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デ
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論
的
考
察
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ａ
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衝
突
モ
デ
ル
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ｂ
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統
合
モ
デ
ル

（
ｃ
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基
礎
モ
デ
ル

2

日
本
に
お
け
る
議
論
状
況

3

評
価

Ⅳ

承
諾
の
対
象
と
範
囲

（
ａ
）
対
象

（
ｂ
）
範
囲

（
以
上
第
五
二
巻
第
三
号
）

Ⅴ

正
当
化
事
由
と
し
て
の
承
諾
の
前
提
要
件
と
限
界

1

法
益
保
持
者
に
よ
る
承
諾

2

承
諾
者
の
処
分
権
能

（
ａ
）
ド
イ
ツ

（
aa
）
学
説

（
bb
）
判
例

（
以
上
第
五
二
巻
第
四
号
）

Ⅴ

正
当
化
事
由
と
し
て
の
承
諾
の
前
提
要
件
と
限
界

1

法
益
保
持
者
に
よ
る
承
諾

承
諾
が
正
当
化
効
果
を
有
す
る
の
は
、
承
諾
者
自
身
が
行
為
者
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
た
構
成
要
件

の
保
護
法
益
の
保
持
者
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
法
益
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
公
共
に
か
か
わ
る
犯
罪
に

対
し
て
は
承
諾
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
（
63
）。
偽
証
罪
（
刑
第
一
六
九
条
）
は
国
の
審
判
作
用
の
適
正
な
運
用
を
保
護
法
益
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
の
承
諾
は
意
味
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
構
成
要
件
が
処
分
可
能
な
側
面
と
処
分
で
き
な
い
側
面
を
有
す
る
複

合
的
法
益
か
ら
な
る
場
合
、
承
諾
が
正
当
化
効
果
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
虚
偽
告
訴
罪
（
誣
告
罪
）（
刑
第
一
七
二
条
）

に
つ
い
て
、
特
定
の
人
に
向
け
た
誤
捜
査
か
ら
刑
事
司
法
機
関
を
護
る
と
こ
ろ
に
保
護
法
益
を
見
る
な
ら
（
司
法
説
（
64
））、
被
誣
告
者
の
承
諾

は
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
承
諾
は
、
刑
事
司
法
機
関
の
捜
査
を
迷
わ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
為
の
不
法
内

実
を
い
っ
そ
う
重
く
す
る
（
65
）。
司
法
機
関
と
並
ん
で
不
当
な
捜
査
か
ら
個
人
を
護
る
こ
と
も
保
護
法
益
と
解
す
る
見
解
に
よ
っ
て
も
、
両
法

益
を
二
者
択
一
関
係
で
捉
え
る
な
ら
、
い
ず
れ
か
が
侵
害
さ
れ
る
と
、
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
（
二
者
択
一
説
（
66
））。
刑
事
司
法
と
並
ん
で

被
誣
告
者
の
個
人
法
益
（
自
由
、
財
産
、
名
誉
）
も
保
護
し
て
お
り
、
後
者
の
保
護
に
も
か
な
り
の
意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
前
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者
の
保
護
の
方
が
優
越
し
て
い
る
の
で
、
承
諾
は
正
当
化
効
果
を
有
し
な
い
と
解
す
る
説
も
あ
る
（
重
畳
的
優
位
・
劣
位
説
（
67
））。
こ
れ
に
対

し
て
、
専
ら
不
当
な
捜
査
か
ら
免
れ
る
個
人
の
利
益
を
保
護
法
益
と
見
る
な
ら
（
個
人
法
益
説
（
68
））、
承
諾
は
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
諸

説
が
見
ら
れ
る
が
、
誣
告
罪
は
、
複
合
的
法
益
か
ら
な
る
犯
罪
で
あ
り
、
各
側
面
は
対
等
の
関
係
に
あ
り
、
処
分
可
能
な
法
益
部
分
の
承

諾
が
あ
れ
ば
、
重
要
な
不
法
要
素
が
欠
如
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
誣
告
罪
の
不
法
は
完
全
に
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

誣
告
罪
は
成
立
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
69
）。
実
際
、
例
え
ば
、
自
動
車
の
運
転
者
が
人
身
事
故
を
惹
き
起
こ
し
た
が
、
同
乗
者
が
運
転

者
に
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
る
と
告
げ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
運
転
者
が
警
察
に
運
転
し
て
い
た
の
は
同
乗
者
だ
っ
た
と
告
げ
た
と
き
、
重

畳
的
優
位
・
劣
位
説
か
ら
は
⽛
自
己
⽜
誣
告
教
唆
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
な
い
（
70
）。

2

承
諾
者
の
処
分
権
能

法
益
保
持
者
が
自
分
に
権
利
の
あ
る
個
人
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
を
承
諾
し
て
も
、
そ
れ
が
常
に
所
為
を

正
当
化
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
法
益
保
持
者
は
自
分
の
個
人
法
益
の
処
分
権
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
生
命
と
い
う
法
益

に
は
処
分
権
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
刑
第
二
〇
二
条
：
同
意
殺
人
罪
）。
そ
れ
故
、
生
き
て
い
る
人
の
死
を
招
く
こ
と

に
な
る
臓
器
摘
出
、
例
え
ば
、
心
臓
摘
出
は
例
外
な
く
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
を
す
る
医
師
の
行
為
は
可
罰
的
で
あ
る
。
但
し
、

死
病
者
が
治
療
を
望
ま
な
い
と
き
、
治
療
の
中
止
が
死
を
招
い
て
も
、
同
意
殺
人
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
行
為
の
客
観
的
帰
属

が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
71
）。

そ
の
他
の
個
人
的
法
益
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
処
分
権
能
が
認
め
ら
れ
る
し
、
そ
の
こ
と
は
傷
害
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
傷
害
に

は
承
諾
の
限
界
が
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
に
は
そ
の
趣
旨
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。

北研 52 (4・97) 485

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑶



（
ａ
）
ド
イ
ツ

（
aa
）
学
説

ド
イ
ツ
現
行
刑
法
第
二
二
八
条
（
旧
第
二
二
六
ａ
条
（
72
））
は
、
傷
害
罪
に
つ
い
て
、
承
諾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所

為
（
承
諾
で
な
く
）
が
良
俗
（
dieguten
Sitten.一
般
に
社
会
倫
理
と
同
義
と
解
さ
れ
る
。）
に
反
す
る
と
き
（
73
）、
承
諾
は
刑
法
上
無
意
味
で

あ
り
、
傷
害
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
第
二
条
第
一
項
は
、⽛
各
人
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
せ
ず
、
か
つ
、
憲
法

的
秩
序
ま
た
は
道
徳
律
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
人
格
の
自
由
な
発
展
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
⽜
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
憲

法
上
、
処
分
権
能
の
制
限
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
刑
法
第
二
二
八
条
は
非
常
に
不
明
確
な
、
そ
れ
故
、
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
（
明

確
性
の
原
則
）
に
照
ら
し
、
憲
法
上
疑
い
の
あ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
74
）、
限
定
的
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
法
治
国
主
義
の
観
点
か
ら

よ
う
や
く
甘
受
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
75
）。
一
般
に
、
他
の
法
益
へ
の
承
諾
に
刑
法
第
二
二
八
条
を
準
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解

さ
れ
て
い
る
（
76
）。

一
般
に
、
所
為
が
良
俗
に
違
反
す
る
の
は
、
所
為
が
⽛
公
正
且
つ
正
し
く
考
え
る
全
て
の
者
の
礼
節
感
に
反
す
る
（
77
）⽜
場
合
と
さ
れ
て
い

る
。
良
俗
違
反
性
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
、
つ
ま
り
、
一
般
に
知
ら
れ
た
、
思
慮
分
別
に
従
え
ば
疑
い
よ
う
の
無
い
道
徳
的
規

準
は
見
出
さ
れ
な
い
場
合
、
疑
い
の
あ
る
と
き
良
俗
性
違
反
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
78
）。

良
俗
違
反
の
判
断
に
当
っ
て
、
所
為
だ
け
が
決
定
的
意
味
を
も
つ
の
か
、
所
為
と
合
わ
せ
て
行
為
者
の
目
的
、
動
機
も
考
慮
さ
れ
る
べ

き
か
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
ず
、
専
ら
関
与
者
の
動
機
、
目
的
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
純
粋
主
観
説
（
79
）が
あ
る
。
所
為

に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
が
非
難
に
値
す
る
と
き
、
良
俗
違
反
が
あ
る
。
良
俗
違
反
を
も
っ
と
狭
く
捉
え
て
、
非
難
可
能
性
の
規
準
を

刑
法
上
是
認
さ
れ
な
い
目
的
か
否
か
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
が
、
犯
罪
の
準
備
、
着
手
、
隠
蔽
又
は
仮
構
に
あ
る
と
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き
に
限
り
、
所
為
は
良
俗
違
反
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
80
）。
本
説
の
基
礎
に
は
、
身
体
の
無
傷
性
に
つ
い
て
処
分
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な

が
ら
、
刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
が
法
益
保
持
者
を
そ
の
短
見
か
ら
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
理
解
し
難
い
と
い

う
考
え
が
あ
る
（
81
）。
し
か
し
、
本
説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
先
ず
、
所
為
の
主
観
的
目
的
の
み
が
良
俗
性
判
断
の
規
準
な
ら
ば
、

法
文
に
反
し
て
、
承
諾
の
良
俗
違
反
性
・
違
法
性
自
体
が
判
断
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
⽛
所
為
⽜
の
良
俗
違

反
性
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
（
82
）。
加
え
て
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
規
範
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
結
論
が
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、
刑
を
無
効

化
に
す
る
意
図
か
ら
（
刑
第
二
五
八
条
。
日
本
刑
法
第
一
〇
三
条
に
相
当
す
る
犯
罪
）、
銀
行
強
盗
に
警
察
の
手
が
回
ら
な
い
よ
う
に
そ
の

辮
髪
を
丸
坊
主
に
し
て
や
る
者
は
、
そ
の
さ
さ
い
な
傷
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傷
害
罪
で
処
罰
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
（
83
）。
結
局
、
専
ら
動

機
・
目
的
を
重
視
し
、
完
全
に
法
益
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
考
察
方
法
は
法
的
安
定
性
の
点
で
問
題
を
孕
ん
で
い
る
（
84
）。

そ
こ
で
、⽛
所
為
⽜
の
良
俗
違
反
性
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
見
る
法
益
解
決
説
（
修
正
重
度
説
）
が
と
り
わ
け
ヒ
ル
シ
ュ
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
、
多
く
の
支
持
者
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
構
成
要
件
の
法
益
侵
害
の
重
さ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
限
界
づ
け
の
た
め
に
危
険
性

（
危
険
な
傷
害
罪
：
刑
第
二
二
四
条
）、
強
度
、
重
い
傷
害
罪
（
刑
第
二
二
六
条
）
を
援
用
で
き
る
と
す
る
説
で
あ
る
（
85
）。
さ
も
な
け
れ
ば
、

追
求
さ
れ
る
目
的
の
非
難
可
能
性
が
処
罰
根
拠
と
な
り
、
構
成
要
件
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
法
益
侵
害
が
処
罰
根
拠
で
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
論
じ
ら
れ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
当
人
の
承
諾
を
得
て
加
虐
被
虐
的
動
機
か
ら
蚯
蚓
腫
れ
を
加
え
て
も
、
重
大
な
結
果
が
生
じ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
良
俗
違
反
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
下
劣
さ
は
傷
害
の
側
面
で
は
な
く
、
性
的
側
面
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
他
の
犯
罪
の
準
備
、
着
手
、
隠
蔽
あ
る
い
は
仮
構
の
た
め
に
行
わ
れ
た
傷
害
も
良
俗
に
違
反
し
な
い
。
こ
の
動
機
は
、
身
体
の

不
可
侵
性
を
保
護
す
る
必
要
性
の
範
囲
と
は
全
く
関
係
な
く
、目
的
と
さ
れ
た
犯
罪
の
対
象
で
あ
る
法
益
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
愛
人
の
承
諾
を
得
て
、
危
険
で
な
い
睡
眠
剤
を
注
射
す
る
が
、
そ
れ
は
愛
人
の
夫
が
殺
人
未
遂
を
行
っ
た
と
仮
構
す
る
た
め
で
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あ
っ
た
と
か
、
医
師
が
患
者
の
犯
し
た
犯
罪
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
そ
の
顔
の
整
形
手
術
を
行
う
と
い
っ
た
場
合
、
不
法
の
内
実
は
傷
害
に

あ
る
の
で
な
く
、
他
の
法
益
に
関
し
た
犯
罪
に
あ
る
（
86
）。
本
説
に
よ
れ
ば
、
移
植
目
的
の
器
官
摘
出
の
よ
う
に
、
傷
害
が
そ
れ
自
体
と
し
て

み
れ
ば
良
俗
違
反
で
あ
る
が
、
こ
の
消
極
的
評
価
が
積
極
的
目
的
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
と
き
、
例
外
的
に
目
的
が
意
味
を
も
つ
（
87
）。
本
説

は
、
重
さ
だ
け
が
決
定
的
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
認
め
、
臓
器
移
植
、
断
種
、
性
転
換
が
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
う
る
こ
と
を
是
認
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
本
説
の
出
立
点
が
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
る
（
88
）。

基
本
的
に
法
益
解
決
策
に
立
つ
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、⽛
法
秩
序
は
、
切
迫
す
る
不
利
益
が
利
益
と
不
釣
合
い
で
あ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、

所
為
を
承
諾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
違
法
と
宣
言
す
る
根
拠
を
有
す
る
⽜
と
論
ず
る
（
89
）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
経
済
学
的
見
方
に
過

ぎ
、
一
方
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
不
当
に
狭
め
、
他
方
で
そ
れ
を
拡
大
し
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
軽
い
傷
害
の
場
合
、
例
え

ば
、
一
時
の
気
ま
ぐ
れ
か
ら
、
手
術
し
て
も
除
去
す
る
こ
と
の
難
し
い
刺
青
を
し
て
も
ら
う
と
き
、
そ
れ
は
違
法
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
承
諾
者
が
所
為
の
利
益
と
不
利
益
を
⽛
分
別
を
も
っ
て
⽜
評
価
し
た
と
は
も
は
や
い
え
な
い
と
き
、
承
諾
の

違
法
性
阻
却
効
果
は
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
無
分
別
な
傷
害
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
重
い
傷
害
で
な
い
と
き
、
許
容

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
重
い
傷
害
の
場
合
、
例
え
ば
、
多
額
の
謝
礼
と
引
き
換
え
に
、
研
究
目
的
の
た
め
の
両
脚
切
断
を
承
諾
し
、
車
椅

子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
経
済
的
状
況
か
ら
し
て
分
別
の
あ
る
利
益
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
（
90
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
要
求
に
応
じ
た
殺
人
罪
（
刑
第
二
一
六
条
）
を
援
用
す
る
説
が
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
に
依

れ
ば
、
先
ず
、
具
体
的
に
生
命
に
危
険
の
あ
る
傷
害
は
、
被
害
者
の
承
諾
が
あ
っ
て
も
、
良
俗
に
違
反
す
る
。
次
に
、
生
命
に
危
険
は
無
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い
が
、
非
可
逆
的
な
極
め
て
重
い
身
体
損
傷
が
被
害
者
の
立
場
か
ら
す
ら
も
理
解
で
き
る
根
拠
な
し
に
加
え
ら
れ
た
場
合
も
良
俗
に
反

す
る
（
91
）。

こ
れ
ら
の
諸
説
と
は
異
な
り
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
に
依
れ
ば
、
良
俗
条
項
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
承
諾
者
の
⽛
自
律
性
欠
如
⽜
な
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
承
諾
に
お
け
る
意
思
瑕
疵
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
良
俗
条
項
不
要
説
）。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
第
二
二
八
条

は
、⽛
承
諾
の
内
容
か
ら
見
て
、
承
諾
が
自
律
的
人
の
し
た
決
定
と
は
見
ら
れ
な
い
と
き
、
―
な
ぜ
な
ら
、
分
別
の
あ
る
人
（
eine

vernünftigePerson）
な
ら
こ
う
い
っ
た
承
諾
は
与
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
⽜
と
い
っ
た
場
合
、
自
律
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
承
諾
は

無
効
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
92
）。
本
説
に
対
し
て
は
、
分
別
で
問
題
と
な
る
の
は
、
意
思
瑕
疵
、
と
り
わ
け
弁
識

能
力
に
お
け
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
当
人
が
自
分
の
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
又
は
十
分
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
事
実
、

無
分
別
が
直
ち
に
自
律
性
の
限
界
を
為
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
は
無
分
別
な
行
為
に
よ
っ
て
自
分
に
不
利
益
な
こ
と
を
し
て
も
よ

い
（
例
え
ば
、
一
瞬
の
気
ま
ぐ
れ
か
ら
女
友
達
の
名
を
刺
青
し
て
も
ら
う
）、
他
方
、
他
人
の
哀
れ
み
を
引
く
こ
と
で
割
に
合
う
収
入
を
得

る
た
め
に
手
足
を
切
断
し
て
も
ら
う
こ
と
は
物
乞
い
の
分
別
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
（
93
）。
も
っ
と
も
、
フ

リ
ッ
シ
ュ
説
の
帰
結
は
法
益
解
決
策
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
追
体
験
理
解
の
で
き
な
い
非
可
逆
的
結
果
を
伴
う
重
大
な
身
体
侵
襲
及
び

明
ら
か
に
無
意
味
な
、
き
わ
め
て
危
険
な
行
為
だ
け
が
⽛
無
分
別
⽜
で
あ
り
、
違
法
と
さ
れ
る
（
94
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ゥ
ッ
ト
ゥ
ゲ
は
、
自
律
性
欠
如
思
想
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
に
決
定
的
意
味

を
見
出
し
、
刑
法
第
二
二
八
条
の
目
的
は
、⽛
共
同
体
の
抜
き
ん
出
た
利
益
⽜
と
し
て
⽛
当
人
の
意
思
に
対
し
て
人
間
の
尊
厳
自
体
を
擁
護
⽜

す
る
こ
と
に
あ
る
と
論
ず
る
（
95
）。
本
説
も
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。⽛
自
己
の
人
間
の
尊
厳
に
自
発
的
に
且
つ
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
違
反
し
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た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
関
与
し
た
者
の
可
罰
性
す
ら
根
拠
づ
け
る
の
に
適
さ
な
い
⽜。
人
間
の
尊
厳
の
中
核
に
は
基
本
的
自
由
権
の

保
障
が
あ
る
の
だ
が
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
核
が
変
質
し
て
自
由
を
制
限
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
説
は

刑
法
の
濫
用
を
導
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
も
規
準
は
不
明
確
す
ぎ
る
の
で
、
例
え
ば
、
公
衆
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
広
場
で
犬
用

鞭
に
よ
る
尻
た
た
き
を
さ
せ
る
と
か
、
そ
の
他
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
虐
待
に
曝
す
場
合
、
当
然
自
己
の
人
間
の
尊
厳
の
放
棄
を
見
る
こ
と

に
も
な
ろ
う
（
96
）。
も
っ
と
も
、
ド
ゥ
ッ
ト
ゥ
ゲ
も
身
体
の
不
可
侵
性
の
⽛
中
核
⽜
を
護
ろ
う
と
し
て
、
良
俗
違
反
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
⽛
侵

襲
の
重
さ
⽜
が
⽛
疑
い
も
無
く
か
な
り
の
重
要
性
⽜
を
も
つ
こ
と
、
良
俗
違
反
の
傷
害
の
適
用
領
域
を
最
小
限
に
お
さ
え
る
べ
き
だ
と
論

ず
る
の
で
あ
る
（
97
）。

ヤ
ー
コ
プ
ス
は
、
良
俗
違
反
を
傷
害
の
誘
因
と
結
果
の
間
の
不
釣
合
い
と
解
釈
す
る
。⽛
分
別
な
き
所
為
⽜
は
、
被
害
者
が
傷
害
を
承
諾

し
て
い
て
も
、⽛
不
釣
合
い
⽜
の
故
に
刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
で
違
法
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
違
法
な
傷
害
を
具
体
的
個
人
に
対
す
る
犯
罪

で
は
な
く
、
公
衆
の
利
益
に
対
す
る
犯
罪
と
捉
え
、
身
体
の
不
可
侵
性
と
い
う
個
人
法
益
に
向
け
ら
れ
る
そ
の
他
の
傷
害
と
対
照
を
な
す

と
論
ず
る
（
98
）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
従
来
の
傷
害
罪
の
理
解
か
ら
離
れ
て
い
る
し
、
良
俗
違
反
を
不
釣
合
い
で
代
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

解
釈
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
99
）。

（
bb
）
判
例
（
100
）

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
前
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（
RG,Entsch.v.11.11.1937,N
JW
1938,30）
は
、⽛
良
俗
概
念
は
確
固
と
し
た
判
例
に

依
れ
ば
正
し
く
且
つ
公
正
に
考
え
る
全
て
の
人
の
礼
節
感
と
一
致
す
る
。
所
為
自
体
が
―
法
律
上
こ
れ
が
重
要
な
の
だ
が
―
こ
れ
に

反
す
る
か
否
か
は
個
別
事
例
の
事
情
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
本
事
案
で
は
、
せ
っ
か
ん
が
む
き
出
し
に
な
っ
た
臀
部
へ
の
殴
打
に
よ
っ
て
行
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わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
か
か
る
や
り
方
は
男
子
少
年
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
童
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、

か
な
り
の
名
誉
侵
害
で
あ
り
、
良
俗
に
反
す
る
⽜
と
説
示
し
た
。

行
為
者
の
動
機
が
重
視
さ
れ
て
有
罪
判
決
が
導
か
れ
た
事
案
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
加
虐
被
虐
的
動
機
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、
RG,

Entsch.v.3.1.1928,N
JW
1928,2229（
皮
膚
を
た
た
い
た
り
、
つ
ね
っ
た
り
、
か
き
傷
を
つ
け
た
り
し
た
と
い
う
事
案
）⽛
当
刑
事
部
が

強
調
し
た
い
こ
と
は
、
本
件
で
は
身
体
傷
害
が
専
ら
猥
褻
目
的
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
故
、
そ
の
承
諾
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
良
俗
に
反

し
、
法
的
に
無
効
で
あ
る
と
す
る
の
は
完
全
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
承
諾
は
刑
法
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
意

思
に
由
来
す
る
と
き
に
だ
け
、
承
諾
は
刑
法
上
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
が
良
俗
に
反
す
る
意
思
は
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な

い
⽜、
RG,Entsch.v.12.10.1928,JW
1929,1015（
乗
馬
用
鞭
で
た
た
い
た
り
、
乳
房
を
ひ
っ
ぱ
た
り
し
た
と
い
う
事
案
）⽛
被
害
者
の

承
諾
が
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
事
案
で
は
、
猥
褻
目
的
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
法
的
に
効
果
を
も
た
な
い
⽜、
RG,Entschl.

v.26.11.1942,D
R
1943,234（
臀
部
を
籐
の
鞭
で
た
た
い
た
と
い
う
事
案
。
被
告
人
の
⽝
官
能
的
快
楽
を
求
め
る
目
的
⽞）。

そ
の
他
、
詐
欺
を
準
備
す
る
た
め
の
身
体
傷
害
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、
RG,U
rt.v.6.5.1932,D
RiZ
1932.医
療
に
関
す
る
事
案
と

し
て
、
RG,Entsch.v.19.5.1942,D
R
1943,579（
患
者
か
ら
性
交
の
同
意
を
得
る
た
め
に
治
療
の
た
め
の
注
射
を
し
た
と
い
う
事
案
）

⽛
そ
こ
に
医
師
と
し
て
の
義
務
が
見
ら
れ
る
が
故
に
⽜。
RG,U
rt.v.23.2.1940,RGSt77,91（
婦
人
科
医
師
が
性
的
動
機
か
ら
で
な
く
、

医
学
的
動
機
か
ら
行
っ
た
、
し
か
し
医
学
的
に
は
適
切
で
な
い
膣
マ
ッ
サ
ー
ジ
）。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
⽛
良
俗
性
⽜
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
例
と
し
て
、
先
ず
、
一
九
五
三
年
一
月
判
決
（
U
rt.v.22.1.
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1953,BGH
St4,88）
が
あ
る
。〔
被
告
人
は
被
害
者
か
ら
殴
り
合
い
を
要
請
さ
れ
、
自
分
の
上
着
を
脱
ぎ
、
そ
れ
か
ら
ま
だ
闘
い
の
準
備

の
で
き
て
い
な
い
挑
戦
者
の
こ
め
か
み
を
こ
ぶ
し
で
殴
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
そ
れ
に
起
因
す
る
脳
出
血
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
〕

で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
例
（
RG,Entsch.v.11.11.1937）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
ご
く
短
く
⽛
正
し
く
考
え
る
人
の

道
徳
観
に
反
す
る
か
否
か
が
規
準
と
な
る
⽜
と
説
示
し
て
、
本
事
案
に
つ
き
良
俗
違
反
を
認
め
た
。
し
か
し
、
後
の
判
例
の
基
礎
と
な
っ

た
の
が
一
九
五
三
年
一
月
二
九
日
判
決
（
U
rt.v.29.1.1953,BGH
St4,24）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
被
告
人
が
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
で
の
決
闘
を

行
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
判
断
対
象
に
つ
い
て
、⽛
身
体
傷
害
が
被
害
者
の
承
諾
に
も
か
か
わ
ら
ず
良
俗
に
反
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
傷

害
の
重
さ
に
よ
っ
て
だ
け
答
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
他
の
事
情
も
、
と
り
わ
け
動
機
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
⽜
と

説
示
し
、
判
断
尺
度
に
つ
い
て
、⽛
道
徳
律
を
参
照
す
る
こ
と
は
法
治
国
の
観
点
か
ら
基
本
的
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
い
か
な
る
構
成
要

件
が
刑
罰
で
警
告
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
不
安
定
な
結
果
が
生
じ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
明
白
で
な
い
規
定
は
、
法
治
国
に
お
い
て

耐
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
有
利
に
狭
く
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
良
俗
違
反
と
見
ら
れ
う
る
の
は
、
こ
の
刑
法
的

意
味
で
は
、
公
正
に
且
つ
正
し
く
考
え
る
全
て
の
人
の
礼
節
感
に
よ
れ
ば
疑
い
も
無
く
刑
法
上
当
罰
的
不
法
と
い
え
る
こ
と
に
限
定
さ
れ

る
⽜
と
説
示
し
て
、
本
事
案
に
つ
い
て
良
俗
違
反
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
一
〇
月
判
決
（
BGH
,U
rt.v.15.10.1991,

BGH
St38,83）
は
、〔
刑
務
所
か
ら
脱
走
す
る
た
め
に
、
同
房
者
を
そ
の
同
意
を
得
て
縛
り
、⽛
頭
部
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
傷
⽜
を
与

え
た
と
い
う
事
案
〕
で
、⽛
明
ら
か
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
傷
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
所
為
の
良
俗
違
反
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
⽜

と
判
示
し
た
。
脱
走
と
い
う
動
機
か
ら
す
る
と
、
従
前
の
判
例
に
依
れ
ば
、
良
俗
違
反
が
肯
定
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
事
案
で
あ
っ
て
こ

と
か
ら
、
本
判
決
は
、
所
為
の
目
的
よ
り
も
む
し
ろ
傷
害
の
重
さ
に
力
点
を
お
き
始
め
た
と
も
評
価
さ
れ
る
。

こ
の
新
し
い
動
き
は
下
級
審
で
顕
著
に
な
っ
た
。［
自
動
車
サ
ー
フ
ィ
ン
事
件
］〔
被
告
人
は
自
動
車
の
屋
根
に
友
人
三
人
を
乗
せ
て
時
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速
七
〇
キ
ロ
な
い
し
八
〇
キ
ロ
で
走
行
し
て
い
て
ゆ
る
い
右
カ
ー
ヴ
を
切
っ
た
と
こ
ろ
、
屋
根
上
の
一
人
が
自
動
車
に
も
は
や
し
っ
か
り

と
摑
ま
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
溝
へ
飛
ば
さ
れ
重
い
、
永
続
的
傷
害
を
蒙
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
原
審
（
LG
M
önchengladbach,

U
rt.v.20.9.1996,N
StZ-RR
1997,169）
は
、⽛
社
会
倫
理
的
に
是
認
で
き
な
い
の
は
基
本
的
に
、
人
の
最
高
の
財
、
つ
ま
り
生
命
が
危
殆

化
さ
れ
る
危
険
な
企
て
で
あ
る
。
生
命
と
い
う
法
益
の
最
高
位
の
故
に
、
生
命
に
危
険
な
企
て
の
場
合
、
被
害
者
が
単
に
承
諾
し
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
は
正
当
化
に
十
分
で
な
い
。
む
し
ろ
、
企
て
の
誘
因
、
目
的
に
関
し
て
、
危
険
の
予
防
措
置
、
大
き
さ
に
関
し
て
特
別
の

事
情
が
付
け
加
わ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
の
行
為
の
義
務
違
反
の
否
定
が
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
承
諾
に

よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
被
害
者
自
律
性
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
殆
化
に
あ
る
無
価
値
を
凌

駕
す
る
か
否
か
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
衡
量
に
あ
た
っ
て
は
次
の
原
則
が
働
く
、
つ
ま
り
、
企
て
に
お
い
て
死
の
結
果
又

は
重
い
身
体
傷
害
の
蓋
然
性
が
大
き
い
ほ
ど
、
追
求
さ
れ
る
目
的
も
、
そ
の
実
現
が
こ
の
種
の
危
険
を
犠
牲
に
し
て
で
も
な
お
相
当
と
思

わ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
説
示
し
て
、
本
事
案
で
は
目
的
の
重
大
性
を
否
定
し
た
。
上
訴
審
（
O
LG

D
üsseldorf,Beschl.v.6.6.1997,N
StZ-RR
1997,325）
も
原
審
に
組
し
た
。⽛
承
諾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
良
俗
に
反
す
る
か
否
か

の
判
断
に
当
た
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
冒
さ
れ
た
危
険
の
程
度
と
そ
れ
の
所
為
目
的
と
の
関
係
で
あ
る
。
危
険
が
大
き
い
ほ

ど
、
所
為
目
的
の
も
つ
価
値
が
少
な
い
ほ
ど
、
良
俗
違
反
が
認
め
ら
れ
る
⽜。
本
件
で
は
、⽛
冒
さ
れ
た
危
険
が
所
為
目
的
と
釣
り
合
い
が

取
れ
て
い
な
い
⽜。

BayO
bLG,Beschl.v.7.9.1998,N
JW
1999,372［
少
年
ギ
ャ
ン
グ
入
会
儀
式
事
件
］〔
一
五
歳
の
被
害
者
少
年
は
あ
る
⽛
少
年
ギ
ャ
ン

グ
⽜
に
加
入
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
し
、
そ
の
受
け
容
れ
儀
式
に
服
す
る
覚
悟
が
あ
っ
た
。
ギ
ャ
ン
グ
仲
間
三
名
か
ら
一
分
半
に
わ
た
っ
て

身
体
、頭
に
拳
打
ち
や
足
蹴
り
を
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
疑
者
は
倒
れ
て
も
な
お
虐
待
行
為
を
受
け
た
。
一
分
が
経
過
し
て
か
ら
、
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被
告
人
ら
は
被
害
者
に
⽛
入
会
試
験
⽜
を
止
め
た
い
か
否
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
引
き
続
き
受
け
た
い
と
答
え
、
被
告
人
ら
は

さ
ら
に
暴
行
を
加
え
続
け
た
。
結
局
、
被
害
者
は
と
り
わ
け
頭
部
に
重
い
打
撲
傷
を
受
け
、
全
治
二
週
間
の
診
断
書
が
で
た
と
い
う
事
案
。

第
一
審
で
は
無
罪
、
原
審
で
は
危
険
な
傷
害
罪
で
有
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
〕。
本
事
案
に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は

本
件
所
為
が
良
俗
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
。⽛
傷
害
が
、
被
害
者
の
承
諾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
良
俗
違
反
と

な
る
の
は
、
自
己
の
身
体
の
不
可
侵
性
に
関
す
る
処
分
権
が
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
て
も
、
傷
害
の
目
的
、
動
機
、
手
段
及
び
性
質
か

ら
す
る
と
、
公
正
に
且
つ
正
し
く
考
え
る
全
て
の
人
の
礼
節
感
に
反
す
る
、
そ
れ
故
、
承
諾
の
法
的
承
認
が
共
同
生
活
の
基
礎
に
あ
る
秩

序
に
よ
っ
て
拒
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
で
あ
る
（
BGH
St4,88
[91]…
）。
本
件
は
そ
の
場
合
に
あ
た
る
。⽝
入
会
試
験
⽞
の
内
容
は
、

―
初
め
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
し
、⽝
試
験
者
⽞
が
望
ん
で
も
い
た
の
だ
が
―
何
度
も
何
度
も
残
虐
な
、
手
心
を
加
え
な
い
そ
し
て
無

慈
悲
な
拳
打
ち
と
足
蹴
り
で
あ
り
、⽝
受
験
者
⽞
が
倒
れ
た
場
合
で
す
ら
続
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
し
、
実
際
そ
う
さ
れ
た
。
そ
れ
に
ま
た

拳
打
ち
、
足
蹴
り
は
頭
部
に
向
け
ら
れ
た
。
ま
と
も
な
人
に
は
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
に
し
て
加
え
ら
れ
た
頭

部
傷
害
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
重
い
損
傷
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
被
害
者
の
死
が
生
じ
か
ね
な
い
。⽝
受
験
者
⽞
に
差
し
迫
っ
た
且
つ
重
大
な

危
険
は
、
受
験
者
が
攻
撃
者
に
対
し
て
防
衛
し
て
も
よ
い
、
い
つ
で
も
試
験
の
中
止
を
要
求
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な

り
の
程
度
低
下
す
る
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
三
人
の
攻
撃
者
の
圧
倒
的
力
に
鑑
み
る
と
、
条
件
の
防
禦
の
見
込
み
は
わ
ず
か
で

し
か
な
い
。
被
害
者
が
暴
行
の
中
止
を
要
望
す
る
ま
で
、
多
く
の
そ
し
て
重
い
傷
害
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
は
た
ぶ

ん
、
中
止
又
は
継
続
を
望
む
か
否
か
を
、
も
は
や
ま
っ
た
く
（
自
由
に
）
決
定
で
き
な
か
っ
た
。
原
審
の
認
定
し
た
こ
う
い
っ
た
事
情
の

下
で
は
。
被
告
人
ら
の
所
為
は
社
会
倫
理
的
価
値
観
念
に
反
し
て
い
る
。
被
害
者
少
年
は
被
告
人
ら
の
行
為
態
様
に
よ
っ
て
客
体
へ
貶
め

ら
れ
、
重
い
健
康
障
害
の
危
険
に
曝
さ
れ
る
⽜。
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
裁
判
所
は
、⽛
公
正
に
且
つ
正
し
く
考
え
る
全
て
の
人
の
礼
節
感
⽜
に

依
拠
し
た
上
で
、
被
害
者
が
⽛
客
体
に
貶
め
ら
れ
、
重
い
健
康
障
害
の
危
険
に
曝
さ
れ
た
⽜
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
死
の
危
険
に
曝
さ
れ
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た
と
説
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
判
決
は
法
益
説
に
近
い
立
場
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
（
101
）。

連
邦
通
常
裁
判
所
も
従
前
の
立
場
か
ら
離
れ
、
新
し
い
方
向
へ
踏
み
出
し
た
と
評
価
さ
れ
る
の
が
次
の
二
つ
の
判
決
で
あ
る
。
BGH
St

49,34(11.12.2003),3.Senat［
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
事
件
］〔
被
害
者
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
者
で
あ
り
、
痙
攣
の
発
作
に
も
罹
っ
て
い
て
、
治

療
薬
を
服
用
し
て
い
た
。
身
体
の
状
態
は
悪
か
っ
た
。
そ
の
両
手
は
小
刻
み
に
震
え
、
歩
行
も
不
自
由
で
身
障
者
用
の
三
輪
自
転
車
を
使

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
、
被
害
者
が
時
々
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
を
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
か
ら
、
二
度
被
害
者
と
一
緒
に
ヘ
ロ
イ

ン
を
費
消
し
た
。
被
告
人
は
ヘ
ロ
イ
ン
を
吸
引
し
た
が
、
被
害
者
は
ヘ
ロ
イ
ン
を
自
己
注
射
し
た
。
被
害
者
は
二
回
と
も
被
告
人
に
⽛
放

心
状
態
⽜
に
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
た
が
、
話
し
か
け
に
は
応
答
し
た
。
犯
行
当
日
の
夕
方
、
被
告
人
は
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
前

で
飲
み
友
達
と
話
し
込
ん
で
い
て
、
缶
ビ
ー
ル
を
手
に
持
っ
て
い
た
被
害
者
に
会
っ
た
。
被
害
者
は
こ
の
時
ま
で
に
相
当
ビ
ー
ル
を
飲
ん

で
い
た
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
順
応
の
た
め
に
脱
落
症
状
に
は
な
か
っ
た
。
被
告
人
と
被
害
者
は
一
緒
に
ヘ
ロ
イ
ン
一
グ
ラ
ム
を
費
消
す
る
こ

と
に
し
た
。
被
害
者
の
住
ま
い
で
、
二
人
は
先
ず
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
被
告
人
は
自
ら
入
手
し
た
ヘ
ロ
イ
ン
の
半
分
を
ア

ス
コ
ル
ビ
ン
酸
と
水
と
一
緒
に
煮
沸
し
て
、
そ
れ
を
自
己
注
射
し
た
。
被
告
人
の
長
い
経
験
か
ら
す
る
と
、
そ
の
効
き
目
は
普
通
だ
っ
た
。

注
射
器
を
熱
湯
消
毒
し
て
か
ら
、
被
告
人
は
も
う
半
分
の
ヘ
ロ
イ
ン
を
煮
沸
し
た
。
両
手
が
震
え
て
も
は
や
自
己
注
射
が
で
き
る
状
態
で

は
な
か
っ
た
被
害
者
は
被
告
人
に
注
射
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
被
告
人
は
そ
の
願
い
を
入
れ
て
ヘ
ロ
イ
ン
一
グ
ラ
ム
を
静
脈
注
射

し
て
や
っ
た
。
被
害
者
は
注
射
を
さ
れ
た
後
間
も
無
く
ヘ
ロ
イ
ン
中
毒
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
〕。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
良
俗
違
反
と

い
う
の
は
、
所
為
が
、⽛
道
理
上
疑
問
と
は
な
り
え
な
い
、
一
般
的
に
通
用
す
る
道
徳
的
尺
度
に
よ
れ
ば
、
良
俗
違
反
と
い
う
明
白
な
欠
陥

を
も
っ
て
い
る
⽜
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
傷
害
が
、⽛
公
正
に
且
つ
正
し
く
考
え
る
す
べ
て
の
者
の
礼
節
感
に
反
し
て
い
る
⽜

こ
と
で
あ
る
。
第
三
刑
事
部
は
、
良
俗
違
反
の
判
断
に
当
り
、
所
為
が
非
難
す
べ
き
目
的
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
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の
で
な
く
、
身
体
的
虐
待
又
は
健
康
障
害
の
程
度
、
そ
れ
に
伴
う
、
被
害
者
の
身
体
、
生
命
に
対
す
る
危
険
の
程
度
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

具
体
的
な
生
命
に
対
す
る
危
険
が
客
観
的
に
予
見
可
能
で
あ
る
と
き
、
当
該
所
為
は
良
俗
違
反
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

第
三
刑
事
部
は
実
質
的
に
二
つ
の
点
で
革
命
的
な
方
向
へ
と
踏
み
出
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
先
ず
、
本
判
決
は
乞
わ
れ
た
ヘ
ロ
イ
ン
注

射
の
良
俗
違
反
を
否
定
し
た
。⽛
本
刑
事
部
は
、
違
法
な
薬
物
の
使
用
が
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
、
疑
い
よ
う
の
無
い
価
値
観
に
よ
れ

ば
一
般
的
に
な
お
良
俗
と
一
致
し
な
い
と
い
え
る
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
な
じ
こ
と
は
、
違
法
な
麻
酔
剤
の
了
解
の

あ
る
投
与
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
傷
害
に
も
い
え
る
⽜
と
判
示
す
る
と
き
、
旧
判
例
の
道
徳
化
す
る
立
場
か
ら
の
最
終
的
離
別
が
見
ら
れ

る
。
麻
酔
剤
法
違
反
の
重
い
可
罰
行
為
す
ら
も
良
俗
に
違
反
し
な
い
と
き
、
刑
法
第
二
二
八
条
か
ら
導
か
れ
る
可
罰
性
を
お
よ
そ
道
徳
的

考
慮
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
次
に
、
本
判
決
は
刑
法
第
二
二
八
条
を
精
密
に
限
定
し
て
い
る
。⽛
被
害
者
の
承
諾
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
傷
害
が
良
俗
違
反
、
し
た
が
っ
て
、
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
被
害
者
の
た
め
の
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
に
よ
っ
て
生
じ
た

具
体
的
な
生
命
の
危
険
か
ら
導
か
れ
る
⽜
と
判
示
す
る
と
き
、⽛
具
体
的
危
険
⽜
を
⽛
一
般
的
道
徳
感
覚
か
ら
す
る
と
、
道
徳
的
非
難
の
限

界
を
超
え
て
い
る
⽜
か
ら
導
く
の
で
な
く
、
刑
法
第
二
二
六
条
の
法
思
想
か
ら
導
い
た
方
が
よ
か
っ
た
と
云
え
る
が
、
そ
れ
で
も
刑
法
第

二
二
八
条
の
主
要
適
用
事
例
が
限
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
（
102
）。

BGH
St49,166(26.5.2004),2.Senat［
緊
縛
遊
戯
事
件
］〔
被
告
人
（
男
性
）
の
伴
侶
（
女
性
）
は
、
被
告
人
と
は
異
な
り
、
異
常
な

性
的
行
為
、
特
に
、
い
わ
ゆ
る
緊
縛
遊
戯
に
大
き
な
関
心
を
示
し
た
。
こ
れ
に
は
、
被
告
人
が
物
体
で
被
害
者
の
咽
喉
、
舌
骨
、
気
管
を

圧
迫
し
て
、
被
害
者
の
望
ん
で
い
る
一
時
的
酸
素
不
足
を
惹
き
起
こ
し
、
興
奮
作
用
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
犯
行
日
に
、

伴
侶
は
被
告
人
に
改
め
て
緊
縛
遊
戯
を
要
求
し
、
自
ら
（
綱
、
木
片
及
び
金
属
管
）
を
用
意
し
た
。
被
告
人
は
最
初
渋
っ
た
が
、
結
局
、
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伴
侶
の
要
望
に
応
え
た
。
被
告
人
は
伴
侶
が
呼
吸
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
が
、
伴
侶
は
被
告
人
の
危
惧
を
吹
き
飛
ば
し
、
今
回
は

今
ま
で
使
っ
て
き
た
綱
に
代
わ
っ
て
金
属
管
の
利
用
を
要
求
し
た
。
間
隔
を
お
い
た
、
伴
侶
の
頚
部
に
向
け
ら
れ
た
数
回
の
、
少
な
く
と

も
三
分
は
続
い
た
行
為
の
最
中
に
、
被
告
人
は
金
属
管
で
圧
迫
し
た
。
伴
侶
は
、
強
度
の
頚
管
圧
迫
と
そ
れ
に
伴
う
脳
へ
の
酸
素
供
給
遮

断
、
そ
れ
に
続
く
心
臓
停
止
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
。
地
方
裁
判
所
は
、
殺
人
の
（
未
必
の
）
故
意
の
証
明
が
な
か
っ
た
し
、
さ

ら
に
、
傷
害
に
つ
い
て
は
承
諾
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
が
、
過
失
致
死
罪
の
成
立
は
肯
定
し
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
生
命
に
危
険
の
あ
る
行
為
は
良
俗
に
反
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
有
効
に
承
諾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
原
判

決
を
破
棄
差
戻
し
た
と
い
う
事
案
〕。
本
事
案
に
お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
加
虐
被
虐
的
性
的
行
為
が
良
俗
違
反
で
な
い
こ
と
、
つ

ま
り
、
性
的
満
足
の
目
的
は
良
俗
違
反
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
他
の
理
由
か
ら
、
本
件
所
為
の
良
俗
違
反
を
肯
定
し

た
。
所
為
の
良
俗
違
反
の
概
念
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
傷
害
結
果
の
性
質
と
重
さ
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
場
合
で
も
、
積
極

的
な
又
は
少
な
く
と
も
納
得
で
き
る
所
為
目
的
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
良
俗
違
反
が
相
殺
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
う
の
も
法
益
保
持
者

の
自
由
な
処
分
領
域
を
超
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
承
諾
者
に
傷
害
に
よ
っ
て
具
体
的
な
生
命
の
危
険
が
生
じ
な
い
こ

と
で
あ
る
。

本
判
決
の
特
徴
は
、［
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
事
件
］
と
は
異
な
り
、⽛
良
俗
⽜
を
社
会
の
道
徳
観
念
、
つ
ま
り
、⽛
公
正
且
つ
正
し
く
考
え
る
全

て
の
者
の
礼
節
感
⽜
と
結
び
付
け
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
本
判
決
に
対
し
て
、
第
二
刑
事
部
は
必
ず
し
も
意
識
し
て
い

な
い
と
し
て
も
、
実
質
的
に
見
る
と
、
具
体
的
な
死
の
危
険
の
侵
襲
が
あ
る
場
合
に
有
効
な
承
諾
の
限
界
と
し
て
良
俗
違
反
を
用
い
る
こ

と
を
廃
止
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
利
益
の
処
分
不
可
能
性
を
用
い
た
と
評
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者

は
専
ら
快
楽
を
得
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
自
分
の
生
命
を
失
う
こ
と
を
予
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
行
為
に
承
諾
を
与
え
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
刑
法
第
二
一
六
条
が
自
分
の
生
命
を
処
分
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
る
と
き
、
快
楽
の
獲
得
だ
け
を
求
め
る
限
り
、
自
己

の
生
命
の
危
殆
化
も
処
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
良
俗
違
反
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。
本
事
案
に
お
い
て
は
、
処
分
可
能

性
の
限
界
を
超
え
た
と
い
う
観
点
か
ら
解
決
で
き
た
の
で
あ
り
、［
少
年
ギ
ャ
ン
グ
入
会
儀
式
事
件
］
で
は
、
生
命
の
危
殆
化
を
伴
わ
な
い

傷
害
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
だ
承
諾
権
能
の
範
囲
内
に
あ
る
が
、
所
為
の
良
俗
違
反
か
ら
可
罰
性
が
肯
定
さ
れ
る
事
案
で
あ

る
と
（
103
）。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、〔
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
事
件
〕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
刑
法
第
二
二
八
条
の
良
俗
違
反
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
他
の
刑

罰
規
範
違
反
を
援
用
す
る
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
の
二
つ
の
裁
判
例
は
刑
法
第
二
三
一
条
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
（
104
）。

BGH
,Beschlussv.20.2.2013,1.Senat,N
JW
2013,1379［
少
年
集
団
抗
争
事
件
］〔
事
件
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
Ａ
、
Ｂ
及
び

Ｃ
も
属
す
る
少
年
集
団
の
構
成
員
の
一
人
Ｄ
に
対
し
て
対
立
少
年
集
団
の
Ｌ
が
攻
撃
を
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
Ｌ
は
Ｄ
を
揺
さ
ぶ
り
そ
れ

か
ら
自
動
車
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
争
い
に
は
仲
裁
が
入
り
そ
れ
以
上
の
暴
行
沙
汰
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
件

に
怒
り
を
感
じ
た
Ｃ
は
自
分
の
所
属
集
団
の
構
成
員
ら
に
事
件
現
場
に
来
る
よ
う
に
促
し
た
。
間
も
無
く
、
補
強
さ
れ
た
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
及

び
Ｄ
か
ら
成
る
集
団
と
Ｌ
、
Ｍ
、
Ｎ
及
び
Ｏ
か
ら
な
成
る
集
団
が
対
峙
し
た
。
両
集
団
の
構
成
員
は
、
相
互
の
罵
詈
雑
言
が
昂
じ
て
暴
行

に
発
展
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
関
与
者
ら
は
拳
打
ち
と
足
蹴
り
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
で
一
致
し
た
。
重
い
傷
害
も
容
認
さ
れ

た
。
そ
の
後
四
分
な
い
し
五
分
続
い
た
乱
闘
か
ら
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ
か
ら
成
る
集
団
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
Ｍ
が

こ
の
こ
と
を
顧
み
ず
対
立
集
団
の
一
人
を
攻
撃
し
た
と
き
、
Ａ
は
Ｍ
を
さ
ん
ざ
ん
殴
り
つ
け
た
の
で
、
Ｍ
は
転
倒
し
た
。
倒
れ
た
ま
ま
の

Ｍ
は
一
発
足
蹴
り
を
く
ら
い
頭
蓋
骨
打
撲
傷
を
負
い
、
病
院
へ
救
急
搬
送
さ
れ
、
入
院
治
療
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｂ
は
Ｎ
の
顔
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を
激
し
く
拳
打
ち
し
た
の
で
、
Ｎ
は
下
顎
の
歯
三
本
を
失
い
、
植
歯
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
加
え
て
、
鼻
中
隔
が
ず
れ
た
の

で
、
手
術
に
よ
る
矯
正
を
要
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
三
プ
ロ
ミ
ル
だ
っ
た
Ｏ
は
拳
打
ち
を
食
ら
っ
た
の
で
す
で
に
闘

争
の
最
初
の
段
階
で
倒
れ
て
お
り
、
抵
抗
能
力
の
無
い
状
態
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
Ａ
と
Ｃ
は
Ｏ
の
頭
部
と
体
を
数
度
足
蹴
り
し
た
。
そ

の
攻
撃
が
終
わ
っ
た
の
で
、
Ｏ
は
四
つ
ん
ば
い
の
状
態
で
は
っ
て
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
し
た
が
、
Ｂ
が
足
を
後
方
に
伸
ば
し
て
弾
み
を
つ

け
て
Ｏ
の
顔
を
蹴
っ
た
。
引
き
続
い
て
、
Ａ
と
Ｃ
も
Ｏ
を
再
度
踏
み
つ
け
た
。
Ａ
は
Ｏ
の
頭
部
も
踏
み
つ
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
頭
部
を
少

し
持
ち
上
げ
、
強
く
は
無
か
っ
た
が
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
打
ち
付
け
た
。
無
数
の
傷
を
負
っ
た
Ｏ
は
三
日
間
入
院
し
、
そ
の
う
ち
一
日
は

集
中
治
療
室
で
治
療
を
受
け
、
一
四
日
間
は
就
労
不
能
だ
っ
た
と
い
う
事
案
。
原
審
は
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
少
年
刑
に
処
し
た
。
上
告
棄
却
〕

⽛
承
諾
者
に
具
体
的
死
の
危
険
を
伴
う
傷
害
行
為
と
い
う
の
は
行
為
の
危
険
性
の
程
度
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
生
命
及
び
身
体
に
と
っ
て
の

危
険
を
意
味
し
、
そ
れ
に
到
れ
ば
傷
害
に
良
俗
違
反
が
認
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
準
は
、
刑
法
第
二
二
八
条
が

想
定
す
る
承
諾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
良
俗
違
反
が
認
め
ら
れ
る
状
況
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
⽜⽛
連
邦
通

常
裁
判
所
が
従
前
扱
っ
た
裁
判
例
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
何
人
か
の
間
で
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
た
事
案
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
今
ま
で
、

所
為
に
伴
う
被
害
者
な
い
し
被
害
者
ら
の
危
殆
化
を
判
断
す
る
た
め
に
、
集
団
力
学
的
進
行
の
影
響
、
例
え
ば
、
集
団
内
の
及
び
反
目
す

る
集
団
間
の
影
響
に
起
因
す
る
全
体
状
況
の
統
制
不
可
能
性
と
い
っ
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
え
な
か
っ
た
⽜⽛
所
為
が
そ
れ
か
ら
生
ず
る
危

険
性
を
限
定
す
る
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
な
ら
、
通
常
、
傷
害
は
承
諾
の
表
示
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う

な
調
節
措
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
傷
害
は
基
本
的
に
良
俗
に
反
す
る
。
規
則
が
な
い
と
、
経
験
上
、
承
諾
の
範
囲
を
超
え
て
傷
害

の
危
険
の
程
度
が
高
ま
る
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
行
為
者
と
被
害
者
の
間
に
規
則
が
作
ら
れ
た
場
合
で
す
ら
、
そ
の
取

り
決
め
た
こ
と
が
十
分
に
確
実
な
方
法
で
、
重
大
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
死
の
危
険
を
伴
う
傷
害
の
防
止
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

き
に
も
云
え
る
⽜、⽛
重
要
な
の
は
、傷
害
行
為
の
危
険
性
の
程
度
を
事
前
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る（
…
…
）。
傷
害
行
為
に
よ
っ
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て
惹
起
さ
れ
た
具
体
的
死
な
い
し
生
命
の
危
険
の
場
合
、
通
常
、
刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
で
の
良
俗
違
反
の
限
界
を
超
え
る
、
身
体
、

生
命
と
い
う
法
益
に
対
す
る
危
険
性
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
…
…
）。
し
か
し
、
承
諾
の
な
さ
れ
た
傷
害
の
危
険
性
の

程
度
は
実
行
行
為
に
付
随
す
る
事
情
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
る
⽜⽛
所
為
が
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
、
身
体
の
不
可
侵
性
そ
れ
ど
こ
ろ
か
負
傷

者
の
生
命
に
対
す
る
危
険
の
程
度
を
限
定
す
る
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
な
ら
、
通
常
、
傷
害
は
承
諾
の
表
示
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
種
の
規
制
措
置
が
と
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
、
傷
害
は
承
諾
表
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
基
本
的
に
良

俗
違
反
で
あ
る
⽜⽛
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
事
案
に
お
け
る
よ
う
な
、
敵
対
す
る
集
団
の
間
で
の
暴
行
抗
争
に
お
け
る
傷
害
に
は
、
段
階
的
拡

大
の
危
険
の
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、…
…
刑
法
第
二
三
一
条
の
基
礎
に
あ
る
保
護
目
的
か
ら
も
云
え
る
。

こ
の
抽
象
的
危
険
犯
で
（
…
…
）、
立
法
者
は
す
で
に
法
益
侵
害
の
前
域
に
お
い
て
生
命
、
健
康
を
何
人
か
の
者
の
間
の
暴
力
的
対
決
に
よ

る
危
殆
化
可
能
性
か
ら
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
…
…
）。
乱
闘
の
こ
の
特
有
の
危
険
性
の
側
面
は
ま
さ
に
集
団
力
動
的
推
移
の
統
制

不
可
能
性
に
あ
る
。
こ
の
危
険
性
の
側
面
が
本
件
の
よ
う
な
合
意
の
上
の
相
互
傷
害
の
事
前
的
判
断
に
あ
っ
て
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
⽜、⽛
取
り
決
め
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
傷
害
に
、
少
な
く
と
も
足
蹴
り
の
形
で
、
す
で
に
些
細
と
は
い
え
な
い
危
険
可
能
性
が
伴
っ
て
い

る
。
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
足
蹴
が
喧
嘩
相
手
の
頭
部
に
も
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
頭
部
へ
の
足
蹴
は
そ
れ

自
体
生
命
に
一
般
的
に
危
険
で
あ
る
。
…
…
同
じ
こ
と
は
Ｌ
の
側
の
者
が
蒙
っ
た
よ
う
な
頭
部
に
向
け
ら
れ
た
拳
打
ち
に
も
云
え
る
。

…
…
こ
う
い
っ
た
拳
打
ち
が
特
に
敏
感
な
頭
部
、
と
り
わ
け
こ
め
か
み
に
向
け
ら
れ
る
と
、
具
体
的
死
の
危
険
す
ら
考
え
ら
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
⽜⽛
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
…
…
相
互
傷
害
行
為
の
段
階
的
拡
大
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
法
益
危
険
性
の

著
し
い
高
ま
り
を
排
除
す
る
い
か
な
る
取
り
決
め
も
予
防
措
置
も
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
集
団
間
で
、
…
…
も
は
や
効
果
的
な
防
禦
能

力
を
失
っ
た
関
与
者
に
対
す
る
傷
害
を
排
除
す
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
同
様
に
、
…
…
一
方
に
は
多
数
の
⽝
闘

士
⽞
が
揃
っ
て
い
る
の
で
、
数
に
お
い
て
劣
る
者
に
と
っ
て
重
い
傷
害
の
危
険
が
高
ま
る
状
況
を
起
こ
り
え
な
く
す
る
取
り
決
め
や
安
全
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対
策
も
認
定
で
き
な
い
⽜。

本
決
定
は
、
少
年
集
団
間
の
対
立
抗
争
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
、
殊
に
サ
ッ
カ
ー
と
の
関
連
で
、⽛
第
三
の
地
で
の
殴
り
あ

い
⽜、⽛
第
三
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
⽜
と
か
⽛
試
合
⽜
と
か
呼
ば
れ
る
頻
繁
に
発
生
し
た
フ
ー
リ
ガ
ン
の
抗
争
事
件
と
の
関
連
で
も
注
目
を
浴
び

た
裁
判
例
で
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
刑
法
第
二
二
三
条
（
傷
害
罪
）
第
一
項
、
同
第
二
二
四
条
（
危
険
な
傷
害
罪
）
第
一
項
第
四
号
（
傷

害
の
共
同
）
該
当
行
為
が
承
諾
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
か
、
所
為
の
良
俗
違
反
性
の
故
に
承
諾
が
無
効
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た
。
同
第

二
三
一
条
（
乱
闘
関
与
罪
）
の
適
用
が
な
か
っ
た
の
は
、
同
条
が
要
求
し
て
い
る
死
亡
又
は
同
第
二
二
六
条
の
意
味
で
の
重
い
傷
害
（
客

観
的
処
罰
条
件
）
が
生
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
刑
事
部
は
本
決
定
に
お
い
て
⽛
行
為
の
危
険
性
⽜
を
引
き
合
い
に
出
し
次
の
よ

う
に
説
示
し
た
。
良
俗
性
の
判
断
に
当
た
り
重
要
な
の
は
、
傷
害
結
果
の
性
質
、
重
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
従
来
の
具
体
的
考
察
方
法

に
代
わ
っ
て
、
敵
対
す
る
集
団
間
の
暴
行
対
決
で
は
こ
れ
に
典
型
的
に
伴
う
、
抽
象
的
な
段
階
的
拡
大
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
対
決

で
、
危
険
性
潜
在
力
を
限
定
す
る
取
り
決
め
、
そ
の
遵
守
の
た
め
の
効
果
的
安
全
対
策
が
な
さ
れ
な
い
と
き
、
こ
の
経
過
の
中
で
加
え
ら

れ
た
傷
害
は
、
具
体
的
に
死
の
危
険
が
迫
っ
て
い
な
く
て
も
良
俗
違
反
で
あ
る
と
（
105
）。

BGH
,U
rteilv.22.Januar2015,3.Senat,N
StZ
2015,270［
フ
ー
リ
ガ
ン
乱
闘
事
件
］〔
ド
レ
ー
ス
デ
ン
を
本
拠
地
と
す
る
フ
ー
リ

ガ
ン
に
所
属
す
る
被
告
人
ら
は
二
年
以
上
に
わ
た
っ
て
他
の
フ
ー
リ
ガ
ン
の
諸
集
団
と
取
り
決
め
た
上
で
乱
闘
を
行
っ
て
き
た
。
乱
闘
は

不
文
の
、
し
か
し
集
団
間
で
は
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。
乱
闘
は
、
数
秒
間
、
せ
い
ぜ
い
数
分
間
続
き
、
一
方
の

全
て
の
闘
士
が
打
ち
の
め
さ
れ
る
か
、
逃
走
す
る
か
、
負
け
が
認
め
ら
れ
る
と
終
わ
っ
た
。
参
加
者
の
規
則
違
反
や
傷
害
が
あ
っ
た
と
き

直
ち
に
介
入
す
る
⽛
審
判
員
⽜
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
、
規
則
違
反
に
つ
い
て
引
き
続
き
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
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違
反
者
は
以
後
の
戦
い
に
は
参
加
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
案
。
原
審
は
、
一
連
の
乱
闘
事
件
の
う
ち
の
一
件
に
の
み
危
険
な
傷
害
罪

の
成
立
を
認
め
た
。
こ
の
一
件
で
は
、
両
集
団
の
闘
士
の
人
数
か
ら
見
て
相
互
攻
撃
の
危
険
性
が
大
き
く
、
傷
害
行
為
は
傷
害
の
承
諾
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
良
俗
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
〕⽛
刑
法
第
二
二
八
条
の
良
俗
要
素
は
そ
れ
だ
け
捉
え
れ
ば
輪
郭
を
欠
い
て
い
る
。

道
徳
的
評
価
の
変
遷
可
能
性
に
鑑
み
、
個
々
の
社
会
集
団
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
判
断
を
下
す
裁
判
所
が
も
つ
観
念
は
良
俗
判
断
の
糸
口
と
は

な
ら
な
い
（
…
…
）。
一
般
的
に
通
用
す
る
道
徳
規
準
を
調
べ
る
こ
と
も
多
元
的
社
会
に
お
い
て
問
題
な
し
と
は
し
な
い
⽜⽛
そ
れ
故
に
確

認
で
き
る
良
俗
と
い
う
概
念
の
不
明
確
性
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
概
念
が
刑
法
第
二
二
八
条
に
お
い
て
厳
格
に
傷
害
罪
の
法
益
に

関
連
づ
け
ら
れ
、
そ
の
中
核
内
容
に
縮
減
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
観
念
や
所
為
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
は
、
例
え
ば
、
医
的

治
療
侵
襲
の
場
合
の
よ
う
に
、
承
諾
を
重
い
法
益
侵
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
と
す
る
た
め
に
援
用
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
⽜⽛
あ
ら
ゆ
る
重

要
な
事
情
を
事
前
の
観
点
か
ら
客
観
的
に
考
察
し
て
、
承
諾
者
に
傷
害
行
為
に
よ
る
具
体
的
死
の
危
険
が
生
じ
た
場
合
に
所
為
の
良
俗
違

反
が
肯
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
刑
法
第
二
一
六
条
の
立
法
者
の
評
価
か
ら
導
か
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
上
述
し
た
こ
と
は
従
来
の
判

例
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
承
諾
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
真
摯
に
要
求
し
て
い
る
殺
人
が
そ
れ
で
も
可
罰
的
で
あ

る
と
い
う
事
情
か
ら
、
被
害
者
が
第
三
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
こ
と
の
承
諾
は
無
効
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
う
る
。
こ
の
評
価
か
ら
刑

法
第
二
二
八
条
に
か
か
わ
る
判
例
は
、
公
共
の
利
益
に
お
い
て
、
自
己
の
身
体
の
不
可
侵
性
や
自
己
の
生
命
の
法
益
の
生
存
に
か
か
わ
る

処
分
を
下
す
可
能
性
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
導
い
た
。
そ
れ
故
、
身
体
の
不
可
侵
性
や
生
命
と
い
う
法
益
の
第
三
者
か
ら
の
侵
害
の
保
護

は
、
そ
の
も
の
で
な
く
、
法
秩
序
に
と
り
耐
え
ら
れ
う
る
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
個
人
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
（
…
…
）。
こ
の
範
囲
が
超

え
ら
れ
る
の
は
、
傷
害
を
承
諾
す
る
者
に
所
為
に
よ
っ
て
具
体
的
死
の
危
険
が
発
生
す
る
と
き
で
あ
る
⽜⽛
し
か
し
、
立
法
者
の
評
価
は
、

切
迫
す
る
死
の
危
険
に
か
か
わ
る
刑
法
第
二
一
六
条
か
ら
だ
け
で
な
く
、
傷
害
行
為
の
態
様
の
た
め
に
刑
法
第
二
三
一
条
の
規
定
か
ら
も

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
定
に
依
れ
ば
、
乱
闘
に
関
与
す
る
又
は
い
く
つ
か
の
攻
撃
中
の
一
つ
に
関
与
す
る
者
は
違
法
且
つ
有
責
に
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刑
法
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
。
こ
の
者
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
、
乱
闘
に
よ
っ
て
又
は
攻
撃
に
よ
っ
て
人
の
死
又
は
刑
法
第

二
二
六
条
の
意
味
で
の
重
い
傷
害
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
完
全
に
支
配
的
見
解
で
は
、
こ
の
結
果
は
客
観
的
処
罰

条
件
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
構
成
要
件
の
構
成
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
倫
理
的
に
非
難
に
値
す
る
行
為
が
既
に
乱
闘
へ
の
関
与
に
又
は

い
く
つ
か
の
攻
撃
の
一
つ
に
関
与
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
関
与
自
体
が
も
う
当
罰
的
不
法
と
な
る
ほ
ど

経
験
上
重
い
結
果
の
危
険
が
創
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⽜⽛
取
り
決
め
の
上
身
体
的
対
決
に
関
与
し
た
被
告
人
ら
の

集
団
構
成
員
並
び
に
敵
方
の
関
与
者
は
刑
法
第
二
三
一
条
第
一
項
の
構
成
要
件
を
違
法
且
つ
有
責
に
実
現
し
た
。
…
…
こ
の
こ
と
か
ら
、

―
す
く
な
く
と
も
、
乱
闘
に
関
与
し
た
者
に
必
要
な
事
前
の
視
座
か
ら
す
る
と
少
な
く
と
も
重
い
健
康
障
害
の
具
体
的
危
険
が
生
じ
て

い
る
一
連
の
本
事
案
に
お
い
て
―
上
記
の
諸
原
則
か
ら
す
る
と
、
対
決
に
伴
う
傷
害
行
為
の
（
推
断
的
）
に
与
え
ら
れ
た
承
諾
は
無
視

し
て
も
良
い
こ
と
が
導
か
れ
る
⽜⽛
刑
法
第
二
三
一
条
の
構
成
要
件
の
目
的
は
、
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
（
…
…
）
乱
闘
に
よ
っ
て
又
は
攻

撃
に
よ
っ
て
実
際
に
負
傷
し
た
者
又
は
殺
さ
れ
た
者
の
生
命
、
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
乱
闘
や
攻
撃
に
よ
っ
て
危
険
に
曝

さ
れ
る
―
無
関
与
の
―
全
て
の
者
の
生
命
、
健
康
の
保
護
に
も
あ
る
。
後
者
の
観
点
は
公
共
の
利
益
で
あ
る
か
ら
、
乱
闘
に
関
与
し

た
者
一
人
又
は
全
員
の
承
諾
は
刑
法
第
二
三
一
条
の
範
囲
内
で
は
正
当
化
効
果
を
有
し
な
い
⽜⽛
こ
れ
ら
の
諸
原
則
か
ら
す
る
と
、
一
方
で

傷
害
の
所
為
―
本
件
で
は
刑
法
第
二
二
四
条
第
一
項
第
四
号
―
他
方
で
乱
闘
関
与
の
観
念
的
競
合
の
場
合
、
刑
法
第
二
三
一
条
第
一

項
の
構
成
要
件
が
―
違
法
且
つ
有
責
に
―
実
現
さ
れ
る
と
、
刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
で
の
傷
害
所
為
の
良
俗
違
反
が
認
め
ら
れ
る

（
…
…
）。
と
い
う
の
は
、
乱
闘
関
与
者
が
当
罰
的
不
法
を
実
現
し
た
と
い
う
法
律
違
反
に
（
…
…
）、
刑
法
第
二
三
一
条
の
立
法
者
評
価
の

無
視
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
第
二
三
一
条
に
よ
っ
て
生
ず
る
身
体
、
生
命
に
対
す
る
危
険
の
増
大
に
対
し
て
、
対
決
の
段
階

的
拡
大
を
妨
げ
る
予
防
措
置
が
と
ら
れ
う
る
か
否
か
と
は
関
係
な
く
、
立
法
者
の
評
価
は
良
俗
違
反
判
断
を
基
礎
づ
け
て
い
る
⽜⽛
刑
法
第

二
三
一
条
の
構
成
要
件
の
充
足
に
よ
る
傷
害
行
為
の
良
俗
違
反
が
常
に
そ
し
て
具
体
的
に
生
じ
た
危
険
と
は
関
係
な
く
承
諾
を
顧
慮
し
な
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く
て
も
良
い
か
否
か
、
例
え
ば
、
事
前
の
考
察
か
ら
軽
微
な
傷
害
し
か
予
期
し
て
な
い
と
き
も
そ
う
で
あ
る
か
は
未
決
に
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
―
本
件
の
よ
う
に
―
負
傷
者
が
所
為
に
よ
っ
て
重
い
健
康
障
害
の
具
体
的
危
険
の
発
生
が
予
見
で
き
る

と
き
、…
…
刑
法
第
二
三
一
条
の
法
律
評
価
に
対
す
る
違
反
に
よ
っ
て
、刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
で
の
所
為
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
⽜。

第
三
刑
事
部
は
、
被
告
人
ら
の
集
団
が
刑
法
第
一
二
九
条
第
一
項
の
犯
罪
的
団
体
で
あ
る
と
認
定
し
て
か
ら
、
一
連
の
乱
闘
に
つ
い
て

危
険
な
傷
害
罪
（
刑
第
二
二
四
条
第
一
項
第
四
号
）
を
認
定
し
た
。
第
三
刑
事
部
は
、
後
者
の
結
論
を
、
被
告
人
ら
は
違
法
且
つ
有
責
に

乱
闘
に
関
与
し
た
こ
と
（
刑
第
二
三
一
条
）、
闘
士
ら
が
傷
害
行
為
の
承
諾
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
刑
法
典
の
構
成
上
初
め
か
ら
正
当

化
作
用
を
有
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
導
出
し
た
。
一
連
の
殴
り
合
い
に
お
い
て
、刑
法
第
二
三
一
条
の
定
め
る
客
観
的
処
罰
条
件（
人

の
死
又
は
刑
法
第
二
二
六
条
の
意
味
で
の
重
い
傷
害
）
が
生
じ
て
い
な
い
、
そ
れ
故
本
条
に
よ
る
処
罰
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
こ
の

結
論
が
変
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
被
告
人
ら
の
集
団
形
成
は
乱
闘
の
範
囲
内
で
の
暴
行
に
合
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
、

そ
の
活
動
は
可
罰
的
（
危
険
な
）
傷
害
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。〔
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
事
件
〕
で
も
〔
緊
縛
遊
戯
事
件
〕
で
も
、

刑
法
第
二
二
八
条
の
意
味
内
容
が
刑
法
第
二
一
六
条
で
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
罰
範
囲
の
限
定
傾
向
が
垣
間
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、〔
フ
ー
リ
ガ
ン
乱
闘
事
件
〕
で
は
、
刑
法
第
二
三
一
条
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
可
罰
範
囲
の
拡
大
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
106
）。

注（
63
）
大
判
大
正
一
五
・
二
・
二
五
評
論
一
五
刑
法
一
〇
六
⽛
刑
法
第
百
九
十
五
条
ニ
所
謂
陵
虐
ノ
行
為
ト
ハ
、
汎
ク
被
害
者
ヲ
陵
辱
苛
虐
ス
ル
一
切
ノ
行
為
ヲ

包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
ノ
行
為
ガ
被
害
者
ノ
意
思
ニ
反
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
、
敢
テ
問
フ
所
ニ
非
ズ
。
何
ト
ナ
レ
バ
、
本
条
ノ
罪
ハ
所
謂
涜
職
罪
ノ
一
種
ト
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シ
テ
公
務
員
ノ
職
務
違
反
ノ
行
為
ヲ
処
罰
ス
ル
ノ
趣
旨
ナ
リ
ト
解
ス
ベ
ク
、
其
ノ
行
為
ガ
職
務
違
反
ト
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
、
亳
モ
被
害
者
ノ
意
見
如
何
ニ
関
セ

ザ
レ
バ
ナ
リ
⽜。
東
京
高
判
平
成
一
五
・
一
・
二
九
判
時
一
八
三
五
・
一
五
七
⽛
本
罪
（
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
）
は
、
こ
の
よ
う
な
看
守
者
等
の
公
務
執

行
の
適
正
を
保
持
す
る
た
め
、
看
守
者
等
が
、
一
般
的
、
類
型
的
に
み
て
、
前
記
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
被
拘
禁
者
に
対
し
、
精
神
的
又
は
肉
体
的
苦
痛
を

与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
行
為
（
看
守
者
等
が
被
拘
禁
者
を
姦
淫
す
る
行
為
⽛
性
交
⽜）
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。）
に
及
ん
だ
場
合
を
処

罰
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
現
実
に
そ
の
相
手
方
が
承
諾
し
た
か
否
か
、
精
神
的
又
は
肉
体
的
苦
痛
を
被
っ
た
か
否
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
⽜。

（
64
）
R
.M
aurach,F.-Ch.Schroederu.M
.M
aiw
ald,StrafrechtBT
,T
b.2,9.A
ufl.,2005,421;H
.O
tto,GrundkursStrafrecht,D
ie
einzelnen

D
elikte,7.A
ufl.,2005,§
95
Rn
1.

（
65
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
34.

（
66
）
T
h.Lenckner,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch,K
om
m
entar,26.A
ufl.,2001,§
164
Rn
1,m
.w
.N
.;BGH
St5,66;BGH
JR
1965,306.

（
67
）
大
判
大
正
一
・
一
二
・
二
〇
刑
録
一
八
・
一
五
六
六
⽛
誣
告
罪
ハ
、
一
方
所
論
ノ
如
ク
個
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
ス
ル
ト
同
時
ニ
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
公
益
上
当

該
官
憲
ノ
職
務
ヲ
誤
ラ
シ
ム
ル
危
険
ア
ル
ガ
為
メ
処
罰
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
縦
シ
本
案
ハ
所
論
ノ
如
ク
被
誣
告
者
ニ
於
テ
承
諾
ア
リ
タ
ル
事
実
ナ
リ
ト

ス
ル
モ
、
本
罪
構
成
上
何
等
影
響
ヲ
来
ス
ベ
キ
理
由
ナ
シ
⽜。
K
ienapfel/H
öpfel/K
ert,(Fn.I-11),Rn
81;Steininger,(Fn.I-2),11.K
ap
Rn93;BGH
St

5,66,68.

（
68
）
H
.
J.
H
irsch,
Zur
Rechtsnatur
der
falschen
V
erdächtigung,
in:
Schröder-GS,
1978,
307;
E
b.
Schm
idhäuser,
Strafrect
BT
2,

Studienbuch,2.A
ufl.,1983,6/6.

（
69
）
R
.Frank,D
asStrafgesetzbuch
fürdasD
eutsche
Reich,18.A
ufl.,1931,§
164,A
nm
.1;Fuchs,(Fn.I-17),16.K
ap
Rn
27;H
interhofer,(Fn.

II-1),28;Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
223.

（
70
）
Fuchs,(Fn.I-17),16.K
ap
Rn
27.

（
71
）
吉
田
敏
雄
⽝
不
真
正
不
作
為
犯
の
体
系
と
構
造
⽞
二
〇
一
〇
・
一
一
九
頁
以
下
。

（
72
）
刑
法
旧
第
二
二
六
ａ
条
は
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
の
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
同
年
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な

目
的
は
優
生
学
的
及
び
重
い
社
会
的
適
応
の
あ
る
場
合
に
自
発
的
断
種
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
vgl.R
.M
aurach,F.-Ch.Schroeder
u.M
.

M
aiw
ald,StrafrechtBT
,T
b.1,9.A
ufl.,2003,§
8
Rn
13.

（
73
）
例
え
ば
、
治
験
の
承
諾
を
す
る
が
、
謝
礼
と
し
て
受
領
し
た
お
金
で
児
童
ポ
ル
ノ
を
購
入
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
場
合
、
承
諾
は
良
俗
違
反
と
な
り
う
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る
が
、
所
為
そ
の
も
の
は
良
俗
違
反
と
は
い
え
な
い
。
vgl.M
aurach/Schroeder/M
aiw
ald,(Fn.II-72),§
8
Rn
14.

（
74
）
H
.-U
.
Paeffgen,N
om
osK
om
m
entar
Strafgesetzbuch,Bd.3,2.A
ufl.,2000,§
228
Rn
40
ff.;D
.
Sternberg-Lieben,D
ie
objektiven

Schranken
der
Einw
illigung
im
Strafrecht,1997,136
ff.

（
75
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
38;H
irsch,(Fn.II-15),Rn
2.
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
正
当
化
事
由
は
構
成
要
件
ほ
ど
厳
格
に
明
確
性
原
理
に
服
さ
な
い
こ
と
、
良

俗
性
条
項
は
、
所
為
の
良
俗
性
を
前
提
と
す
る
の
で
な
く
、
所
為
の
良
俗
違
反
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
良
俗
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
っ
て
、
承
諾
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
所
為
の
評
価
が
不
確
か
で
あ
る
と
き
、
承
諾
は
有
効
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
で
も
本
条
の
精
密
化
が
喫
緊

の
立
法
課
題
で
あ
る
と
論
じ
る
。
V
gl.H
.
N
iederm
air,V
rletzung
m
it
Einw
illigung
und
die
Guten
Sitten.Zum
Funktionslust
einer

Generalklausel,1999.

（
76
）
他
の
法
益
へ
の
一
般
的
準
用
も
可
能
と
す
る
少
数
説
も
あ
る
。
G
.Jakobs,StrafrechtA
T
,2.A
ufl.,1991,A
bschn.14
Rn
9
FN
.12
m
.w
.N
;T
h.

Lenckner,Shönke/SchröderStrafgesetzbuch
K
om
m
entar,27.A
ufl.,2006,V
orbem
.§§
32
ff.Rn
37（⽛
特
に
侮
辱
的
な
し
か
も
人
間
の
尊
厳
に

反
す
る
名
誉
侵
害
⽜
の
承
諾
は
、
そ
の
所
為
が
良
俗
に
反
す
る
か
ら
、
正
当
化
効
力
を
有
し
な
い
）。

（
77
）
ド
イ
ツ
民
法
第
一
三
八
条
⽛
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
と
す
る
⽜。
RGZ
80,221;BGH
4,24,32
u.4,88,91;BayO
LG
JR
1978,296,

297.

（
78
）
K
rey/E
sser,(Fn.I-24),§
17
Rn
664;BGH
St49,34,41.

（
79
）
U
.Berz,D
ie
Bedeutung
der
Sittenw
idrigkeitfür
die
rechtfertigende
Einw
illigung,GA
1969,145,151
f.

（
80
）
E
.H
orn,G
.W
olters,System
atischerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,Stand:M
ärz
2003
§
228
Rn
9;M
aurach/Schroeder/M
aiw
ald,

(Fn.II-72),§
8Rn
14⽛
公
正
に
且
つ
正
し
く
考
え
る
全
て
の
人
の
礼
節
感
。
社
会
倫
理
的
価
値
観
は
、
か
な
り
の
傷
害
、
特
に
、
実
質
傷
害
が
納
得
で
き
る

目
的
な
く
生
ず
る
と
き
に
常
に
傷
つ
け
ら
れ
る
。
犯
罪
目
的
の
場
合
は
常
に
そ
う
言
え
る
が
、
加
虐
被
虐
目
的
の
と
き
は
（
も
と
よ
り
承
諾
が
強
要
さ
れ
た

と
き
は
別
だ
が
）
そ
う
で
は
な
い
⽜
;C.R
oxin,V
erw
erflichkeitund
Sittenw
idrigkeitals
unrechtsbegründende
M
erkm
ale
im
Strafrecht,

JuS
1964,371,379（
旧
説
。
後
に
改
説
。
例
え
ば
、
詐
欺
目
的
の
傷
害
は
、
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
傷
害
罪
で
処
罰
さ
れ

る
な
ら
、
実
質
的
に
は
詐
欺
の
予
備
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
改
説
の
理
由
で
あ
る
。
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
39,49）。

戦
前
の
判
例
は
、
加
虐
被
虐
的
動
機
か
ら
出
た
傷
害
も
良
俗
違
反
と
し
て
い
た
。
RG
JW
1928,2229（
殴
る
、
つ
ね
る
、
皮
膚
に
か
き
傷
を
つ
け
る
）、

RG
JW
1929,1015（
乗
馬
用
鞭
で
た
た
く
）、
RG
D
R
1943,234（
籐
の
鞭
棒
で
た
た
く
）。

（
81
）
H
orn/W
olters,(Fn.II-80),§
228
Rn
9.
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（
82
）
T
h.Fischer,Strafgesetzbuch,60.A
ufl.,2013,§
228
Rn
9.

（
83
）
V
gl.W
.Stree,Shönke/Schröder
Strafgesetzbuch
K
om
m
entar,27.A
ufl.,2006,§
228
Rn
8.

（
84
）
S.V
olz,D
ie
A
nw
endung
und
Interpretation
des
m
ysterösen
§
228
StGB,JA
2009,421,422.

（
85
）
G
.A
rzt,W
illensm
ängelbeiderEinw
illigung,1970,39;H
irsch,(Fn.II-15),§
228
Rn
9;ders.,H
auptproblem
e
einerReform
derD
elikte

gegen
die
körperliche
U
nversehrtheit,
ZStW
83
(1971),
141,
166
f.;
Jescheck/W
eigend,
(Fn.
I-20),
§
34
II
3,
III
2;
E
.
Sam
son,

System
atischer
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,1977,V
or
32
Rn
46;vgl.BGH
St49,34
ff.u.166
ff.

（
86
）
H
irsch,(Fn.II-15),Rn
9.

（
87
）
A
rzt,(Fn.II-85),39;H
irsch,(Fn.II-85),166
f.

（
88
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
40,51.

（
89
）
B.H
ardtung,D
ie
guten
Sitten
am
Bundesgerichtshof,JU
RA
2005,401,405.

（
90
）
H
.J.H
irsch,Einw
illigung
in
sittenw
idrige
K
örperverletzung,in:A
m
elung-FS,2009,181,197.

（
91
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
41
ff.
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
補
足
説
明
は
次
の
通
り
。
①
立
法
者
は
、
殺
人
を
被
害
者
の
考
え
と
は
関
係
な
く
い
か
な
る
場
合

で
も
処
罰
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
具
体
的
な
生
命
の
危
殆
化
が
あ
る
場
合
に
も
同
じ
判
断
を
下
す
の
が
目
的
合
理
的
で
あ
る
。
傷
害
の
可
罰
性
は
、
危

険
な
傷
害
罪
（
刑
第
二
二
四
条
）、
傷
害
致
死
罪
（
刑
第
二
二
七
条
）
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
生
命
の
危
険
性
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
。
②
懇
請
さ
れ
た
断

種
と
か
性
転
換
は
、
そ
れ
を
し
て
も
ら
う
立
場
か
ら
十
分
な
理
由
が
あ
り
、
客
観
的
に
見
て
も
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
表
れ
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
。

し
か
し
、
視
力
を
失
わ
せ
る
と
か
脚
を
切
断
さ
せ
る
の
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
承
諾
者
が
そ
れ
を
単
な
る
厭
世
観
と
か
自
己
破
壊
衝
動
か
ら
で
な
く
、
物
乞

い
生
活
を
し
た
い
、
そ
の
た
め
に
哀
れ
み
を
買
う
姿
を
見
せ
た
い
場
合
で
す
ら
、
生
活
の
質
や
生
活
・
機
会
の
喪
失
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
得
る
こ
と
の
出
来
る

利
益
と
全
く
釣
り
合
い
が
と
れ
な
い
。
承
諾
と
い
う
の
は
法
益
保
持
者
の
生
活
発
展
の
可
能
性
を
保
障
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
破
壊
を
保
障
す
べ
き

も
の
で
な
い
。
③
要
求
に
応
え
る
殺
人
罪
（
刑
第
二
一
六
条
）
は
、
死
を
意
欲
す
る
者
を
非
可
逆
的
性
急
さ
か
ら
護
り
、
最
高
価
値
の
生
命
を
第
三
者
の
介

入
に
対
し
て
禁
制
化
す
る
必
要
性
か
ら
制
定
さ
れ
た
が
、
刑
法
第
二
二
八
条
も
同
様
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
個
人
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
活
動
の
可

能
性
を
持
続
的
に
制
約
す
る
よ
う
な
形
で
、
身
体
を
良
く
理
解
で
き
る
理
由
も
な
く
損
傷
す
る
こ
と
か
ら
阻
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の

た
め
で
あ
る
。
一
般
の
人
々
も
、
外
部
の
者
が
身
体
の
不
可
侵
性
と
い
う
中
核
領
域
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
制
化
す
る
こ
と
に
関
心
を
有
し
て
い
る
、
つ
ま

り
、
一
般
予
防
の
理
由
か
ら
及
び
こ
の
よ
う
に
阻
止
さ
れ
た
者
は
国
の
世
話
や
支
援
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
。

（
92
）
W
.Frisch,Zum
U
nrechtdersittenw
idrigen
K
örperverletzung,in:H
irsch-FS,1999,485,490
ff.,498,504
f.;vgl.N
iederm
air,(Fn.II-75),
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59
ff.,260.

（
93
）
H
irsch,(Fn.II-90),191
f;ders.,Rechtfertigungsfragen
und
JudikaturdesBundesgerichtshofs,in:50
Jahre
Bundesgerichtshof-FG,Bd.

4,2000,219
ff.;R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
52.

（
94
）
Frisch,(Fn.II-92),499
f.

（
95
）
G
.
D
uttge,A
bschied
des
Strafrechts
von
den
»guten
Sitten«?,in:Schlüchter-GS,2002,775;vgl.Schm
idhäuser,Strafrecht
A
T

(Lehrbuch),2.A
ufl.,8/131⽛
他
人
の
行
動
を
要
求
す
る
権
利
と
し
て
の
人
の
尊
厳
を
誰
も
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
⽜。
ders.,(Fn.II-25),5.K
ap
Rn

120⽛
人
間
の
尊
厳
が
行
為
者
の
所
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
承
諾
は
意
味
を
も
ち
う
る
⽜。
G
ropp,(Fn.II-17),§
5
Rn
98⽛
良
俗
に
反

す
る
の
は
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
扱
い
で
あ
る
⽜。

（
96
）
H
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Eigenverantwortliche Selbstgefährdung, Einwilligung
und mutmaßliche Einwilligung (3)

Toshio YOSHIDA

Kapitel 1 Autonomieprinzip und eigenverantwortliche Selbstge-
fährdung

Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Anwendungsbereiche
a) Sportverletzungen
b) Übernahme vermögensrechtlicher Risiken
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

(Bd. 52, Nr. 2)

Kapitel 2 Autonomieprinzip und Einwilligung des Verletzten
Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Ausländisches Recht
a) Deutschland
b) Österreich
c) Die Schweiz
Ⅲ. Zum Wirkgrund der Einwilligung
1. Grundmodelle
a) Kollisionsmodell
b) Integratinsmodell
c) Basismodell
2. Theorienstreit in Japan
3. Würdigung
Ⅳ. Gegenstand und Reichweite der Einwilligung
a) Gegenstand
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b) Reichweite (Bd. 52, Nr. 3)

Ⅴ. Voraussetzungen und Grenzen der rechtfertigenden Einwilligung
1. Einwilligung durch den Rechtsgutsträger
2. Dispositionsbefugnis des Einwilligenden
a) Deutschland
aa) Theorienstreit
bb) Rechtsprechung (Bd. 52, Nr. 4)

(Die Fortsetzung folgt.)
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