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節
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刑
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お
け
る
「
責
任
」
と
「
予
防
」

量刑基準に関する一試論 (3) 

(
1
)
 

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
に
お
け
る
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
既

に
本
章
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
あ
る
べ
き
量
刑
基
準
の
構
築
に
際
し
て
は
、
近
代
刑
法
学
の
基
本
原
別
で
あ
る
「
責
任
主
義
」
と
、

刑
罰
目
的
(
予
防
的
考
慮
)
の
内
容
を
い
か
に
構
成
し
、
関
連
寺
つ
け
て
い
く
か
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
刑
罰
に
お
け
る
「
正
義
」

(

2

)

(

3

)

 

と
「
合
目
的
性
」
、
あ
る
い
は
個
人
的
側
面
と
国
家
的
側
面
の
相
克
を
調
和
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
「
責
任
主
義
」
が
量
刑
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
問
題
の
考
察
か
ら
始
め
る
こ

と
に
し
た
い
。

(
1
)

こ
こ
で
は
、
法
定
刑
(
ま
た
は
処
断
刑
)

か
ら
、
宣
告
刑
を
導
く
過
程
を
問
題
と
す
る
。
法
定
刑
か
ら
処
断
刑
を
導
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
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説

第
四
章
第
二
節
に
お
い
て
特
に
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
。

(2)
国
内
田
口
『
片
町
田
町
ロ
宵
巾
Y
U月
3

『
Mnzt伺
ぺ
∞
可
良
市
・
円
。
。
。
・
∞

-
mロ・

(
3
)
河

2
E
gユ
宮
山
=
『
白
内
F
H
関
白
『
こ
白
色
ロ
N
の
D
回目巾
T
E
2
E
N
N
G戸
∞
円
『
弘
司
巾
円
F
F
〉
ロ
田
町
四
国
巾
百
貨
同
，

g
f
↓2
2】笹口
a
N
-
叶
・
〉
ロ
2
・
H
m
E
M
3

・
ω
目
印
。

論

量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義

(
4
)
 

一
一
山
一
般
的
に
「
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し

(E-E
匂

B
E
包
ロ
巾

2
6
S
」
と
い
う
標
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
責
任
主
義
」
は
、
犯
罪

論
に
お
い
て
、
狭
義
で
は
少
く
と
も
故
意
ま
た
は
過
失
の
な
い
行
為
は
犯
罪
と
し
て
処
罰
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
広
義

で
は
非
難
可
能
性
が
な
い
行
為
は
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
違
法
行
為
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
き
行
為
者

を
非
難
し
う
る
場
合
で
な
け
れ
ば
刑
罰
を
科
し
え
な
い
と
す
る
こ
の
原
則
は
、
周
知
の
よ
う
に
故
意
・
過
失
が
な
く
て
も
発
生
し
た
結
果
を

処
罰
の
対
象
と
す
る
「
結
果
責
任
」
(
あ
る
い
は
「
厳
格
責
任
L

「
絶
対
的
責
任
」
)
や

一
定
の
団
体
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
処
罰
を

行
う
「
団
体
責
任
」
を
否
定
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
結
果
的
加
重
犯
・
過
失
犯
・
代
罰
規
定
や
両
罰
規
定
に
お
け
る
業
務
主
の
責
任
な
ど
に

そ
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

し
か
し
責
任
主
義
の
内
容
は
、
右
の
よ
う
な
「
帰
責
に
お
け
る
責
任
主
義
」
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
責
任
が
程
度
を
付
し
得
る
概
念

つ
い
て
、

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
責
任
は
処
罰
の
可
否
だ
け
で
な
く
、
処
罰
の
程
度
を
も
規
制
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
刑
罰
論
、
特
に
量
刑
論

の
領
域
で
も
「
刑
罰
は
責
任
に
相
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
帰
結
も
生
じ
う
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
刑
罰
の
程
度
・

分
量
は
責
任
の
程
度
・
分
量
に
従
う
」
と
い
う
、
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
が
導
き
出
さ
れ
る
。
量
刑
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
中
心
的

要
素
は
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

∞
我
が
固
に
お
い
て
は
、
「
改
正
刑
法
草
案
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
過
程
で
、

い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
責
任
主
義
」
と
「
消
極
的
責
任
主
義
」
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と
い
う
対
立
モ
デ
ル
が
一
不
さ
れ
て
き
た
。
後
者
は
「
責
任
主
義
」
を
「
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
」
と
い
う
本
来
の
意
味
で
理
解
し
、
こ
れ

を
犯
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
で
あ
る
が
、
前
者
は
こ
れ
を
「
責
任
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
」
(
責
任
が
あ
れ

ば
必
ず
刑
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
と
い
う
意
味
に
捉
え
、
犯
罰
の
成
立
範
囲
を
拡
大
す
る
原
理
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
7
)
 

特
に
前
者
は
後
期
・
古
典
学
派
に
よ
る
道
義
的
責
任
論
か
ら
主
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
対
立
モ
デ
ル
は
、
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
に
関
し
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
を
め
ぐ
る
「
積

極
的
責
任
主
義
」
と
「
消
極
的
責
任
主
義
」
の
対
立
は
、
「
刑
罰
の
程
度
・
分
量
は
責
任
の
程
度
・
分
量
に
従
う
」
と
い
う
命
題
を
絶
対
的

(
8
)
 

な
も
の
と
考
え
る
か
否
か
に
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
責
任
は
刑
罰
の
「
正
当
化
根
拠
L

と
な
り
、
量
刑
の
「
責
任
拘

束
性
」
が
強
ま
る
。
責
任
は
刑
罰
を
要
求
し
、
責
任
は
あ
る
が
刑
罰
を
科
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
責
任
の
み
が
刑
罰
を
規
定

し
、
そ
こ
に
予
防
的
考
慮
が
働
く
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
右
の
命
題
の
絶
対
的
性
格
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
刑
罰
の
責
任
相

応
性
と
は
「
刑
罰
の
程
度
・
分
量
は
責
任
の
程
度
・
分
量
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
刑
罰

を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
予
防
的
考
慮
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
責
任
は
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
刑
罰
を
科
し

量刑基準に関する一試論 (3) 

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
刑
罰
の
「
前
提
条
件
」
で
あ
り
、
か
っ
、
犯
罰
予
防
目
的
の
追
求
に
「
限
界
」
を
設
定
す
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
責
任
の
程
度
を
越
え
た
刑
罰
は
、
責
任
を
前
提
と
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
責
任
の
「
刑
罰
限
定
機
能
」

(
9
)
 

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
刑
法
に
お
け
る
責
任
主
義
は
、
「
消
極
的
責
任
主
義
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も

北法44(2・51)271 

そ
も
責
任
主
義
は
、
可
罰
性
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
近
代
的
な
個
人
主
義
・

(
日
)

自
由
主
義
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
国
家
の
刑
罰
権
を
合
理
的
に
規
制
す
る
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
近
代
刑
法
の
基
本

原
則
と
し
て
の
責
任
主
義
は
、
責
任
を
犯
罪
と
刑
罰
の
前
提
お
よ
び
限
界
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
個
人
の
尊
厳
(
一
人
ひ
と
り
の
人
間



説

が
も
っ
生
存
と
自
律
的
人
格
性
の
ゆ
え
に
、
個
人
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
)

に
よ
っ

北法44(2・52)272

論

そ
の
意
味
の
『
人
権
』
を
国
家
権
力
に
よ
る
無
限
定
の
犯
罪
予
防
目
的
追
求
に
対
し
て
保
障
す
る
た
め

(
日
)

に
、
国
家
刑
罰
権
を
制
約
す
る
原
理
と
し
て
形
成
さ
れ
た
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
責
任
主
義
は
字
義
通
り
「
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰

て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
と
自
由
、

な
し
」
と
い
う
趣
旨
に
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
量
刑
に
お
い
て
は
刑
罰
限
定
機
能
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

(ロ)

の
量
刑
論
へ
の
反
映
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
謙
抑
の
法
理
」

こ
の
よ
う
に
、
近
代
刑
法
学
の
基
本
原
別
で
あ
る
責
任
主
義
は
量
刑
論
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
は
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
責
任

主
義
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
刑
罰
限
定
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

聞
も
っ
と
も
、
「
帰
責
に
お
け
る
責
任
主
義
」
と
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
い
う
「
責
任
」
の
意
味

(
日
)

が
異
な
る
、
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
お
け
る
「
責
任
」
と
は
、
そ
れ
が
故
意
・
過
失
と
解
さ
れ
る
に
せ
よ
非

難
可
能
性
と
解
さ
れ
る
に
せ
よ
、
犯
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
し
て
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
か
ら
区
別
さ
れ
た
狭
義
の
責
任
を
意

味
す
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任
か
ら
成
る
犯
罪
性
と
い
う
意
味
で
の
責
任
が
対
象
と
な
る
、

と
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
論
と
量
刑
論
と
で
は
、
「
責
任
」
の
意
味
を
区
別
し
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
両
原
則
に
お
け
る
「
責
任
」
の
意
味
を
別
個
に
理
解
す
る
必
要
性
は
果
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
責
任
は
、

常
に
違
法
行
為
に
対
す
る
評
価
で
あ
っ
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
刑
法
上
の
責
任
を
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
違
法
な
き
責
任
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
責
任
は
常
に
違
法
を
包
含
し
、
責
任
の
程
度
の
大
小
も
、
当
該

違
法
行
為
に
対
す
る
非
難
可
能
性
の
大
小
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
原
則
に
お
け
る
「
責
任
」
の
意
味
を
別

(
M
)
 

個
に
理
解
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

ア
ッ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ

(
E
s
r
u
g
g門
町
)
が
責
任
概
念
を
①
責
任
理
念

(ω円
Z
E
E
-号
巾
)
②
刑
罰
を
基



礎
づ
け
る
責
任
(
∞
可
え
σ
品『
D
E
E
m
M印
円

Z
E
)
①
刑
量
ま
た
は
量
刑
責
任

(ω
守
山
富
島
l
E
R
ω
可
え
N
c
g
m
g
g何
回
印
円

E
E
)
の
三
つ
に
分
類
し

(
日
)

て
以
来
、
「
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
責
任
」
と
「
量
刑
責
任
」
と
を
区
別
し
て
論
ず
る
立
場
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
区
別
も
、
ル
ド
ル
フ
ィ

1
2吉田
1

』。2
E
g
m
E
o
G
E
)
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
機
能
の
違
い
に
応
じ
て
立
法
者
が
区
別
し
た
、

(M) 

責
任
理
念
の
二
つ
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
」
と
理
解
さ
れ
る
限
り
で
の
み
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
種
類
の
異
な
る
「
責
任
」
を
考
え

量刑基準に関する一試論 (3) 

る
の
で
は
な
い
。
同
一
の
意
味
内
容
を
も
っ
た
「
責
任
」
が
、
二
つ
の
場
面
で
別
の
機
能
を
果
た
す
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

(
げ
)

責
任
主
義
に
い
う
「
責
任
」
の
内
容
は
、
犯
罪
論
に
お
い
て
も
、
ま
た
量
刑
論
に
お
い
て
も
統
一
的
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

二
川
寸
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
責
任
主
義
」
に
依
拠
す
る
場
合
、
そ
こ
に
い
う
「
責
任
」
の
基
礎

(
H
責
任
判
断
の
対
象
)
は
「
行
為
責
任
」

(
個
別
行
為
責
任
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
や
性
格
・
人
格
そ
の
も
の
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
「
行
為
」
と
な
っ
て
外

界
に
現
わ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
そ
の
「
行
為
」
の
み
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
と
す
る
「
行
為
主
義
」
の
原
則
は
、
責
任
論
に
お
い
て
、
人

(
日
)

は
そ
の
「
行
為
」
だ
け
を
責
任
判
断
の
対
象
と
さ
れ
る
と
い
う
「
行
為
責
任
」
論
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪

(
日
)

予
防
目
的
の
追
求
に
対
す
る
「
限
界
」
と
な
る
べ
き
「
責
任
」
は
、
個
別
行
為
に
対
す
る
法
的
非
難
可
能
性
の
量
(
程
度
)
な
の
で
あ
る
。

仰
と
こ
ろ
が
我
が
国
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
論
に
基
本
的
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
る
事
情
を
責
任
判
断
の
対

(
初
)

象
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
人
格
(
形
成
)
責
任
論
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。

ま
ず
、
犯
罪
行
為
は
行
為
者
の
人
格
の
主
体
的
現
実
化
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
一
次
的
に
着
眼
さ
れ
る
の
は
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
行

ま
さ
し
く
人
格
の
動
態
に
お
け
る
一
こ
ま
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
行
為
責
任
の
観
念
は
や
は
り
堅
持
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
し
か

為
は
、
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し
、
犯
罪
行
為
は
、
そ
の
背
後
に
潜
在
的
な
人
格
体
系
を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
切
り
離
し
て
行
為
だ
け
を
論
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
背
後
に
あ
る
人
格
も
、
素
質
と
環
境
に
よ
る
重
大
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
主
体
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
行
為
者
が
、
性
格
学
的
な
人
格
に
対
し
て
主
体
的
に
何
か
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
範
囲
で
、
人
格
形
成
に
お
け
る
人
格
態
度
に



説

つ
い
て
行
為
者
に
非
難
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
素
質
や
環
境
が
人
格
形
成
を
必
然
的
に
制
約
す
る
面
に
お
い
て
は
、
非
難
を
軽

滅
す
る
方
向
に
働
く
。
こ
れ
が
人
格
形
成
責
任
で
あ
る
。
行
為
責
任
と
人
格
形
成
責
任
と
は
、
前
者
が
第
一
次
的
、
後
者
が
第
二
次
的
に
考

論

噂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
概
念
的
に
は
区
別
さ
れ
る
が
、
生
の
現
実
で
は
両
者
は
む
し
ろ
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は

(
幻
)

合
一
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
人
格
責
任
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
|
|
と
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
は
、
個
々
の
行
為
の
み
な
ら
ず
そ
の
背
後
に
あ
る
人
格
も
責
任
判
断
の
対
象
と
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
行
為
を
離
れ
て
行
為
者
の
人
格
形
成
過
程

(
幻
)

に
ま
で
非
難
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
行
為
(
責
任
)
主
義
の
原
則
に
反
す
る
。
人
格
形
成
の
過
程
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
人
格
に
対
し
て
主
体
的
に
何
か
で
き
た
と
し
て
非
難
し
う
る
「
有
責
な
部
分
」
と
「
有
責
で
な
い
部
分
」
と
を
区
別
し
て
判
定
す
る
こ
と

(
お
)

は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
が
有
責
で
あ
る
か
ど
う
か
を
行
為
意
思
の
背
後
に
あ
る
人
格
態
度
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す

る
点
に
つ
い
て
も
、
人
格
態
度
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
明
確
に
認
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
人
格
態
度
が
そ
の
ま
ま
意
思
あ
る
い
は
行
為

(μ) 

と
し
て
現
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
格
形
成
過
程
は
責
任
非
難
を
軽
減
す
る
方
向
に
も
働
く
と
さ
れ
る
が
、

「
人
格
を
主
体
的
に
形
成
で
き
た
は
ず
だ
」
「
悪
い
人
格
環
境
か
ら
主
体
的
に
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
L

と
ほ
と
ん
ど
常
に
言
え
る
か

(
お
)

ら
、
実
際
上
、
人
格
形
成
責
任
が
責
任
非
難
を
軽
減
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
は
行
為
責
任
論
は
具
体
的
な
人
間
の
把
握
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
他
方
で
は
性
格
責
任
論
は
非
難
の

人
格
責
任
論
が
、

要
素
を
欠
き
主
体
的
な
人
間
性
を
見
失
う
と
し
つ
つ
、
両
説
の
止
揚
を
試
み
、
行
為
の
背
後
に
存
在
す
る
行
為
者
の
主
体
的
な
人
格
を
強
調

(
お
)

し
た
こ
と
は
確
か
に
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
右
に
見
た
批
判
的
見
解
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
格
責
任
論
が

l

ー
行
為
責
任
を
堅
持
す
る
と
し
な
が
ら
も
|
|
行
為
を
離
れ
て
そ
れ
以
前
の
人
格
形
成
過
程
を
責
任
非
難
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

行
為
主
義
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
「
『
危
険
な
性
格
』

は
、
犯
罪
行
為
の
結
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果
と
な
ら
ぶ

『
違
法
な
結
果
』

(
幻
)

そ
れ
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
無
数
の
意
思
活
動
に
対
し
て
、
責
任
が
問
わ
れ
る
」
こ

で
あ
り
、

と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
行
状
責
任
論
が
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
「
人
格
の
不
法
」
を
認
め
て
責
任
判
断
の
対
象
と
し

(
お
)

た
こ
と
に
対
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
が
提
起
さ
れ
た
が
、
同
様
の
問
題
は
、
人
格
責
任
論
か
ら
の
帰
結
に
も
当
て
は

(
刊
日
)

ま
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ωと
こ
ろ
で
、
行
為
責
任
論
を
採
用
す
る
立
場
の
中
に
も
、
従
来
の
見
解
は
「
形
式
的
行
為
責
任
」
論
で
あ
る
と
し
て
、
行
為
に
あ
ら
わ

れ
た
限
度
で
行
為
者
の
人
格
な
い
し
環
境
を
考
慮
し
て
責
任
の
軽
重
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
意
思
と
い
う
も

の
を
ご
く
単
純
に
考
え
る
な
ら
ば
、
結
果
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
結
果
の
重
さ
に
応
じ
た
行
為
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
形
式
的

行
為
責
任
)
。

そ
の
行
為
に
出
た
背
後
に
は
種
々
の
事
情
が
あ
り
、

し
か
し
現
実
に
は
、
同
じ
よ
う
に
結
果
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
も
、

行
為
者
の
人
格
お
よ
び
環
境
あ
る
い
は
過
去
の
経
歴
等
か
ら
み
て
、

量刑基準に関する一試論 (3) 

そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
た
こ
と
が
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
場
合
も
あ

(
鈎
)

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
実
質
的
行
為
責
任
論
」
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は

|
i
先
に
見
た
人
格
責
任
論
と
異
な
り

|
1
人
格
形
成
過
程
そ
の
も
の
を
非
難
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
に
あ
ら

わ
れ
た
限
度
で
人
格
を
考
慮
し
て
行
為
責
任
の
軽
重
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
行
為
が
人
格
相
当
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
責
任
は

重
く
な
る
。
人
格
に
は
刑
罰
が
作
用
し
う
る
層
(
規
範
心
理
的
な
層
)
と
作
用
し
え
な
い
層
(
生
理
的
な
層
)

(
訂
)

そ
れ
だ
け
責
任
は
重
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

が
あ
り
、
行
為
が
前
者
の
層

に
お
け
る
人
格
に
相
当
で
あ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
「
や
わ
ら
か
な
決
定

論
」
に
基
き
つ
つ
、
責
任
を
刑
罰
目
的
(
抑
止
刑
論
)
か
ら
展
望
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
、
ど
の
程
度
の

刑
を
科
す
る
か
は
、
犯
罪
的
意
思
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
可
能
性
の
強
さ
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
的
な
動
機
を
持
つ
強
い
可
能
性
の
あ

る
性
格
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
責
任
が
重
い
(
例
え
ば
、
習
慣
に
よ
っ
て
反
対
動
機
さ
え
生
じ
な
か
っ
た
窃
盗
の
場
合
に
は
、
行
為
は
人
格
相

(
幻
)

と
す
る
「
性
格
論
的
責
任
論
」
が
存
在
す
る
。
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当
だ
か
ら
強
い
非
難
に
値
す
る
)



説

し
か
し
、
こ
の
「
実
質
的
行
為
責
任
論
」
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
行
為
に
あ
ら
わ
れ
た
限
度
で

人
格
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
行
為
が
人
格
相
当
で
あ
れ
ば
、

論

そ
れ
だ
け
責
任
が
重
い
と
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
本
来
の
行
為
責
任
論
の

(
お
)

限
界
を
逸
脱
し
て
「
そ
の
よ
う
な
人
格
で
あ
る
こ
と
」
に
非
難
を
加
え
て
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
的
な
動
機
を
も
っ
強
い
可
能
性

の
あ
る
人
格
な
ら
ば
そ
れ
だ
け
重
い
刑
罰
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
責
任
で
は
な
く
、
性
格
の
危
険
性
に
向
け
ら
れ
た
責
任
論
と

(

鈍

)

(

お

)

な
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
の
経
験
科
学
で
は
人
格
を
規
範
心
理
的
な
層
と
生
理
的
な
層
と
に
必
ず
し
も
明
確
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
非

(
鉛
)

難
を
刑
罰
の
効
果
に
か
か
ら
し
め
る
点
で
、
他
行
為
可
能
性
を
前
提
と
す
る
本
来
の
非
難
た
り
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

確
か
に
、
「
責
任
を
心
理
的
意
思
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
し
て
実
質
化
し
て
い
く
と
、
行
為
要
素
と
し
て
の
意
思
活
動
の
背
後
に
あ
る

(
幻
)

行
為
者
側
の
人
格
な
い
し
環
境
的
事
情
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
、
本
来
、
責

任
能
力
や
期
待
可
能
性
の
有
無
な
い
し
は
程
度
を
判
断
す
る
場
面
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
行
為
の
背
後
に
あ

る
事
情
(
特
に
人
格
的
事
情
)
を
考
え
て
行
為
責
任
の
軽
重
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
一
般
的
に
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
「
実
質
的
行
為
責
任
論
」
が
、
刑
罰
目
的
(
抑
止
刑
論
)
か
ら
責
任
を
展
望
的
に
把
握
し
た
こ
と
の
理
論
的
意
義
は
大
き
い
と

し
て
も
、
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
責
任
主
義
」
で
は
責
任
を
予
防
的
考
慮
の
「
限
界
」
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
お
)

そ
の
責
任
の
内
容
じ
た
い
を
予
防
的
観
点
か
ら
構
成
す
る
試
み
は
背
理
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
責
任
に
刑
罰
限
定
機
能
を
営
ま
せ
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
回
顧
的
な
、
す
な
わ
ち
違
法
行
為
に
対
す
る
法
的
非
難
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の

(
お
)

で
あ
る
。

(
個
別
)
行
為
責
任
を
採
用
す
べ
き
な
の

三
川
以
上
の
よ
う
に
、
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
責
任
主
義
」
は
、
「
量
刑
に
お
け
る
消
極
的
行
為
責
任
主
義
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
原
則
か
ら
、
次
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。
「
行
為
責
任
」
は
、

そ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
は
刑
罰
の
「
前
提
条
件
」
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
程
度
(
量
)

を
越
え
た
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
刑
罰
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(ω) 

の
「
限
界
」
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
量
刑
に
お
い
て
は
、
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
最
終
刑
を
確
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
行

の
程
度
を
最
上
限
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
為
責
任
が
存
在
し
て
も
、

そ
こ
か

為
責
任
(
に
よ
る
責
任
相
応
刑
)

ら
直
ち
に
刑
罰
が
「
要
求
」
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
刑
罰
は
予
防
の
必
要
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
防
的
考
慮
か
ら
必

(
H
U
)
 

要
と
さ
れ
る
刑
罰
が
、
行
為
責
任
の
程
度
(
量
)
よ
り
も
軽
い
場
合
に
は
、
刑
罰
は
責
任
相
応
刑
を
下
回
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

(
M
M
)
 

聞
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
の
関
連
で
は
、
既
に
見
た
相
対
的
応
報
刑
論
の
立
場
と
親
近
性
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
我
が
国
に
お
け
る
相
対
的
応
報
刑
論
が
|
|
予
防
的
考
慮
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
ー
ー
な
お
「
応
報
」
に
よ
っ
て
刑
罰
を
根
拠

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
刑
罰
は
、
法
益
剥
奪
と
い
う
苦
痛
を
内
容
と
し
、

犯
罪
行
為
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
行
為
者
に
科
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
応
報
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
寸
経
験
的
事
実
な
い
し

(

円

相

)

存
在
の
問
題
」
で
あ
っ
て
、
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
が
、
そ
の
権
力
に
よ
っ
て
個
人
に
苦
痛
と
い
う
害
悪
を
加
え
る
こ

と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
の
予
防
と
い
う
効
果
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
た
だ
、
国
家
刑
罰
権
に
よ
る
犯
罪
予
防

効
果
の
追
求
に
は
、
内
在
的
制
約
が
な
い
。
犯
罪
予
防
効
果
さ
え
あ
れ
ば
、
過
度
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
な
る
危
険
性
が
常
に
存
在
す
る
の

量刑基準に関する一試論(3) 

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
個
人
の
尊
厳
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
・
自
由
を
国
家
刑
罰
権
に
対
し
て
保
障
す
る
た
め
の
原
則
(
外
在
的
制

約
)
が
犯
罪
予
防
効
果
の
追
求
に
は
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
の
役
割
を
責
任
主
義
に
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

(
仏
)

「
責
任
主
義
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
目
的
刑
論
L

と
で
も
言
う
べ
き
立
場
が
、
こ
こ
で
は
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

間
そ
れ
で
は
、
刑
罰
の
限
界
(
上
限
)
と
し
て
の
行
為
責
任
の
量
(
程
度
)
は
ど
の
よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
節

に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
量
刑
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
「
責
任
」
の
意
義
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
点
の
理
論
」
と
「
幅
の
理
論
」

の
対
立
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
現
在
で
は
|
|
例
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
1

1
両
者
は
歩
み
寄
り
を
示
し
て
い

(
必
)

る
が
、
責
任
相
応
刑
の
数
量
化
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
各
々
異
な
る
出
発
点
に
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
作
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(
必
)

業
の
過
程
で
は
、
責
任
を
刑
罰
の
「
上
限
」
と
す
る
見
解
は
、
「
点
の
理
論
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

(
灯
)

し
か
し
、
こ
れ
も
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
責
任
を
刑
罰
の
「
上
限
」
と
解
す
る
こ
と
と
、
「
点
の
理
論
」
と
の
聞
に
一
義
的
な
対
応
関
係

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
刑
罰
の
「
上
限
」
と
し
て
の
責
任
相
応
刑
の
数
量
化
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。

北法44(2・58)278

論

「
点
の
理
論
」
の
支
持
者
は
、
「
幅
の
理
論
」
は
認
識
論
的
問
題
と
存
在
論
的
問
題
を
混
同
し
て
い
る
、

(
必
)

と
批
判
し
た
。
し
か
し
、
責
任
相

応
刑
を
行
為
責
任
す
な
わ
ち
違
法
行
為
に
対
す
る
法
的
非
難
可
能
性
の
量
と
解
す
る
場
合
、
そ
の
量
に
対
応
す
る
刑
罰
が
唯
一
の
「
点
」
と

し
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

i
1
1
認
識
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
|
|
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
行
為
に
対

す
る
価
値
判
断
を
刑
量
と
い
う
異
質
な
要
素
に
変
換
す
る
際
に
必
然
的
に
生
ず
る
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
為
責
任
の
量
に
は

(
鈎
)

「
幅
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
「
統
合
説
」
の
量
刑
論
上
の
帰
結
と
し
て
の
「
幅
の
理
論
」
に
直
結
す
る
も
の
で

は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
「
幅
の
理
論
」
そ
の
も
の
は
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
重
罰
化
を
導
く
理
論
と
し
て
登
場

(
印
)

し
、
我
が
国
の
改
正
刑
法
準
備
草
案
で
は
相
対
的
不
定
期
刑
の
根
拠
づ
け
と
し
て
援
用
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
罰
の

「
上
限
」
と
な
る
行
為
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
表
現
形
式
と
し
て
「
幅
」

の
存
在
を
肯
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、

そ
れ
に
よ

っ
て
行
為
責
任
の
刑
罰
限
定
機
能
が
損
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
予
防
的
考
慮
の
濫
用
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
責
任
の
厳

(
日
)

密
な
数
量
化
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

凶
し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
先
に
見
た
相
対
的
応
報
刑
論
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
主
義
に
よ
る
制
約
を
認
め
つ
つ
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
最
終
刑
を
決
定
す
る
こ
と
に
は
、
個
別
事
例
に
お
け
る

予
防
効
果
測
定
が
経
験
的
に
不
確
実
で
あ
る
現
時
点
で
は
、
量
刑
が
犯
罪
の
重
さ
と
均
衡
を
失
し
、
不
平
等
・
不
斉
一
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
む
し
ろ
、
行
為
者
の
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
科
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
方
が
、
責
任
刑
に
よ
る
一
定
の
予
防
効
果
が
期
待
で
き
る
と
同



か
つ
安
定
し
た
量
刑
の
基
準
が
得
ら
れ
る

l
!
と
。
こ
の
見
解
は
、
「
積
極
的
責
任
主
義
か
消
極
的

(
臼
)

責
任
主
義
か
の
二
者
択
一
で
わ
り
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
あ
ま
り
に
も
単
純
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
の
観
点
か

ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
に
関
す
る
通
説
的
見
解
の
よ
う
に
、
責
任
を
量
刑
の
「
基
礎
」
と
し
、
予
防

時
に
責
任
主
義
の
要
請
も
満
た
さ
れ
、

的
考
慮
は
原
則
と
し
て
責
任
相
応
刑
(
の
幅
)

の
範
囲
内
で
働
か
せ
る
こ
と
に
し
て
も
、
責
任
の
「
刑
罰
限
定
機
能
」
は
維
持
さ
れ
う
る
。

従
っ
て
、
責
任
の
「
刑
罰
限
定
機
能
」
を
重
視
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
責
任
相
応
刑
を
単
な
る
「
上
限
」
だ
け
で
な
く
科
刑
の
「
基
礎
」

と
す
る
見
解
は
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
点
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、
消
極
的
責
任
主
義

に
立
脚
し
た
場
合
の
「
予
防
」

の
内
容
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
項
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

量刑基準に関する一試論 (3) 

(4)
責
任
主
義
に
つ
い
て
は
、
木
村
亀
二
「
責
任
主
義
の
意
義
と
問
題
」
同
『
犯
罪
論
の
新
構
造
(
下
)
』
(
昭
和
四
三
年
)
四
一
九
頁
以
下
、
福

田
平
「
責
任
主
義
の
展
開
」
同
『
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
五

O
年
)
九
四
頁
以
下
、
宮
津
浩
一
「
責
任
主
義
」
中
山
研
一
H
西
原
春

夫
H
藤
木
英
雄
H
宮
津
浩
一
(
編
)
『
現
代
刑
法
講
座
・
第
二
巻
』
(
昭
和
五
四
年
)
一
六
九
頁
以
下
、
堀
内
捷
一
二
「
責
任
主
義
と
客
観
的
処
罰

条
件
」
平
場
安
治
H
平
野
龍
一
日
高
田
卓
爾
H
福
田
平
H
大
塚
仁
H
香
川
達
夫
H
内
藤
謙
H
松
尾
浩
也
(
編
)
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文

集
・
第
二
巻
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
四
一
頁
以
下
、
同
「
責
任
論
の
諜
題
」
芝
原
邦
爾
H
堀
内
捷
三
H

町
野
朔
H
西
国
典
之
(
編
)
『
刑
法
理
論

の
現
代
的
展
開
・
総
論
I
』
(
昭
和
六
三
年
)
一
九
九
頁
以
下
、
向
「
責
任
主
義
の
現
代
的
意
義
」
警
察
研
究
六
一
巻
一

O
号
(
平
成
二
年
)
三

頁
以
下
、
大
谷
賓
「
責
任
主
義
」
藤
木
英
雄
H

板
倉
宏
(
編
)
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
刑
法
の
争
点
(
新
版
)
』
(
昭
和
六
二
年
)
六
三
頁
以
下
な

ど
を
参
照
。

(5)
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
』
(
改
訂
増
補
版
)
(
平
成
四
年
)
三
八

O
頁
注
(
三
)
、
大
谷
賓
『
刑
法
講
義
総
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
三
年
)

三
O
六
頁
参
照
。

(
6
)
阿
部
純
二
「
刑
の
量
定
の
基
準
に
つ
い
て
(
下
)
」
法
学
四
一
巻
四
号
(
昭
和
五
三
年
)
四
三
頁
、
木
村
・
前
掲
論
文
(
注
4
)

四
二

O
頁、

大
塚
・
前
掲
書
(
注
5
)
三
人

O
頁
注
(
三
)
、
同
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
五
七
年
)
一
二
六
頁
以
下
、
大
谷
・
前
掲
書
(
注
5
)
三
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O
六
頁
、
井
田
良
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
二
」
法
学
研
究
五
五
巻
一

O
号
(
昭
和
五
七
年
)
八
一
頁

以
下
。
〈
乱
・
回
目
印
山
田
『
溝
口
回
『
ロ
ロ
印
-
g
z
p
E
B
冊
目
的
=
ロ
岡
田
『
巾
門
戸
N
・
〉
=
P
H
句
、
同
品
・
ω
ω
H
H
F
ι
R
M
・

-
O
B
河
市
内
宮
ι
2
3
2
p
z
g
巾
印
印
ロ
ロ
四
-
N
-
〉
E
P

H
m
w
∞
印
・
ω
・
∞
匂
『
?
m
S
口
町
田
『
同
F白
血
巴
】
寸

M
W
門
町
H
E
m
-
ロ
N
N
G
戸
∞
円
『
白
骨
巾
n
v
F
〉
一
-
町
内
司
岡
市
F
口
町
『
、
H，
2
ア

叶

2
5白口門
-

Y

斗
-
〉
ロ
ロ
-
-
H
m
u
m
w
叶
・
ω
・
∞
品
同
町
一

回
m
g
M
l
出
包
国
司
F
n
F
同
市
川
山
門
司
M
m
n
-
T
F
m
F
司
U
E
n
F
ι
2
ω
同
『
国
間
『
開
門
『
昨
日
・
〉
-
-
開
冊
目
包
ロ
巾
『
H，
m戸戸戸川w∞∞-∞-H∞内向
-
-
4
∞4
-

〉ιo-同∞nFDロ
r巾“H
問
。
『
日
丹
∞
円
F
『
0
ι
巾
『
H

垣
島
市
『
ω
丹
『
巾
巾
・

2
3片
岡
g
m
R
Z
n
F
問
。
自
自

g
g『・
2
・〉ロ
b

・
5
2・
〈
。
『
F
m
g
め
〈
。
『
閉
包
∞
片
岡
・

(7)
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

I
』
(
昭
和
四
七
年
)
五
二
頁
、
同
「
概
括
的
批
判
l
l
概
説
」
平
場
安
治
H

平
野
龍
一
(
編
)
『
刑
法
改
正
の
研
究

-
概
論
・
総
則
』
七
頁
以
下
、
同
「
草
案
と
責
任
主
義
」
同
一
六
頁
以
下
。

(8)
堀
内
捷
三
「
均
衡
(
比
例
)
の
原
則
と
保
安
処
分
の
限
界
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
二
号
(
昭
和
五
七
年
)
四
三
頁
以
下
。

(9)
堀
内
・
前
掲
論
文
(
注
8
)
四
一
一
一
l
l
四
四
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
内
藤
謙
一
可
刑
法
講
義
総
論
(
上
)
』
(
昭
和
五
八
年
)
一
一
一
一
一
頁
、
一
一
七
頁

以
下
参
照
(
そ
こ
で
は
、
「
刑
罰
根
拠
的
・
積
極
的
責
任
主
義
」
と
「
刑
罰
限
定
的
・
消
極
的
責
任
主
義
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
)
。

な
お
、
ク
ラ
オ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
〔
斉
藤
誠
二
訳
〕
「
責
任
主
義
の
二
面
性
と
一
面
性
」
刑
法
雑
誌
二
凶
巻
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
二
八
頁
以
下

参
照
。

(
日
)
中
義
勝
H
吉
川
経
夫
H
中
山
研
一
(
編
)
『
刑
法
1
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
七
六
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
執
筆
〕
参
照
。
〈
四
一

-
Q
E印河
C
H
S
-

F
F
E
s
s
o
-
-
t
n
F
巾
己
-
】
巾
ユ
巾
間
口
再
開
口
N
Z
自
∞
円
E
E
匂
『
回
口
N
6
・
7

向ω円F『出向「

5

2・
5
吋

ω・ω・

2
2円
(
翻
訳
と
し
て
、
井
田
良
訳
「
責
任
主
義
に
つ

い
て
の
刑
事
政
策
的
考
察
」

C
・
ロ
ク
シ
ン
〔
宮
津
浩
一
監
訳
〕
『
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
予
防
』
(
昭
和
五
九
年
)
四
九
頁
以
下
。
)

(
日
)
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
(
下
)
I』
七
三
八
頁
。
な
お
、
責
任
主
義
を
憲
法
上
の
要
請
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
中
H
吉
川
H
中

山
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
叩
)
一
七
六
頁
以
下
〔
浅
田
執
筆
〕
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
責
任
主
義
を
憲
法
上
の
原
則

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
〈
包
回
〈
巾
え
の
同
w
p
N
∞
匂
一
切
〈
巾
ユ
の
何
少
回
。
斗
一
回
〈
巾
『
自
明
N
0
・
ω
N
ω
一
回
〈
巾
え
の
開
N
∞
・
ω
∞
?
∞
〈
巾
止
の
肘
印
0
・
H
N
印
・
さ
ら
に
、

阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
6
)
四
二
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
平
場
安
治
「
責
任
の
概
念
要
素
と
刑
事
責
任
論
の
根
底
」
平
場
H
平
野
H
高
田
H

福
田
H
大
塚
H

香
川
日
内
藤
H
松
尾
(
編
)
・
前
掲

嘗
(
注
4
)
九
四
頁
参
照
。

(
ロ
)
小
暮
得
雄
「
犯
罪
論
の
謙
抑
的
構
成
」
平
場
H
平
野
H

高
田
H

福
田
H
大
塚
H
香
川
H
内
藤
H
松
尾
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
4
)

一
一
一
一
一

頁
参
照
。
な
お
、
「
刑
罰
積
極
主
義
」
と
「
刑
罰
消
極
主
義
L

に
つ
き
、
町
野
朔
『
刑
法
総
論
〔
講
義
案
I
〕
』
(
平
成
二
年
)
二
二
頁
以
下
参
照
。

論

北法44(2・60)280



同∞
N
(
3
・3
3
4掃
討

(巴)*~・ ì~~辞書判(土己申)困}吋同 l眠~f<--'ê:揺・ ì~~纏-þ< e出∞) E5Il11凪〔必.w'録制(ヨ)総監〕。

(ヨ)本田・ 1宣車窓;纏料(組<.0) <11 )1m:;~ド-' e:話寝11 r百三冊版記心酬~E;'欄掛J 思田!非=-K日経w (!悪) r宗規緩纏口J (堕提同

与J~) -1ミ<)Im:; ~\ι輪自i。キ~m ・ ì~~纏争< (土己申) <111)1m:;ti' r~臨E;' Ob -'J Wieti\キ]ã'余'?-" やヰヰ処'..;~IR草舟(\.;..!国語層部築制当11

t>-rQ 'J-'J士主徒三〉車生保.>J -'J約兵rQO Vgl. Heinz Muller-Dietz， Grenzen des Schuldgedankens im Strafrechts， 1967， S. 46， 

80ft.; Heinz Zipf， Die Strafmasrevision， 1969， S. 90; Thomas Hertz， Das Verhalten des Taters nach der Tat， 1973， S. 65ff.; 

Wolfgang Frisch， Gegenwartiger Stand und Zukunftsperspektiven der Strafzumessungsdogmatik， ZStW 99， 1987， S. 385f.; 

Eckhard Horn， Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch， Bd. !， AlIgemeiner Teil， 5. Aufl.， 1989， ~46 Rn. 42. 

(巳) Hans Achenbach， Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre， 1974， S. 2ft. V gl. 

ders.， lndividuelle Zurechnung， Verantwortlichkeit， Schuld， in: Bernd Schunemann(hrsg.)， Grundfragen des modernen Straf 

rechtssystems， 1984， S. 135ft. (題研五-'J-lν'怒田右手縦揺「く入 K・トトぐ入ミトく『恩-<:lf;mJき.'$令制'版記JJ て弐入ι.

，入叶一時 P入〔任ヨl:a1=鰐田右手間制脳) r廓ピ霞士活法傾 Q欄*~m国J (昨蛍11社) 11吋同)Im:;~\ι。) ; Claus Roxin， Zur jung. 

st:en Diskussion uber Schuld， Pravention， und Verantwortlichkeit im Strafrecht， in; Arthur Kaufmann， Gunter Bemman， Detlef 

Krauss und Klaus Volk(hrsg.)， Festschrift fur Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag， 1979， S. 179ft. (羅隠-'J-lν' モト~H雄総

日五「妄誕~.w:l:'rQ~回出， ~ド;!3;'絢.製品}宏之ノ時副長同 e縄件以 0:;ν」 υ ・ロふ，入入・ 1歪~蜘 e出日) 1 ・P 干ミ lぼ~\ι。) ; 

Maurach=Zipf， a. a. O. (Anm. 3) S. 401; Bruns， Strafzumessungsrecht (Anm. 6)， S. 392ft. (咽~~.w士時価出笠「悔恨保持灘」

や持母-'Jt>-時); Schonke = Schroder = Stree， a. a. O. (Anm. 6) ~46 Rn. 9a 

(~) Hans-Joachim Rudolphi， Systematischer Kommentar (Anm. 14)， vor ~19 Rn. 1. 

(口)“お'Ii@摂E;'吋小.!.l~県宮2ιャト L」 4ヰニ \J ti' .t担判維~ピ~-'='小崎康.;..!匂医酎ムJ -lν' エ~会時「まミ志主目(:14'議室) E;'I!!正

蛮 (Verhaltnismasigkeitsgrundsatz)J 為州出杓..;ν二時。 Vgl.Gunter ElIscheid= Winfried Hassemer， Straf ohne Vorwurf， in: 

Claus Luderssen， Fritz Sack(hrsg.)， Seminer， Abweichendes Verhalten I!， Band !， 1975， S. 266ft. (騒馬-'J-lνF喪E根川区「株

縁布物価出J ~ヤ入ト士、ーム・ミス-tJt>ー〔喪E緑川!曝指) r隠ピ震対王者全係E;'糊恕割程J (巨ト蛍川崎t)-K 1\眠~\ι。)-l会-l'

トーミム P ー弐・ 4司令ト卜入為無謀十~rQ吋小!.2"ま4E塁走t1E;'1!!正富士~~雲~~絵t\:lf; ~ポ~~まや時-，=，' ~ä濡与~.出~:t京E;'$:-'Jま4E塁令

rQ E;'-R ~~&iミ~れJ";ν エ布三。キ\ぷ'./-'J"'"史腿2似出，附縦~と~t>-rQ匝正E震と1.~重三〉小rQ-R竺蝶~-l :; -'J l!l1n，，， '<柏'?-'~>C'小。

(
閃
)
纏
稀
1
A吋
令
盤
以
掛
欄
「
俵
咽



こ
の
点
の
詳
細
な
検
討
は
、
別
稿
に
委
ね
た
い
。
〈
町
一
〉
ユ
吉
『

E
Z
E
E
P
W
E
E℃『
E
N
G
E品
〈

q
z
-
Z
Z
B島田明
r
g
Z悶『己ロ島田
E
F
S

の
口
出
丹
市
『
者
向

F
国内『

FZユ
巧
包
含
『
・

F
S
E
E
Sロ
Z
F
3巾
f
z
E
0
5
2
富市

Z『巾『(宮『凹伺・)・

3
∞
宮
町
『

S

E『
E
n
E
E
E口問巾

NZE
斗。

の巾

-vZ『門的円
mw同・

H山山斗。
-m-Nめ同『・一色巾『国・
C
ロ
N合同岡市岡田帥
p
m
∞巳「但円四回押ロロ岡市口

NEgω
門
町
三
品
開
『
=
ロ
仏
国
主
N-Bω
円『印『『巾円

Z-
百一』ロ『

mwH匂∞。・∞
-NN印町内・

(
翻
訳
と
し
て
、
上
田
健
二
U
浅
田
和
茂
訳
「
ア
ル
ト
ゥ

1
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
『
刑
法
に
お
け
る
責
任
原
則
の
た
め
の
反
時
代
的
考
察
』
」
同
志

社
法
学
三
八
巻
三
号
(
昭
和
六
二
年
)
一

O
一
頁
以
下
。
)
・
島
市
『
∞

-
-
W
E
E
E
E
甲
を
S
E
E
-
E一
P
立
さ
S
F
O
E
-
何
2
5
0
2
5
F

E
E
l
E雪
百
四

ω門官
2
Z『・

E
E
E
5
1』
。
各
市
ロ
〈
。
主

(ZEE-Fω
広
島
三
『
二
回
『
河
口
品
ロ
ロ
巧
白
印
印
巾
『

B
E
N
Eヨ
g
P
E
E
S四・

5
∞印・

ω

∞
∞
∞
-
(
本
論
文
に
つ
い
て
は
、
山
中
敬
一
訳
「
責
任
と
予
防
」
ア
ル
ト
ゥ

1
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
〔
宮
津
浩
一
監
訳
〕
『
法
哲
学
と
刑
法
学
の
根
本

問
題
』
(
昭
和
六
一
年
)
一
五
一
頁
以
下
参
照
。
)
さ
ら
に
、
堀
内
・
前
掲
論
文
(
注
4
・
「
責
任
論
の
現
代
的
課
題
」
)
二
ハ
頁
、
同
・
前
掲
論

文
(
注
8
)
三
九
貰
以
下
、
林
美
月
子
『
情
動
行
為
と
責
任
能
力
』
(
平
成
三
年
)
四
三
頁
以
下
参
照
。

(
四
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
四

O
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
内
回
文
昭
『
改
訂
刑
法

I
(総
論
)
』
(
昭
和
六
一
年
)
二
二
四
頁
、
西
原
春
夫
『
刑

法
総
論
』
(
昭
和
五
三
年
)
三
九
八
頁
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
(
昭
和
五

O
年
)
八
四
頁
、
野
村
稔
『
刑
法
総
論
』
(
平
成
二
年
)
二
七

七
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
六
二
年
)
一
五
五
頁
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
法
的
責
任
論
に
つ
い
て
は
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
四
二
頁
以
下
、
中
山
研
一
『
概
説
刑
法

I
』
(
平
成
元
年
)
一
一
一
一
四
頁
参
照
。

(
却
)
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
二
年
)
二
五
人
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
同
「
人
格
責
任
の
理
論
」
法
哲
学
四
季
報
二
号
(
昭

和
二
四
年
)
一

O
O
頁
以
下
、
同
「
責
任
の
理
論
」
日
本
刑
法
学
会
(
編
)
『
刑
事
法
講
座
・
第
二
巻
』
(
昭
和
二
七
年
)
二
四
九
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
大
谷
賓
『
人
格
責
任
論
の
研
究
』
(
昭
和
四
七
年
)
一
八
六
頁
以
下
参
照
。
人
格
責
任
論
の
基
礎
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
「
行
状
責
任

(戸島

g
え
岳
『

E
窃
月

E
E
)
」
お
よ
ぴ
「
生
活
決
定
責
任

(F与
g
Z
E
2
Z
E
E岡田忠
E
E
)
」
に
つ
き
、
〈
間
】
・
何
己

g
z
E
宮市

N問問吋・

0お
g
z
p民

白向日の

S
N巾凶
-Nnd〈印斗・

5ω
∞・

ω・
2
2町一

E
E
-
E呉市
Z
E
E
-
∞
Z
E
S
N
E
B
2
5・田口宮内
F
N・↓
2
7
5
8・
ω
H
N∞
民
固
な
お
、
大
塚
・
前
掲

書
(
注
5
)
三
八
四
頁
以
下
は
、
責
任
の
存
否
を
論
ず
る
段
階
で
は
「
行
為
者
の
人
格
態
度
を
背
景
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
主
体
的
現
実
化
と
し

て
の
個
別
的
行
為
が
考
え
ら
れ
れ
ば
足
り
る
」
と
さ
れ
る
一
方
、
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
段
階
に
お
い
て
は
人
格
形
成
責
任
を
顧
慮
す
べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
幻
)
団
藤
・
前
掲
書
(
注
初
)
二
五
八
二
六
二
頁
。

(
幻
)
藤
木
・
前
掲
書
(
注
凶
)
八
四
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
七
年
)
三
一
一
四
頁
、
平
野
龍
一

説論
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「
人
格
責
任
と
行
為
責
任
」
同
『
刑



量刑基準に関する一試論 (3) 

法
の
基
礎
』
(
昭
和
四
一
年
)
四
三
頁
以
下
、
内
田
・
前
掲
書
(
注
国
)
二
二
四
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
平
野
・
前
掲
書
(
注
7
)
六
三
頁
、
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
昭
和
五
六
年
)
一
三
二
頁
、
中
山
・
前
掲
書
(
注
泣
)
一
一
一
一
一

四
頁
。
さ
ら
に
、
藤
木
・
前
掲
書
(
注

n)
八
四
頁
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
講
義
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
七
一
頁
、
柏
木
千
秋
『
刑
法
総
論
』

(
昭
和
五
七
年
)
一
九
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
(
注
5
)
三
O
九
頁
、
野
村
・
前
掲
書
(
注
目
)
二
七
六
頁
以
下
、
曽
根
・
前
掲
書
(
注
目
)
一

五
七
頁
な
ど
を
参
照
。

(
出
)
平
野
・
前
掲
論
文
(
注
勾
)
四
六
頁
以
下
。

(
お
)
平
野
・
前
掲
論
文
(
注
幻
)
四
五
頁
。

(
部
)
団
藤
・
前
掲
書
(
注
却
)
二
五
人
頁
参
照
。

(
幻
)
平
野
・
前
掲
書
(
注
7
)
六
二
頁
。

(
お
)
目
NE--円

VE--ω
苫
g
g主的円
F
R
-ハO
昌
吉
巾
己
貸
手
口

g
-
E
)・〈
O

『
宮
山
山
河
口
ω
『
・
一
回
C

『ロ・巾
σ
巾
ロ
含
-
m
品
。
河
口

-
C
-
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
6
)
九
一

頁
参
照
。

(
却
)
人
格
責
任
論
に
対
す
る
詳
細
な
批
判
的
検
討
と
し
て
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
7
)
七
四
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
川
崎
一
夫
「
メ
ッ
ガ

l
の

行
状
責
任
論
|
|
責
任
主
義
と
人
格
責
任
論
会
己
|
|
」
創
価
法
学
二
巻
一
号
(
昭
和
四
七
年
)
七
九
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
平
野
・
前
掲
書
(
注
7
)
六
一
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
行
為
責
任
論
は
、
い
わ
ゆ
る
期
待
可
能
性
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
「
具
体

的
事
情
」
の
下
で
の
他
行
為
可
能
性
の
有
無
お
よ
び
程
度
を
考
慮
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は

i
l
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
|
|
従
来

の
個
別
行
為
責
任
論
は
決
し
て
「
形
式
的
行
為
責
任
」
を
主
張
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
実
質
的
行
為
責
任
論
」
の
特
色
は
、
行

為
に
あ
ら
わ
れ
た
限
度
で
「
人
格
」
を
考
慮
し
て
行
為
責
任
の
軽
重
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
(
内
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
五
六
頁

参
照
)
。

(
訂
)
平
野
・
前
掲
論
文
(
注
幻
)
三
人
頁
以
下
、
同
「
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
」
尾
高
朝
雄
教
授
追
悼
論
文
編
集
委
員
会
(
編
)
『
尾
高
朝
雄
教

授
追
悼
論
文
集
・
自
由
の
法
理
』
(
昭
和
三
八
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
M
M
)

周
知
の
よ
う
に
平
野
博
士
は
、
人
間
の
意
思
も
法
則
性
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
「
決
定
さ
れ
て
い
る
」
と
認
め
ら
れ
つ
つ
、
意
思

が
自
由
で
あ
る
こ
と
と
、
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
決
定
さ
れ
て
い
る

か
い
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
刑
法
の
場
合
に
は
社
会
的
な
非
難
(
刑
罰
)
に
よ
っ
て

北法44(2・63)283



説

決
定
さ
れ
う
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
も
ま
た
、
人
間
の
意
思
の
も
つ
法
則
性
を
利
用
し
て
、
将
来
、
行

為
者
お
よ
び
一
般
人
が
同
じ
よ
う
な
事
態
の
も
と
で
犯
罪
を
行
わ
な
い
よ
う
に
新
た
な
「
条
件
づ
け
」
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
主
張
さ
れ
る
。
平
野
・
前
掲
論
文
(
注
包
)
三
八
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
五
八
頁
、
中
山
・
前
掲
書
(
注
詑
)
三
二
四
頁
、
野
村
・
前
掲
書
(
注
凶
)
二
七
六
頁
注

(
1
)
、
西
原
・
前
掲

書
(
注
目
)
三
九
九
頁
。
さ
ら
に
、
中
山
研
一
「
刑
事
責
任
の
意
思
の
自
由
」
『
現
代
刑
法
学
の
課
題
』
(
問
和
四
五
年
)
一
八
三
頁
以
下
、
同
「
刑

法
に
お
け
る
意
思
自
由
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
」
同
一
三
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
浅
田
和
茂
「
刑
事
責
任
能
力
論
の
現
状
と
課
題
」
同
『
刑

事
責
任
能
力
論
の
研
究
・
上
巻
』
(
昭
和
五
八
年
)
五
頁
以
下
参
照
。

(
担
)
西
原
・
前
掲
書
(
注
却
)
四
O
O
頁
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
日
)
七
五
八
頁
。

(
お
)
真
鍋
毅
『
現
代
刑
事
責
任
論
序
説
』
(
昭
和
五
八
年
)
七
頁
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
日
)
七
五
八
頁
。

(
お
)
中
山
・
前
掲
書
(
注
詑
)
三
二
四
頁
、
野
村
・
前
掲
書
(
注
目
)
二
七
六
頁
注

(
1
)
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
五
八
頁
。

(
幻
)
中
山
・
前
掲
書
(
注
幻
)
一
一
一
一
一
一
一
1

一
一
一
二
三
頁
。
〈
伺
戸
雪
P
R
F
E
E
Bロ
-
P
Z
E
Uコ
ロ
包
ヲ

N-
〉
E
P
ω
・
5
色
町
(
本
書
の
第
一
版
に
関
し

て
は
、
宮
津
浩
一
「
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
『
責
任
原
理
』
」
法
哲
学
年
報
寸
法
の
概
念
」
(
昭
和
三
八
年
)
一
六
七
頁
以
下
参
照
。
)

(
羽
)
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
九
二
|
九
三
頁
参
照
。

(
却
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
純
化
さ
れ
た
行
為
責
任
論
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
包
・
の
宮
丹
市
門
的
可
申
丹
市
ロ
垣
内
吋
門
戸
叶
忠
良
E
E
Z
E
∞
可
え
NEBm回目巴口問・

Hmw斗
N・
ω
-
N∞同町・一司ユ
me--nFω
門町担問問凹円
2
p
∞切符-吋白
EEHF巾。ユタ

mnFEιuaw四ユ同町

Eロ
ιω
丹『白『
NE呂
巾
凶
帥
匡
口
開
口
mw門
町
島
市
ロ

ω円『白『『冊円『回同日『巾『
D
『
E'

岡町凹巾門
N
S
L口一

F
『
-
E円
宮
内
『
・
国
2
R
z
r
z
s
-
g
q
Z
E
ω
円
F呂田舎
-
E『
崎
市
口
当
己
ヲ
ロ
ロ
色
何
百
件
〉
田
邑
2
凹
巧
。
-
R
(
F
E
E
-
3
2印円『『戸内二
E『

者同

-
Z
E
の曲
--gNEB
斗
。
・
の
巾
宮
『

E
呂・

ω-HHO同
(
本
論
文
に
関
し
て
は
、
刑
法
読
書
会
〔
浅
田
和
茂
〕
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ガ
ラ
ス
記
念
論

文
集
の
紹
介
(
八
)
フ
リ
l
ト
リ
ッ
ヒ
・
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
『
幅
の
理
論
、
責
任
概
念
お
よ
び
刑
法
改
正
法
に
よ
る
量
刑
』
」
龍
谷
法
学
一
一
一
巻

三
号
(
昭
和
五
四
年
)
一

O
九
頁
以
下
参
照
。

)
-
F
5・即・曲
-oe(〉ロ
g
-
Z
)
官
。
河
口
・

2
・
ζ
E
Z門F
H
C
D
回路
-
H
N
F
1
・白・白・

0
・
2
ロ
自
・
ω
)
∞
-

印
呂
町
内
・
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
第
三
節
を
参
照
。

な
お
、
法
哲
学
の
立
場
か
ら
行
為
責
任
論
を
支
持
す
る
論
稿
と
し
て
、
森
村
進
「
行
為
責
任
・
性
格
責
任
・
人
格
形
成
責
任
」
ホ
セ
・
ヨ
ン

バ
ル
ト
H

三
島
淑
臣
(
編
)
「
法
の
理
論
8
」
(
昭
和
六
二
年
)
五
一
頁
以
下

G

こ
れ
に
対
す
る
論
評
と
し
て
、
林
美
月
子
「
森
村
進
論
文
『
行

為
責
任
・
性
格
責
任
・
人
格
形
成
責
任
』
を
読
ん
で
」
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
H

三
島
淑
臣
(
編
)
寸
法
の
理
論
9
」
(
昭
和
六
三
年
)
二
七
九
頁

論
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量刑基準に関する一試論(3) 

以
下
、
吉
岡
一
男
「
刑
事
法
学
の
動
き
」
法
律
時
報
六
三
巻
五
号
(
昭
和
六
三
年
)
一
一
九
頁
以
下
。
反
論
と
し
て
、
森
村
進
「
行
為
責
任
論

再
説

l
批
評
者
に
答
え
る

l
|
」
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
H

三
島
淑
臣
(
編
)
「
法
の
理
論
叩
」
(
平
成
二
年
)
二

O
九
頁
以
下
。

(
却
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)

一
一
一
二
頁
参
照
。

(
H
U
)

責
任
は
刑
罰
を
限
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
ア
ル
ト
ゥ

i
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
、
刑
罰
が
責
任
相
応
刑

を
下
回
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
〈
四
一
〉
『
寄
耳
目
内
M
E
E
S
F
Cロ
N巾
存
国
而
同
国
島
市
田
2
3
n
F
Zロ岡町ロ

NZ自
ω門町三円日間『
=
E
g
R
5
ω
同
『
邸
内
『
巾
円
宮
(
〉
回
目
-

M
叶)・

ω
N
N∞・

(
位
)
本
章
第
二
節
一
参
照
。
な
お
、
法
哲
学
の
立
場
か
ら
の
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
杉
田
秀
一
「
目
的
刑
論
と
応
報
刑
論
を
む
す
ぶ
も
の
」
法
律

律
時
報
六
四
巻
五
号
(
平
成
四
年
)
六
八
頁
以
下
。

(
川
町
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注

9
)

一
二
五
頁
。
応
報
刑
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
〈
包
-
Q
E∞
ぎ
同
一
戸
忽
ロ
ロ
ロ
ロ
品
。
『
g
N
2
2
S
E円F
2
2
2
F

E
m
5
2・∞・
ω斗
m
X『
・
(
翻
訳
と
し
て
、
井
田
良
訳
「
国
家
の
刑
罰
の
意
義
と
限
界
」

C
・
ロ
ク
シ
ン
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
頁
以
下
。
)

(
叫
)
井
回
良
「
相
対
的
応
報
刑
と
は
何
か
」
法
学
教
室
九
三
号
(
昭
和
六
三
年
)
一
二
ハ
頁
。
な
お
、
佐
伯
・
前
掲
書
(
注
お
)
七
七
頁
以
下
、

林
幹
人
「
刑
罰
目
的
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九

O
一
号
(
昭
和
六
三
年
)
六
三
頁
参
照
。

(
必
)
本
章
第
四
節
注
(
却
)
参
照
。
〈
包
司
『

zsa曲釦・
0
・
2
=
B
E
E
-
ω
色町四

(
剖
)
本
章
第
四
節
注
(
ロ
)
・
(
口
)
参
照
。

(
幻
)
本
章
第
四
節
注
(
日
)
・
(
げ
)
・
(
位
)
参
照
。

(
姐
)
本
章
第
四
節
注
(
幻
)
参
照
。

(
的
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)

一
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
「
点
の
理
論
」
に
対
す
る
近
時
の
批
判
的
見
解
と
し
て
、
〈
間
一
回
即
日
o
F
E言
問
。
E
忌
2
・

的一苫丹市
gMW円Z
円『回市の『
E
E
S
E崎市ロ島市『∞円『白『
NE富市目的匡ロ伺・』
N
岡山
w
∞山
Y
ω
H
C
N
印『・

(
印
)
本
章
第
三
節
一
・
第
四
節
二
参
照
。
さ
ら
に
中
日
吉
川
日
中
山
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
叩
)
一
八
六
頁
〔
浅
固
執
筆
〕
参
照
。
な
お
、
ド
イ
ツ

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
「
幅
の
理
論
」
に
つ
い
て
、
〈
四
-
垣
内
『
口
市
『

H，
F
E
Z
-
の
Z

E
印
勘
定
巾
ロ
ロ
乱
開
5
N市
民
『
呂
町
ロ
島
町
『
∞
円
『
同
町
'

NE自巾印印巴口問

-
g岡田色巾『河市内リ
F
Z℃『巾円
FZ口
問
己
巾
∞
∞
Eロ色町田岡巾『
-nF円日
E
C
F
(
、『
2
-
3・
ω円『〈巾『円

Hゆ∞印・

ω
]丈凶
ω同・

(
日
)
〈
伺
F
m
o巴
P
E・同・
0
・(〉回目回目

HO)ω
・
ω
N
H
・

(
臼
)
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
必
)
一
二
ハ
頁
。
さ
ら
に
、
同
「
現
代
刑
事
法
学
の
視
点
」
法
律
時
報
六
四
巻
九
号
(
平
成
四
年
)
八
一
頁
参
照
。
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説

な
お
、

威
彦

阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
M
)
九
七
頁
以
下
、
所
一
彦
「
刑
の
量
定
」
阿
部
純
二
H
板
倉
宏
H
内
田
文
昭
H
香
川
達
夫
H
川
端
博
H
曽
根

(
編
)
『
刑
法
基
本
講
座
・
第
一
巻
』
(
平
成
四
年
)
二
五
二
頁
以
下
参
照
。

一
川
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」

の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、

(
日
)

一
般
予
防
と
特
別
予
防
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
相
互
関

北法44(2・66)286

論

「
予
防
」
の
内
容

係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
「
統
合
説
」
(
併
合
説
)
、
そ
し
て
そ

(
M
)
 

の
量
刑
論
上
の
帰
結
で
あ
る
「
幅
の
理
論
」
に
よ
れ
ば
|
|
「
応
報
の
中
に
お
け
る
予
防

Q
5
2
E
5ロ
呂
田
市
「

Z-U
〈

2
岡市
P
E
m
)」
と
い
う

形
で
「
応
報
」
と
「
予
防
」

の
統
合
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
|
|
一
般
予
防
と
特
別
予
防
が
い
か
に
「
統
合
」
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明

一
般
予
防
も
特
別
予
防
も
無
制
限
に
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
ま
た
、

例
え
ば
前
者
が
後
者
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
は
、
「
責
任
の
幅
L

の
下
限
に

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
幅
」
の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
は
、

あ
る
軽
い
刑
で
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

一
般
予
防
を
理
由
と
し
て
「
幅
』

の
上
限
の
刑
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
限
定
責
任
能
力
者
に
よ
る
殺
人
行
為
に
つ
い
て
無
期
ま
た
は
一
五
年
の
自
由
刑
が
責
任

の に
で相
あ応
つ(可ー

たgる
。と

認
め
ら
れ
る

場
ム、
口

一
般
威
嚇
の
思
想
か
ら
無
期
刑
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
法
律
適
用
の
誤
り
で
は
な
い
と
判
示
し
た

こ
の
よ
う
に
従
来
の
「
統
合
説
」
が
、
量
刑
に
お
い
て
文
字
通
り
一
般
予
防
と
特
別
予
防
の
並
列
的
な
「
統
合
」
を
主
張
す
る
に
す
ぎ
な

い
の
な
ら
ば
、
「
責
任
の
幅
」
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
最
終
刑
を
導
く
た
め
の
有
用
な
基
準
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

般
予
防
の
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
刑
量
と
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
妥
当
と
さ
れ
る
刑
量
が
一
致
す
る
場
合
に
は
問
題
は
な
い
と
し
て
も
、

反
対
に
両
者
が
矛
盾
す
る
場
合
|
例
え
ば
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
み
て
適
切
な
刑
が
、

一
般
予
防
的
に
み
て
軽
す
ぎ
る
場
合
|
の
解
決



方
法
が
そ
こ
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
の
要
素
を
単
純
に
併
記
す
る
こ
と
に
は
却
っ
て
幣
害
を
招
く
可
能
性
も
あ

る
。
例
え
ば
我
が
固
に
お
い
て
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
二
項
が
「
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
一
般
予
防
と
特
別
予
防
を
併
記
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
「
一
般
予
防
が
特
別
予
防
に
対
し
て
常
に
優
位
に

(
日
)

立
つ
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
と
い
う
批
判
が
存
在
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

一
般
予
防
の
必
要
性
が
罪
質
の
軽
重
に
基
づ
く
類
型
的
判
断

で
あ
る
の
に
対
し
、
特
別
予
防
の
必
要
性
は
当
該
犯
人
に
つ
い
て
の
個
別
的
判
断
で
あ
り
、
「
類
型
的
判
断
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、

(
貯
)

『
適
度
に
』
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
を
許
さ
な
い
」
た
め
、
「
改
善
の
必
要
性
が
『
適
度
に
』
そ
れ
に
途
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」

か
ら
で
あ
る
。

ほ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
従
来
の
「
統
合
説
」
の
欠
点
を
克
服
す
べ
く
、
刑
罰
理
論
に
関
す
る
新
た
な
「
統
合
」
を
試
み
る
見
解
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
統
合
説
」
は
異
な
る
理
論
を
単
に
並
列
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
内
的

一
貫
性
を
破
壊
し
、
誤
り
を
相
乗
さ
せ
る
「
加
算
的
統
合
説
(
国

2
5
-
2
〈
ミ
巳
忠
岡

E
m丘
町
内
。
ユ
巾
)
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
「
弁

(
路
)

証
法
的
統
合
説

2
5
Z
E
U
n
Z
〈

2
2
2
m
g明
日
円

F
gユ
巾
)
」
が
提
示
さ
れ
る
。

量刑基準に関する一試論 (3) 

-
科
刑
・
刑
の
執
行
と
し
て
現
わ
れ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
国
家
活
動
の
領
域
が
個
別
的
に
正

刑
法
は
個
人
に
対
し
て
、
刑
の
法
定
(
立
法
)

当
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
は
重
な
り
合
っ
て
構
成
さ
れ
、
後
続
す
る
段
階
は
先
行
す
る
段
階
の
も
つ
諸
原
則
を

そ
の
内
部
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
①
刑
の
法
定
段
階
で
は
、
法
益
の
補
充
的
保
護
の
た
め
の
一
般
予
防
が
目
的

と
な
る
。
次
に
②
科
刑
・
量
刑
段
階
で
は
、
法
定
刑
に
よ
る
一
般
予
防
を
前
提
と
し
て
、
行
為
者
の
責
任
の
量
の
範
囲
内
で
特
別
予
防
目
的

北法44(2・67)お7

が
考
慮
さ
れ
て
最
終
刑
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
①
行
刑
段
階
で
は
、

(
問
)

る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ま
で
の
二
段
階
を
前
提
と
し
て
、
専
ら
特
別
予
防
目
的
が
優
先
す

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
た
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
立
場
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
の
成
立



説

(ω) 

に
伴
い
、
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
段
階
で
は
、
「
責
任
の
幅
」
の
範
囲
内
で
特
別
予
防
的
観
点
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
。

北法44(2・68)288

論

こ
の
点
は
、
川
四
六
条
一
項
後
段
が
「
刑
が
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
期
待
し
う
る
効
果
を
考
慮
す
る
も
の
と
す

る
」
と
命
じ
て
お
り
、
ま
た
川
一
般
予
防
の
要
請
は
、
四
六
条
一
項
前
段
が
量
刑
の
基
礎
に
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
責
任
(
の
幅
の
最
下

(
日
)

仮
に
位
置
す
る
)
刑
に
よ
っ
て
既
に
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

附
こ
の
よ
う
に
刑
罰
理
論
を
段
階
的
・
重
量
的
に
考
察
し
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」
の
内
容
も
そ
の
一
場
面
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
こ

(
四
回
)

(

ω

)

ド
イ
ツ
だ
け
で
な
く
、
近
年
我
が
国
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
「
刑
罰
の
一
般
予
防

う
と
す
る
見
解
は
、

と
特
別
予
防
の
い
ず
れ
の
観
点
に
重
点
を
お
く
べ
き
か
は
、
刑
法
の
実
現
過
程
に
よ
っ
て
異
な
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
①
ま
ず

立
法
の
段
階
で
は
、
各
則
の
個
々
の
刑
罰
規
定
の
立
法
に
お
い
て
は
一
般
予
防
の
観
点
に
、
総
則
の
刑
事
政
策
規
定
の
立
法
に
お
い
て
は
特

別
予
防
の
観
点
に
重
点
が
お
か
れ
る
。
次
に
②
裁
判
の
段
階
で
は
特
別
予
防
と
一
般
予
防
の
観
点
が
併
存
す
る
。
刑
の
量
定
は
、
多
く
の
場

合
、
行
為
責
任
の
量
の
幅
の
中
で
、
特
別
予
防
と
一
般
予
防
の
観
点
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
の
執
行
猶
予
な
ど
の
刑
事
政
策

(
削
凶
)

的
刑
罰
制
度
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
自
由
刑
に
含
ま
れ
る
問
題
性
か
ら
み
て
、
自
由
刑
の
執
行
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た
め
に
、
犯
罪
行

為
者
の
社
会
復
帰
と
い
う
意
味
の
特
別
予
防
の
観
点
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

一
般
予
防
の
要
請
は
、
行
為
責
任
の
量
の

幅
の
中
に
あ
る
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
別
予
防
的
観
点
か
ら
必
要
な
限
度
を
超
え
る
刑
罰
を
一
般
予
防
の

た
め
に
科
す
こ
と
は
、
可
能
な
限
り
、
認
め
る
‘
べ
き
で
は
な
い
。
行
為
責
任
は
刑
罰
の
「
前
提
条
件
」
と
「
限
界
」
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
た

め
、
予
防
の
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
刑
罰
が
行
為
責
任
の
上
限
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
下
限
を
下
回
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

(
白
山
)

③
そ
し
て
最
後
に
刑
の
執
行
の
段
階
で
は
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
特
別
予
防
の
観
点
に
重
点
が
お
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
右
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
量
刑
に
お
い
て
は
、
通
常
、
行
為
責
在
の
幅
の
中
で
特
別
予
防
と
一
般
予
防
の
観
点
が
考
慮
さ
れ
る

が
、
特
に
、
刑
事
政
策
的
刑
罰
制
度
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
特
別
予
防
的
観
点
が
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。



(
白
山
)

さ
ら
に
我
が
固
で
は
、
近
時
、
次
の
よ
う
な
「
多
元
的
・
発
展
的
・
個
別
化
的
刑
罰
目
的
の
理
論
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
①
刑
罰

-
特
別
予
防
(
再
社
会
化
)
の
三
つ
の
刑
罰
目
的
が
同
等
の
目
的
と
し
て
矛
盾

な
く
共
存
し
う
る
。
次
に
②
量
刑
段
階
に
お
い
て
は
、
応
報
(
責
任
清
算
)
と
特
別
予
防
(
再
社
会
化
)
の
二
つ
の
目
的
が
考
慮
さ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
目
的
が
対
立
し
衝
突
す
る
場
合
(
例
え
ば
責
任
は
軽
い
が
再
社
会
化
の
必
要
は
き
わ
め
て
大
と
い
う
場
合
)
に
は
、
ド
イ
ツ
で

法
定
段
階
に
お
い
て
は
、

一
般
予
防
・
応
報
(
責
任
清
算
)

主
張
さ
れ
る
「
幅
の
理
論
」
に
よ
る
解
決
が
一
応
妥
当
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
い
か
に
特
別
予
防
の
必
要
が
強
く
て
も
責
任
の
上
限
を

越
え
て
量
刑
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
責
任
の
下
限
を
下
回
る
こ
と
に
つ
い
て
は
|
|
ド
イ
ツ
と
比
較
し
て
我
が
国
に
お
け
る
「
責

任
」
の
観
念
の
駿
昧
さ
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
ー
ー
よ
り
ゆ
る
や
か
に
解
さ
れ
て
よ
い
。
実
際
に
は
、

下
回
る
よ
う
な
量
刑
の
み
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
、
責
任
の
量
を
極
端
に

一
般
予
防
は
量
刑
と
科
刑
の
段
階
で
は
刑
罰
目
的
と
し
て
は
も
は
や
考
慮
さ
れ

ず
、
た
だ
、
刑
罰
法
規
が
単
な
る
空
文
で
は
な
く
貫
徹
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
量
刑
が
応
報
・
責
任
清
算
と
特
別
予
防
・
再
杜

会
化
の
見
地
か
ら
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
法
意
識
・
道
法
精
神
を
強
化
す
る
と
い
う
機
能
が
附
随
的
に
持
続
さ
れ
る
と
い

う
に
と
ど
ま
る
。
も
っ
と
も
、
量
刑
段
階
に
お
い
て
も
、
特
別
予
防
目
的
は
ま
だ
一
定
の
可
能
性
の
枠
組
み
と
し
て
抽
象
的
に
設
定
さ
れ
る

量刑基準に関する一試論 (3) 

だ
け
で
あ
る
。
応
報
目
的
は
、
裁
判
の
確
定
に
よ
っ
て
具
体
的
な
犯
人
に
対
し
て
具
体
的
・
現
実
的
に
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、

③
行
刑
段
階
に
お
い
て
は
、

一
般
予
防
も
応
報
も
も
は
や
過
去
の
段
階
で
の
目
的
と
な
り
、
自
由
制
限
の
事
実
そ
の
も
の
の
中
に
結
果
と
し

(
釘
)

て
残
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
特
別
予
防
の
み
が
唯
一
の
目
的
と
な
る
。

本
見
解
に
お
い
て
も
、
量
刑
段
階
で
は
責
任
清
算
を
前
提
と
し
つ
つ
、
特
別
予
防
を
考
慮
し
て
最
終
刑
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
川
右
に
見
た
諸
見
解
は
、
量
刑
に
お
け
る
予
防
的
考
慮
の
内
容
と
し
て
特
別
予
防
を
優
先
さ
せ
る
点
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
予
防
が
無
視
な
い
し
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
刑
の
法
定
段
階

北法44(2・69)289

に
お
け
る
一
般
予
防
を
前
提
と
し
た
特
別
予
防
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
(
責
任
の
幅
の
中
か
ら
)
特
別
予
防
的
観
点
に
基
づ
い
て



説

導
か
れ
た
最
終
刑
が
同
時
に
一
般
予
防
の
要
請
を
も
満
た
す
こ
と
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
段
階
に
お
け
る
一
般
予

(
四
四
)

防
は
、
「
目
的
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
刑
罰
に
伴
う
機
能
に
な
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

論

こ
の
よ
う
な
量
刑
に
お
け
る
一
般
予
防
の
理
解
は
、
近
時
ド
イ
ツ
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
「
威
嚇
」

北法44(2・70)290 

を
中
心
的
要
素
と
す
る
一
般
予
防
論
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
見
解
が
支
持
を
得
る
に
至
っ
た
経
緯
を

簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

山
従
来
、

一
般
予
防
の
内
容
は
国
民
に
対
す
る
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

い
わ
ゆ
る

「
威
嚇
予
防
(
〉
σ・

的円}回『巾円宵ロロ開凶
-
M

『M
W
A

〈巾

E
gロ)」

で
あ
る
。
威
嚇
予
防
に
基
づ
く
一
般
予
防
論
の
代
表
例
が
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
(
匂
曲
三
]
O
F
白
ロ
ロ
〉
ロ
印
巾
-g

百円丹市吋〈・

3
E
2
g
n
v
)
の
提
唱
し
た
心
理
強
制
説
(
官
官
町
三
。
包
印
門
町
内
N
者
自
何
回
同
町
内
。
己
巾
)
で
あ
る
。
彼
は
周
知
の
よ
う
に
、
人
間
は
不
快
を
回

避
し
快
楽
を
求
め
て
打
算
的
に
行
動
す
る
合
理
的
存
在
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
そ
れ
に
対
し
て
科
せ
ら

れ
る
(
刑
罰
と
い
う
)
不
利
益
を
比
較
し
た
場
合
に
、
後
者
が
前
者
を
上
回
れ
ば
、
犯
罪
行
為
に
出
ょ
う
と
す
る
「
感
覚
的
衝
動
」
は
止
揚

さ
れ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
、
法
律
に
よ
っ
て
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
を
予
告
し
て
一
般
人
を
威
嚇
し
、
犯
罪
行
為
に
出
な

(ω) 

い
よ
う
に
心
理
的
に
強
制
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
心
理
強
制
説
は
、
主
と
し
て
刑
罰
予
告

(
H
法
定
)
段
階
に
お
け
る
一
般
予
防
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
れ
を
科
刑
・
量
刑
段
階
に
ま
で
貫
徹
し
よ
う
、
と
し
た
。
科
刑
の
目
的
は
、
法
律
に
よ
る
威
嚇
が
単
な
る
見
せ
か
け
に

終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

そ
の
有
効
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
立
法
作
用
と
科
刑
作
用
が
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理

(均〉

的
強
制
は
働
く
の
で
あ
る
。
刑
罰
賦
課
の
最
終
目
的
も
法
律
に
よ
る
国
民
に
対
す
る
威
嚇
に
他
な
ら
な
い

l
ー
と
。
。

し
か
し
威
嚇
予
防
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
第
一
に
、
こ
の
考
え
方
は
必
然
的
に
厳
罰
に
つ
な
が
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、

で
き
る
だ
け
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
威
嚇
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ



(
九
)

る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
威
嚇
予
防
論
に
は
、
科
刑
の
制
約
原
理
が
内
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
威
嚇
に
よ
る
予
防

の
効
果
は
、
多
く
の
犯
罪
や
行
為
者
に
つ
い
て
今
日
ま
で
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
平
均
人
が
通
常
の
状
況
に
お
い
て
、
刑
罰
の
威

嚇
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
、

と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
職
業
的
犯
罪
者
や
衝
動
的
な
機
会
犯
人
の
場
合
に
は
、

こ
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
す
べ
て
の
犯
罪
が
、
既
に
そ
の
存
在
自
体
に
よ
っ
て
予
防
の
有
効
性
に
対
す
る
反
証
と
な
っ
て
い

(η) 

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
効
果
に
つ
い
て
の
合
理
的
計
算
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
合
理
的
計
算
は
、

行
為
と
刑
罰
が
法
的
・
必
然
的
に
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
処
罰
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
実
際
上
の
蓋
然
性
を
顧
慮
す
る
の

(η) 

で
あ
る
。
第
三
に
、
威
嚇
に
よ
る
一
般
予
防
は
、
個
人
を
、
そ
の
者
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
他
人
の
た
め
に
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
者
を
「
手
段
」
と
し
て
他
の
者
の
犯
罪
行
為
を
予
防
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
。
個
人
を
、

国
家
が
利
用
し
得
る
人
的
資
源
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
以
前
に
存
在
し
、
国
家
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
格
価
値
の
担
い
手
で
あ
り
、
す

(
九
)

べ
て
の
他
者
と
全
く
等
し
い
存
在
と
し
て
認
め
る
法
秩
序
に
と
っ
て
、
右
の
よ
う
な
個
人
の
「
手
段
化
」
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (3) 

ω以
上
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
、
威
嚇
予
防
論
は
次
第
に
そ
の
支
持
者
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
一
般
予
防
に
は
も
う
一
つ
の

(
お
)

側
面
が
存
在
す
る
こ
と
が
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
年
そ
れ
が
特
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
一
般
予
防

(
苅
)

(吉田
E
5
の
gmz-官
官

gtoロ
)
」
論
で
あ
る

(
こ
れ
に
対
し
て
威
嚇
予
防
は

「
消
極
的
一
般
予
防
宮
市
岡

E
Z
Pロ巾『白
S
5
2
5
5ロ
)
」
と

呼
ば
れ
る
)
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、

(
打
)

別
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
判
例
に
よ
れ
ば
、

一
九
七
七
年
六
月
一
日
判
決
に
お
い
て
、

一
般
予
防
の
「
積
極
的
側
面
」
と
「
消
極
的
観
点
」
を
区

一
般
予
防
の
「
積
極
的
側
面
」
と
は
、
「
法
秩
序
の
持
続
力
と
貫
徹
力
に
対
す
る
信
頼
を

北法44(2・71)291

維
持
・
強
化
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
法
秩
序
の
不
可
侵
性
を
法
共
同
体
の
前
に
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
法
的
忠
誠
完

2
F
Z可
2
巾)

(
河
)

を
強
化
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
効
果
の
側
面
か
ら
①
法
的
忠
誠
の
訓
練
へ
と
導
く
社
会
教
育
学
的
に

動
機
づ
け
ら
れ
た
学
習
効
果

(
F
R
Z
P
E②
法
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
を
市
民
が
知
っ
た
と
き
の
信
頼
効
果
(
〈
句
可

2
2
2伊
豆
③
一
般



説

的
法
意
識
が
法
侵
害
に
対
し
て
鎮
静
化
し
、
犯
罪
行
為
者
と
の
葛
藤
は
解
決
し
た
と
み
な
さ
れ
る
程
度
の
こ
と
を
彼
が
行
っ
た
場
合
に
生
ず

論

る
満
足
効
果
(
切
巾
主
主

E
四
日
丘
町
内
宮
)
の
三
つ
に
分
析
し
、
右
の
「
満
足
効
果
」
を
「
統
合
予
防
音
広
明
住
吉
田
匂

5
2ロ
gロ
)
」
と
呼
ぶ
見
解

(
河
)

も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
積
極
的
一
般
予
防
」
論
は
、
犯
罪
行
為
者
が
適
正
に
処
罰
さ
れ
、
刑
法
規
範
が
妥

(
初
)

当
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
法
意
識
を
安
定
化
さ
せ
る
と
い
う
点
に
一
般
予
防
の
内
容
を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、

(

町

山

)

(

幻

)

そ
こ
で
は
威
嚇
で
は
な
く
、
規
範
の
裏
付
け
機
能
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
「
積
極
的
一
般
予
防
」
は
、
量
刑
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、

一
般
の
法
意
識

を
強
化
し
法
的
忠
誠
を
強
化
す
る
機
能
が
刑
罰
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
安
定
化
作
用
・
統
合
的
作
用
が
可
能
に
な
る
条

(
幻
)

件
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
正
義
が
要
請
す
る
「
正
し
い
(
四

2
2
E
刑
罰
」
、
す
な
わ
ち
行
為
の
不
法
お
よ
び
責
任

に
応
じ
た
刑
罰
が
そ
の
効
果
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
統
合
予
防
(
積
極
的
一
般
予
防
)

る
チ
ャ
ン
ス
を
有
し
て
お
り
、

は
、
行
為
応
報
に
近
づ
く
ほ
ど
有
効
に
作
用
す

一
般
予
防
(
威
嚇
・
警
告
)
優
位
の
刑
罰
も
、
特
別
予
防
(
再
社
会
化
・
保
安
)
優
位
の
刑
罰
も
、
「
正
し

い
刑
罰
」
で
は
な
く
、
国
民
を
惑
わ
し
て
法
意
識
を
不
安
定
に
す
る
た
め
に
、
統
合
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

予
防
な
い
し
特
別
予
防
を
理
由
と
し
て
、
責
任
に
応
じ
た
刑
罰
を
上
回
る
こ
と
も
下
回
る
こ
と
も
、
規
範
意
識
を
強
化
す
る
機
能
を
損
う
危

(
制
的
)

険
性
が
あ
る
た
め
、
統
合
予
防
(
積
極
的
一
般
予
防
)
に
と
っ
て
は
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
寸
正
し
い

刑
罰
」
こ
そ
が
統
合
作
用
を
発
揮
す
る
と
す
れ
ば
、
統
合
予
防
(
積
極
的
一
般
予
防
)
そ
れ
自
体
は
量
刑
の
内
容
を
規
定
す
る
原
理
と
は
な

(
白
山
)

り
得
ず
、
量
刑
に
期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

凶
「
積
極
的
一
般
予
防
」
論
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
批
判
な
い
し
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
国
民
の
法
観
念
が
あ
ま
り

に
も
厳
格
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
法
的
忠
誠
」
が
強
制
さ
れ
、
重
罰
が
客
観
的
に
見
て
正
当
な
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の

北法44(2・72)292

均支



理
論
に
よ
れ
ば
厳
し
い
処
罰
が
行
わ
れ
る
。
逆
に
、
国
民
が
犯
罪
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
甘
受
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
状
態
が
固
定

(
鉛
)

や
は
り
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
積
極
的
一
般
予
防
」
論
は
、
常
に
行
為
者
の
負
担

(
E
S
に
な
る
。
ま
た
、

化
し
な
い
よ
う
に
、

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
は
行
為
者
の
規
範
侵
害
と
は
無
関
係
に
他
者
の
「
法
的
忠
誠
」
と
い
う
目
的
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
|
|
威

(
釘
)

嚇
予
防
と
同
様
に
|
個
人
が
処
罰
者
ま
た
は
他
者
の
利
益
の
た
め
に
「
客
体
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
|
|
と
。
さ
ら
に
、

(
鈴
)

そ
の
経
験
科
学
的
基
礎
に
関
す
る
知
識
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
積
極
的
一
般
予
防
」
論
の
支
持
者
か
ら
も
、

三
川
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」

の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
を
改
め
て
検
討

I
V

ト晶、っ。

量
刑
段
階
で
は
主
と
し
て
特
別
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
最
終
刑
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
思

量刑基準に関する一試論 (3) 

わ
れ
る
。
刑
の
法
定
(
立
法
)
と
刑
の
執
行
(
行
刑
)
の
中
間
に
位
置
す
る
量
刑
段
階
で
は
、
刑
の
法
定
に
よ
る
一
般
予
防
を
前
提
と
し
つ

つ
も
、
「
行
刑
の
出
発
点
」
と
し
て
行
為
者
自
身
に
対
す
る
刑
の
効
果
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
量
刑
と
行
刑
は
分
断

(
回
目
)

さ
れ
、
刑
罰
が
抽
象
的
・
可
能
的
存
在
か
ら
具
体
的
・
現
実
的
存
在
へ
と
適
用
の
諸
段
階
を
経
て
発
展
し
て
い
く
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

(
卯
)

る
こ
と
を
無
視
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
刑
罰
に
よ
る
犯
罪
予
防
効
果
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
社
会
に
お
け
る
一
般
人
よ
り
も
、
科

(
引
)

刑
の
直
接
の
対
象
者
た
る
行
為
者
へ
の
作
用
を
重
視
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
も
言
い
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」

の
内
容
と
し
て
特
別
予
防
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

閉
そ
れ
で
は
「
量
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
」
の
内
容
を
い
か
に
構
成
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

従
来
、
特
別
予
防
の
内
容
と
し
て
は
、
威
嚇
(
〉
宮
内
宮
『

2
Eロ
間
)
・
再
社
会
化
(mSONg--∞
5
5問
)
・
保
安

(
ω
E
5
2口
問
)
が
主
張
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
憲
法
の
規
定
す
る
個
人
の
尊
厳
(
一
三
条
)
・
国
民
の
生
存
権
(
二
五
条
一
項
)
・
国
の
社
会
保
障
的
義
務
(
二
五
条
二
項
)

北法44(2・73)293 

の
諸
原
則
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
威
嚇
な
い
し
保
安
作
用
で
は
な
く
、
「
犯
罪
者
を
社
会
的
責
任
の
負
え
る
、
法
遵
守
的
、
生
産
的
市
民



説

と
し
て
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の

(
幻
)

(
再
)
社
会
化
」
が
特
に
行
刑
目
的
と
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

北法44(2・74)294

点
は
、
量
刑
段
階
に
お
い
て
も
十
分
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

か
よ
う
な
内
容
を
も
っ
「
行
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
」
を
量
刑
段
階
で
考
慮
し
、
行
刑
の
あ
り
方
を
展
望
し
て
最
終
刑
を
尊
く
と

(
m
m
)
 

し
で
も
、
特
別
予
防
は
「
量
刑
段
階
で
は
ま
だ
一
定
の
可
能
性
の
枠
組
み
と
し
て
抽
象
的
に
設
定
さ
れ
る
だ
け
で
」
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

目
的
は
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
量
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
判

，.

A

V

，a

、

少
'
J
J

な
ら
な
い
。
行
刑
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
特
別
予
防
(
再
社
会
化
)

断
は
、
裁
判
時
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
実
の
み
を
評
価
資
料
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
制
約
も
あ
る
。
従
っ
て
、
量
刑
段
階
で

の
特
別
予
防
的
考
慮
は
、
行
刑
の
あ
り
方
を
展
望
し
つ
つ
も
、
行
為
責
任
の
存
在
を
「
前
提
条
件
」
と
し
、

か
っ
そ
の
範
囲
内
で

l
ー
換
言

す
れ
ば
行
為
者
の
通
常
の
意
思
活
動
の
範
囲
内
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
|
l
責
任
を
問
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
自
身
の

「
規
範
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
識
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
将
来
再
び
犯
罪
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
意
思
活
動
を
コ
ン
ト
ロ

l

(
川
出
)

ル
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
内
容
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
的
考
慮
で
は
、
行
為
者
の
「
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
L

の
必
要
性
に
応
じ
た
判
断
が

(
%
)
 

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
予
防
的
考
慮
は
|
ー
ド
イ
ツ
に
お
い
て
位
置
価
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
刑
の
執
行
猶
予
な
ど
の

刑
事
政
策
的
刑
罰
制
度
を
適
用
す
る
段
階
だ
け
で
な
く
l
|
ひ
ろ
く
刑
種
・
刑
量
の
決
定
に
際
し
て
働
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω従
来
、
特
別
予
防
論
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
第
一
に
、
特
別
予
防
論
は
、
刑
罰
権
の
内
容
を
限
界
づ
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
立
場
を
徹
底
す
れ
ば
、
例
え
ば
期
間
が
ど
れ
だ
け
長
く
な
っ
て
も
、
終
局
的
に
改
善
さ
れ
る
ま
で
の
処
遇
が
目

(
間
四
)

指
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
個
人
を
際
限
な
く
国
家
の
干
渉
に
委
ね
る
傾
向
が
生
じ
る
。
第
二
に
、
再
犯
の
危
険
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

(
幻
)

極
め
て
重
大
な
犯
罪
で
あ
っ
て
も
処
罰
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、
刑
罰
に
よ
る
強
制
的
な
社
会
的
適
応
の
思
想
に
つ
い
て
の
正
当

性
、
す
な
わ
ち
、
国
民
の
う
ち
の
多
数
者
が
、
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
生
活
様
式
に
少
数
者
を
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
が
な



(
m
m
)
 

ぜ
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
正
当
性
を
、
こ
の
理
論
の
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
な
い
。

右
の
諸
批
判
は
、
量
刑
段
階
に
お
け
る
特
別
予
防
論
の
み
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
の
検
討
に
際
し
で
も
考
慮
に
入
れ

る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
行
為
責
任
を
刑

罰
の
「
限
界
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別
予
防
的
考
慮
が
過
度
に
わ
た
る
こ
と
を
防
止
し
う
る
。
第
二
に
、
再
犯
の
危
険
が
存
在
し
な

い
場
合
に
は
、
法
定
刑
(
又
は
処
断
刑
)

の
最
下
限
に
位
置
す
る
刑
罰
を
科
す
(
あ
る
い
は
執
行
猶
予
に
す
る
)
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、

刑
罰
の
正
当
化
根
拠
を
犯
罪
防
止
に
求
め
る
な
ら
ば
、
犯
罪
行
為
者
の
再
社
会
化
と
い
う
意
味
で
の
特
別
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
た
量
刑
を

行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
の
犯
罪
を
防
止
す
る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
る
。

凶
次
に
、
「
量
刑
に
お
け
る
一
般
予
防
」
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

一
般
予
防
の
内
容
を
「
威
嚇
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
量
刑
段
階
に
お
い
て
も
独
自
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
予
防
的

考
慮
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
刑
罰
が
|

l
例
え
ば
当
該
犯
罪
が
頻
発
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
|
|
「
ま
だ
威
嚇
刑
と
し
て
は
不
十
分
で
あ

る
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、

さ
ら
に
そ
れ
を
加
重
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
「
威

量刑基準に関する一試論 (3) 

嚇
」
と
い
う
要
因
を
理
由
に
し
て
、

ま
さ
に
当
該
犯
罪
行
為
者
を
「
手
段
」
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
憲
法
二
ニ
条
の
保
障
す
る
「
個
人
の
尊

厳
」
に
反
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
威
嚇
」
を
理
由
に
加
重
さ
れ
た
刑
罰
が
行
為
責
任
を
上
回
る
も
の
で
あ
れ
ば
既
に
「
量

刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
行
為
責
任
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
右

(
M
悶
)

の
批
判
は
同
様
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
先
に
、
量
刑
に
お
け
る
特
別
予
防
の
内
容
を
「
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
」
と
し
て
理
解
し
た
が
、
こ
の
こ
と

は
同
様
に
量
刑
に
お
け
る
一
般
予
防
の
内
容
を
も
規
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
一
般
人
に
対
す
る
規
範
意
識

北法44(2・75)295

の
確
認
・
強
化
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

い
わ
ゆ
る
一
般
予
防
の
「
積
極
的
側
面
」
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。



説

そ
れ
で
は
、
量
刑
に
お
い
て
一
般
人
の
規
範
意
識
は
ど
の
よ
う
に
確
認
・
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
見
た
「
積
極
的
一
般
予
防
」

論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
正
し
い
刑
罰
」
、
す
な
わ
ち
「
行
為
の
不
法
お
よ
び
責
任
に
応
じ
た
刑
罰
」
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る

(
則
)

と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
責
任
相
応
刑
を
上
回
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
下
回
る
こ
と
も
国
民
の
法
意
識
を
不
安
定
に
す
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。

•• 

、

寺
6
4ん

「
法
秩
序
の
防
衛

2
2在
全
吉
田
岡
号
『

北法44(2・76)296 

論

ド
イ
ツ
刑
法
四
七
条
一
項
・
五
六
条
三
項
・
五
九
条
一
項
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る

(
削
)

同
市
内

F
Z
2
E
C口
問
)
」
概
念
を
一
般
的
な
量
刑
基
準
に
ま
で
拡
大
し
、
「
積
極
的
一
般
予
防
」
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
も
、
特
別

(
剛
山
)

予
防
的
考
慮
か
ら
責
任
相
応
刑
を
下
回
る
こ
と
に
は
一
定
の
「
限
界
」
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
責
任
を
下
回
る
刑
罰
を
排
除
な
い
し
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、

責
任
を
上
回
る
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
、
行
為
者
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
人
に
対
し
て
も
|
行
為
者
の
意
思
活
動
の
範
囲
を
超
え
る
部
分

を
犯
罪
と
し
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
な
る
か
ら

l
l
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
と
い
う
面
で
は
有
効
に
作
用
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
で
な
け
れ
ば
一
般
人
の
規
範
意
識
に
作
用
し
な
い
と
い
う
帰
結
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。

一
般
人
の

規
範
意
識
に
作
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
責
任
相
応
刑
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
般
人
の
「
応
報
感
情
」
を
満
足
さ
せ
る
た
め

の
量
刑
へ
と
転
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
一
般
予
防
そ
れ
自
体
は
量
刑
の
内
容
を
規
定
す
る
原
理
で
は
な
く
量
刑
に
期

(
肌
)

待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
現
わ
れ
る
」
と
い
う
理
解
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
量
刑
に
お
い
て
特
別
予
防
的
考
慮
を
重
視
す
る
場
合
に
は
、

行
為
者
の
再
社
会
化
に
資
す
る
刑
罰
こ
そ
が
}
般
人
に
よ
っ
て
納
得
・
受
容
さ
れ
、
そ
の
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
に
役
立
つ
も
の
と
解
す

る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
量
刑
に
お
け
る
(
一
般
人
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
と
い
う
意
味
で
の
)
一
般
予
防
は
、
消
極

的
行
為
責
任
主
義
の
下
で
、
行
為
者
に
対
す
る
特
別
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
導
か
れ
た
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
量
刑
に
お
い
て
は
、
一
般
予
防
を
理
由
と
し
て
責
任
相
応
刑
を
加
重
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
軽
減
(
下
回
り
)

(
削
)

る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。

を
阻
止
す

一
般
予
防
を
独
立
し
た
要
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
な
の
は
、
む
し
ろ
刑
の
法
定
段
階
に
お
い
て
で



あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
量
刑
に
お
け
る
「
予
防
」
の
内
容
と
し
て
は
、
特
別
予
防
(
再
社
会
化
)
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
量
刑
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
の
程
度
(
量
)
を
上
限
と
し
て
、
行
為
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強

化
と
い
う
意
味
で
の
特
別
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
最
終
刑
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
た
刑
罰
が
、
同

四
時
に
一
般
予
防
効
果
を
も
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
行
為
責
任
は
刑
罰
の
「
上
限
L

に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
特
別
予
防
的
考
慮
の
必

要
性
が
少
な
い
場
合
に
は
、
責
任
相
応
刑
を
下
回
る
こ
と
も
当
然
許
さ
れ
る
。

確
か
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
同
種
の
事
案
で
あ
っ
て
も
、
特
別
予
防
の
必
要
性
の
程
度
が
異
な
る
場
合
に
は
、
最
終
刑
が
異

な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
こ
れ
を
量
刑
の
不
平
等
・
不
斉
一
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
か
ら
例
え
ば
責
任
を
「
基
礎
」
と
す
る

(
責
任
相
応
刑
を
科
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
)
量
刑
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
予
防
的
考
慮
に
不
明
確
性
・
不
確
実
性
が

(
肪
)

伴
う
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
刑
罰
の
害
悪
性
お
よ
び
刑
法
の
謙
抑
性
・
断
片
性
・
適
応
性
を
認
識
し
つ
つ
、
責

任
を
「
上
限
」
と
し
た
量
刑
を
行
う
こ
と
で
是
正
す
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
責
任
を
量
刑
の
「
基
礎
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
べ

量刑基準に関する一試論 (3) 

き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
臼
)
〈
包
・
玄
白
=
『
白
内
F
H
のD
曲目巾
7
N
G戸白白・
0
・(〉ロヨ・

ω
印
)
∞
印
∞
N
ぼ・

(日
)
m
g口町阿倍三玄
22nz-
ロ
2
国内
Fgω
同『曲目志向
Z-
〉己岡市自己口市『

J

「巾戸
k
F

・〉口問}・・

ω・∞
ω∞・

(
日
)
本
章
第
四
節
二
3
参
照
。

(
団
)
淳
登
俊
雄
「
刑
の
適
用
」
平
場
H

平
野
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
7
)
二
五
七
頁
以
下
。

(
町
)
津
登
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
二
五
八
頁
。
な
お
、
堀
内
捷
三
「
刑
罰
目
的
と
し
て
の
『
法
秩
序
の
防
衛
』

西
国
典
之
(
編
)
『
判
例
に
よ
る
ド
イ
ツ
刑
法
(
総
論
)
』
(
昭
和
六
二
年
)
二
四
九
頁
参
照
。

の
意
義
」
堀
内
捷
三
H

町
野
朔
H

北法44(2・77)297 
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(
問
)
河
O
H
5
・印・白・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
品
ω
)
的
・
ω
寸
寸

(
臼
)
河
O
H
5・白・白・
0
・(〉ロヨ・品
ω)ω
・
ω∞阿片岡・

(
印
)
本
章
第
四
節
二

7
参
照
。

(
引
)
〈
伺
-

Q
富田

moHHPω
守
色
N
E
B
2
2口
問
呂
ピ
円
F
Z
ι
2
2
2
p
d志向
E
-
百

-
E
E目
当
曲
目
品
巾
『
ロ
ロ
品
∞
丹
市
町
白
ロ
斗
『
巾
円
『
凹
巾

f
F田仲間白
σ
巾
N
E
E
A凶印・

。
而
町
巴
『
互
認
さ
ロ
民
自
印
的
円

E
5・
5
3・
∞
・
品
。
ω
同
町
(
翻
訳
と
し
て
、
酒
井
安
行
訳
「
刑
罰
目
的
か
ら
見
た
刑
の
量
定
」

C

・
ロ
ク
シ
ン
・
前
掲

害
(
注
6
)

一
一
五
頁
以
下
。
)

(
臼
)
〈
四
戸
白
色
ロ
N
冨
巳
-m
『
ロ
お
お
・

ω同
『
民
自
白
目
的
問
》
『
。
N巾
P
・
E
・門田巾『凹
J

の
『
ロ
ロ
【
同
町
『
担
問
自
己
巾
日
∞
守
弘
司
2
F
E
n
F巾ロ∞
Mgrtoロ巾ロ印

Maz呂田
-
H句、
3
・
ω・
ω。同町・

(
翻
訳
と
し
て
、
宮
津
浩
一
監
修
・
井
田
良
訳
「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
刑
罰
」
法
学
研
究
五
三
巻
七
号
(
昭
和
五
五
年
)
一

O
二
頁
以
下
)
一
の
E
P

E
∞

g呂田口
p
d
σ
角
島
曲
目

N
豆
島
2
2
2
守
色
E開
P
E
3
2
n
F
丘
町
二
回
『
∞
cnr巾E

B
ロ(〉ロ
g
H
3・
ω・
∞
。
同
町
門
前
者
は
一
般
予
防
・
法
の
確

認
・
再
社
会
化
が
、
後
者
は
一
般
予
防
・
行
為
応
報
・
再
社
会
化
が
そ
れ
ぞ
れ
立
法
・
量
刑
・
行
刑
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
周
知
の
よ
う
に
M

・
E
-
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
「
分
配
説
」

2
2
5
-
E閥的手
g
z巾
)
も
刑
罰
目
的
を
刑
の
法
定
・
量
定
・
執
行
の
三
段
階

に
分
け
て
考
察
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
で
は
、
各
段
階
に
応
報
・
法
の
確
証
・
目
的
刑
と
い
う
単
一
の
刑
罰
目
的
が
独
立
し
た
形
で

配
分
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
目
的
は
次
の
段
階
で
は
既
に
達
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
〈
四
一
富
良
何

E
a
冨
ミ
q-

U
巾『〉
-K巾
国
企
ロ
巾
叶
2-
品巾印岳山匡同門『巾ロ

ω丹『担問吋巾円
F
Z
e
N
・
〉
三
戸
]
{
市
WNω-ω-KHHmw
円)。

(
日
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)

一
二
人
頁
以
下
。

(
倒
)
こ
こ
で
は
、
①
自
由
刑
そ
れ
自
体
が
犯
罪
者
の
熔
印
を
押
す
こ
と
に
な
り
、
社
会
復
帰
の
障
害
と
な
る
②
監
獄
と
い
う
特
異
な
社
会
に
閉
じ

こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
尊
心
の
喪
失
、
他
の
犯
罪
者
と
の
接
触
に
よ
る
犯
罪
性
感
染
の
弊
害
が
生
ず
る
③
拘
禁
に
伴
っ
て
夫
婦
関
係
、

家
族
生
活
、
職
業
生
活
な
ど
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)

一
三

O
頁)。

(
白
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)

一
一
一
八
l
一
二
九
頁
。

(
侃
)
金
津
文
雄
「
刑
罰
の
目
的
」
矯
正
協
会
(
編
)
『
矯
正
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
一
巻
』
(
昭
和
六
三
年
)
一
八
一
頁
以
下
。

(
訂
)
金
津
・
前
掲
論
文
(
注
前
)
二

O
一
頁
1

一
二
五
頁
、
同
「
刑
罰
理
論
の
再
構
成
」
広
島
法
学
一
一
巻
二
号
(
昭
和
六
三
年
)
八
頁
|
一
四
頁
。

さ
ら
に
、
富
津
治
一
「
刑
法
学
説
の
種
々
相
(
そ
の
4
)
」
時
の
法
令
二
二
六
六
号
(
平
成
元
年
)
四
三
頁
以
下
参
照
。

(
伺
)
金
津
・
前
掲
論
文
(
注
町
)
一

O
頁。
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説論

斗
ω)ω
・。同町・

我
が
国
の
文
献
で
は
、
田
中
久
智
H

田
中
り
つ
子
「
積
極
的
一
般
予
防
に
関
す
る
一
考
察
」
名
城
法
学
三
七
巻
別
冊
(
昭
和
六
三
年
)
一
一

五
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宮
本
弘
典
「
統
合
予
防
理
論
の
意
義
と
限
界
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
二
ハ
号
I
|
2
(
昭
和
六

二
年
)
一
八
七
頁
以
下
、
同
「
刑
法
シ
ス
テ
ム
正
当
化
の
新
局
面
|
|
統
合
予
防
理
論
と
∞
民
主

g
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
犯
罪
と
刑
罰
七

号
(
平
成
三
年
)
一

O
三
頁
以
下
、
井
上
大
「
刑
罰
目
的
と
し
て
の
特
別
予
防
と
一
般
予
防
」
専
修
法
学
論
集
五

O
号
(
平
成
元
年
)
一
一
一
七

頁
以
下
、
富
津
浩
一
「
刑
法
学
説
の
種
々
相
(
そ
の

3
)
」
時
の
法
令
一
三
六
二
号
(
平
成
元
年
)
三
八
頁
以
下
、
神
田
宏
「
責
任
と
刑
罰
の
積

極
的
一
般
予
防
論
的
考
察
」
法
と
政
治
四
二
巻
三
号
(
平
成
三
年
)
六
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
さ
ら
に
、
ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ
ラ

l
H
デ
ィ

l

ツ
〔
上
回
健
二
H
浅
田
和
茂
訳
〕
「
一
般
予
防
の
根
本
問
題
」
同
志
社
法
学
四
四
巻
三
号
(
平
成
四
年
)
一
二
頁
以
下
を
参
照
。

(
打
)
切
〈
巾
『
問
。
開

AH印・]戸∞吋〔
N印
。
〕
・
〈
間
一
∞
の
国
∞
円

NhphH{)
〔品。〕一

N
P
A山
品
〔
。
。
〕
一
切
の
図
。
〉
同
句
、
吋
APω
・]{]石〔]ニ品〕・

(
河
)
回
〈
巾
止
の
何
九
日
印
-
N
印。・

(
河
)
白
血

5
F
H
-
P
宮
市
当
日
邑
巾
『
四
回

g白
円
宮
口
四
回
冒
と
帥
丹
市
自
己
2
2
2
E志向
rm・-ロ・出
2
E
W
E
S
(
F
E
E
-
項
目
含
『
間
E
Z
R
E
Z
Zロ
込
∞
門
『
え
・

『巾円
FF]ZW∞斗・

ω
品∞・

ι
2・M-
-

∞円『釦同『巾円
U
?

〉ロ岡市阿国
m
u
E

巾『、『包
Y

回品・

]fHmwmwN-
∞

N叶
・
〈
四
戸
岳
山
『
叫
よ
mw

釦・

0
(
〉
口
周
回
。
同

)ω
・
品
斗
。
民
J

岳山『∞
-
-
m
w
-

印・

0
・(〉ロヨ・

5
)
ω
ω
。
。
・
な
お
、
「
積
極
的
一
般
予
防
」
と
「
統
合
予
防
」
が
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
〈
四
一
室
E
R
I
E巾R-
白・

白
・
。
(
〉
口
周
囲
目
斗
め
)
∞
∞
H
0
・

(
加
)
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
既
に
ノ
ル
が
主
張
す
る
「
責
任
と
予
防
」
論
の
中
に
見
ら
れ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
威
嚇
」
が
一
般
予

防
の
最
も
重
要
な
側
面
な
の
で
は
な
い
。
一
般
予
防
の
効
果
は
、
法
律
が
市
民
に
現
行
規
範
の
内
容
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
多
く

の
市
民
に
と
っ
て
は
、
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
法
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
生
活
す
る
こ
と
の
方
に
関
心
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
般
予
防
の
効
果
は
、
法
律
が
理
性
的
で
正
し
い
内
容
を
も
ち
、
一
般
人
の
法
意
識
と
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

生
ず
る
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
一
般
予
防
は
従
来
の
も
の
と
概
念
的
に
区
別
さ
れ
、
有
罪
判
決
の
執
行
や
そ
の
他
の
刑
事
司
法
の
機
能

に
よ
る
予
防
作
用
を
含
ま
ず
、
た
だ
法
規
範
に
由
来
す
る
予
防
作
用
を
内
容
と
す
る
「
規
範
的
予
防
(
ロ
ミ
自
民
ミ
巾
司

Z
Z
E
5
5
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
で
は
な
く
、
自
己
決
定
に
つ
い
て
の
理
解
と
方
向
づ
け
、
な
い
し
ア
ピ
ー
ル
に
基
づ
い
て
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に

な
る
笥
2
2
z
o
-
-
-
ω
n
Fロ
窓
口
口
晶
司
『
帥
〈
自
己
O

ロ
ロ
ロ
門
市
『
号
留
の
g
-
n
Z宮
口
』
広
島
市
『
向
山
町
E
o
s
-
E巾
E
口問且
m
M

∞可山町『巾円
E
Z・
5
一
司
コ
邑
ユ
門
町
の
巾
巾
『
且
凹

巴
口
且
巧
0
5
2同
Z
E
n
Z
(
F
E
E
-
3
2印
円
耳
目
同
二
回
吋
同
市
ロ
ヨ
丘
町
宮
宅
再
『

NE自
主
)
の
岳
民
g
g問・
5

2
・
ω
N
E
R
-
N
N
ω
-
N
N
N
)
。
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量刑基準に関する一試論 (3) 

さ
ら
に
、
現
在
「
積
極
的
一
般
予
防
」
論
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
る
ハ
ッ
セ
マ

l
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
2
8
認
包
巾
『
・
2
2
P
E
Z目

的
D
N
岡
田
Z
M
回
目
m
S
E
E
-
n
F
C
『
固
め
ロ
巴
巾
3
2
3
『
弘
司
2
Z
(
〉
ロ
ヨ
・
昌
一
・
)
・

ω・
印
叶
尽
・
)
。
刑
法
の
任
務
は
、
積
極
的
一
般
予
防
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

犯
罪
に
対
す
る
国
家
的
反
作
用
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
規
範
意
識
を
有
効
に
支
援
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
有
効
な
支
援

(E
寄
2
F
m

c
E
2
a
E
N
E
開
)
」
は
犯
罪
者
へ
の
強
制
的
援
助
と
比
例
性
お
よ
び
負
担
の
限
界
3
1
R句
2
5
と
い
う
二
重
の
性
格
を
も
っ
。
従
っ
て
、
再
社

会
化
と
行
為
応
報
は
、
積
極
的
一
般
予
防
目
的
の
実
現
の
た
め
の
道
具
に
他
な
ら
な
い
|
|
と
。
〈
同
一
回
g
M
m
富
市
戸
出
・
白
・

0
・
(
〉
ロ
岡
田
コ
)
∞
目

ω立
民
一
色
。
『
f
p
z
z
q
B
2
5
5
ロ
ロ
呈

ω可
え
E
E
3
2
口
問
・
5
・

4ξEコ
巾
仏
国
曲
目
的
2
2
・
E
E
∞
戸
田
己
巾
『
山
田
市
ロ
=
ロ
也
君
。
}
同
窓
口
問
Z
E
n
r
z
z
『
回
開
・
)
・

出
血
=
百
円
買
o
g
g
m
島
市
円
。
巾
口
市
『
島
}
『
雪
s
t
g
・
5
司
・

ω・
包
・
〔
「
一
般
的
一
般
予
防
(
曲
目
釘
巾
自
2
5
の
富
市
E
Z
)
吋
雪
自
己
C
ロ
)
」
と
す
る
〕

(
剖
)
富
三
宮
『
1
0
F
巾円N-回・白・
0

・(〉ロヨ・。
N
)

∞
AFC-

〈
間
一
』
。
F
白
ロ
ロ
内
田
〉
=
己
巾
口
同
巾
凹
・
の
巾
口
市
『
色
匂
『
巾
〈
2
2
0
ロ
『
2
Z
E
・

E
・
]
O
E
『
ロ
m
w
-
o
向
。
ユ
昌
吉
田
-
F
回
垣
白
ロ
色

P
B
E
c
-
-句
2
・
5
叶
日
・

ω
・
ωω
∞
民
(
翻
訳
と
し
て
、
藤
本
哲
也
H
朴
元
套
訳
ご
般
予
防
再
考
・
研
究
と
政
策
的
意
義
(
上
)
(
下
)
」
犯
罪

と
非
行
三
七
号
(
昭
和
五
三
年
)
一
頁
以
下
、
同
三
八
号
(
昭
和
五
三
年
)
三
一
一
一
頁
以
下
。
)

(
回
)
ヤ
コ
ブ
ス
は
寸
積
極
的
一
般
予
防
」
論
を
シ
ス
テ
ム
理
論
に
依
拠
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
刑
罰
に
よ
る
規
範
違
反
の
否
定
は
、

そ
れ
自
体
の
た
め
で
は
な
く
、
社
会
生
活
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
方
向
づ
け
3
コ
E
5
2
口
問
)
が
放
棄
さ
れ
な
い
た
め
に
な
さ
れ
る
。
刑
罰
は
社

会
的
相
互
作
用
の
条
件
を
保
護
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
予
防
的
な
任
務
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
保
護
は
、
規
範
を
信
頼

す
る
者
の
信
頼
を
確
認
す
る
こ
と
3
2
5
c
宮
口
問
)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
「
確
認
」
は
以
下
の
内
容
を
も
っ
。
第
一
に
、
刑
罰
の
名
宛
人
は
、
潜

在
的
な
犯
罪
者
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
で
あ
る
。
す
べ
て
の
こ
と
が
、
社
会
的
相
互
作
用
な
く
し
て
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

す
べ
て
の
人
が
何
を
予
期
で
き
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
刑
罰
は
「
規
範
信
頼
の
訓
練
2
5
D
U
E
t
ロ

Z
O
『
ヨ
〈
巾
『
円
Z
=
g
)
」
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
第
二
に
、
刑
罰
は
規
範
に
違
反
す
る
態
度
に
負
担
効
果
を
負
わ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
態
度
が
一
般
に
議
論
す
る
価
値
の
な
い
「
態
度
の
選
択
肢
」
で
あ
る
こ
と
を
学
習
さ
せ
る
機
会
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
刑
罰

は
「
法
的
忠
誠
の
訓
練
(
開
5
5
5
t
E
m
R
F
Z
円
『
g
m
)
」
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
第
三
に
、
規
範
が
学
習
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
ぴ
違
反

さ
れ
た
と
し
て
も
、
刑
罰
は
少
く
と
も
態
度
と
負
担
を
負
う
義
務
と
の
関
連
性
を
学
習
さ
せ
る
。
従
っ
て
、
刑
罰
は
「
帰
結
甘
受
の
訓
練

2
5
5
5四

5
全
内
〉
r
N
m
Z
E
Z
D
=
島
内
『
問
。
ロ
凶
Z
E
S
N
g
)
」
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
|
|
ヤ
コ
ブ
ス
は
以
上
の
三
つ
の
効
果
は
「
規
範
認
知
の
訓

練
(
何
吉
田
吉
田
岡
百
Z
R
B
富
市
『
w
g
E
口
同
)
」
と
し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
〈
岡
戸
-
E
r
o
g
-
回
-
M
W
・

O
・
(
〉
ロ
呂
田
斗
ω)
∞
・
5
『
・
一
分
『
的
J

∞円zz-BZロ品目》『
M
V

〈巾ロ円MOロ・同匂斗。・

ω
・]{{〕・

北法44(2・81)301



N
O的
(
N

∞・
N
)

事
誕
科

(お)Muller-Dietz， a. a. O. (Anm. 76) S. 823. 

(苫)Muller-Dietz， a. a. O. (Anm. 76) S. 823f. 

(昆)Muller-Dietz， a. a. O. (Anm. 76) S. 826. 

(器)Ernst Amadeus Wolff， Das neuere Verstandnis von Generalpravention und seine Tauglichkeit fur eine Antwort auf Krimi. 

nalitat， ZStW 97， 1985， S. 803f. (特鐸判~mE..J ν 笠'田モトそく耳障 r l-\ 弐入 Kム・ト¥'>'jlトむ κ.~ 和三ミトE;' 1 ;桜トド~纏( 1 ) (1 1) 

(lll)J ~主将越えゆg]-K恥(堕右手-l( 1 ~叶) 11<同国~fι'~同 11 恥(~~-l(11社)伊川~~f'-' ~同川恥(~~-l(1 1社)長川

l砥~fι総監。

(So) Wolff， a. a. O. (Anm. 86) S. 802f. VgL Michael K凸hler，Uber den Zusammenhang von Strafrechtsbegrundung und Straf 

zumessung， 1983， S. 45f.; Karl Heinz Gossel， Wesen und Begrundung der strafrechtiichen Sanktionen， in: Otto Friedrich 

Freiherr von Gamm， Peter Raisch und Klaus Tiedemann (hrsg.)， Festschrift fur Gerd Pfe凶 er，1988， S. 19f. (寝前五..>J..Jν'抹

回叫揺「百三跡事訴E;'持制..>J~認」凶.:r:・ 2ヘス-tJ会 ({I田勲史 1 =，ヰl::m~出馬) r同端・潟呂田{終・荏誕J (1非蛍11剥ー) I~ 

~f'-。

(お)V gL Hassemer， a. a. O. (Anm. 76) S. 66. 

や.;q'r糠蝿:g;1 ~長降、~J 纏E;'嬰鑑定がお欄告ぎわさご~0 エ ν さ， vgL Franz Streng， Schuld， Vergeltung， Generalpravention， 

ZStW 92， 1980， S. 637ff.; ders， Strafzumessung und relative Gerechtigkeit， 1984.; Heinz Schoch， Empirische Grundlagen der 

Generalpravention， in: Festschrift fur Jescheck (Anm. 76)， S. 1081ff.; Schumann， a. a. O. (Anm. 76) S. 14ff.; Dieter Dolling， 

Generalpravention durch Strafrecht: Realitat oder Illusio日?， ZStW 102， 1990， S. 1ff 

(昆) VgL Maurach=Zipf， a. a. O. (Anm. 3) S. 540 ; Gunter Blau， Die Wechselbeziehungen zwischen Strafurteil und Strafvollzug， 

MSchrKrim 60， 1977， S. 332f. 

(ðD 剣艶・ 1豆~纏判(組活) 1 IOII~総監。

(~) llilT銅版 1r妄誕~兵士rZl.出..>J~ト~E;'~眼J ~斑難11主 111く終111= 困恥(堕右手4くO叶) 1 <f眠~トぬ態。
(包)柏田謡鑓 r!と百~E;'割程J (堕~-l(1 1剥ー) 1 H(O~。やお， {叩般犯 r!と震同級E;'級車苦心強恕J ~医 i 倣=起々長以富=恒

国王榊刊<=記田町史哲(!建) r廓乞歪臨誕-J<¥咲r:-.... ~忠臣止司1IIE;'本j<l~駆懸~ (堕右手同-¥-l社) 111 同~~f'-~\堕:。

経

棋聖



量刑基準に関する一試論 (3) 

(
問
)
金
津
・
前
掲
論
文
句
在
日
)
二

O
八
頁
。

(
但
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
日
)
七
六
O
頁。

(
何
)
本
章
第
四
節
三
参
照
。

(
M
m
)

河

C
H
-
P
白・白・

0
(
〉
ロ
自
・
品
ω)
∞目

ω
叶
。
・
〈
四
戸
田
曲
目
印
刷
司
自
2
J
P
同・
0
・(〉
E
P
斗同
)
ω
N
∞印民・

(
m別
)

閉

N
O
M
E
-
M
W
P
。
・
(
〉
ロ
自
品
ω
)
ω
-
U
斗。・

(
m
m
)

同N
O
M
E
-
白血・

0
・(〉ロヨ・品
ω)ω
・
ω
叶ゆ同

(
m
m
)

〈岡戸
N
弓戸田・帥・
0
・(〉ロ自・

ω)
∞
-
m
∞
叶
一
島
市
ヨ
ニ
白
・
白
・
。
・
(
〉
ロ
ヨ
-
H
K
H
)
的
-
H
H
O
『円

(瑚

)
F
E
-
-司『
1
0お門
N-

白
血
。
・
(
〉
口
四
国
・
斗
め
)
∞
∞
Nω
同
・
〈
間
戸
田
『
巾
口
問

-
g『え
N
E
B
巾
的
印
ロ
ロ
岡
=
ロ
己
『
己
主
宮
市
の
2
2
F
Z四}州市此(〉ロヨ・∞∞)・
ω
・
ω
C
同氏・

(
肌
)
ド
イ
ツ
刑
法
典
上
、
「
法
秩
序
の
防
衛
」
は
①
罰
金
刑
で
は
な
く
短
期
自
由
刑
を
科
す
た
め
(
四
七
条
一
項
)
②
刑
の
執
行
猶
予
を
行
わ
な
い

た
め
(
五
六
条
三
項
)
③
刑
の
言
渡
の
留
保
を
行
わ
な
い
た
め
(
五
九
条
)
の
概
念
と
し
て
機
能
す
る
。

(
即
)
〈
包
田
富
山
富
『
釦
円
『
“
の
D
回田町
γ
N
G戸
田
-
M
W
0
・(〉ロヨ・

ω)ω
・叩∞叶町内・一切『ロロ凶・

ω
可
え
N
E
富市印印ロロ岡田『巾門町円(〉ロ
E
・
g
-
ω
・
ω
N
品目
-
m
o
H
F
P
白釦・

0
目

(〉回目・

2)
∞
合
(
)
同
町
一
』

g
円F
R
r
白血・

0
・
2
ロ
ヨ
・
コ
山
)ω

∞
コ
町
内
・
我
が
国
に
お
け
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
岡
上
雅
美
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
法

秩
序
の
防
衛
』
概
念
の
展
開
に
つ
い
て
(
一

)

j

(
五
)
」
警
察
研
究
六
二
巻
一
一
号
(
平
成
三
年
)
一
七
頁
以
下
、
同
六
二
巻
一
二
号
(
平
成

一
一
一
年
)
四
一
頁
以
下
、
同
六
三
巻
一
号
(
平
成
四
年
)
一
六
頁
以
下
、
同
六
三
巻
二
号
(
平
成
四
年
)
四
四
頁
以
下
、
同
六
三
巻
三
号
(
平
成

四
年
)
三
五
頁
以
下
が
あ
る
(
論
評
と
し
て
、
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
臼
)
八
一
頁
以
下
参
照
)
。
さ
ら
に
、
川
崎
一
夫
『
体
系
的
量
刑
論
』

(
平
成
三
年
)
一
ム
ハ
六
頁
以
下
参
照
。

(
削
)
冨
巳
-
内
『

U
Z
Z
-
白
血
・
。
・
(
〉
口
阿
国
斗
合
)ω
・∞
N
A凶

(
刷
)
中
日
吉
川
H
中
山
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
叩
)
一
八
七
頁
〔
浅
固
執
筆
〕
参
照
。
〈
明
こ
J
5
F
即
倍
。
・

2
5
M
-
E
)
∞
-
g
m
w
R

(
間
)
内
藤
・
前
掲
書
(
注
9
)
五
五
頁
以
下
、
二
一
六
頁
、
小
暮
・
前
掲
論
文
(
注
ロ
)
一
一
頁
以
下
、
町
野
・
前
掲
書
(
注
ロ
)
一
一
一
一
頁
以
下

参
照
。
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説

括

論

本
節
で
は
、
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
か
ら
出
発
し
て
、
消
極
的
行
為
責
任
主
義
の
妥
当
性
を
確
認
し
つ
つ
、
特
別
予
防
を
中
心
と

し
た
犯
罪
予
防
目
的
を
科
刑
の
際
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
に
基
づ
い
て
、
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
つ
の
試

論
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
に
お
い
て
は
、
当
該
犯
罪
行
為
に
対
す
る
「
行
為
責
任
」

を
「
上
限
」
と
し
て
、
行
為

の
量
(
程
度
)

者
の
規
範
意
識
を
確
認
・
強
化
す
る
と
い
う
意
味
で
の
特
別
予
防
(
再
社
会
化
)
の
必
要
性
に
応
じ
て
最
終
刑
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

右
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
た
刑
罰
が
同
時
に
一
般
人
の
規
範
意
識
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
予
防
効
果
を
も
満
た
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
を
よ
り
実
質
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の

「
量
刑
事
情
」
が
、
「
上
限
」
と
し
て
の
行

為
責
任
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
予
防
的
考
慮
に
際
し
て
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
考
察
が
不
可
欠
と
な
る
。
本

稿
で
は
、
次
章
に
お
い
て
、
量
刑
事
情
と
し
て
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
素
材
と
し
て
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

第
四
章

当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情

|
|
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
中
心
に
|
|

前
章
で
は
、
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
基
準
」
に
つ
い
て
本
稿
の
立
場
を
示
し
た
。
そ
れ
で
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
か
よ
う
な
「
当
為

と
し
て
の
量
刑
基
準
」
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
評
価
の
対
象
と
な
る
べ
き
「
当
為
と
し
て
の
量
刑
事
情
」
に
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
含

ま
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
な
の
か
。
そ
れ
は
、
刑
法
学
上
の
諸
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
説
明
で
き
る
の
か

l
j

本
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
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第

宣告

量
刑
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
諸
相

川
量
刑
事
情
と
し
て
の
寸
犯
罪
後
の
態
度
」
は
、
法
定
刑
か
ら
処
断
刑
を
経
て
宣
告
刑
へ
と
至
る
量
刑
過
程
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
は
、
か
よ
う
な
「
犯
罪
後
の
態
度
」
の
諸
相
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
ま
ず
、
法
定
刑
か
ら
処
断
刑
へ
至
る
段
階
(
本
稿
で
は
「
処
断
刑
形
成
過
程
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
に
お
い
て
、
法
律
上
の
減
免
事

由
と
し
て
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
類
型
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
我
が
刑
法
典
で
は
、
自
首
な
い
し
首
服
(
四
二
条
・
八

O
条
・
九
三

条
但
書
・
二
二
八
条
ノ
三
)

被
拐
取
者
の
解
放
(
二
二
八
条
ノ
二
)

と
い
う
事
後
行
為

-
自
白
(
一
七

O
条
・
一
七
一
条
・
一
七
三
条
)

に
つ
い
て
の
規
定
が
存
在
す
る
。

②
次
に
処
断
刑
か
ら
(
場
合
に
よ
っ
て
は
法
定
刑
か
ら
)
宣
告
刑
へ
至
る
段
階
(
本
稿
で
は
「
宣
告
刑
形
成
過
程
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)

に
お
い
て
、
多
種
多
様
な
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
う
る
。
我
が
国
の
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
二
項
に
い
う
「
犯

罪
後
の
態
度
」
が
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
諸
事
情
を
類
型
化
す
る
こ
と
が
一
つ
の
課
題
と
な
る
が
、
判
例
や
立
法
に
よ
っ
て
あ
る
程

量刑基準に関する一試論(3) 

度
行
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
後
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

③
ま
た
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
い
て
は
、
「
情
状
」
に
よ
る
法
律
上
・
裁
判
上
の
減
免
事
由
(
三
六
条
二
項
・
三
七
条
一
項
但
書
・
三
八

条
三
項
但
書
・
六
六
条
・
一
一
三
条
但
書
・
二

O
一
条
但
書
)

も
存
在
す
る
。
通
常
こ
の
「
情
状
」
に
は
|
|
犯
罪
そ
の
も
の
の
情
状
に
と

ど
ま
ら
ず

l
l
あ
ら
ゆ
る
事
情
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と

も
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
先
に
見
た
①
に
掲
げ
た
諸
事
由
と
異
な
り
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
規
定
上
は
類
型
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に

お
い
て
、
む
し
ろ
②
に
掲
げ
た
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
類
似
す
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
こ
こ
に
掲
げ
た
諸
事
由
が
い
ず
れ
も
「
任
意
的
」

減
免
事
由
で
あ
る
こ
と
は
、
い
っ
た
ん
宣
告
刑
を
想
定
し
た
後
で
減
免
の
可
否
を
決
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
|
l
特
に
酌
量
減
軽
(
六
六
条
)
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説

に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
ー
ー
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

間
従
っ
て
本
稿
で
は
、
右
の
①
を
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
問
題
と
し
て
、
②
お
よ
ぴ
③
を
宣
告
刑
形
成
過
程

論

に
お
け
る
問
題
と
し
て
把
握
し
、
以
下
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

本
節
で
は
、
我
が
刑
法
上
の
自
首
・
自
白
・
解
放
減
軽
規
定
の
本
質
(
法
的
性
格
)

に
関
す
る
諸
見
解
を
概
観
し
、

そ
の
対
立
状
況
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
判
断
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

自
首

川
我
が
刑
法
四
二
条
一
項
は
、
「
罪
ヲ
犯
シ
未
タ
官
ニ
発
覚
セ
サ
ル
前
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
其
刑
ヲ
減
軽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
自

首
を
任
意
的
減
軽
事
由
と
し
て
い
る

(
同
条
二
項
は
親
告
罪
の
告
訴
権
者
に
対
す
る
首
服
に
つ
き
同
様
の
規
定
を
お
く
)
。
内
乱
予
備
・
陰

謀
罪
お
よ
び
そ
の
常
助
に
お
け
る
自
首
(
八

O
条
)
と
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る
自
首
(
九
三
条
但
書
)
は
必
要
的
免
除
事
由
で
あ
り
、

身
代
金
誘
拐
予
備
罪
に
お
け
る
自
首
(
二
二
八
条
ノ
三
但
書
)

は
必
要
的
減
免
事
由
で
あ
る
。

任
意
的
減
軽
事
由
と
な
る
刑
法
四
二
条
一
項
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
①
捜
査
及
び
処
罰
を
容
易
な
ら
し
め
る
と
い
う
政
策
的
考
慮

に
基
づ
く
と
す
る
見
解
と
、
②
基
本
的
に
は
①
に
依
拠
し
つ
つ

「
改
俊
に
よ
る
非
難
の
減
少
」
な
い
し
「
責
任
の
事
後
的
軽
減
」
と
い
う
理

由
を
加
味
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

右
の
見
解
の
中
で
、
①
の
立
場
は
特
に
立
法
当
初
か
ら
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
「
法
律
カ
自
首
ヲ
以
テ
法
定
減
軽
理
由
ト
為

北法44(2・86)306



(
1
)
 

シ
タ
ル
所
以
ハ
捜
査
機
関
ヲ
シ
テ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
真
犯
人
ヲ
確
知
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ナ
リ
」
と
さ
れ
、

ま
た
②
の
立
場
に
対
し
て
は
「
自
首

ス
ル
者
皆
ナ
真
心
悔
悟
セ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
中
ニ
ハ
単
ニ
減
軽
セ
ラ
レ
ン
カ
為
メ
ニ
自
首
ス
ル
モ
ノ
モ
ア
ル
ヘ
ク
而
モ
法
律
ハ
自
首
ト

シ
テ
其
刑
ヲ
軽
減
ス
ル
ヲ
禁
セ
サ
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
見
レ
ハ
:
:
:
真
正
ノ
犯
人
ヲ
処
罰
シ
得
ル
ト
同
時
ニ
無
事
ヲ
疑
ヒ
テ
之
ヲ
処
罰
ス
ル
ノ

危
険
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
結
果
国
家
ハ
犯
罪
捜
査
ノ
労
費
ヲ
省
キ
他
ノ
一
面
更
ニ
民
人
ヲ
シ
テ
安
堵
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

(
2〉

ヘ
キ
巨
大
ノ
利
益
ア
ル
カ
故
ニ
シ
テ
畢
寛
巧
妙
ナ
ル
刑
事
政
策
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
以
テ
正
当
ト
ス
ヘ
シ
」
と
主
張
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
発
想
は
そ
の
後
も
受
け
継
が
れ
、
最
近
で
も
「
政
策
的
考
慮
」
の
内
容
と
し
て
「
真
犯
人
を
処
罰
し
、

無
事
を
処
罰
す
る
可
能
性
を
防
止
し
、
犯
罪
捜
査
の
労
を
省
き
、
犯
人
が
早
期
に
検
挙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
国
民
の
安
心
感
を
満
足
さ
せ
る

(
3
)
 

と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

一
方
②
の
立
場
か
ら
は
、
古
く
は
「
自
首
減
軽
ヲ
認
ム
ル
理
由
ハ
一
ハ
由
テ
以
テ
本
人
悔
過
ノ
状
ヲ
認
ム
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ト
シ
一
ハ
国
家

量刑j基準に関する一試論 (3) 

機
関
ヲ
シ
テ
可
及
的
ニ
真
正
ノ
犯
人
ヲ
速
知
セ
シ
メ
寛
罪
者
ヲ
処
罰
ス
ル
カ
如
キ
危
険
ヲ
予
防
ス
ル
ノ
主
旨
」
と
説
か
れ
、
「
裁
判
官
ハ
自

(

4

)

(

5

)

 

首
ノ
動
機
、
自
首
者
ノ
人
格
等
ニ
照
シ
減
軽
ノ
許
否
ヲ
決
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
」
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
現
在
も
こ
の
立
場
を
採
る
論
者
は
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
①
の
立
場
は
川
捜
査
機
関
に
発
覚
す
る
前
か
否
か
と
い
う
手
続
的
な
事
情
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

ω主
観
的
な
悔
悟

が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
②
の
見
解
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
動
機
な
ど
に
て
ら
し
て
当
否
を
判
断
す
る
た
め
に
任
意
的
な

減
軽
理
由
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
反
論
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
情
状
の
具
体
的
判
断
な
ら
ば
、
端
的
な
量
刑
(
酌
量
減
軽
)
と
し
て
可

(
6
)
 

能
な
は
ず
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

間
右
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
は
、
旧
刑
法
の
下
で
も
存
在
し
た
。
旧
刑
法
は
、
自
首
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
掲
げ
て
い
た
。
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第
八
五
僚

在
ラ
ス

罪
ヲ
犯
シ
事
未
タ
発
覚
セ
サ
ル
前
ニ
於
テ
官
ニ
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
本
刑
ニ
一
等
ヲ
減
ス
但
謀
殺
故
殺
ニ
係
ル
者
ハ
白
首
滅
軽
ノ
限
ニ



説

第
八
六
燦
財
産
ニ
対
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
自
首
シ
テ
其
肱
物
ヲ
還
給
シ
損
害
ヲ
賠
償
シ
タ
ル
時
ハ
自
首
減
等
ノ
外
仰
ホ
本
刑
ニ
一
一
等
ヲ
減
ス

其
全
部
ヲ
遼
償
セ
ス
ト
難
モ
半
数
以
上
ヲ
還
償
シ
タ
ル
時
ハ
一
等
ヲ
減
ス

第
八
七
傑
財
産
ニ
対
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
被
害
者
ニ
首
服
シ
タ
ル
者
ハ
官
ニ
自
首
ス
ル
ト
同
ク
前
二
条
ノ
例
ニ
照
シ
テ
処
断
ス

論

こ
の
よ
う
に
旧
刑
法
に
お
い
て
は
、
謀
殺
・
故
殺
を
犯
し
た
者
に
「
自
首
」
を
適
用
せ
ず
(
八
五
条
)
財
産
犯
に
関
し
て
は
駐
物
返
還
の

程
度
に
よ
っ
て
減
軽
の
程
度
に
差
を
設
け
て
い
た
(
八
六
条
)
。
さ
ら
に
自
首
は
必
要
的
減
軽
事
由
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

旧
刑
法
の
下
で
も
、
自
首
規
定
の
本
質
と
し
て
政
策
的
考
慮
を
掲
げ
る
学
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
現
行
法
カ
刑
ヲ
減
軽
シ
テ
マ

テ
自
首
ヲ
奨
励
シ
タ
ル
理
由
ハ
川
有
罪
ヲ
不
問
ニ
附
シ
間
無
事
ヲ
逮
捕
処
罰
ス
ル
ノ
二
大
弊
害
ヲ
予
防
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
:
:
:
此
ノ
如
キ

弊
害
ハ
真
ノ
犯
人
官
ノ
手
裡
ニ
入
ル
ニ
因
テ
全
然
除
去
ス
ル
事
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
僅
々
刑
ヲ
減
軽
シ
テ
自
首
ヲ
促
ス
ハ
実
ニ
有
益
且

さ
ら
に
「
右
ノ
手
段
ニ
依
リ
犯
人
速
ニ
自
首
ス
ル
時
ハ
別
ニ
第
二
級
ノ
利
益
ヲ
生
ス
日

(
7
)
 

ク
犯
罪
捜
査
ノ
労
費
ヲ
省
ク
事
ヲ
得
ル
是
ナ
リ
」
と
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
犯
人
の
処
罰
及
び
無
事
の
不
処
罰
を
第
一
の
目
的
と
し
、

捜
査
の
容
易
化
を
二
次
的
な
目
的
と
す
る
見
解
と
言
え
よ
う
。

ツ
巧
妙
ナ
ル
手
段
ト
云
ハ
サ
ル
可
ラ
ズ
」
と
さ
れ
、

も
っ
と
も
、
旧
刑
法
下
に
お
い
て
も
|
|
現
在
主
張
さ
れ
て
い
る
②
の
立
場
と
同
様
に
|
「
改
懐
に
よ
る
非
難
の
減
少
」
を
並
列
的
な

要
因
し
て
掲
げ
る
見
解
が
存
在
し
た
。
「
一
体
自
首
法
ヲ
設
ク
ル
所
以
ハ
未
タ
犯
人
ノ
何
人
タ
ル
事
ヲ
知
ラ
サ
ル
以
前
官
ニ
自
首
ス
レ
ハ
多

(
8
)
 

少
悔
悟
ノ
情
ヲ
顕
ハ
シ
且
裁
判
所
ニ
於
テ
犯
人
ヲ
捜
査
ス
ル
ノ
手
数
ヲ
省
ク
為
メ
ナ
リ
」
と
い
う
説
明
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
「
悔
悟
ノ
情
」
を
理
由
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
「

ω自
首
ス
ル
犯
人
ハ
尽
ク
真
心
悔
悟
シ
タ
ル
者
ノ
ミ
ニ
非
ス
シ
テ
其
中
ニ
ハ
単

ニ
減
免
ノ
利
益
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
基
ク
者
ア
ル
ヤ
必
セ
リ
従
テ
右
ノ
説
ハ
事
実
上
正
当
ト
ス
ル
克
ハ
ス
間
我
刑
法
ハ
悔
悟
ニ
基
ク
ト
滅
軽

ノ
利
益
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
基
ク
ト
又
其
他
ノ
理
由
ア
ル
ニ
基
ク
ト
二
拘
ラ
ス
汎
ク
自
首
ノ
効
ア
ラ
シ
メ
タ
ル
ハ
明
文
上
此
種
ノ
制
限
ナ
キ

(
9
)
 

ニ
依
リ
テ
明
ナ
リ
従
テ
悔
悟
ヲ
賞
ス
ル
為
ニ
減
免
ノ
利
益
ヲ
与
フ
ル
主
旨
ナ
リ
ト
ハ
解
釈
上
之
レ
ヲ
容
ル
、
克
ハ
ズ
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら

北法44(2・88)308



の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
旧
刑
法
が
必
要
的
減
軽
事
由
と
し
て
の
自
首
を
規
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
策
的
考
慮
の
み
に
依
拠
し
な
い
学
説

が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
の
学
説
を
批
判
す
る
論
拠
、
す
な
わ
ち
自
首
は
常
に
悔
悟
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
逆
に
、
現
行
刑
法
に
お
け
る
自
首
を
任
意
的
減
軽
事
由
と
す
る
た
め
の
理
由
と
し
て

も
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
行
法
へ
の
経
緯
に
関
す
る
次
の
記
述
を
見
ょ
う
。

本
候
第
一
項
ハ
現
行
法
第
八
十
五
燦
及
ヒ
第
八
十
六
燦
ヲ
合
シ
之
ニ
修
正
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
現
行
法
ハ
謀
殺
、
故
殺
ニ
係
ル
者
ヲ
除
キ
自

首
シ
タ
ル
者
ハ
必
ラ
ス
本
刑
-
二
等
ヲ
減
シ
又
財
産
ニ
封
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
損
害
賠
償
ノ
程
度
ニ
因
リ
減
等
ノ
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
規

定
ヲ
設
ク
ト
難
モ
謀
殺
、
故
殺
ニ
係
ル
者
ヲ
除
外
ス
ル
理
由
ナ
ク
又
自
首
者
ニ
ハ
必
ラ
ス
本
刑
ニ
一
等
ヲ
減
ス
ル
為
メ
自
首
減
等
ヲ
期
シ
テ
罪
ヲ

犯
ス
者
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
程
度
ニ
従
テ
減
等
ノ
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
如
キ
ハ
其
規
定
細
微
ニ
過
キ
弊
害
ヲ
生
ス
ル
虞
ア

リ
是
ヲ
以
テ
本
案
ハ
之
ヲ
改
メ
罪
ノ
種
類
ヲ
問
ハ
ス
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
其
刑
ヲ
減
軽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
ト
為
シ
此
等
ノ
弊
ヲ
一
掃
シ
且
自
首

減
軽
本
来
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
県
刈

右
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
規
定
の
複
雑
さ
と
並
ん
で
、
必
要
的
減
軽
事
由
で
あ
る
た
め
に
減
軽
を
期
待
し
て
犯
罪
に
出
る
者
が
存
在
す
る
よ

量刑基準に関する一試論 (3)

う
に
な
る
と
い
う
弊
害
が
、
旧
刑
法
か
ら
現
行
刑
法
の
自
首
規
定
へ
と
改
正
さ
れ
た
主
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

同
次
に
、
現
行
刑
法
典
施
行
後
の
諸
草
案
が
、
自
首
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
規
定
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「
改
正
刑
法
仮
案
」
(
総
則
・
昭
和
六
年
)
は
、
そ
の
第
六
十
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
自
首
規
定
を
置
い
て
い
た
。

罪
ヲ
犯
シ
未
タ
官
ニ
発
覚
セ
サ
ル
前
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
刑
ヲ
減
軽
又
ハ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
官
ニ
発
覚
、
ン
タ
ル
後
自
首
シ
タ
ル

第
六
十
係

者
亦
同
シ
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仮
案
で
は
、
自
首
は
任
意
的
減
免
事
由
と
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
の
発
覚
後
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
旧
刑
法
が
条
文
の
構
成
も
荒
け
ず
り
で
美
的
で
な
い
ば
か
り
か
、
損
害
賠
償
の
規
定
を
お
く
な
ど
刑
法
中
に
私



説

の
レ
ベ
ル
で
理
論
的
に
純
化
し
ょ

法
的
観
点
さ
え
混
入
し
て
い
る
と
も
い
え
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
自
首
減
免
を
責
任
(
広
義
の
)

(
日
)

う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
そ
の
後
の
改
正
案
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
に

論

な
る
。
次
に
掲
げ
る
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
L

(

昭
和
三
六
年
)

も
、
仮
案
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
規
定
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。

第
五

O
条
①
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
発
覚
す
る
前
に
捜
査
機
関
に
自
首
し
た
者
は
、

し
た
後
に
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
刑
を
軽
減
し
、

又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
覚

準
備
草
案
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
項
前
段
で
は
刑
の
軽
減
の
ほ
か
に
刑
の
免
除
を
も
認
め
た
点
が
現
行
四
二
条
第
一
項

と
異
な
る
が
、

そ
の
他
は
現
行
法
と
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
段
は
、
仮
案
第
六

O
条
第
一
項
後
段
に
な
ら
っ
て
新
た
に
付
加
さ
れ

た
も
の
で
、
犯
罪
な
ら
び
に
犯
人
の
だ
れ
で
あ
る
か
が
発
覚
し
た
後
の
自
首
に
つ
い
て
も
、

そ
の
刑
を
軽
減
す
る
理
由
(
特
に
犯
罪
捜
査
を

ま容
で易
はに
認す
め る
な と
U 、u、
こつ
と政
と 策
し(的
た12な
。理

由

が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
、
前
段
と
の
権
衡
上
、
刑
の
免
除

こ
の
よ
う
に
仮
案
に
お
い
て
は
発
覚
前
後
を
問
わ
ず
任
意
的
減
免
事
由
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
で
は
発
覚
前
の
自

首
は
任
意
的
減
免
事
由
、
発
覚
後
の
自
首
は
任
意
的
減
軽
事
由
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
「
改
正
刑
法
草
案
」
(
昭
和
四
九
年

法
制
審
議
会
総
会
決
定
)

の
審
議
過
程
で
は
、
準
備
草
案
と
同
様
の
意
見
(
第
一
次
案
第
五

O
条
A
案
)
、
発
覚
前
後
を
問
わ
ず
任
意
的
減

軽
事
由
と
す
る
意
見
(
第
一
次
案
第
五

O
条

B
案
)

の
ほ
か
、
現
行
法
と
同
様
に
発
覚
前
の
み
任
意
的
減
軽
事
由
と
す
る
意
見
(
別
案
)
が

提
出
さ
れ
た
が
、
結
局

B
案
に
決
定
さ
れ
た
。
次
に
掲
げ
よ
う
。

第
四
九
条
①
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
発
覚
す
る
前
に
捜
査
機
関
に
自
首
し
た
者
は
、

機
関
に
自
首
し
た
者
も
、
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
覚
し
た
後
に
捜
査

審
議
過
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
発
覚
後
の
自
首
に
つ
い
て
は
川
犯
人
が
自
首
し
た
と
い
う
事
実
に
あ

北法44(2・90)310



ま
り
大
き
な
効
果
を
与
え
る
の
は
も
と
も
と
適
当
で
な
い
し
、

ω発
覚
前
の
自
首
と
発
覚
後
の
自
首
と
で
は
検
挙
の
必
要
お
よ
び
犯
人
の
悔

悟
と
い
う
こ
つ
の
観
点
か
ら
み
で
か
な
り
の
差
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
通
り
、
発
覚
後
の
自
首
は
情
状
の
一
種
と
し
て
考
慮
す
れ

ば
足
り
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
多
数
意
見
か
ら
は
川
自
首
と
い
う
行
為
に
あ
ら
わ
れ
た
犯
人
の
悔
悟
が
責
任
を
軽
く
す
る
と
い

う
事
情
は
、
発
覚
後
の
自
首
の
場
合
に
も
否
定
で
き
な
い
こ
と

ω自
首
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
犯
人
の
検
挙
を
容
易
に
す
る
と
い
う
政
策
上

の
必
要
は
、
犯
人
が
誰
で
あ
る
か
が
わ
か
っ
た
後
に
も
変
わ
り
が
な
い
こ
と
川
捜
査
機
関
に
発
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
犯
人
に
わ
か
ら
な

い
こ
と
も
多
く
、
発
覚
の
有
無
と
い
う
犯
人
に
と
っ
て
は
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
を
す
る
の
は
公
平
で
な
い
こ
と
な
ど
か

(
日
)

ら
、
発
覚
後
の
自
首
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
刑
の
軽
減
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
次
に
、
自
首
に
刑
の
免
除
も
認
め
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
積
極
意
見
は

ω犯
人
が
真
に
悔
悟
し
て
自
首
し
た
場
合
な
ど
そ
の
責
任
が
著
し
く
軽
い
場
合
も
あ
る
こ
と
川
免
除
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
以
上
に
自
首
を
促
す
と
い
う
効
果
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
。
さ
ら
に
積
極
意
見
の
中
に
は
、
発
覚
前
の

自
首
に
つ
い
て
だ
け
刑
の
免
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
と
、
発
覚
後
の
自
首
に
も
こ
れ
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
意
見
と
が
あ
っ

量刑基準に関する一試論 (3) 

一
方
消
極
意
見
は
、
数
多
い
情
状
要
素
の
中
で
自
首
だ
け
を
特
に
重
要
視
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
り
、
検
挙
を
容
易
に
す
る
と
い
う
政

(
H
H
)
 

策
上
の
必
要
が
大
き
い
犯
罪
に
つ
い
て
は
各
則
で
自
首
免
除
を
規
定
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
準
備
草
案
お
よ
び
草
案
の
自
首
規
定
の
根
底
に
も
、
既
述
の
学
説
が
主
張
す
る
①
捜
査
お
よ
び
処
罰
を
容
易
な
ら
し
め

る
と
い
う
政
策
的
考
慮
と
、
②
改
俊
に
よ
る
非
難
の
減
少
と
い
う
要
素
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
学
説
上
①
の
立

た。場
が
、
現
行
法
の
規
定
が
発
覚
前
と
い
う
要
件
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
自
説
の
根
拠
づ
け
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
準
備
草
案
お
よ

び
草
案
の
成
立
過
程
に
お
い
て
は
、
発
覚
後
の
自
首
に
つ
い
て
も
①
の
よ
う
な
政
策
的
考
慮
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
右
に
見
た
見
解
の
対
立
は
、
自
首
の
成
立
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
も
帰
結
の
相
違
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
我
が
国
に



説

お
け
る
判
例
を
通
し
て
、
自
首
の
成
立
範
囲
が
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
す
る
。

刑
法
四
二
条
一
項
の
規
定
、

北法44(2・92)312

論

お
よ
び
自
首
の
意
義
(
犯
人
が
捜
査
機
関
の
取
調
べ
を
ま
た
ず
に
自
発
的
に
自
己
の
犯
罪
事
実
を
申
告
し
、

か
ら
、
⑦
「
未
タ
官
ニ
発
覚
セ
サ
ル
前
L

に
、
③
犯
人
が
自
発
的
に
自
己
の
犯
罪
事
実
を
捜
査
機
関
に
申
告
す

(
日
)

る
こ
と
が
自
首
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
処
分
を
求
め
る
行
為
)

ま
ず
、
⑦
の
要
件
か
ら
見
て
み
よ
う
。
「
発
覚
」
と
は
犯
罪
お
よ
び
犯
人
の
発
覚
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
り
、
従
っ
て
、

犯
罪
事
実
が
全
く
捜
査
機
関
に
発
覚
し
て
い
な
い
場
合
は
勿
論
、
犯
罪
事
実
は
発
覚
し
て
い
て
も
、
そ
の
犯
人
が
誰
で
あ
る
か
が
発
覚
し
て

い
な
い
場
合
を
も
含
む
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
事
実
お
よ
び
犯
人
が
誰
で
あ
る
か
が
発
覚
し
て
い
て
、
単
に
犯
人
の
所
在
だ
け
が
不
明

で
あ
る
場
合
は
含
ま
な
い
と
解
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
次
の
最
高
裁
判
決
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔

1
〕
最
判
昭
和
二
四
年
五
月
一
四
日
刑
集
三
巻
六
号
七
二
二
具
。

「
刑
法
四
二
条
一
項
の
『
未
タ
官
ニ
発
覚
セ
サ
ル
前
』
と
は
犯
罪
の
事
実
が
全
く
官
に
発
覚
し
な
い
場
合
は
勿
論
犯
罪
の
事
実
は
発
覚
し
て
い
て

も
犯
人
の
何
人
た
る
か
が
発
覚
し
て
い
な
い
場
合
を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
が
、
犯
罪
事
実
及
ぴ
犯
人
の
何
人
な
る
か
が
官
に
判
明
し
て
い
る
が

犯
人
の
所
在
だ
け
が
判
明
し
な
い
場
合
を
包
含
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
原
審
の
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
被
告
人
は
本
件
犯
行
の
翌
々
日
即
ち
昭
和
二
一
年
五
月
一

O
日
K
を
た
の
ん
で
共
に
高
田

警
察
署
に
出
頭
し
た
形
跡
は
あ
る
が
そ
れ
よ
り
先
既
に
司
法
警
察
官
に
本
件
犯
行
及
び
犯
人
が
被
告
人
等
な
る
こ
と
が
発
覚
し
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
原
審
が
被
告
人
の
自
首
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
正
当
で
論
旨
は
理
由
が
な
い
。
」

本
判
決
が
、
自
首
規
定
の
本
質
に
つ
い
て
い
か
な
る
立
場
を
採
用
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
先
に
見
た
②
の
見
解

が
主
張
す
る
よ
う
に
「
改
俊
に
よ
る
非
難
の
減
少
」
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
所
在
不
明
に
と
ど
ま
る
場
合
を
特
に
除
外
す
る
必
要
は
な
い
と

左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

も
解
せ
よ
う
。
も
っ
と
も
政
策
的
考
慮
を
強
調
す
る
①
の
立
場
か
ら
も
、
「
す
で
に
発
覚
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は
か
な
り
偶
然
の
事
情
に

お
よ
び
、
所
在
不
明
で
も
検
挙
を
容
易
に
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
」
を
理
由
に
、

や
は
り
所
在
不



(
日
)

明
に
と
ど
ま
る
場
合
に
も
自
首
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
は
、
自
首
規
定
の
本
質
を
十
分
に
顧
慮
す
る

こ
と
な
く
「
発
覚
」

の
意
義
を
狭
く
解
し
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

次
に
③
の
要
件
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
自
己
の
犯
罪
事
実
を
申
告
す
る
方
法
は
、
自
ら
直
接
行
う
だ
け
で
な
く
、
他
人
を
介
し
て
行
う

(

げ

)

(

渇

)

こ
と
も
有
効
で
あ
り
、
ま
た
書
面
に
よ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
犯
人
が
誰
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
・
必
要
が
あ
り
、
自
首
者
が
誰
で
あ
る
か
を
捜
査
機
関
が
確
知
し
え
な
い
よ
う
な
方
法
で
行
っ
た
も
の
は
自
首
と
は
言
い

(

四

)

(

初

)

難
い
。
捜
査
機
関
の
取
調
べ
に
応
じ
て
自
己
の
犯
罪
事
実
を
申
告
す
る
こ
と
が
自
首
と
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
申
告
が
捜

査
機
関
の
取
調
べ
中
な
い
し
は
職
務
質
問
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
取
調
べ
が
職
務
質
問
の
結
果
と
し
て
な
さ

(
幻
)

れ
た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
自
発
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
時
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
警
察
官
に
対
す
る
犯

罪
事
実
の
申
告
が
尋
問
を
ま
た
ず
に
進
ん
で
行
わ
れ
た
以
上
、
自
己
に
犯
罪
の
嫌
疑
の
及
ぶ
の
を
妨
げ
た
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
首

と
認
め
う
る
と
し
て
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

量刑基準に関する一試論 (3) 

〔

2
〕
最
決
昭
和
六

O
年
二
月
八
日
刑
集
三
九
巻
一
号
一
頁
。

「
本
件
事
案
に
お
い
て
、
捜
査
に
あ
た
っ
た
警
察
官
は
、
被
告
人
が
業
務
上
過
失
傷
筈
の
事
実
を
申
告
す
る
ま
で
、
同
人
に
対
し
人
身
事
故
の
嫌

疑
は
抱
い
て
お
ら
ず
、
右
申
告
は
警
察
官
の
尋
問
を
待
た
ず
に
進
ん
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
、
警
察
官
に
真
実
を
告
げ
ず
、

そ
の
場
を
つ
く
ろ
っ
て
自
己
に
嫌
疑
が
及
ぶ
こ
と
を
妨
げ
た
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
判
決
が
そ
の
説
示
す
る
よ
う
な
理
由
に
よ
り
被
告
人

に
つ
い
て
自
首
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
正
当
で
は
な
く
、
本
件
業
務
上
過
失
傷
害
、
道
路
交
通
法
違
反
(
人
の
負
傷
を
伴
う
交
通
事
故
の
報
告

義
務
違
反
)
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
自
首
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
被
告
人
に
つ
い
て
自
首
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決

の
判
断
は
刑
法
四
二
条
一
項
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
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本
件
の
原
判
決
は
、
被
告
人
が
警
察
官
に
対
し
「
同
乗
者
は
い
な
い
な
ど
と
虚
言
を
弄
し
、
警
察
官
を
し
て
同
乗
者
が
い
な
か
っ
た
も
の

と
誤
解
さ
せ
、

一
時
的
に
も
せ
よ
、
捜
査
官
憲
の
事
件
の
真
相
に
つ
い
て
の
認
識
を
誤
ら
せ
真
実
の
発
見
を
妨
げ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば



説

な
ら
な
い
」
か
ら
、
そ
の
後
真
実
を
申
告
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
申
告
は
「
捜
査
及
び
処
罰
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
捜
査
官
憲

に
対
し
て
自
ら
進
ん
で
自
発
的
に
犯
罪
を
申
告
し
た
場
合
と
は
お
よ
そ
趣
を
異
に
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
白
首
制
度
の
趣
旨
、
目
的
に
か

論

ん
が
み
れ
ば
、
情
状
の
一
事
由
と
は
な
り
え
て
も
、
法
律
上
の
任
意
的
減
軽
事
由
で
あ
る
刑
法
四
二
条
所
定
の
法
律
上
の
自
首
に
は
あ
た
ら

(
お
)

な
い
」
と
判
示
し
て
い
た
。
し
か
る
に
本
最
高
裁
決
定
は
、
「
原
判
決
が
そ
の
説
示
す
る
よ
う
な
理
由
に
よ
り
被
告
人
に
つ
い
て
自
首
の
成

立
を
否
定
す
る
の
は
正
当
で
な
」

い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
最
高
裁
決
定
が
、
自
首
制
度
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
そ
の
成
立

要
件
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く

ー
本
稿
に
お
い
て
後
に
検
討
す
る
よ
う
に

l
l
む
し
ろ
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
最
高
裁
決
定
の
右
説
示
は
「
原
判
決
は
、
被
告
人
が
虚
言
を
弄
し
、
事
件
の
真
相
の
発
見
を
妨
げ
た
と
い
う
事
実

(
引
此
)

を
、
自
首
制
度
の
趣
旨
、
目
的
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
安
易
に
結
合
さ
せ
る
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
本
件
で
は
当
初
捜
査
機
関
は
被
告
人
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
全
く
嫌
疑
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

被
告
人
の
申
告
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
事
実
が
発
覚
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
見
た
①
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の

(
お
)

申
告
は
捜
査
な
い
し
処
罰
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に
役
立
っ
て
お
り
、
「
自
発
性
」
の
要
件
も
当
然
充
足
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

間
続
い
て
、
自
首
の
「
特
例
」
、
す
な
わ
ち
必
要
的
免
除
事
由
(
刑
法
八

O
条
・
九
三
条
但
書
)
お
よ
び
必
要
的
減
免
事
由
(
二
二
八
条

ノ
三
但
書
)

と
し
て
の
自
首
規
定
に
関
す
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
本
質
に
つ
い
て
は
|
|
い
ず
れ
も
予
備
罪
・
陰
謀
罪
な
い
し
暫
助
罪
に
お
け
る
自
首
で
あ
る
こ
と
も
関
連
し
て
|
|
犯

罪
の
重
大
性
に
鑑
み
、
自
首
を
勧
奨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
害
発
生
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
刑
事
政
策
的
考
慮
に
あ
る
と
す
る
点
に
お
い

(
お
)

て
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
八

O
条
(
内
乱
予
備
・
陰
謀
罪
お
よ
ぴ
こ
れ
ら
の
罪
の
脅
助
罪
に
お
け
る
自
首
)
で
は
、
固

ま
た
、
九
三
条
但
書
(
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る
自
首
)
で
は
、
外
国
の
安
全
に

民
の
存
立
基
盤
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
危
険
性
が
、
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脅
威
を
与
え
、
我
が
国
の
外
交
作
用
を
害
す
る
危
険
性
が
、

拐
取
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
、

さ
ら
に
二
二
八
条
ノ
三
但
書
(
身
代
金
拐
取
予
備
罪
に
お
け
る
自
首
)
で
は
被

(
幻
)

そ
れ
ぞ
れ
特
に
重
大
で
あ
り
予
防
の
必
要
性
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
規
定
の
中
で
二
二
八
条
ノ
三
但
書
は
昭
和
三
九
年
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
八

O
条
・
九
三
条
但
書
に
つ
い
て
そ
の
沿

革
を
見
て
み
よ
う
。
旧
刑
法
ご
ヱ
ハ
条
は
、
内
乱
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る
自
首
に
つ
き
、
「
本
刑
ヲ
免
シ
六
月
以
上
三
年
以
下
ノ
監
視
ニ

付
ス
」
と
し
て
い
た

(
必
要
的
免
除
事
由
)
が
、
現
行
法
九
三
条
但
書
に
相
当
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
改
正
刑
法
仮
案

は
、
内
乱
予
備
・
陰
謀
罪
お
よ
び
そ
れ
ら
の
脅
助
罪
に
お
け
る
自
首
を
必
要
的
減
免
事
由
(
一
七
一
条
)
、
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る

自
首
を
必
要
的
免
除
事
由
(
一
八

O
条
)

と
し
て
掲
げ
て
い
た
。

改
正
刑
法
準
備
草
案
で
は
、
内
乱
予
備
・
陰
謀
お
よ
び
内
乱
の
教
唆
・
補
助
の
罪
を
犯
し
た
者
が
「
暴
動
に
至
ら
な
い
前
に
自
首
し
た
と

き
」
(
一
一
一
一
一
一
一
条
)
、

量刑基準に関する一試論 (3)

お
よ
び
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
を
犯
し
た
者
が
「
武
力
の
行
使
に
至
ら
な
い
前
に
自
首
し
た
と
き
」
(
一
四
一
条
)
に
、

そ
の
「
刑
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
(
必
要
的
減
免
事
由
)
。
準
備
草
案
理
白
書
に
お
い
て
は
、
前
者
に
つ
い
て
「
自

首
は
行
為
者
の
道
義
的
責
任
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
と
く
に
現
実
の
暴
動
に
至
る
こ
と
を
防
ぐ
政
策
的
な
意
義
を
有
す
る

(
お
)

で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
も
「
自
首
し
た
者
に
対
し
て
そ
の
刑
を
軽
減
又
は
免
除
す
る
の
は
、
そ
の
道
義
的
責
任
の
軽
減
を
評

(
鈎
)

価
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
実
行
に
発
展
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
な
意
味
の
規
定
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
前
者
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
上
で
の
「
必
要
的
免
除
事
由
」
か
ら
「
必
要
的
減
免
事
由
」

へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
は
明
ら
か
で
な

し為。
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改
正
刑
法
草
案
で
は
、
内
乱
の
予
備
・
陰
謀
又
は
補
助
の
罪
を
犯
し
た
者
の
自
首
(
一
一
一
一
条
)
、
お
よ
び
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
を
犯
し

た
者
の
自
首
(
一
二
七
条
)
に
つ
き
、
い
ず
れ
も
現
行
法
同
様
、
必
要
的
免
除
事
由
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
前
者
に
つ
き
「
審
議
の
過
程
で

は
、
自
首
し
た
か
ら
と
い
っ
て
常
に
刑
を
免
除
す
る
必
要
は
な
く
、
刑
の
軽
減
又
は
免
除
の
い
ず
れ
か
を
認
め
れ
ば
足
り
る
と
す
る
意
見
も



説

(
第
一
次
案
第
一
一
一
一
一
一
一
条
)
、
自
首
を
促
し
、
暴
動
を
未
然
に
防
止
す
る
政
策
的
見
地
か
ら
、
現
行
法
ど
お
り
刑
の
必
要
的
免
除

(ω) 

と
し
て
お
く
こ
と
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
も
「
審
議
の
過
程
で
は
、
自
首
の
場
合
に
必
ず
刑
を
免
除
す
る
の
で
は
な
く
、
刑

の
軽
減
に
と
ど
め
る
余
地
を
も
認
め
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
が
(
第
一
次
案
第
一
四
一
条
)
、
内
乱
罪
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、

(
訂
)

現
行
法
ど
お
り
、
必
ず
刑
を
免
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
」
と
い
う
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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あ
っ
た
が

論

(
1
)
大
場
茂
馬
『
刑
法
総
論
下
』
(
大
正
一
一
一
一
年
)
一
三
四
三
頁
。

(
2
)
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
総
則
上
巻
』
(
大
正
四
年
)
五
八
五
頁
。

(3)
山
火
正
則
「
刑
法
四
二
条
一
項
の
自
首
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
判
例
時
報
一
一
六
七
号
(
昭
和
六

O
年
)
二

O
一
一
員
(
判
例
評
論
三

二
二
号
三
九
頁
)
。
さ
ら
に
、
団
藤
重
光
(
編
)
『
注
釈
刑
法
問
の

E
』
四
三
七
頁
以
下
〔
田
宮
裕
執
筆
〕
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五

二
年
)
四
四
九
頁
を
参
照
。

(
4
)
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
総
論
』
(
昭
和
二
年
)
八
一
一
一
一
l
l
八
二
四
頁
。

(5)
例
え
ば
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
二
年
)
五
二
五
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
』
(
改
訂
増
檎
版
)
(
平
成
四

年
)
四
七
九
頁
、
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
昭
和
五
六
年
)
四
一
九
頁
以
下
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
七
年
)
五
六

二
頁
以
下
、
大
谷
賓
『
刑
法
講
義
総
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
三
年
)
五
一
二

O
頁
、
大
塚
仁
H
河
上
和
雄
H
佐
藤
文
哉
(
編
)
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
刑
法
・
第
二
巻
』
(
平
成
元
年
)
八
二
二
頁
以
下
〔
増
井
清
彦
執
筆
〕
な
ど
。

(
6
)
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
3
)
四
三
九
頁
〔
田
宮
執
筆
〕
。

な
お
近
時
、
刑
法
に
お
け
る
損
害
回
復
論
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
白
首
制
度
の
再
構
成
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(
高
橋
則
夫
「
刑
法
に
お
け

る
損
害
回
復
論
|
|
刑
法
理
論
的
・
解
釈
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

l
l
」
刑
法
雑
誌
三
二
巻
三
号
(
平
成
四
年
)
三
五
頁
以
下
)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
犯

罪
捜
査
を
容
易
に
す
る
と
い
う
政
策
的
な
理
由
ゃ
、
犯
人
の
改
心
に
よ
る
非
難
の
減
少
と
い
う
根
拠
は
行
為
者
関
係
的
側
面
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
被
害
者
関
係
的
側
面
か
ら
把
握
す
れ
ば
、
自
首
は
社
会
に
対
す
る
謝
罪
的
側
面
を
有
す
る
と
同
時
に
、
被
害
者
に
対
す
る
現
実
的
な
損

害
回
復
の
端
緒
の
側
面
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
自
首
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
平
和
が
回
復
さ
れ
、
被
害
者
保
護
の
た
め
に
も
犯
人



量刑基準に関する一試論 (3) 

に
対
し
て
一
種
の
寸
後
戻
り
の
た
め
の
黄
金
の
橋
」
を
架
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
渡
っ
た
者
に
対
し
て
刑
の
減
軽
可
能
性
を
与
え
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
次
的
根
拠
で
あ
り
、
前
述
の
二
つ
の
根
拠
は
第
二
次
的
根
拠
で
あ
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
犯
罪
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
自
首
制
度
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
服
部
朗
「
自
首
に
関
す
る
一
考
察
」
西
原
春
夫
H

湯
浅
道
男
(
編
)

『
善
家
幸
敏
教
授
還
暦
記
念
・
宗
教
法
学
の
課
題
と
展
望
』
(
平
成
四
年
)
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

(7)
岡
田
朝
太
郎
『
日
本
刑
法
論
』
(
明
治
二
七
年
)
六
二
九
頁
以
下
。

(8)
村
田
保
『
刑
法
註
稗
』
(
再
版
)
(
明
治
一
一
一
一
年
)
巻
二
・
一
二
一
一
一
頁
。

(
9
)
岡
田
・
前
掲
書
(
注
7
)
六
二
八
頁
。

(
叩
)
倉
富
勇
三
郎
H
平
沼
験
一
郎
H
花
井
卓
蔵
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
(
大
正
二
一
年
)
一
一
一
四
六
頁
。

(
日
)
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
3
)
四
三
八
頁
〔
田
宮
執
筆
〕
。

(
ロ
)
刑
法
改
正
準
備
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案
理
由
香
』
(
昭
和
三
六
年
)
一
二
八
頁
〔
中
野
次
雄
執
筆
〕
。

(
日
)
鈴
木
義
男
「
刑
法
改
正
作
業
レ
ポ
ー
ト
(
一
こ
・
刑
の
適
用
(
そ
の
二
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
七
号
(
昭
和
四
一
一
一
年
)
一

O
一
頁
。
さ
ら
に
、

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案
説
明
書
』
(
昭
和
四
七
年
)
一
三

O
頁。

(
H
)
鈴
木
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一

O
一
頁
。

(
日
)
例
え
ば
、
大
塚
・
前
掲
書
(
注
5
)
四
七
九
頁
。

(
日
)
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
3
)
四
四
二
頁
〔
田
宮
執
筆
〕
。
な
お
、
長
利
正
己
「
刑
法
四
二
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
『
罪
を
犯
し
未
だ
官
に
発

覚
せ
ざ
る
前
』
の
意
義
」
刑
事
判
例
評
釈
集
一
一
巻
(
昭
和
二
九
年
)
二
四
四
頁
以
下
参
照
。
判
例
〔
1
〕
と
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
最
判
昭

和
二
九
年
七
月
一
六
日
刑
集
八
巻
七
号
二
二

O
頁
、
東
京
高
判
昭
和
二
七
年
二
一
月
一
八
日
高
刑
時
報
二
巻
一
七
号
二
六
O
頁
、
東
京
高
判

昭
和
二
八
年
三
月
一
一
一
日
高
刑
集
六
巻
二
号
二
六
二
頁
、
東
京
高
判
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
六
日
高
刑
集
六
巻
二
二
号
一
八
四
六
頁
、
東
京
高

判
昭
和
三
四
年
四
月
一
日
高
刑
時
報
一

O
巻
四
号
二
四
一
頁
。

(η)
最
判
昭
和
二
三
年
二
月
一
八
日
刑
集
二
巻
二
号
一

O
四
頁
。

(
国
)
大
判
昭
和
九
年
二
一
月
二

O
日
刑
集
二
ニ
巻
一
七
八
五
頁
。

(
叩
)
大
判
昭
和
九
年
二
一
月
二

O
日
刑
集
二
ニ
巻
一
七
八
五
頁
。
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説

(
却
)
大
判
昭
和
一

O
年
五
月
一
三
日
新
聞
三
八
六
六
号
七
頁
、
最
判
昭
和
二
九
年
七
月
一
六
日
刑
集
八
巻
七
号
二
二

O
頁。

(
幻
)
最
決
昭
和
四
二
年
二
月
二

O
日
裁
判
集
刑
一
六
二
号
四
四
一
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
六
年
七
月
六
日
下
刑
集
三
巻
七
H

八
号
六
七
五
頁
、
東

京
高
判
昭
和
四
二
年
二
月
二
八
日
高
刑
時
報
一
八
巻
二
号
五
八
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
四
五
年
二
月
二
八
日
判
タ
二
五
五
号
二
八
二
頁
、
東
京
高

判
昭
和
六
一
年
七
月
七
日
高
検
速
報
二
八
五
一
号
、
東
京
高
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
四
日
判
時
一
二
六
七
号
一
五
四
頁
な
ど
。

(m)
事
実
の
概
要
は
、
被
告
人
が
普
通
乗
用
自
動
車
を
無
免
許
で
運
転
中
に
、
自
車
を
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突
さ
せ
海
中
に
転
落
さ
せ
る
事
故
を

起
こ
し
、
警
察
官
の
取
り
調
べ
を
受
け
た
際
に
同
乗
者
は
い
な
か
っ
た
と
嘘
を
つ
い
た
た
め
、
無
免
許
運
転
中
の
物
損
事
故
と
し
て
処
理
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
事
故
発
生
二
週
間
後
に
な
っ
て
被
告
人
は
自
己
の
運
転
し
て
い
た
自
動
車
に
同
乗
者
が
お
り
、
同
乗
者
が
右
転
落
事
故
に
よ
り
負

傷
し
た
と
い
う
業
務
上
過
失
傷
害
の
事
実
を
初
め
て
電
話
で
警
察
官
に
申
告
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
仙
台
高
判
昭
和
五
八
年
一
二
月
七
日
刑
集
三
九
巻
一
号
一
三
頁
以
下
。
な
お
、
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
六
月
一
六
日
判
時
九
九
四
号
二
一
五

頁
参
照
。

(
剖
)
山
火
・
前
掲
論
文
(
注
一
二
)
二

O
三
頁
以
下
。

(
お
)
な
お
、
福
田
雅
章
「
刑
法
四
二
条
一
項
の
自
首
が
適
用
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
(
昭
和
六
0
年
度
重
要
判
例
解
説
)
(
昭
和
六

一
年
)
一
五

O
頁
以
下
参
照
。

(
出
)
八

O
条
に
つ
き
、
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
(
下
)
』
(
明
治
四
一
年
)
三
人
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』
(
三
訂
版
)
(
平
成
二
年
)

二
一
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
各
論
)
』
(
改
訂
増
補
版
)
(
平
成
四
年
)
五
三
四
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
議
義
』
(
平
成
元
年
)
五

O
七
頁
、

中
山
研
一
『
刑
法
各
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
四
九

O
頁
、
大
谷
賓
『
刑
法
講
義
各
論
』
(
第
三
版
)
(
平
成
三
年
)
五

O
三
頁
、
大
塚
仁
H

河
上
和

雄
H

佐
藤
文
哉
(
編
)
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刑
法
・
第
四
巻
』
(
平
成
二
年
)
五
二
頁
〔
鈴
木
享
子
執
筆
〕
な
ど
。

九
三
条
但
書
に
つ
き
、
大
場
茂
馬
『
刑
法
各
論
下
巻
』
(
明
治
四
三
年
)
六
一
六
真
、
団
藤
重
光
(
編
)
『
注
釈
刑
法
問
』
(
昭
和
四

O
年)一一一

八
頁
〔
小
暮
得
雄
執
筆
〕
、
大
塚
・
前
掲
『
刑
法
概
説
(
各
論
)
』
六
一
ニ

O
l六
一
三
頁
、
大
塚
H

河
上
H

佐
藤
(
編
)
・
前
掲
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
刑
法
・
第
二
巻
』
七
六
頁
〔
鈴
木
享
子
執
筆
〕
。

二
二
八
条
ノ
三
但
書
に
つ
き
、
長
島
敦
「
み
の
し
ろ
金
誘
拐
罪
の
新
設
等
に
関
す
る
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
逐
条
解
説
(
そ
の
二
・

完
)
」
法
曹
時
報
一
六
巻
八
号
(
昭
和
三
九
年
)
一
七
頁
以
下
、
団
藤
重
光
(
編
)
『
注
釈
刑
法
問
』
(
昭
和
四
O
年
)
三
二
五
頁
〔
香
川
達
夫
執

筆
〕
、
大
塚
・
前
掲
『
刑
法
概
説
(
各
論
)
』
九
四
頁
、
大
塚
仁
H

河
上
和
雄
U
佐
藤
文
哉
(
編
)
『
大
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
刑
法
・
第
八
巻
』
(
平

論
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成
二
年
)
六
四
九
頁
〔
山
室
恵
執
筆
〕
な
ど
。

な
お
、
大
原
邦
英
「
刑
の
免
除
序
説
(
三
)
」
法
学
五
二
巻
三
号
(
昭
和
六
三
年
)

(
幻
)
大
原
・
前
掲
論
文
(
注
お
)
五
四
頁
注

(
l
)
参
照
。

(
詔
)
前
掲
書
(
注
ロ
)
一
九
四
頁
〔
小
野
清
一
郎
執
筆
〕
。

(
却
)
前
掲
書
(
注
ロ
)
一
九
七
頁
。

(
却
)
前
掲
書
(
注
目
)
一
七
二
頁
。

(
幻
)
前
掲
書
(
注
目
)
一
七
三
頁
以
下
。

五
三
頁
以
下
参
照
。

自

自

川
刑
法
一
七

O
条
は
、
偽
証
罪
(
一
六
九
条
)
を
犯
し
た
者
が
、
証
言
し
た
事
件
の
裁
判
確
定
前
ま
た
は
懲
戒
処
分
前
に
自
白
し
た
と
き

に
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
ま
た
は
免
除
で
き
る
と
し
て
い
る
。
虚
偽
鑑
定
・
虚
偽
通
訳
罪
に
つ
い
て
も
本
条
が
適
用
さ
れ
る

(
一
七
一
条
)
。

ま
た
、

一
七
三
条
は
、
謹
告
罪
(
一
七
二
条
)
を
犯
し
た
者
が
、
申
告
し
た
事
件
の
裁
判
確
定
前
又
は
懲
戒
処
分
前
に
自
白
し
た
と
き
に
は
、

同
じ
く
そ
の
刑
を
減
軽
ま
た
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
自
白
L

は
任
意
的
減
免
事
由
と
し
て
規
定
さ
れ

量刑基準に関する一試論(3) 

て
い
る
。

本
規
定
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
①
犯
人
に
自
白
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
っ
た
裁
判
ま
た
は
懲
戒
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
な
る
べ

く
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
い
う
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
と
す
る
見
解
と
、
②
基
本
的
に
①
に
依
拠
し
つ
つ
も
責
任
の
減
少
を
認
め
る
見
解
、

①
さ
ら
に
②
に
違
法
性
の
減
少
を
も
加
味
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
見
解
の
中
で
は
①
が
多
数
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
古
く
は
、
例
え
ば
「
此
特
例
ヲ
設
ケ
タ
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
犯
人
ノ
自

(
明
記
)

白
ヲ
奨
励
シ
以
テ
裁
判
ノ
失
当
ヲ
避
ヶ
国
家
司
法
権
ノ
行
使
ヲ
正
当
且
確
的
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
趣
旨
ニ
出
ツ
」
と
い
う
説
明
ゃ
、
「
自
白



説

(
お
)

ヲ
奨
励
シ
実
害
ヲ
未
然
ニ
防
カ
ン
ト
ス
ル
政
策
ニ
基
ク
特
例
タ
リ
」
と
い
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
誤
判
防
止
と
い
う
政
策
的
考
慮
を

強
調
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
も
、
「
自
白
の
時
期
を
『
裁
判
確
定
前
ま
た
は
懲
戒
処
分
前
』
に
限
定
し
て

論

い
る
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
、

た
だ
ち
に
政
策
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
看
取
し
得
ょ
う
。
自
白
に
対
し
て
刑
の
減
軽
と
い
う
特
典
を
以

て
臨
む
の
は
、
偽
証
、
虚
偽
鑑
定
、
通
訳
、
謹
告
な
ど
の
犯
罪
自
体
の
処
罰
よ
り
も
、
裁
判
・
懲
戒
処
分
と
い
う
国
家
の
審
判
作
用
の
公
正

(
鈍
)

を
一
一
層
優
先
さ
せ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
②
の
立
場
か
ら
は
、
本
規
定
が
「
必
要
的
な
免
除
で
は
な
く
、
任
意
的
な
減
軽
ま
た
は
免
除
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
裁
量
に
あ
た
っ
て

は
一
般
の
量
刑
と
同
様
の
考
慮
も
働
く
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
反
面
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
減
免
は
、
単
な
る
政
策
的
考
慮
の
ほ
か
に
、

責
任
の
減
少
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
同
時
に
「
も
っ
と
も
、
本
条
は
、
犯
罪
が
既
遂

に
達
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
責
任
と
い
う
の
は
、
犯
罪
論
に
お
け
る
責
任
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
延
長
線
上

(
お
)

に
あ
る
と
こ
ろ
の
広
義
の
そ
れ
を
意
味
す
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
立
場
は
、
「
責
任
減
少
の
ほ
か
に
違
法
性
(
犯
罪
論
の

(
お
)

の
減
少
を
も
加
え
る
こ
と
も
、
充
分
に
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
行
為
無
価
値
に
は
影
響
が
な
く
て
も

延
長
線
上
に
お
け
る
広
義
の
違
法
性
)

法
益
の
現
実
的
侵
害
を
防
止
し
え
た
点
を
考
慮
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
本
条
適
用
の
一
身
専
属
的

性
質
を
肯
定
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
は
行
為
無
価
値
で
な
く
結
果
無
価
値
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

(
幻
)

の
理
論
も
、
こ
こ
で
は
妥
当
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
③
の
立
場
に
対
す
る
疑
問
を
呈
示
し
て
い
る
。

『
人
的
不
法
』

③
の
立
場
か
ら
は
、
「
法
益
の
現
実
的
侵
害
の
防
止
と
い
う
点
に
事
後
的
な
違
法
性
の
減
少
を
見
る
こ
と
は
、
偽
証
罪
の
抽
象
的
危
険
を

(
お
)

よ
り
よ
く
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

よ
り
限
定
し
、
こ
れ
を
客
観
説
に
よ
っ
て
、
結
果
無
価
値
論
的
に
構
成
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、

主
張
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
論
者
は
、
①
の
見
解
の
内
部
で
も
、
行
為
無
価
値
論
ゃ
、
偽
証
罪
に
お
け
る
「
虚
偽
」
の
陳
述
の
意
義
に
つ

(
m
m
)
 

そ
の
論
理
整
合
性
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
②
の
立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
る
一
身
専
属

き
主
観
説
を
採
る
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
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的
性
質
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
違
法
性
減
少
と
み
る
立
場
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
性
お
よ
ぴ
責
任
の
減
少
と
み

(ω) 

る
立
場
に
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
反
論
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。

ωこ
こ
で
、
我
が
国
の
旧
刑
法
の
規
定
を
み
て
み
よ
う
。
本
規
定
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
存
在
し
た
。

第
二
二
六
条

此
節
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
其
事
件
ノ
裁
判
宣
告
ニ
至
ラ
サ
ル
前
ニ
於
テ
自
首
シ
タ
ル
時
ハ
本
刑
ヲ
免
ス

旧
刑
法
に
お
い
て
は
、
第
六
章
(
偽
証
の
罪
)
に
該
当
す
る
犯
罪
を
行
っ
た
者
が
「
裁
判
宣
告
ニ
至
ラ
サ
ル
前
L

に
「
自
首
」
し
た
場
合

に
は
刑
を
免
除
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
現
行
法
と
比
較
す
る
と
、
「
裁
判
確
定
前
ま
た
は
懲
戒
処
分
前
」
が
「
裁
判
宣
告
ニ
至
ラ
サ
ル
前
」

と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
自
白
」
が
「
自
首
」
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
必
要
的
免
除
事
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
主
た
る
相
違
点
で
あ
る
。

旧
刑
法
下
で
も
、
右
の
規
定
を
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
証
言
鑑
定
通
訳
ヲ
変
改

シ
得
ル
時
期
ニ
変
改
セ
サ
ル
者
ハ
偽
証
ノ
既
遂
犯
ナ
リ
ト
難
モ
成
ル
可
ク
実
ヲ
吐
カ
セ
シ
メ
裁
判
ノ
公
平
ト
本
案
ノ
被
告
人
ト
ヲ
害
セ
サ
ラ

(
H
U
)
 

シ
メ
ン
ト
ス
ル
政
策
ヲ
以
テ
宣
告
前
ノ
自
首
ニ
刑
ノ
全
免
ヲ
担
保
ト
ス
」
と
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
行
法
上
は
任
意
的
減
免
事
由

で
あ
る
の
に
対
し
て
旧
刑
法
で
は
必
要
的
免
除
事
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、

か
よ
う
な
見
解
は
よ
り
説
得
力
を
有
し
た
で
あ
ろ

量刑基準に関する一試論 (3) 

、
っ
。
も
っ
と
も
、
旧
刑
法
の
規
定
が
「
自
首
」

の
一
特
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
見
た
よ
う
な
「
改
懐
に
よ
る
非
難

の
減
少
」
と
い
う
要
素
が
そ
の
根
底
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
主
張
を
可
能
に
す
る
。
た
だ
、
旧
刑
法
の
一
般
的
な
白
首
規
定
(
八
五
条
i

が
必
要
的
減
軽
事
由
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
本
特
例
に
お
い
て
は
政
策
的
考
慮
が
強
調
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

八
七
条
)

ょ
う
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
「
実
際
ニ
於
テ
ハ
此
規
定
ア
ル
カ
為
メ
却
テ
屡
号
無
責
任
ニ
証
言
ヲ
買
収
セ
ラ
ル
、
者
ア
リ
為
メ
ニ
裁
判
ノ
進

(
必
)

行
ヲ
妨
ケ
甚
シ
キ
ハ
遂
ニ
事
実
ノ
真
想
ヲ
モ
撹
乱
シ
テ
不
明
ナ
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
少
カ
ラ
ス
宜
シ
ク
削
除
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、

本
特
例
の
弊
害
を
憂
慮
す
る
廃
止
論
ま
で
も
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

旧
刑
法
か
ら
現
行
法
へ
の
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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説

第
百
七
一
候
ハ
現
行
法
第
二
百
二
十
六
候
ノ
趣
旨
ヲ
少
シ
ク
修
正
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
即
チ
現
行
法
ハ
其
事
件
ノ
裁
判
宣
告
前
自
首
ス
ル
ト
キ
ハ
本

刑
ヲ
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
規
定
ス
ト
難
モ
本
案
ハ
其
事
件
ノ
裁
判
確
定
前
又
ハ
懲
戒
処
分
前
被
告
人
カ
偽
証
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
自
白
ス
レ
ハ
其
刑
ヲ
減
軽

又
ハ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
改
メ
タ
リ
是
一
方
ニ
於
テ
ハ
自
首
ヲ
自
白
ト
改
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
川
J
J

減
軽
ス
可
キ
場
合
ヲ
多
ク
シ
又
一
方
ニ
於
テ
ハ

自
首
以
外
ノ
自
白
ニ
モ
思
典
ヲ
及
ホ
ス
ヲ
以
テ
必
ス
本
刑
ヲ
免
ス
可
キ
モ
ノ
ト
為
サ
サ
リ
シ
ナ
リ

論

自
白
は
白
首
と
異
な
っ
て
、
単
に
自
己
の
犯
罪
事
実
(
自
己
の
記
憶
に
反
す
る
事
実
を
証
言
し
た
こ
と
)
を
具
体
的
に
告
白
す
れ
ば
足
り
、

自
ら
進
ん
で
告
白
す
る
の
で
は
な
く
尋
問
に
応
じ
て
告
白
し
た
も
の
で
も
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
自
首
」
が
「
自
白
」
に
修

正
さ
れ
た
点
は
、
減
軽
の
機
会
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
策
的
考
慮
の
重
視
に
結
び
つ
き
う
る
。
も
っ
と
も
必
要
的
免
除
が
任
意
的
減

免
へ
と
改
め
ら
れ
た
点
は
、
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
を
生
ぜ
し
め
、
先
に
見
た
よ
う
な
責
任
の
減
少
を
も
認
め
よ
う
と
す
る
②
の
見
解
が
主

張
さ
れ
る
契
機
と
な
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
裁
判
確
定
の
直
前
に
自
白
を
行
っ
た
が
事
実
上
あ
る
い
は
法
律
上
、
そ
の
裁
判
の
過
誤
を
防
止

で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
に
、
本
条
に
該
当
す
る
が
減
免
は
行
わ
な
い
と
し
た
り
、
減
軽
の
み
に
と
ど
め
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能

(
似
)

性
が
生
じ
て
た
の
で
あ
る
。

同
そ
の
後
「
改
正
刑
法
仮
案
」
(
各
則
・
昭
和
一
六
年
)
は
、
偽
証
罪
・
虚
偽
鑑
定
お
よ
び
虚
偽
通
訳
罪
・
謹
告
罪
に
お
け
る
自
白
(
二

二
四
条
・
二
二
五
条
・
二
二
九
条
)
を
、
現
行
法
と
同
様
に
任
意
的
減
免
事
由
と
し
て
規
定
し
た
。
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
こ
れ
ら
の
自

白
を
、
任
意
的
免
除
事
由
と
し
て
い
る

(
一
八

O
条
・
一
八
一
条
・
一
八
五
条
)
。
準
備
草
案
理
由
書
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
一
人

O
条
に

つ
い
て
「
現
行
法
第
一
七

O
条
の
規
定
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
趣
旨
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
が
、
現
行
法
が
刑
の
裁
量
的
軽
減

(
江
川
)

ま
で
規
定
し
て
い
る
の
は
不
必
要
と
考
え
、
単
に
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
」
と
い
う
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
改
正
刑

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
例
え
ば
偽
証
罪
の
刑
は
十
年
以
下
の
懲
役
で

(
必
)

あ
り
、
そ
の
下
限
に
つ
い
て
特
別
の
制
限
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
裁
量
的
な
軽
減
を
認
め
る
実
益
が
な
い
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と

法
草
案
も
同
様
で
あ
る
(
二
ハ
一
条
・
一
六
二
条
・
一
六
六
条
)
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(
二
五
条
一
項
)

を
考
え
る
と
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で

も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
懲
役
刑
の
下
限
が
三
月
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
灯
)

は
な
い
」
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
改
正
刑
法
草
案
は
、
現
行
法
一
七

O
条
の
「
懲
戒
処
分
前
L

と
い
う
文
言
を
「
処
分
が

確
定
す
る
前
」
と
改
め
た
た
め
、
懲
戒
処
分
以
外
の
行
政
処
分
の
た
め
の
手
続
に
お
け
る
偽
証
に
も
草
案
一
六
五
条
は
適
用
さ
れ
、

懲
戒
そ
の
他
の
処
分
が
あ
っ
た
後
も
こ
れ
に
対
し
不
服
申
立
が
で
き
る
聞
は
自
白
に
よ
る
刑
の
免
除
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に

凶
次
に
我
が
国
の
判
例
の
状
況
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
大
審
院
昭
和
五
年
決
定
は
、
自
白
し
た
偽
証
教
唆
者
に
も
一
七

O
条
の
適
用
が
あ

る
か
否
か
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
。

〔

3
〕
大
決
昭
和
五
年
二
月
四
日
刑
集
九
巻
三
二
頁
。

「
(
刑
法
一
七

O
条
は
)
虚
偽
ノ
陳
述
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ガ
自
白
シ
タ
ル
場
合
ノ
ミ
ニ
限
セ
ズ
法
ガ
此
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
タ
ル
所
以
ハ
蓋
犯
人
ニ
自
白
ヲ

奨
励
シ
裁
判
ノ
公
正
ガ
偽
証
ニ
因
リ
阻
害
セ
ラ
ル
ヲ
未
然
ニ
防
止
セ
ン
ガ
為
ニ
他
ナ
ラ
ズ
而
シ
テ
此
理
由
ハ
虚
偽
ノ
肱
陳
述
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ト
之
ヲ

教
唆
シ
タ
ル
者
ト
ニ
ヨ
リ
其
ノ
選
ヲ
異
ニ
ス
ベ
キ
ニ
非
ル
ヲ
以
テ
同
条
ハ
偽
証
教
唆
者
ニ
モ
亦
之
ガ
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」

こ
の
判
例
で
、

一
七

O
条
の
規
定
の
本
質
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
要
因
は
、
「
犯
人
ニ
自
白
ヲ
奨
励
シ
裁
判
ノ
公
正
ガ
偽
証
ニ
因
リ
阻

害
セ
ラ
ル
ヲ
未
然
ニ
防
止
セ
ン
ガ
為
ニ
他
ナ
ラ
ズ
」
と
い
う
政
策
的
考
慮
|
|
す
な
わ
ち
右
に
見
た
①
と
同
様
の
見
解
ー
ー
で
あ
る
。
し
か

量刑基準に関する一試論(3 ) 

し
大
審
院
の
判
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
一
不
す
も
の
も
あ
っ
た
。

〔

4
〕
大
決
大
正
二
二
年
四
月
八
白
刑
集
三
巻
三
三
二
頁
。

「
裁
判
所
ガ
其
ノ
刑
ヲ
減
軽
又
ハ
免
除
ス
ル
ト
否
ト
ヲ
裁
定
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
、
自
白
ヲ
為
ス
ニ
至
レ
ル
動
機
其
ノ
他
之
ニ
伴
フ
事
情
ヲ
酪
酌
ス

ル
ノ
要
ア
ル
コ
ト
論
ヲ
倹
タ
ズ
ト
難
モ
、
而
カ
モ
其
ノ
余
ノ
情
状
ヲ
参
酌
ス
ル
ヲ
得
ズ
ト
ス
ル
ノ
理
ナ
ク
、
却
テ
犯
罪
ノ
動
機
、
被
告
人
ノ
性
格

等
汎
ク
諸
般
ノ
事
情
ヲ
併
セ
審
究
シ
、
其
ノ
適
応
ス
ル
所
ニ
従
テ
之
ヲ
決
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
」

本
判
決
は
、

一
七

O
条
の
規
定
が
任
意
的
減
免
事
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
も
そ
も
減
免
を
行
う
か
否
か
、
行
う
と
し
て
減
軽
又
は
免
除

の
い
ず
れ
に
す
る
か
と
い
っ
た
判
断
に
は
「
汎
ク
諸
般
ノ
事
情
」
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
先
に
見
た
②
の
立
場
が
、
政
策
的
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説

考
慮
の
ほ
か
に
責
任
の
減
少
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
理
由
|
|
「
裁
量
に
あ
た
っ
て
は
一
般
の
量
刑
と
同
様
の
考
慮
も
働
く
べ
き
こ
と
は
当

然
」
だ
と
す
る
1

1

も
、
本
判
決
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
っ
た
。

論

そ
の
後
、
東
京
地
裁
に
よ
る
次
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
た
。

〔5
〕
東
京
地
判
昭
和
凶
二
年
四
月
一
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
二

O
八
号
二
一
六
頁
。

「
被
告
人
ら
が
前
記
民
事
事
件
の
判
決
確
定
前
に
自
白
し
た
と
は
い
え
、
こ
れ
は
A
の
告
訴
に
基
づ
き
検
察
庁
が
捜
査
を
開
始
し
、
被
告
人
ら
も

取
調
べ
を
受
け
る
い
た
っ
た
際
当
初
は
こ
れ
を
否
認
し
て
極
力
弁
解
し
て
お
り
な
が
ら
、
追
求
さ
れ
た
結
果
漸
く
自
白
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
し
、

そ
の
自
白
も
前
記
民
事
事
件
の
第
一
審
判
決
後
で
あ
っ
て
被
告
人
ら
の
偽
証
に
よ
っ
て
誤
っ
た
判
決
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
更
に
は
そ
の
偽
証
の
内
容
も
賃
借
し
た
も
の
を
買
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
陳
述
す
る
な
ど
全
く
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
考
慮
す
る
と
到
底
右
主
張
を
採
用
し
、
刑
の
免
除
或
は
減
軽
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
同
様
に
、
減
免
を
行
、
っ
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
「
汎
ク
諸
般
ノ
事
情
」
を
考
慮
す
べ
き
だ

と
す
る
立
場
を
採
る
も
の
と
言
え
る
。
特
に
本
判
決
に
お
い
て
は
、
自
白
が
当
該
民
事
事
件
の
第
一
審
判
決
後
に
な
さ
れ
、
ま
た
検
察
官
の

本
判
決
も
、
基
本
的
に
は
判
例
〔

4
〕

追
求
に
よ
っ
て
漸
く
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
事
実
を
充
分
知
悉
し
な
が
ら
も
全
く
虚
偽
の
陳
述
を
な
し
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
誤
判

の
危
険
性
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
学
説
の
側
か
ら
も
、
本
判
決
に
関
し
て
「
刑
法
一
七

O
条
が
適
用

さ
れ
る
た
め
に
は
、
『
裁
判
確
定
前
』
に
自
白
が
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
、
さ
ら
に
刑
を
減
免
す
る
に
値

(
必
)

す
る
情
状
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
論
者
か
ら
は
「
こ
の
よ
う
に

解
す
れ
ば
、
自
白
に
関
す
る
情
状
の
よ
く
な
い
者
は
、
た
と
え
自
白
し
た
と
し
て
も
同
条
の
特
典
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
、

自
白
す
る
こ
と
に
醇
践
す
る
と
い
う
結
果
を
招
き
、
自
白
を
奨
励
す
る
と
い
う
刑
法
一
七

O
条
の

(
刊
日
)

を
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
|
|
判
例
〔
3
〕
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に

i
l
減
免
の
可
否
を
自
白

『
刑
事
政
策
性
』

は
著
し
く
後
退
せ
ざ
る

の
有
無
の
み
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
し
か
し
右
の
論
者
は
、

一
七

O
条
が
任
意
的
減
免
事
由
に
と
ど
ま
る
こ
と
か
ら
「
政
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策
性
」
を
最
優
先
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
「
自
白
に
よ
る
刑
の
免
除
は
、
自
白
が
『
裁
判
確
定
前
ま
た
は
:
:
:
処
分
前
』
に
な
さ
れ

た
結
果
、
審
判
作
用
の
公
正
が
害
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
自
白
に
関
す
る
『
減
軽
』
事
情
以
上
の
行
為
者
に
有
利
な
情
状
が
存
在
す
る
た
め
に
、

(
切
)

行
為
の
可
罰
性
が
消
滅
す
る
場
合
と
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
自
白
が
任
意
的
減
免
事
由
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
後
に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

量刑基準に関する一試論 (3) 

(
詑
)
岡
田
庄
作
『
刑
法
原
論
各
論
』
(
第
四
版
)
(
大
正
七
年
)
一
三
五
頁
。

(
犯
)
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
各
論
』
(
昭
和
六
年
)
三
七
七
頁
。

(
制
)
大
原
邦
英
「
刑
の
免
除
序
説
(
二
ご
法
学
五
一
巻
三
号
(
昭
和
六
二
年
)
八
七
頁
。

(
お
)
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』
〔
三
訂
版
〕
(
平
成
二
年
)
一

O
五
頁
。
さ
ら
に
、
同
・
前
掲
書

(
お
)
団
藤
重
光
(
編
)
『
注
釈
刑
法
凶
各
則
附
』
(
昭
和
四
O
年
)
二
五
六
頁
〔
団
藤
重
光
執
筆
〕
。

(
幻
)
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
お
)
二
五
六
頁
〔
団
藤
執
筆
〕
。

(
羽
)
中
山
・
前
掲
書
(
注
5
)
五
六
五
頁
注

(
2
)
。

(
却
)
中
山
・
前
掲
書
(
注
部
)
五
三
九
頁
注

(
1
)
、
同
・
前
掲
書
(
注
5
)
五
六
五
頁
注

(
2
)
。

(
的
)
大
塚
仁
『
注
釈
刑
法
〔
増
補
第
二
版
〕
』
(
昭
和
五
二
年
)
七
七
五
頁
。

(
引
)
岡
田
朝
太
郎
『
日
本
刑
法
論
(
各
論
之
部
)
』
(
明
治
二
九
年
)
五
四
O
頁
以
下
。

(
必
)
勝
本
勧
三
郎
『
刑
法
析
義
各
論
之
部
(
上
巻
)
』
(
明
治
三
六
年
)
六
三
五
頁
。

(
m
M
)

倉
富
H
平
沼
U
花
井
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
一
一
八
九
頁
。

(
叫
)
な
お
、
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
総
)
二
五
七
頁
以
下
〔
団
藤
執
筆
〕
参
照
。

(
必
)
前
掲
書
(
注
ロ
)
二

O
九
頁
・
二
一

O
頁
〔
日
沖
憲
郎
執
筆
〕
。

(
必
)
前
掲
害
(
注
目
)
一
八
五
頁
。

(
灯
)
鈴
木
茂
嗣
「
偽
証
及
び
証
拠
浬
滅
の
罪
」
平
場
安
治
H

平
野
龍
一

一
八
八
頁
。
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(注
5
)
四
七
五
頁
参
照
。

(
編
)
『
刑
法
改
正
の
研
究
2
・
各
論
』
(
昭
和
四
八
年
)



説

(
川
崎
)
大
原
・
前
掲
論
文
(
注
目
品
)

(
的
)
大
原
・
前
掲
論
文
(
注
目
品
)

(
印
)
大
原
・
前
掲
論
文
(
注
お
)

八
九
頁
。

八
九
頁
以
下
。

九
O
頁。

北法44(2・106)326

論

被
拐
取
者
の
解
放

川
刑
法
二
二
八
条
ノ
二
は
、
二
二
五
条
の
二
(
身
代
金
拐
取
・
要
求
罪
て
二
二
七
条
二
項
(
拐
取
常
助
罪
)
も
し
く
は
四
項
(
被
拐
取

者
収
受
罪
)
に
該
当
す
る
罪
を
犯
し
た
者
が
、
公
訴
の
提
起
前
に
被
拐
取
者
を
安
全
な
場
所
に
解
放
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る

と
し
て
い
る

(
必
要
的
減
軽
事
由
)
。
本
規
定
は
昭
和
三
九
年
の
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
規
定
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
①
犯
人
に
犯
罪
か
ら
の
後
退
の
道
を
与
え
、
被
拐
取
者
の
生
命
の
安
全
を
図
る
と
い
う
刑
事
政
策

的
考
慮
に
基
づ
く
と
す
る
立
場
と
、
②
刑
事
政
策
的
考
慮
を
認
め
つ
つ
も
違
法
性
の
事
後
的
減
少
を
主
張
す
る
立
場
、
お
よ
び
③
同
じ
く
刑

事
政
策
的
考
慮
を
認
め
つ
つ
も
責
任
の
事
後
的
減
少
を
主
張
す
る
立
場
、

両
者
の
事
後
的
減
少
を
主
張
す
る
立
場
、
に
分
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
④
刑
事
政
策
的
考
慮
を
認
め
つ
つ
も
違
法
性
・
責
任
の

こ
れ
ら
の
中
で
は
①
の
立
場
が
多
数
説
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
「
身
代
金
目
的
の
拐
取
に
対
す
る
法
定
刑
の
苛
酷
さ
は
、
そ
れ
が
犯

罪
予
防
の
効
果
を
も
ち
う
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
現
に
拐
取
行
為
あ
る
い
は
収
受
行
為
を
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
と
の
関
係
で
は
予
防

的
効
果
を
期
待
し
え
な
い
。
た
め
に
、
犯
罪
の
中
途
か
ら
後
退
し
う
る
だ
け
の
道
は
ひ
ら
い
で
お
い
た
方
が
賢
明
で
あ
る
。
そ
し
て
本
条
は
、

そ
れ
を
意
図
し
て
い
る
。
同
時
に
、
被
拐
取
者
の
安
否
を
き
づ
か
う
者
の
心
情
を
も
考
慮
し
、
一
日
も
早
く
返
還
す
る
こ
と
を
助
成
す
る
効

(
日
)

果
も
予
定
し
て
い
る
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
②
の
立
場
か
ら
は
、
①
を
基
本
的
に
妥
当
と
し
つ
つ
も
、
「
『
政
策
的
』
と
い
う

と
、
違
法
性
に
も
全
く
関
係
の
な
い
理
由
に
よ
っ
て
刑
の
減
軽
を
す
る
の
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
」
が
「
こ
の
規
定
は
、
実
質
的
に
見
て
、



誘
拐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
て
い
る
、
被
拐
取
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
重
大
な
危
険
と
自
由
の
拘
束
と
い
う
違
法
性
を
、
解
放

そ
の
意
味
で
『
違
法
性
の
減

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
人
自
ら
が
将
来
に
わ
た
っ
て
減
ら
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

(
臼
)

よ
り
正
確
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
③
の
立
場
と
し
て
は
、
立
法

少
』
を
理
由
と
す
る
も
の
だ
と
す
る
方
が
、

に
関
与
し
た
論
者
の
側
か
ら
の
次
の
よ
う
な
意
見
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
み
の
し
ろ
金
目
的
の
誘
拐
罪
や
そ
の
事
後
従
犯
及
び
み

の
し
ろ
金
目
的
の
収
受
罪
等
が
極
め
て
危
険
な
犯
罪
で
あ
り
、
被
拐
取
者
の
殺
害
さ
れ
た
事
例
も
少
な
く
な
い
実
情
に
か
ん
が
み
、
被
拐
取

者
を
解
放
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
罪
の
刑
を
必
要
的
に
減
軽
す
る
こ
と
と
し
、
犯
人
に
反
省
の
機
会
を
与
え
そ
の
よ
う
な
不
幸
な
結
果

の
発
生
を
で
き
る
だ
け
防
止
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
な
考
慮
が
中
心
を
な
す
」
が
、
さ
ら
に
「
被
拐
取
者
を
自
発
的
に
解
放
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
犯
行
後
に
お
け
る
犯
人
の
心
情
が
そ
の
責
任
を
軽
か
ら
し
め
る
要
素
と
な
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
L

と
さ
れ
「
こ
れ

は
犯
行
の
着
手
後
、
自
発
的
に
犯
行
を
中
止
し
て
結
果
の
発
生
を
防
止
し
た
中
止
犯
の
場
合
と
共
通
す
る
思
想
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
日
)

も
で
き
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
④
の
立
場
か
ら
は
、
よ
り
端
的
に
「
被
拐
取
者
の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
は
か
ろ
う
と
す
る

量刑基準に関する一試論(3) 

刑
事
政
策
的
効
果
を
狙
う
と
と
も
に
、
解
放
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
違
法
性
お
よ
び
責
任
の
減
軽
に
も
と
づ
く
法
律
的
意
味
を
考
慮
し
た
規

(
日
)

定
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
特
に
①
の
立
場
に
対
し
て
は
、
①
の
立
場
か
ら
の
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
中
止
犯
が
犯
罪
そ
れ
自
体
の

評
価
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
の
に
対
し
、
解
放
減
軽
は
、
犯
罪
後
の
事
情
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
止
犯
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と

(
日
)

は
で
き
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
、
中
止
未
遂
に
関
し
て
責
任
減
少
説
を
採
用
す
る
論
者
か
ら
も
「
拐
取
後
の
解
放
は
、

北法44(2・107)327

犯
罪
行
為
完
成
後
の
そ
れ
で
あ
り
、
中
止
未
遂
と
は
実
行
行
為
終
了
後
、
結
果
発
生
前
ま
で
が
要
件
と
さ
れ
、
結
果
発
生
後
の
中
止
を
予
想

(
白
川
)

し
え
な
い
」
た
め
、
解
放
減
軽
と
中
止
未
遂
と
を
「
同
一
次
元
で
理
解
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
ず
る
」
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
こ
の
論
者
か
ら
は
、
両
者
を
同
一
に
解
す
る
た
め
に
は
拐
取
罪
を
継
続
犯
と
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
我
が
国
の
多
数
説
は
拐
取



説

(
幻
)

第
を
状
態
犯
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
こ
と
と
の
調
節
も
問
題
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

間
以
上
の
よ
う
な
本
規
定
に
つ
い
て
の
理
解
の
相
違
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
要
件
に
関
す
る
解
釈
上
の
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

判
例
上
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
本
規
定
の
「
安
全
ナ
ル
場
所
ニ
解
放
シ
タ
」
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
規
定
を
、
刑
事
政

北法44(2・108)328

論

る策
的
考
慮
の
み
に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
「
安
全
ナ
ル
場
所
ニ
解
放
シ
タ
」
と
い
う
要
件
の
意
義
も
、
比
較
的
ゆ
る
や
か
に

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
近
年
の
身
代
金
目
的
の
誘
拐
事
件
が
悪
質
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
一
刻
も
早
く
被
拐
取
者
の
身
柄
を
解
放

さ
せ
よ
う
と
い
う
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
規
定
の
適
用
範
囲
を
狭
く
捉
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
解
放
の
結
果
が
重
視
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
滅
軽
の
契
機
な
い
し
そ
の
基
礎
づ
け
を
明
確
に
検
討
す
る
必
要
性
も
う
す
れ
、
要
す
る

(
白
川
)

と
も
い
い
う
る
」

に
被
拐
取
者
の
安
全
の
確
保
さ
え
保
障
さ
れ
れ
ば
、

さ
ほ
ど
諸
般
の
事
情
を
厳
格
に
解
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
く
る
、

の
で
あ
る
。

一
方
、
本
規
定
の
理
解
に
際
し
て
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
と
い
う
観
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
要
件
の
解
釈
も
自
ら
制
約
を
受
け
て

く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
違
法
性
の
減
少
を
重
視
す
る
場
合
に
は
、
被
拐
取
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
重
大
な
危
険
と
自
由
の
拘

東
と
い
う
意
味
で
の
違
法
状
態
を
、
犯
人
自
ら
が
軽
減
さ
せ
た
と
-
評
価
す
る
に
足
る
解
放
行
為
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
責
任
の
減
少
を

重
視
す
る
な
ら
ば

l
ー
特
に
中
止
未
遂
と
本
規
定
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
は
|
|
解
放
行
為
に
自
発
性
(
例
え
ば

広
義
の
「
後
悔
」
な
い
し
「
反
省
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
)
が
必
要
と
な
ろ
う
。
「
一
般
的
に
い
え
ば
、
犯
罪
の
成
立
要
件
の
一

(
印
)

を
欠
如
す
る
か
ら
と
い
う
理
解
は
、
厳
格
に
解
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

間
最
高
裁
は
、
本
規
定
に
お
け
る
要
件
の
解
釈
に
関
し
て
、
昭
和
五
四
年
に
次
の
よ
う
な
決
定
を
下
し
た
。

〔

6
〕
最
決
昭
和
五
四
年
六
月
二
六
日
刑
集
一
一
一
一
一
一
巻
四
号
三
六
四
頁
。



本
件
は
、
六
歳
の
女
児
を
身
代
金
目
的
で
誘
拐
し
た
被
告
人
が
、
夜
一

O
時
二

O
分
ご
ろ
自
宅
か
ら
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
、
同
児
に
と
っ

て
地
理
不
案
内
の
人
通
り
の
少
な
い
道
路
で
解
放
し
、
女
児
の
自
宅
に
連
絡
す
べ
く
努
力
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
刑
法
二
二
八
条
ノ
二
の
要

件
の
解
釈
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
職
権
で
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

「
被
告
人
の
右
解
放
行
為
が
刑
法
二
二
八
条
の
二
に
い
う
『
被
拐
取
者
ヲ
安
全
ナ
ル
場
所
ニ
解
放
シ
タ
』
と
い
う
場
合
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
同
条
に
い
う
『
安
全
ナ
ル
場
所
』
と
い
う
の
は
、
被
拐
取
者
が
安
全
に
救
出
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
解
放
場
所
の
位
置
、
状
況
、
解
放
の
時
刻
、
方
法
、
被
拐
取
者
を
そ
の
自
宅
な
ど
に
復
帰
さ
せ
る
た
め
犯
人
の
講
じ
た
措
置
の
内

容
、
そ
の
他
被
拐
取
者
の
年
齢
、
知
能
程
度
、
健
康
状
態
な
ど
諸
般
の
要
素
を
考
慮
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
右
規
定
は
、
身
代
金
目
的
の
誘
拐
罪
が
は
な
は
だ
危
険
な
犯
罪
で
あ
っ
て
被
拐
取
者
の
殺
害
さ
れ
る
事
例
も
少
な
く
な
い
こ
と
に
か
ん
が

み
、
犯
人
が
自
発
的
、
積
極
的
に
被
拐
取
者
を
解
放
し
た
場
合
に
は
そ
の
刑
を
必
要
的
に
減
軽
す
る
こ
と
に
し
て
、
犯
人
に
犯
罪
か
ら
の
後
退
の

道
を
与
え
被
拐
取
者
の
一
刻
も
早
い
解
放
を
促
し
て
、
右
の
よ
う
な
不
幸
な
事
態
の
発
生
を
で
き
る
だ
け
防
止
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
解
放
の
手
段
、
方
法
な
ど
に
関
し
て
、
通
常
の
犯
人
に
期
待
し
が
た
い
よ
う
な
細
心
の
配
慮
を
尽
く
す
こ
と

ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
前
述
の
『
安
全
に
救
出
さ
れ
る
』
と
い
う
場
合
の
『
安
全
』
の
意
義
も
余
り
に
狭
く
解
す
べ
き
で
は
な

く
、
被
拐
取
者
が
近
親
者
及
ぴ
警
察
当
局
な
ど
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
る
ま
で
の
聞
に
、
具
体
的
か
つ
実
質
的
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な

い
こ
と
を
意
味
し
、
漠
然
と
し
た
抽
象
的
な
危
険
や
単
な
る
不
安
感
な
い
し
危
倶
感
を
伴
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
、
安
全
性
に
欠
け

(

間

山

)

る
も
の
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

量刑基準に関する一試論(3 ) 

本
判
決
が
、
解
放
減
軽
規
定
の
性
格
に
関
す
る
右
に
見
た
諸
見
解
の
い
ず
れ
に
与
す
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
犯
人
に
犯
罪
か
ら
の
後
退
の
道
を
与
え
:
:
:
」
と
い
う
部
分
ゃ
、
「
『
安
全
』
の
意
義
も
余
り
に
狭
く
解
す
べ
き
で
な
く
:
:
:
」
と
の
文
言

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
刑
事
政
策
的
考
慮
を
重
視
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
規
定
の
要
件
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

北法44(2・109)329

被
拐
取
者
が
無
事
に
返
還
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
る
よ
う
な
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本

的
態
度
が
、
「
安
全
に
救
出
さ
れ
る
場
所
」
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
、
「
諸
般
の
事
情
」
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
解

放
行
為
が
「
通
常
の
犯
人
」
に
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
、

ま
た
「
具
体
的
か
つ
実
質
的
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な



説論

い
」
こ
と
で
足
り
る
と
し
た
結
論
へ
導
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
日
)
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
(
各
論
)
』
(
第
二
版
)
(
一
三
七
年
)
一
一
一
七
一
頁
。

(
臼
)
林
幹
人
「
刑
法
二
二
八
条
の
二
に
い
う
『
安
全
ナ
ル
場
所
』
の
意
義
」
警
察
研
究
五
一
巻
一
一
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
六
九
頁
。

(
臼
)
長
島
・
前
掲
論
文
(
注
お
)
一
一
一
一
貝
。

(
日
)
大
塚
・
前
掲
書
(
注
部
)
九
四
頁
。

(
日
)
曽
根
威
彦
「
略
取
・
誘
拐
の
罪
」
小
暮
得
雄
H
内
田
文
昭
H
阿
部
純
二
H
板
倉
宏
H
大
谷
賓
(
編
)
『
刑
法
講
義
各
論
』
(
昭
和
六
三
年
)

O
五
頁
。

(
日
)
香
川
達
夫
「
略
取
・
誘
拐
罪
に
お
け
る
解
放
減
軽
規
定
の
解
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
八
号
(
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解
説
)
(
昭
和
五
五
年
)

二
O
二
頁
。

(
訂
)
香
川
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
二

O
二
頁
。

(
回
)
香
川
達
夫
「
一
、
刑
法
二
二
八
条
の
こ
に
い
う
『
安
全
ナ
ル
場
所
』
の
意
義
二
、
刑
法
二
二
八
条
の
こ
に
い
う
『
安
全
ナ
ル
場
所
』
に
解

放
し
た
と
さ
れ
た
事
例
」
判
例
時
報
九
五
四
号
一
八
四
頁
(
判
例
評
論
二
五
四
号
四
六
頁
)
。

(
印
)
香
川
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一
八
四
頁
。

(
印
)
本
決
定
は
さ
ら
に
「
被
告
人
が
被
拐
取
者
M
子
を
解
放
し
た
場
所
は
同
児
の
自
宅
の
あ
る
那
覇
市
か
ら
直
線
距
離
で
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
、

同
児
に
と
っ
て
全
く
地
理
不
案
内
の
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
解
放
の
時
刻
に
は
人
通
り
の
少
な
い
寂
し
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
、
解
放
後
も
同

児
の
安
否
を
見
守
る
な
ど
し
な
い
で
立
ち
去
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
解
放
の
場
所
、
時
刻
、
方
法
は
必
ず
し
も
適
切
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
解
放
地
点
は
、
農
村
地
帯
の
県
道
か
ら
少
し
入
っ
た
脇
道
上
で
、

民
家
の
そ
ば
で
あ
り
:
:
:
地
所
自
体
が
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
通
行
人
の
少
な
い
時
刻
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
民
家

の
者
ら
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
る
蓋
然
性
も
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
被
告
人
は
、
解
放
に
先
立
っ
て
同
児
の
自
宅
に
対
し
て
、
一
五

分
以
内
に
解
放
し
て
解
放
場
所
を
通
知
す
る
旨
予
告
し
、
解
放
後
た
だ
ち
に
解
放
場
所
を
通
知
す
る
た
め
前
記
の
と
お
り
種
々
努
力
し
た
こ
と
、

被
告
人
が
し
た
右
通
知
行
為
は
、
同
児
が
ま
も
な
く
通
行
人
に
発
見
、
救
出
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
通
話
の
重
複
な
ど
の
た
め
効
果
を
あ
げ
得
な
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か
っ
た
が
、
通
行
人
に
よ
る
救
出
と
い
う
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
解
放
場
所
の
位
置
及
び
状
況
並
び
に
被
告
人
の
右
努

力
の
内
容
な
ど
に
照
ら
す
と
、
同
児
は
そ
の
肉
親
及
び
警
察
官
な
ど
に
よ
っ
て
こ
れ
ほ
ど
長
い
時
間
の
経
過
を
ま
た
ず
に
救
出
さ
れ
得
た
と
認

め
ら
れ
、
そ
の
問
、
危
険
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
短
時
間
内
に
同
児
が
具
体
的
か
っ
実
質
的
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
実
際
上
の
可
能

性
は
は
な
は
だ
僅
少
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
な
ど
か
ら
、
被
告
人
の
解
放
行
為
は
刑
法
二
二
八
条
ノ
二
の
要
件
を
充
た
す
に
足
り
る
も

の
と
し
た
。

四

検

討

川
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
わ
る
諸
事

量刑基準に関する一試論 (3) 

由
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
①
〔
捜
査
・
処
罰
の
容
易
化
、
犯
罪
の
実
害
防
止
と
い
っ
た
〕
刑
事
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
と
す
る
見

解
と
、
②
基
本
的
に
は
①
に
依
拠
し
つ
つ
も
川
違
法
性
の
減
少
川
責
任
の
減
少
川
違
法
性
お
よ
び
責
任
の
減
少
を
認
め
る
見
解
に
分
か
れ
る
。

自
首
に
つ
い
て
は
①
お
よ
び
②
川
の
立
場
(
但
し
自
首
の
特
例
に
つ
い
て
は
①
の
み
)
、
自
白
に
つ
い
て
は
①
・
②

ω・
②
刷
の
立
場
が
、

解
放
減
軽
に
つ
い
て
は
①
・
②

ω・
②
川
・
②
川
仰
の
立
場
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
例
え
ば
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
本
質
を
め
ぐ
る
政
策
説
と
法
律
説
の
場
合
ほ
ど
厳
し
い
対
立
状
況
が
あ
る
と
は

言
え
な
い
。
右
に
見
た
②
の
諸
見
解
も
、
「
違
法
減
少
説
」
「
責
任
減
少
説
」
と
い
っ
た
固
有
の
立
場
を
採
用
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
基
本
的
に
は
①
に
依
拠
し
つ
つ
、
併
列
的
に
違
法
・
責
任
減
少
を
加
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

諸
規
定
が
そ
の
沿
革
・
成
立
過
程
に
お
い
て
強
い
政
策
的
必
要
性
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
中
止
未
遂
の

場
合
と
は
異
な
っ
て
、
既
遂
後
の
事
情
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
既
述
の
ご
と
く
、
中
止
未
遂
に
つ
い
て

は
責
任
減
少
説
を
支
持
す
る
立
場
が
、
こ
こ
で
は
専
ら
①
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
現
わ
れ
と
言
え
る
。

間
従
っ
て
、
検
討
す
べ
き
な
の
は
、
第
一
に
①
の
主
張
す
る
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
と
す
る
見
解
が
基
本
的
に
妥
当
か
ど
う
か
で
あ
り
、
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説

第
二
に
②
の
諸
見
解
の
よ
う
に
①
の
考
え
方
に
さ
ら
に
違
法
・
責
任
減
少
と
い
う
理
由
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ま
ず
、

第
一
の
点
か
ら
考
察
し
よ
う
。

論

本
稿
は
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
わ
る
諸
規
定
の
理
解
と
し
て
、
基
本
的
に
①
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
と

解
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
は
、
「
官
ニ
発
覚
セ
サ
ル
前
」
(
四
二
条
一
・
二
項
、
九
三
条
但
書
)
・
「
暴
動
ニ
至
ラ
サ
ル
前
」
(
八

O
条
)
・

「
裁
判
確
定
前
又
ハ
処
分
前
」
(
一
七

0
・
一
七
一
・
一
七
三
条
)
・
「
公
訴
ノ
提
起
前
」
(
二
二
八
条
三
乙
・
「
実
行
ノ
着
手
前
」
(
二
二
八
条

ノ
三
但
書
)

と
い
う
時
間
的
制
限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

か
よ
う
な
時
点
よ
り
以
前
に
自
首
・
自
白
・
解
放
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
政
策
的
考
膚

の
内
容
は
、
自
首
に
お
い
て
は
捜
査
・
処
罰
の
容
易
化
、
自
首
の
特
例
お
よ
び
自
白
に
お
い
て
は
実
害
の
発
生
防
止
、
解
放
減
軽
に
お
い
て

は
被
拐
取
者
の
生
命
の
安
全
の
確
保
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
よ
り
重
大
な
法
益
侵
害
へ
と
至
る
前
に
行
為
者
に
後
退
の
途
を
開
い
て
お
く

(
引
)

一
般
予
防
的
考
慮
に
つ
な
が
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
意
味
で
、

こ
れ
に
対
し
、
②
の
諸
見
解
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
け
る
諸
事
情
が
明
ら
か
に
犯
罪
後

の
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
よ
う
な
事
後
行
為
に
よ
っ
て
違
法
・
責
任
が
減
少
す
る
と
い
う
論
理
を
採
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

当
該
犯
罪
の
終
了
に
よ
り
確
定
す
る
は
ず
の
違
法
性
・
有
責
性
を
、
犯
罪
後
の
事
情
に
よ
っ
て
も
判
断
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
行
為
(
責

任
)
主
義
、

ひ
い
て
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
既
に
見
た
学
説
の
中
に
は
「
広
義
の
責
任
」
と

(
印
刷
)

い
っ
た
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
述
べ
た
難
点
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
解
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
の

犯
罪
論
上
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
学
の
基
本
原
則
と
の
抵
触
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
は
疑
問
が
あ
る
。
少
く
と

(
臼
)

も
、
そ
の
実
体
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
概
念
に
よ
る
説
明
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
①
の
見
解
に
、

さ
ら
に
②
の
主
張
す
る
違
法
・
責
任
減
少
と
い
う
論
理
を
付
加
し
て
理
解
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
と
言
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
①
の
見
解
を
妥
当
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
判
断
構
造
に
つ
い
て
次

の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
当
該
行
為
者
が
、
各
々
の
規
定
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
|
|
自
首
・
自
白
・
解
放
行
為
と
い
う
|
|
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、

一
般
予
防
的
考
慮
に
よ
り
、
「
処
罰
の
寛
大
化
」
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
行
っ
た
犯
罪
行
為

に
対
す
る
刑
罰
の
減
軽
・
免
除
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

同
①
の
見
解
を
採
用
す
る
場
合
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

首
・
自
由
な
ど
を
「
必
要
的
」
な
「
免
除
」
事
由
と
し
て
規
定
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
解
さ
れ
る
の
に
、
実
際
に
は
任
意
的
な
事
由
・
減
軽

一
般
予
防
と
い
う
刑
事
政
策
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
自

に
と
ど
ま
る
事
由
も
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
量
刑
に
お
け
る
「
処
断
刑
形
成
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
山
田
)

本
稿
で
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
量
刑
が
立
法
者
と
裁
判
官
に
よ
る
「
協
同
作
業
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
上
の
加
重
・
減
軽
事

(
白
山
)

由
は
、
い
わ
ば
「
法
定
の
量
刑
事
情
」
で
あ
る
。
量
刑
事
情
が
予
め
「
法
定
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
自
身
に
対
し
て
は
「
当
該
事

(
凶
山
)

項
の
重
大
性
」
が
知
ら
さ
れ
、
裁
判
官
に
と
っ
て
は
|
|
特
定
の
重
要
な
事
情
を
予
め
一
括
し
て
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て

l
1
法
定

量刑基準に関する一試論 (3) 

刑
か
ら
事
案
を
全
体
的
・
直
観
的
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
法
定
刑
の
幅
を
さ
ら
に
枠
づ
け
、
合
理
的
・
分
析
的
判
断
を
先
行
さ
せ
る
こ

(
灯
)

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

処
断
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
関
わ
る
諸
事
由
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
が
|
|
犯
罪
の
重
大
性

な
ど
か
ら
|
|
一
般
予
防
的
考
慮
を
特
に
重
視
し
て
い
る
と
き
に
は
、
「
任
意
的
」
事
由
よ
り
も
「
必
要
的
」
事
由
が
、

ま
た
「
減
軽
」
事
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由
よ
り
も
「
免
除
」
事
由
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
任
意
的
L

事
由
や
「
減
軽
」
「
減
免
」
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と

き
に
は
、
法
は
|
|
予
め
「
法
定
」
し
て
お
く
こ
と
に
よ
る
|
|
一
般
予
防
的
考
慮
を
重
視
し
つ
つ
も
、

な
お
裁
判
官
に
対
し
て
当
該
「
事

後
行
為
」

(
H
「
犯
罪
後
の
態
度
」
)
に
お
け
る
具
体
的
事
情
を
判
断
し
て
こ
れ
ら
の
事
由
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



説

す
な
わ
ち
裁
判
官
は
⑦
ま
ず
当
該
行
為
が
各
々
の
事
由
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

l
l
一
般
予
防
目
的
が
客
観
的
に
達

官
憲
未
発
覚
の
と
き
に
、
自
ら
進
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
、

(
四
国
)

に
応
じ
て
減
軽
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

か
否
か
、
減
軽
に
す
る
か
免
除
に
す
る
か
な
ど
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
四
二
条
一
項
の
自
首
に
つ
い
て
は
⑦
当
該
・
申
告
行
為
が
、

そ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
自
首
は
成
立
し
⑦
次
に
具
体
的
事
情
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成
さ
れ
て
い
る
か
1

1
を
検
討
し
、
@
そ
の
う
え
で
当
該
事
由
が
「
任
意
的
」
で
あ
っ
た
り
「
減
免
」
規
定
で
あ
る
と
き
に
は
、
減
軽
す
る

E命

右
の
判
断
構
造
に
お
け
る
⑦
の
部
分
は
、
当
該
「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
法
の
掲
げ
る
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
一
般
的
・

類
型
的
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
、
③
の
部
分
は
、
「
犯
罪
後
の
態
度
」
に
内
在
す
る
諸
事
情
に
応
じ
て
刑
種
の
選
択
も
含
め
て
減
免
の
可
否

を
決
定
す
る
と
い
う
具
体
的
・
個
別
的
判
断
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
⑦
の
部
分
は
、
次
に
検
討
す
る
「
宣
告
刑
形
成
過
程
」
に
お

け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
判
断
構
造
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

削
こ
れ
ま
で
、
自
首
・
自
白
・
解
放
減
軽
規
定
の
本
質
に
関
す
る
学
説
の
対
立
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
断
刑
形
成
過
程
に

(ω) 

の
判
断
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
「
法
定
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
一
般

予
防
目
的
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
実
際
に
各
々
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
と
き
に
は
、

一
般
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
刑
の
減
免

と
い
う
「
処
罰
の
寛
大
化
」
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
法
は
さ
ら
に
減
免
の
可
否
な
い
し
選
択
を
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
て
い

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
判
断
構
造
が
当
て
は
ま
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
宣
告
刑
形
成
過
程
に
お
け
る
「
犯
罪
後
の
態
度
」

の
判
断
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
日
)
な
お
、
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
3
)
四
三
九
頁
〔
田
宮
執
筆
〕
、
大
原
・
前
掲
論
文
(
注
目
品
)
八
七
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
高
橋
・
前
掲
論

文
(
注
6
)
二
八
頁
以
下
は
、
こ
れ
ら
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
を
「
損
害
回
復
的
行
為
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
「
現
実
的
な
損
害
回
復
」



量刑基準に関する一試論 (3) 

と
「
象
徴
的
な
損
害
回
復
」
と
に
分
類
で
き
る
と
同
時
に
、
「
予
防
的
な
損
害
回
復
」
と
「
補
償
的
な
損
害
回
復
」
と
に
分
類
で
き
る
と
主
張
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
内
乱
予
備
の
自
首
は
「
現
実
的
」
で
「
予
防
的
」
な
損
害
回
復
で
あ
り
、
解
放
減
軽
は
「
現
実
的
」
で
「
補
償
的
」
な
損
害

回
復
で
あ
り
、
一
般
的
な
自
首
は
「
象
徴
的
」
で
「
予
防
的
」
ま
た
は
「
補
償
的
」
な
損
害
回
復
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
位
)
例
え
ば
団
藤
(
編
)
・
前
掲
書
(
注
3
)
四
三
八
四
三
九
頁
〔
田
宮
執
筆
〕
参
照
。

(
臼
)
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
本
稿
第
三
章
第
五
節
一
に
お
い
て
批
判
し
た
、
犯
罪
論
上
の
「
責
任
」
と
量
刑
論
上
の
「
責
任
」
と
を
別
異
に
理
解

す
る
立
場
と
親
近
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
本
稿
第
四
章
第
五
節
参
照
。

(
倒
)
本
稿
第
二
章
第
一
節
一
参
照
。

(
出
)
井
田
良
「
故
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び
『
個
数
』
の
特
定
に
関
す
る
一
考
察
(
四
・
定
)
」
法
学
研
究
五
八
巻
二
一
号
(
昭
和
六
O
年
)

五
四
頁
。

(
侃
)
吉
岡
一
男
「
累
犯
と
常
習
犯
」
中
山
研
一

H
西
原
春
夫
H
藤
木
英
雄
H
宮
津
浩
一
(
編
)
『
現
代
刑
法
講
座
・
第
三
巻
』
(
昭
和
五
四
年
)
三

二
頁
。

(
訂
)
井
田
・
前
掲
論
文
(
注
臼
)
五
四
頁
参
加
…
。

(
槌
)
既
に
見
た
最
高
裁
昭
和
六

O
年
決
定
も
、
か
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
特
別
刑
法
に
お
い
て
は
、
自
首
を

①
必
要
的
免
除
事
由
と
す
る
も
の
(
爆
発
物
取
締
罰
則
一
一
条
)
②
必
要
的
減
免
事
由
と
す
る
も
の
(
破
壊
活
動
防
止
法
三
八
条
三
項
な
ど
)

③
必
要
的
減
軽
事
由
と
す
る
も
の
(
流
通
食
品
へ
の
毒
物
の
混
入
等
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
九
条
四
項
)
④
任
意
的
減
免
事
由
と
す

る
も
の
(
土
地
改
良
法
一
四
一
条
二
項
、
破
産
法
三
八
一
条
二
項
な
ど
)
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
本
文
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

(
印
)
な
お
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お
け
る
類
似
の
規
定
と
し
て
、
内
乱
企
図
の
予
備
罪
に
お
け
る
中
止
行
為
(
八
三
条

a
・
任
意
的
滅
免
)
、
偽
証
罪

に
お
け
る
陳
述
の
訂
正
(
一
五
八
条
一
項
・
任
意
的
減
免
)
、
過
失
偽
証
罪
に
お
け
る
陳
述
の
訂
正
(
一
六
三
条
二
項
・
不
処
罰
)
、
恐
喝
的
人

身
奪
取
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
返
還
(
二
三
九
条

a
三
項
・
任
意
的
減
軽
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
「
有
効
な
悔
悟
〔
行
為
に

よ
る
悔
悟
〕
会
主
岡
市

F
5
)
」
な
い
し
は
「
既
遂
後
の
中
止
」
(
宮
内
宮
ユ
ロ

g
ヨ
5
5
E
2
2
0巾
-E)
」
に
つ
い
て
は
、
〈
同

--t司王
『
広
島

F
E
P

ω円『担問『市内
F
g
d司広帥巾ロ印円四回白吉田円
F
巾富市門
F
O
門出宵ロロ
ι
ω
u
a門巾冒
E
c
r
u
2
島内「円、巾『『巾〈。邑日門『田町
σ何
時
『
巾
宮
島
巾
ロ
=
ロ
己
的
円
『
民
自
己
巳
巾
『
口
己
巾
ロ
叶

M

伊丹内吋〈巾『『色丹市戸

]

I

句、コ
yω
・。
Hω
『
円
一
寸

F
O
目
白
回
国
三
巾
ロ
rMWBHY
玄
D悶
-
R
F
r
z丹
市
ロ
巳
巾
『
何
「
垣
市
再
巾
『
巴
口
問

ι巾∞-ロ∞巴門口目

ι巾『、『
M

淳
一
四
市
口
同
州
市
巴
巾
・
吉
田
包
ロ
N

∞円
F
D円宮(『『回開
-Y
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1988， S. 140ff.;' Adolf Sch凸nke=Horst Schroder= Albin Eser， Strafgesetzbuch， Kommentar， 24. Aufl.， 1991， ~24 Rn. 116f.; 

Rudiger Schafer， Die Privilegierung des “freiwillig.positiven" Verhaltens des Delinquenten nach formell vollendeter Straftat， 
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Untersuchungen uber die Grundsatze der Strafzumessung (3) 

一ーinsbeωnderezum "Verhalten nach der Tat“als Strafzumessungstatsache-

Y uj i SHIROSHIT A・

~ 1 Fragestell ung 

~2 Einleitung 

1. Grundbegriffe in der Strafzumessungslehre 

n. Die Strafzumessungsregeln in auslandischen Strafrechten 

皿.Die Rechtsprechung 

~3 Strafzumessungsgrund als Sollen 

1. Vorbemerkung 

一一Zusammenhangvon Straftheorie und Strafzumessungsgrund-

n. Die Straftheorie in Japan und der Strafzumessungsgrund 

皿.Die Strafrechtsreform in Japan und der Strafzumessungsgrund 

(soweit im 4. Heft des 43. 8ands) 

町.Die Strafzumessungslehre in 8RD 

(soweit im 5. Heft des 43. 8ands) 

V. "Schuld“und "Pravention“in der Strafzumessung 

1. Das Schuldprinzip in der Strafzumessung 

2. Die Pravention in der Strafzumessung 

3. Fazit 

~4 Strafzumessungstatsache als Sollen 

一一一 insbesonderezum "Verhalten nach der Tat“ 

1. Vorbemerkung 

n . Das "Verhalten nach der Tat“in der gesetzlichen Strafbemessung 

1. Die Selbstanzeige 

2. Das Gestandnis 

.a. o. Professor an der juristischen Fakultat der Sapporo Gakuin Universitat. Dr. 

JUr. 
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3. Die Freilassung des Opfers 

4. Zwischenergebnis (in diesem Heft) 

皿.Das .. Verhalten nach der Tat“in der richterlichen Strafzumessung 

~5 Zusammenfassung 
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