
容
認
さ
れ
て
き
た
実
情
が
あ

る
。
競
技
に
準
じ
た
形
態
で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
等
を
し
た
上
で
同
乗
す
る
限
り
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
に
比
べ
て
格
段
に
危
険
性
が
高
い
も
の
と
も
い
え
な
い
。

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
お
い
て
は
、
引
き
受
け
た
危
険
の
中
に
死
亡
や
傷
害
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
相
当
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
を
同
乗
さ
せ
た
本
件
走
行
は
、
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
な
い
⽜。
本
判
決
は
、
最
後
に
要
約
し
て
、⽛
本
件
事
故
の

原
因
と
な
っ
た
被
告
人
の
運
転
方
法
及
び
こ
れ
に
よ
る
被
害
者
の
死
亡
の
結
果
は
、
同
乗
し
た
被
害
者
が
引
き
受
け
て
い
た
危
険
の
現
実
化
と
い
う
べ
き
事

態
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
か
ら
、
被
告
人
の
本
件
走
行
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
⽜
と
説
示
し
た
。
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本
判
決
は
、⽛
被
害
者
の
危
険
引
き
受
け
⽜
と
い
う
視
点
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
の
違
法
性
阻
却
を
認
め
た
が
、
身
体
へ
の
危
険
性
の
承
諾
が
身
体
傷
害
の

承
諾
を
含
む
こ
と
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
死
と
い
う
結
果
の
承
諾
を
含
み
事
は
な
い
。
仮
に
死
の
承
諾
が
あ
っ
て
も
、
生
命
は
被
害
者
の
処
分
で
き
な
い
法

益
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
相
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
は
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
競
技
で
あ
り
、
練
習
走
行
に

あ
た
り
指
導
的
立
場
に
あ
る
同
乗
者
も
こ
れ
に
伴
う
不
可
避
的
危
険
を
認
識
し
て
お
り
、
し
か
も
、
結
果
が
こ
の
危
険
の
範
囲
内
で
生
じ
た
と
き
、
当
該
運

転
は
規
範
的
危
険
の
否
定
さ
れ
る
行
為
（
社
会
的
相
当
行
為
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
参
照
、
林
幹
人
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
八
・
一
七
四
頁
以
下

は
、
危
険
の
引
き
受
け
を
⽛
被
害
者
の
承
諾
⽜
で
捉
え
、⽛
被
害
者
が
、
た
と
え
、
そ
の
可
能
性
が
低
く
、
ま
た
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
結
果
発
生

の
可
能
性
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
の
意
思
に
よ
り
、
自
由
に
、
そ
の
危
険
に
同
意
し
た
⽜
場
合
、
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定

す
る
。
浅
田
和
茂
⽝
刑
法
総
論
⽞
二
〇
〇
五
・
二
一
〇
⽛
本
件
は
、
通
常
の
暴
走
で
は
、
防
護
柵
に
よ
り
、
死
亡
事
故
は
発
生
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
、
予
見
可
能
性
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
過
失
犯
が
成
立
し
な
い
事
案
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
⽜。
客
観
的
帰
属
論
か
ら

捉
え
る
の
が
、
塩
谷
毅
⽝
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
⽞
二
〇
〇
四
・
二
四
〇
頁
以
下
、
山
中
敬
一
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
三
版
］
二
〇
一
五
・
四
三
三
頁
以

下
。

（
56
）
R
engier,(Fn.41),§
20
Rn
6;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.4),§
6
Rn
274;J.W
essels,M
.H
ettinger,StrafrechtBT
1,36.A
ufl.,2012,§
5

Rn
270;W
.Frisch,RiskannterGeschlechtsverkehreinesH
IV
-Infizierten
alsStraftat?,JuS
1990,362;vgl.BayO
bLG
N
StZ
1990,81（
H
IV

保
菌
者
と
自
己
答
責
的
に
無
防
備
の
性
交
渉
を
も
つ
場
合
、
他
人
の
自
己
危
殆
化
に
関
与
す
る
者
は
不
処
罰
）。

（
57
）
R
oxin,(Fn.1),§
11
Rn
133;U
.H
ellm
ann,Einverständliche
Frem
dgefährdung
und
objektive
Zurechnung,in:Roxin-FS,2001,271,273.

（
58
）
K
ühl,(Fn.4),§
4
Rn
90.

（
59
）
V
gl.Steininger,(Fn.2),9.K
ap
Rn
15.
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Eigenverantwortliche Selbstgefährdung, Einwilligung
und mutmaßliche Einwilligung (1)

Toshio YOSHIDA

Kapitel 1 Autonomieprinzip und eigenverantwortliche Selbstge-
fährdung

Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Anwendungsbereiche
a) Sportverletzungen{ }
b) Übernahme vermögensrechtlicher Risken
Ⅲ. Objektive Zurechnung bei eigenverantwortlichem Eingreifen
Dritter
a) Rettungshandlungen
aa) Rettungshandlungen durch freiwillige Helfer
bb) Rettungshandlungen durch Pflichtübernahme
b) Verfolgungen
Ⅳ. Schranken der Eigenverantwortlichkeit
Ⅴ. Voraussetzungen der Eigenverantwortlichkeit
Ⅵ. Eigenverantwortlichkeit und einverständliche Fremdgefährdung

(Die Fortsetzung folgt.)
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