
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
ー
予
防
刑
論
に
対
す
る
反
省

ニ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
応
報
刑
論

日
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
（
ハ
ー
シ
ュ
）
と
ヘ
ル
ン
レ
の
応
報
刑
論

□

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
規
範
的
な
応
報
刑
論

曰
ャ
コ
ブ
ス
学
派
の
規
範
的
な
応
報
刑
論

四
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
相
違

三
規
範
的
な
応
報
刑
論
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
課
題

日
「
犯
罪
に
規
範
的
（
価
値
的
）
に
相
応
す
る
刑
罰
」
の
意
義

ロ
「
苦
痛
（
害
悪
）
の
賦
課
」
と
し
て
の
刑
罰
？

口
他
の
刑
罰
目
的
と
の
関
係

士
口
五
口

条―-＝日

四
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島

最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
展
開

九
五
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最
近
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
、
刑
罰
の
基
礎
付
け
に
関
し
て
応
報
刑
論
を
積
極
的
に
再
評
価
す
る
立
場
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
さ

に
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
が
絶
対
的
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
予
防
刑
論

（
目
的
刑
論
）
が
内
包
す
る
、
刑
罰
の
正
当
化
理
論
と
し
て
の
弱
点
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
従
来
か
ら
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
刑
罰
の
犯
罪
予
防
効
果
に
着
目
す
る
予
防
刑
論
は
、
伝
統
的
な
応
報
刑
論
が
正
義
の
実
現

と
い
う
抽
象
的
で
形
而
上
学
的
な
論
拠
を
持
ち
出
し
て
く
る
の
に
対
し
て
、
刑
法
が
果
た
す
べ
き
法
益
保
護
の
任
務
に
合
致
す
る
も
の
と

し
て
、
「
今
日
に
お
い
て
主
張
可
能
な
刑
罰
理
論
の
出
発
点
」
で
あ
る
と
の
評
価
さ
え
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
罰
が
犯

罪
予
防
を
目
的
と
し
て
追
及
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
な
る
の
で
正
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
形
而
上
学

的
な
正
義
の
理
念
の
実
現
を
刑
罰
と
い
う
国
家
制
度
が
図
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
自
由
で
平
和
な
人
間
の
共
同
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
に

(
3
)
 

限
定
さ
れ
る
べ
き
現
代
の
国
家
の
任
務
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
肯
定
的
に
解
さ
れ
て
き
た
予
防
刑
論
に
対
し
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
理
論
的
な
弱
点
が
そ
こ
に
あ
る
と

明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
確
か
に
、
以
前
か
ら
も
、
予
防
刑
論
が
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
根
幹
に
置
く

「
予
防
の
効
果
」
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
本
当
に
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
経
験
的
に
検
証
で
き
な
い
と
い
う
弱
点
は
意
識
さ
れ
て
い

(
4
)
 

た
。
予
防
刑
論
は
、
応
報
刑
論
が
現
実
世
界
か
ら
遊
離
し
た
、
正
義
の
実
現
と
い
う
形
而
上
学
的
な
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
批

判
し
、
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
正
当
化
理
論
と
し
て
の
自
己
の
特
色
を
現
実
の
社
会
に
お
け
る
犯
罪
予
防
効
果
に
見
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、

(
5
)
 

経
験
的
に
証
明
可
能
な
成
果
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
成
果
を
示
す
こ
と
が
で

応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
—
予
防
刑
論
に
対
す
る
反
省

九
六
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

て
は
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
同
理
論
は
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
消
極
的
一
般
予
防
、

現
に
あ
る
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
が
批
判
に
結
び
付
く
こ
と
も
あ
っ
だ
。

九
七

つ
ま
り
威
嚇
予
防
の
「
威
嚇
」
と
い
う
表

し
か
し
、
予
防
刑
論
全
般
に
対
す
る
批
判
と
し
て
最
大
の
も
の
は
、
同
理
論
が
、
刑
罰
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
で
あ
る
犯
罪
予
防

効
果
に
着
目
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
効
果
の
最
適
化
に
相
応
し
い
刑
罰
量
の
科
刑
を
端
的
に
許
容
し
、
犯
罪
の
大
き
さ
と
不
均
衡
な
刑
罰
量

(
8
)
 

さ
え
も
理
論
上
肯
定
す
る
こ
と
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
批
判
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
刑
罰
が
犯
罪
に
対
す
る
反

作
用
と
し
て
の
制
裁
で
あ
る
限
り
、
そ
の
刑
罰
の
前
提
に
あ
る
、
つ
ま
り
、
反
作
用
の
根
拠
で
あ
る
犯
罪
と
の
関
係
性
を
等
閑
視
し
た
ま

ま
刑
罰
制
度
の
正
当
化
を
論
じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
予
防
刑
論
は
刑
罰
の
効
果
に
着
目
す
る
ば
か
り
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
刑
罰
の
正
当
化
問
題
に
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
刑
罰
と
犯
罪
の
関
係
性
を
配
慮
す
る
契
機
を
理
論
上
有
し
て
い
な
い
。
刑
罰

の
正
当
化
根
拠
を
現
実
の
社
会
に
お
け
る
犯
罪
予
防
効
果
に
だ
け
見
出
す
予
防
刑
論
か
ら
す
る
と
、
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
は
、
確
か
に
、

刑
罰
賦
課
の
前
提
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
く
ま
で
単
に
事
実
上
の
前
提
と
さ
れ
る
に
留
ま
る
だ
け
で
あ

(9) 

り
、
刑
罰
賦
課
の
法
的
な
根
拠
と
は
決
し
て
見
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
予
防
刑
論
に
見
ら
れ
る
理
論
上
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
ロ
ク
シ
ン
の
よ
う
に
応
報
思
想
の

根
幹
に
あ
る
責
任
主
義
の
観
点
を
刑
罰
量
に
対
す
る
外
在
的
な
制
限
枠
と
し
て
持
ち
込
み
、
犯
罪
の
大
き
さ
に
見
合
っ
た
刑
罰
の
量
を
維

(10) 

持
し
よ
う
と
す
る
論
者
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
予
防
刑
論
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
本
来
否
定
さ
れ
る

(11) 

は
ず
の
応
報
の
観
点
を
便
宜
的
に
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
、
統
一
的
な
視
点
か
ら
理
論
的
に
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ

も
そ
も
応
報
の
観
点
に
、
便
宜
的
な
か
た
ち
で
刑
罰
量
を
制
限
す
る
消
極
的
な
機
能
だ
け
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
応
報
思
想
の
内
容
そ

(12) 

の
も
の
を
見
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
刑
罰
の
正
当
化
を
積
極
的
に
担
う
役
割
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
ド
イ
ツ
に
お
い
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更
に
最
近
で
は
、
威
嚇
予
防
に
比
べ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
さ
れ
、
比
較
的
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
積
極
的
一

般
予
防
や
再
社
会
化
を
念
頭
に
お
く
積
極
的
特
別
予
防
を
重
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

積
極
的
一
般
予
防
と
は
、
犯
罪
者
の
処
罰
を
通
じ
て
、
社
会
に
い
る
一
般
人
の
規
範
意
識
乃
至
は
規
範
へ
の
個
頼
を
覚
醒
・
強
化
さ
せ
る
、

い
わ
ば
社
会
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
積
極
的
一
般
予
防
と

は
、
実
は
威
嚇
が
説
得
の
か
た
ち
に
姿
を
変
え
た
だ
け
で
、
犯
罪
者
の
処
罰
を
通
じ
て
一
般
人
に
対
し
て
犯
罪
に
出
な
い
よ
う
に
感
銘
を

(13) 

与
え
る
と
い
う
介
入
的
な
モ
メ
ン
●
は
い
ま
だ
あ
り
、
一
般
人
の
規
範
へ
の
信
頼
を
高
め
る
た
め
に
当
該
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
、
つ
ま
り
、

当
該
犯
罪
者
を
杜
会
教
育
と
い
う
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
う
点
に
お
い
て
、
実
は
威
嚇
予
防
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る

と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
か
。
ま
た
、
仮
に
、
積
極
的
一
般
予
防
に
お
け
る
犯
罪
者
の
処
罰
を
通
じ
た
規
範
意
識
の
覚
醒
・
強
化
を
、
刑

罰
が
追
求
す
べ
き
効
果
で
は
な
く
、
事
実
上
一
般
人
が
そ
の
よ
う
な
刑
罰
の
行
使
を
受
け
入
れ
、
法
秩
序
へ
の
信
頼
を
自
発
的
に
滋
養
す

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
も
は
や
刑
罰
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
規
範
的
な
正
当
化

の
論
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
社
会
に
お
け
る
事
実
上
の
刑
罰
の
機
能
を
単
に
外
部
の
視
点
か
ら
記
述
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

(15) 

こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
積
極
的
特
別
予
防
に
対
し
て
は
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
を
助
け
る
と
い
う
人
道
主
義
的
な
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
も
そ
も
強
制
的
な
刑
罰
の
効
果
と
し
て
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
、
受
刑
者

の
拒
絶
を
許
さ
な
い
強
制
の
モ
メ
ン
ト
と
結
び
付
く
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
犯
罪
者
個
人
の
利
益
で
は
な
く
、
む
し
ろ
犯

罪
者
を
改
善
さ
せ
て
社
会
復
帰
後
は
犯
罪
を
行
わ
な
い
よ
う
な
人
間
に
変
え
る
と
い
う
社
会
の
側
の
公
の
利
益
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る

(16) 

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
予
防
刑
論
に
対
す
る
反
省
が
強
ま
っ
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
、
応
報
刑
論
の
再
評
価
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に

九
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

日
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ

（
ハ
ー
シ
ュ
）
と
ヘ
ル
ン
レ
の
応
報
刑
論

ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
応
報
刑
論

九
九

な
っ
た
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
が
、
た
だ
同
時
に
、
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
積
極
的
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
同
理
論
に
対
し
て

従
来
な
さ
れ
て
き
た
否
定
的
評
価
を
払
拭
す
る
だ
け
の
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
理
論
的
な
再
構
成
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
応
報
刑
論
の
多
く
は
、
か
つ
て
の
応
報
思
想
を
見
直
し
、
も
は
や
抽
象
的
な
正
義

の
実
現
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
自
律
性
や
自
由
の
保
障
の
達
成
を
刑
罰
の
目
的
と
し
な
が
ら
、
従
来
の
予
防
刑
論
の
観
点
を
も

一
定
の
範
囲
で
理
論
的
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
応
報
刑
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
い
ま
だ
十
分
に
は
解
明

さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
挙
げ
る
べ
き
な
の
が
、
応
報
思
想
を
人
間
社
会
の
道
徳
に
関
す
る
集
合
的
確
信
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
フ
ォ

(17) 

ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
と
ヘ
ル
ン
レ
の
見
解
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
法
的
に
是
認
さ
れ
な
い
行
為
に

対
し
て
非
難

(
T
a
d
e
l
)

を
伴
っ
て
科
さ
れ
る
よ
う
な
制
裁
、

(18) 

る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
か
ら
す
る
と
、
人
が
自
由
で
道
徳
的
な
自
己
決
定
を
な
し
得
る
人
格
(
P
e
r
s
o
n
)
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
人
が
他
者
に
対
し
て
害
を
加
え
た
場
合
、
非
是
認

(
M
i
s
s
b
i
l
l
i
g
u
n
g
)

の
判
断
を
伝
達
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
非
難
を
受
け
る
こ

と
が
そ
れ
と
当
然
に
結
び
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
犯
罪
者
の
是
認
さ
れ
な
い
行
為
に
対
し
て
、
非
難
を
向
け
る
こ
と
な

つ
ま
り
、
非
難
に
見
合
っ
た
応
報
刑
こ
そ
が
道
徳
的
に
正
当
な
も
の
で
あ
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以
上
の
よ
う
に
、

て、 化
的
な
慣
習

(
G
e
b
r
a
u
c
h
e
)

に
基
づ
か
せ
て
い
る
。

し
な
が
ら
も
、
害
悪
の
賦
課
の
根
拠
付
け
を
刑
罰
の

く
、
威
嚇
や
改
善
で
対
応
す
る
こ
と
は
猛
獣
に
対
す
る
取
り
扱
い
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
道
徳
的
な
能
力
を
有
す
る
存
在
で
あ

(19) 

る
人
格
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ら
え
る
こ
と

つ
ま
り
、

ヘ
ル
ン
レ
は
、

．

）

犯

罪

類

(pravent1onsres1stent 

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
の
考
え
に
基
本
的
に
賛
同

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
と
ヘ
ル
ン
レ
か
ら
す
る
と
、
刑
罰
は
、
犯
罪
者
を
自
由
な
人
格
と
し
て
見
な
す
と
い
う
道
徳
的
な

立
場
を
根
拠
と
し
た
、
非
難
と
し
て
の
「
非
是
認
の
判
断
表
明
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
説
明
だ
け
で
は
、
何
故

刑
罰
が
口
頭
に
よ
る
単
な
る
「
有
罪
の
宣
告
」
だ
け
に
尽
き
ず
、
実
際
上
、
執
行
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
受
刑
者
に
害
悪
・
苦
痛
を
与

（

h
臼
d
treatment) 
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
は
刑
罰
に
は
非

難
の
機
能
と
並
ん
で
、
二
次
的
に
（
威
嚇
）
予
防
的
な
機
能
が
あ
り
、
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
刑
罰
は
害
悪
の
賦
課
を
通
じ
た
か
た
ち
で

(20) 

非
是
認
の
判
断
表
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、

現
的
な
機
能

(die
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
 F
u
n
k
t
i
o
n
)
、

ヘ
ル
ン
レ
に
よ
れ
ば
、

（
威
嚇
）
予
防
の
機
能
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
相
対
的
に
軽
微
な
一
定

の
犯
罪
類
型
に
妥
当
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
殺
人
や
性
犯
罪
の
よ
う
な
予
防
に
対
し
て
耐
性
が
あ
る

(21) 

型
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

ヘ
ル
ン
レ
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
に
関
す
る
害
悪
賦
課
の
根
拠
付
け
を
社
会
文

一
定
の
価
値
判
断
を
真
摯
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
目
に
見
え

る
か
た
ち
で
補
完
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
慣
習
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
刑
罰
の
表

つ
ま
り
、
非
難
と
し
て
の
非
是
認
の
判
断
表
明
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ

一
定
の
重
大
な
犯
罪
類
型
に
対
し
て
、
刑
罰
は
具
体
的
に
執
行
さ
れ
、
し
か
も
害
悪
の
賦
課
と
結
合
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
く
ま
で
社
会
文
化
的
な
慣
習
こ
そ
が
そ
の
根
拠
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
し
ま
う
と
、
刑
罰
の
表

(22) 

現
的
な
機
能
も
う
ま
く
働
か
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
と
ヘ
ル
ン
レ
は
応
報
刑
論
の
正
当
性
を
根
拠
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
、
や
は

1
0
0
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勺
こ
カ
ン
ト
、

占
U
~

フ
ィ
ヒ
テ
、

1
0
 

い
わ
ゆ
る
社
会
契
約
論
を
通
じ
て
国
家
の
段
階
へ
と
拡
張
さ
れ
、

り
一
定
の
道
徳
的
な
立
場
に
関
す
る
、
人
間
社
会
の
集
合
的
な
確
信
に
基
づ
か
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
集
合
的
な

確
信
（
慣
習
）
と
い
う
経
験
的
な
事
実
上
の
論
拠
か
ら
、
人
間
社
会
に
お
い
て
は
非
難
と
し
て
の
非
是
認
の
判
断
表
明
の
伝
達
こ
そ
が
、

自
由
な
人
格
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
名
に
値
す
る
と
主
張
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
確
か
に
応
報
刑
論
の
正
当
性
を
、
人
間
の
自
由
を

保
障
す
る
立
場
に
関
連
付
け
よ
う
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
規
範
的
に
根
拠
付
け
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
罰
に

お
け
る
害
悪
賦
課
の
根
拠
付
け
に
関
し
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
と
ヘ
ル
ン
レ
は
、
刑
罰
が
有
す
る
予
防
の
機
能
乃
至

は
社
会
的
な
慣
習
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
正
当
性
を
論
証
す
る
こ
と
な
く
、
害
悪
賦
課
の
根
拠
付
け
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
や
は
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
彼
ら
の
立
場
は
刑
罰
の
規
範
的
な
正
当
化
理
論
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
よ
り
規
範
的
に
、
刑
罰
の
役
割
を
「
規
範
妥
当
の
回
復
」
と
捉
え
な
が
ら
応
報
刑
論
の
根
拠
付
け
を
試
み
る
立
場
を
見
て
み
よ

エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
マ
デ
ウ
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
そ
の
弟
子
達
（
ケ
ー
ラ
ー
、

ツ
ァ
ツ
ィ
ッ
ク
、

カ
ー

ロ
、
ク
レ
シ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
等
）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
り
、
各
人
の
間
に
重
点
の
置
き
所
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
基
本

ヘ
ー
ゲ
ル
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
法
哲
学
の
立
場
に
依
拠
し
な
が
ら
、
人
間
の
自
由
・
自
律
性
の
保

障
を
（
刑
）
法
の
課
題
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
応
報
刑
論
の
現
代
的
な
再
評
価
を
行
っ
て
い
る
学
派
で
あ
る
。
彼
ら
の
刑
罰
論

(23) 

に
関
す
る
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
各
人
が
現
実
の
社
会
に
お
い
て
自
己
の
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他

者
と
の
間
で
相
互
的
に
相
手
を
自
由
な
人
格
と
し
て
認
め
合
う
相
互
承
認
関
係
を
形
成
し
、
互
い
の
自
由
な
領
域
と
い
う
も
の
を
尊
重
し

(24) 

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
相
互
的
な
承
認
関
係
は
、

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
応
報
刑
論
と
は
、

口
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
規
範
的
な
応
報
刑
論

゜
、つ
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(25) 

国
家
的
な
法
秩
序
に
お
い
て
普
遍
的
な
効
力
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
と
は
、
他
者
の
自
由
な
領
域
の
侵
害
を
通
じ
た
相
互
的

な
承
認
関
係
の
破
壊
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
関
係
を
保
障
し
て
い
る
法
秩
序
の
効
力
の
否
定
で
も
あ
る
。
刑
罰
は
、
こ
の
よ
う
に
犯
罪
に

よ
っ
て
侵
害
・
否
定
さ
れ
た
、
相
互
承
認
関
係
を
普
遍
的
に
保
障
し
て
い
る
法
秩
序
の
効
力
を
回
復
（
こ
の
回
復
は
、
被
害
者
を
含
む
各

人
に
認
め
ら
れ
る
自
由
の
領
域
の
保
障
の
回
復
で
も
あ
る
）
す
る
た
め
に
犯
罪
者
に
対
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
程
度
は
、
犯

罪
を
通
じ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
被
害
者
の
自
由
の
領
域
の
侵
害
の
程
度
」
並
び
に
「
法
秩
序
の
普
遍
的
な
効
力
の
否
定
の
程
度
」
に
価

値
的
に
相
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
刑
罰
は
普
遍
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
、
不
当
に
自
己

(26) 

の
自
由
を
拡
張
し
て
し
ま
っ
た
犯
罪
者
に
対
す
る
「
自
由
の
制
限
」
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
る
、
つ
ま
り
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
理
解
に
お
け
る
刑
罰
と
は
、
犯
罪
の
程
度
に
価
値
的
に
相
応
す
る
「
自
由
の
制
限
」
と
し
て
の
応
報

刑
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
を
保
障
す
る
法
秩
序
の
普
遍
的
な
効
力
を
回
復
す
る
た
め
に
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
範
の
効
力

の
回
復
を
念
頭
に
置
い
た
規
範
的
な
応
報
刑
論
で
あ
る
。
刑
罰
を
通
じ
て
、
自
由
を
普
遍
的
に
保
障
す
る
法
秩
序
の
効
力
が
回
復
さ
れ
れ

ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
各
人
に
認
め
ら
れ
る
外
的
な
自
由
の
領
域
も
再
び
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い

て
は
、
犯
罪
者
も
犯
罪
を
行
う
以
前
は
法
秩
序
の
構
成
者
の
一
人
と
し
て
理
性
的
で
自
由
な
人
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
刑
罰
を
法
概
念
と

し
て
根
拠
付
け
る
上
で
の
前
提
と
さ
れ
る
た
め
、
刑
罰
の
執
行
の
際
に
も
犯
罪
者
の

防
目
的
達
成
の
た
め
の
単
な
る
手
段
、
道
具
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
も
、

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
や
ヘ
ル
ン
レ
と
同
様
に
、
犯
罪
者
を
含
む
全
て
の
人
間
を
自
律
的
な
人
格
と
見
な

す
立
場
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
事
実
上
の
社
会
文
化
的
な
確
信
に
基
づ
く
立
場
な
ど
で
は
な
く
、
正
し
い
法
（
刑

法
も
法
の
―
つ
で
あ
る
）
を
構
想
す
る
際
に
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
、
経
験
的
な
根
拠
か
ら
離
れ
て
形
而
上
学
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
、
人

間
存
在
に
対
す
る
―
つ
の
哲
学
的
な
立
場
で
あ
る
。
即
ち
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
け
る
法
の
根
拠
付
け
は
人
間
の
自
由
・
自
律
性
を
出
発

（
生
得
的
な
）
人
格
性
が
配
慮
さ
れ
、
受
刑
者
を
予

1
0
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□

ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
規
範
的
な
応
報
刑
論

点
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
・
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
経
験
的
な
根
拠
と
は
無
関
係
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
け
る
法
の
根
拠
付
け
（
刑
法
の
根
拠
付
け
、

し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
普
遍
的
な
法
の
根
拠
付
け
を
行
う
た
め

に
、
そ
の
本
性
と
し
て
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
歴
史
的
・
文
化
的
な
要
因
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
形
而
上
学
的
な
立
場
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
法
は
、
現
実
の
社
会
に
お
け
る
実
定
法
秩
序
に
対
し
て
、
い
わ
ば
あ
る
べ
き
法

と
し
て
の
正
当
化
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
形
而
上
学
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
法
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
実
定
法
秩
序
に
対
し
て
正
当
化
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
常
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

内
容
も
、
決
し
て
現
実
社
会
か
ら
遊
離
し
た
空
理
空
論
な
ど
で
は
な
く
、
現
実
的
な
妥
当
性
を
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

(27) 

て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヤ
コ
ブ
ス
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
積
極
的
一
般
予
防
論
の
主
張
者
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
、
彼
の
刑
法
総
論
教
科
書
二
版
に
お
い
て
は
、
刑
罰
は
全
て
の
人
間
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
「
規
範
承
認
(
N
o
r
m
a
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
)
」

(28) 

の
習
熟

(Einiibung)

と
い
う
効
果
の
た
め
に
科
さ
れ
る
と
さ
れ
、
刑
罰
の
社
会
教
育
的
な
効
果
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在

(29) 

の
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
既
に
こ
の
よ
う
な
見
解
を
心
理
主
義
的
す
ぎ
る
と
し
て
後
退
さ
せ
、
刑
罰
の
意
義
を
犯
罪
者
に
よ
る
規
範
効
力
の
否
定

に
対
す
る
異
議
申
し
立
て

(
W
i
d
e
r
s
p
r
u
c
h
)

と
し
て
理
解
す
る
一
種
の
応
報
刑
論
を
主
張
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
彼
の
現
在
の
刑
罰

(30) 

論
の
内
容
を
、
主
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
刑
罰
論
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
、
論
稿
「
応
報
の
目
的
」
並
び
に
著
書
『
国
家
刑
罰
~

(31) 

意
義
と
目
的
」
を
中
心
に
し
な
が
ら
見
て
み
よ
う
。

1
0
三

つ
ま
り
、
刑
罰
論
を
も
含
む
）
が
現
実
社
会
か
ら
遊
離
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ヤ
コ
ブ
ス
の
法
秩
序
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
自
己
の
利
益
状
態
に
関
心
を
置
き
、
快
苦
の
枠
組
み

る
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

が
、
法
規
範
に
従
う
義
務
を
社
会
に
お
け
る
役
割
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
の
構
成
員
で

(32) 

あ
る
市
民
、
即
ち
、
権
利
と
義
務
の
担
い
手
で
あ
る
自
由
な
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

と
な
る
。
犯
罪
者
と
は
、
こ
の
人
格
で
あ
り
な
が
ら
法
規

範
の
効
力
を
無
視
し
て
、
独
自
の
法
則
（
行
動
基
準
）
か
ら
自
己
の
行
為
を
規
定
し
、
犯
罪
を
実
行
し
て
し
ま
う
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

い
わ
ば
犯
罪
は
「
法
規
範
は
自
分
に
は
妥
当
し
な
い
」
と
い
う
犯
罪
者
の
主
張
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
を
そ
の

(33) 

ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
法
規
範
の
効
力
が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
法
秩
序
は
、
法
規
範
の
効
力
が
い
ま
だ
妥
当
し
、

般
市
民
は
法
規
範
に
だ
け
従
っ
て
行
動
を
方
向
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
犯
罪
者
の
法
則
は
そ
の
よ
う
な
接
続
可
能
性

(Anschlussfiihigkeit)

が
欠
け
た
そ
れ
自
体
で
無
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
刑
罰
と
い
う
反
作
用
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

(34) 

な
い
と
ヤ
コ
ブ
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
」
の
§
九
七
か
ら
§
九
九
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
法
の
回
復

(die
W
i
e
d
e
r
h
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
)

を
目
指
す
応
報
刑

(35) 

は
法
の
概
念
の
論
理
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
刑
罰
の
意
義
を
犯
罪
者
に
よ
る
規
範
妥
当
の
否
認

に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
犯
罪
者
に
よ
っ
て
答
責
的
に
発
生
さ
せ
ら
れ
た
規
範
の
効
力
の
危
殆
化

を
相
殺
し
、

一
般
市
民
に
対
す
る
方
向
付
け
の
模
範
と
し
て
の
規
範
の
効
力
を
維
持
・
確
証
す
る
こ
と
が
刑
罰
の
任
務
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
規
範
の
効
カ
・
妥
当
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
々
の
市
民
が
規
範
へ
の
信
頼
や
法
に
対
す
る
忠
誠
的
な
心
情
を
強

(36) 

化
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
結
果
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
派
生
物

(Derivate)

で
し
か
な
い
と
し
、
か
つ
て
重
視
し
て
い
た
規
範

承
認
の
習
熟
と
い
う
社
会
教
育
的
な
刑
罰
効
呆
の
意
義
を
後
退
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
規
範
の
効
力
の
維
持
を
刑
罰
の
任
務
と
し
て
捉
え
る
が
、
更
に
こ
こ
か
ら
重
要
な
帰
結
を
導
き
出
す
。

(37) 

ヤ
コ
ブ
ス
は
、
法
の
規
範
的
効
力
は
そ
の
社
会
的
な
効
力
に
依
拠
す
る
と
い
う
ア
レ
ク
シ
ー
の
見
解
か
ら
特
に
影
響
を
受
け
、
法
秩
序
に

か
け
て
の
叙
述
を
参
考
に
し
な
が
ら
展
開
し
、

(
S
c
h
e
m
a
)

に
基
づ
い
て
活
動
す

1
0
四
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

1
0
五

お
け
る
規
範
が
、
犯
罪
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
殆
化
を
相
殺
さ
せ
、
市
民
に
対
す
る
方
向
付
け
の
効
力
を
現
実
的
に
維
持
す
る
た

め
に
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
が
規
範
的
に
確
証
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
認
知
的
な
補
強
(die
kognitive U
n
t
e
r
m
a
u
e
r
u
n
g
)
 

(38) 

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
刑
罰
に
よ
る
反
作
用
は
、
犯
罪
者
の
独
自
の
法
則
は
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て
接
続
不
可
能
で
あ
り
、
法
の
効
力
こ
そ
が
妥
当
し
続
け
る
と
単
に
宣
言
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
現
実
に
一
般
人
が
認
知
的

に
納
得
す
る
か
た
ち
で
犯
罪
者
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
剥
奪
さ
れ
、
更
に
は
、
刑
罰
を
通
じ
た
苦
痛

(Strafschmerz)

(39) 

が
賦
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
殺
人
者
は
相
手
を
殺
す
と
宣
言
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

実
際
に
相
手
を
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
刑
罰
を
通
じ
て
単
な
る
異
議
申
し
立
て
を
宣
言
す
る
だ
け
で
は
、
規
範
に

よ
る
方
向
付
け
の
効
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
刑
罰
の
働
き
も
、
客
観
化
の
度
合
い
が
釣
り
合
わ
な
い
た
め
に
一
般
人
か
ら
真
摯
な
も
の

(40) 

と
は
受
け
取
ら
れ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
規
範
の
効
力
は
現
実
の
社
会
に
お
い
て
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規

範
の
効
力
が
現
実
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、

一
般
人
が
規
範
の
効
力
を
真
摯
に
信
頼
で
き
、
自
分
は
犯
罪
被
害
者
に

な
る
こ
と
も
な
い
と
納
得
で
き
る
状
況
が
刑
罰
を
通
じ
て
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
「
行
為
者
の
役
割
に
お
い

(41) 

て
自
己
を
方
向
付
け
る
者
達

(die
sich 
in 
der Taterrolle 
Orientierende)
」
に
、
犯
罪
を
行
っ
た
ら
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
洞
察
ま
た
は

(42) 

恐
怖
心

(
A
n
g
s
t
)

を
生
じ
さ
せ
て
、
犯
罪
の
実
行
を
思
い
止
ま
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ヤ
コ
ブ
ス
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
恐
怖

心
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
威
嚇
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り
で
消
極
的
一
般
予
防
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

て
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
刑
罰
に
よ
る
規
範
の
効
力
の
現
実
的
な
維
持
の
た
め
に
は
認
知
的
な
補
強
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と

し
て
苦
痛
の
賦
課
を
伴
う
自
由
の
剥
奪
と
（
間
接
的
な
）
消
極
的
一
般
予
防
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
規
範
の
効
力
の
認

知
的
な
保
障
こ
そ
が
刑
罰
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行

う
こ
と
が
刑
罰
の
意
義
で
あ
り
、
そ
こ
で
犯
罪
者
に
よ
っ
て
答
責
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
規
範
の
効
力
の
危
殆
化
・
不
安
定
さ
に
見
合
っ
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(43) 

た
刑
罰
量
（
苦
痛
賦
課
の
量
）
を
（
場
合
に
よ
っ
て
は
）
威
嚇
予
防
を
も
考
慮
し
な
が
ら
定
め
、
そ
し
て
実
際
に
科
す
こ
と
に
よ
り
、
規

(44) 

範
の
効
力
の
危
殆
化
を
相
殺
し
、
そ
れ
を
将
来
に
向
け
て
認
知
的
に
保
障
し
て
い
く
こ
と
が
刑
罰
の
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
ヤ
コ
ブ
ス
の
刑
罰
論
が
、
応
報
刑
論
な
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
だ
積
極
的
一
般
予
防
論
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
な
の
か

が
問
題
と
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
自
身
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
、
消
極
的
な
単
な
る
威
嚇
で
は
な
く
、
行
動
を
方
向
付
け
る
模
範
と
し
て
の
規
範

の
効
力
の
維
持
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
積
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
規
範
へ
の
忠
閾
の
維
持
と
い
う
目
的
が
刑
罰
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ

(46)

（咆

る
の
で
あ
る
か
ら
予
防
論
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
の
理
論
は
い
ま
だ
積
極
的
一
般
予
防
論
と
言
え
る
と
主
張
し
て
い
る
力
、
同
時
に
、
刑

罰
は
、
法
の
効
力
の
危
殆
化
を
以
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
答
責
的
に
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
犯
罪
者
に
対
し
て
強
制
的

に
科
さ
れ
る
損
害
賠
償

(
S
c
h
a
d
e
n
s
e
r
s
a
t
z
)

の
一
種
で
あ
る
と
し
、
応
報
と
予
防
の
観
点
は
彼
の
刑
罰
論
に
お
い
て
は
合
一
す
る
と
も

(48) 

言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
弟
子
で
あ
る
レ
シ
ュ
は
、
認
知
的
な
補
強
に
つ
い
て
は
直
接
に
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ほ
ぽ

(49) 

同
じ
内
容
の
刑
罰
論
を
「
機
能
的
応
報
論

(eine
funktionale V
 ergeltungstheorie)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
や
は
り
ヤ
コ
ブ

(50) 

ス
の
見
解
も
、
規
範
の
効
力
の
回
復
を
念
頭
に
置
い
て
構
想
さ
れ
た
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
一
種
と
し
て
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ヤ
コ
ブ
ス
の
弟
子
の
パ
ヴ
リ
ク
は
、
著
書
『
人
格
、
主
体
、
市
民
・
刑
罰
の
正
当
化
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ヤ
コ
ブ
ス
か
ら
影
響
を

受
け
な
が
ら
、
相
互
承
認
関
係
の
侵
害
と
し
て
犯
罪
を
捉
え
る
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
依
拠
し
て
批
判
的
に
発
展

さ
せ
て
、
他
者
の
承
認
要
求
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
不
法
を
人
格
の
不
法
、
主
体
の
不
法
、
市
民
の
不
法
の
三
段
階
に
分
け
、
刑
罰
は
市

(51) 

民
の
不
法
に
対
す
る
制
裁
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
パ
ヴ
リ
ク
に
よ
れ
ば
、
各
人
は
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
、

自
由
を
現
実
化
さ
せ
る
諸
条
件
の
存
続
に
関
し
て
共
同
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
法
秩
序
に
対
し
て
忠
誠
(Loyalitat)

(52) 

を
示
す
と
い
う
市
民
の
役
割
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
う
と
、
各
人
が
自
己
の
生
(
L
e
b
e
n
)

を
独
自
の
意
味
付
け
に
基
づ
い
て
構
想
し
、
そ
れ
を
他
人
か
ら
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
現
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
法
的
な
も
の

1
0
六
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1
0
七

(
R
e
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
)

が
普
遍
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
状
態
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
状
態
の
維
持
は
法
秩
序
に
対

(53) 

し
て
市
民
が
示
す
忠
誠
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
秩
序
に
対
し
て
忠
誠
を
示
す
と
い
う
市
民
の
役
割
を
引
き
受
け
た
段
階
に
お

(54) 

い
て
は
、
各
人
は
市
民
と
し
て
、
法
秩
序
が
要
請
す
る
行
動
基
準
に
適
っ
た
か
た
ち
で
他
の
市
民
と
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
反

す
る
よ
う
な
、
例
え
ば
他
人
の
個
人
的
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
な
ど
は
、
具
体
的
な
被
害
者
に
対
す
る
侵
害
行
為
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

法
秩
序
全
体
に
対
す
る
市
民
と
し
て
の
忠
誠
義
務
の
不
履
行
に
な
る
。
パ
ヴ
リ
ク
の
見
解
に
お
い
て
刑
罰
と
い
う
制
裁
の
対
象
と
な
る
市

民
の
不
法
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
と
し
て
評
価
さ
れ
る
市
民
の
不
法
は
、
具
体
的
な
被
害
者
が
被
っ
た
侵

害
だ
け
を
含
意
し
て
犯
罪
者
と
被
害
者
の
二
者
間
だ
け
の
葛
藤
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
全
体
に
対
す
る
忠
誠
義
務
の
不
履
行

と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
表
現
す
れ
ば
、
市
民
の
不
法
と
し
て
の
犯
罪
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に

(55) 

法
は
法
と
し
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
、
各
人
は
市
民
と
し
て
法
秩
序
へ
の
忠
誠
を
示
し
て
、

つ
ま
り
、
法
の
基
準
に
適
っ
た
行
動
に
よ
っ
て
他
者
と
接
す
る
こ
と

に
よ
り
、
共
同
に
自
由
を
保
障
す
る
秩
序
の
構
成
に
参
加
し
て
初
め
て
自
己
の
自
由
を
安
心
し
て
享
受
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

(56) 

パ
ヴ
リ
ク
の
見
解
に
お
け
る
法
秩
序
へ
の
忠
誠
は
、
平
和
と
自
由
を
享
受
す
る
た
め
の
代
償
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
犯
罪
者
は
、
市
民
の
義
務
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
市
民
の
不
法
を
行
っ
て
、
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
、
自
分
だ
け
法
秩
序
へ
の
忠
誠

を
示
さ
な
い
で
不
当
に
自
由
を
享
受
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
刑
罰
こ
そ
が
、
不
当
に
自
由
を
享
受
し
て
い
る
犯
罪
者
か
ら

(57) 

自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
由
の
享
受
と
法
秩
序
に
対
す
る
忠
誠
的
な
行
動
を
と
る
義
務
の
履
行
が
分
か
ち
難
く
結
合
し
て
い

(58) 

る
こ
と
を
確
証
し
な
が
ら
、
法
を
法
と
し
て
回
復
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
パ
ヴ
リ
ク
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
も
い
ま
だ
市
民
で

あ
る
の
で
、
市
民
と
し
て
の
法
秩
序
の
維
持
に
対
す
る
義
務
も
ま
だ
存
続
し
て
お
り
、
そ
れ
は
法
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
受
刑
を
甘
受
す

(59) 

る
義
務
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
市
民
と
し
て
法
秩
序
の
基
準
に
適
っ
た
行
動
を
通
じ
て
忠
誠
を
示
す
義
務
（
一
次
的
な
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市
民
の
義
務
）
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
者
に
は
受
刑
甘
受
義
務
と
い
う
二
次
的
な
市
民
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
パ
ヴ
リ
ク
の
刑
罰
論
は
、
忠
誠
義
務
の
履
行
と
自
由
の
享
受
の
牽
連
性

(
K
o
n
n
e
x
i
t
a
t
)

を
明
ら
か
に
し
て
自
由
を
保
障

す
る
法
秩
序
の
規
範
的
な
効
力
を
維
持
・
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、
市
民
の
不
法
に
対
し
て
、
彼
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
応
報
す

(60) 

(vergelten)
」
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
規
範
的
な
応
報
刑
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
紹
介
し
て
き
た
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
双
方
の
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
間
に
は
、
法
秩
序
の
根
拠
付
け
に
関
し
て
、
更

に
は
、
そ
の
際
に
お
け
る
規
範
と
個
々
人
と
の
間
の
関
係
付
け
に
関
し
て
大
き
な
考
え
方
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で

ぁ
紅
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
個
々
人
は
生
得
的
に
自
由
で
理
性
的
な
人
格
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
他
者
を
自
己
と
同

等
の
自
由
な
人
格
と
し
て
扱
っ
て
相
互
承
認
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
法
的
法
則
の
内
容
も
、
あ
く
ま
で
各
人
の
内
に
あ
る
理

性
が
自
ら
に
対
し
て
課
し
て
く
る
自
己
立
法

(
S
e
l
b
s
t
g
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
)

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
各
人
は
自
由
で
理
性
的
な

存
在
と
し
て
自
発
的
に
、
他
者
と
の
間
で
法
的
な
相
互
承
認
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
、
経
験
的
に
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
自
ら
に
対
し
て
行
動
原
則
と
し
て
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
理
性
的
な
自
発
性
に
基
づ
く
べ
き
法
に
適
っ
た
行
動
原
則
は
、
更
に
は
社
会
契
約
を
通
じ
て
国
家
段
階
に
拡
張
さ
れ
て
普
遍

(62) 

的
な
効
力
を
保
障
さ
れ
、
法
秩
序
に
お
け
る
様
々
な
法
規
範
と
な
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、

法
秩
序
に
お
け
る
規
範
並
び
に
法
秩
序
そ
れ
自
体
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
人
格
の
理
性
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
々

人
は
法
秩
序
と
そ
の
規
範
に
対
し
て
、
自
律
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て

は
、
法
秩
序
は
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
人
格
と
い
う
概
念
に
付
与
さ
れ

る
四
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
相
違

1
0
八
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

る
意
味
内
容
は
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

が
社
会
に
お
い
て
法
に
適
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
役
割
を
受
け
入
れ
て
初
め
て
、
法
秩
序
の
構
成
者
で
あ
る
人
格

(Person)
と
な
る
が
、
法
秩
序
に
お
け
る
こ
の
人
格
と
は
、
自
ら
が
そ
の
構
成
に
関
与
で
き
な
い

(unverftigbar
な
）
規
範
に
よ
っ
て
、

な
ま

(63)

生
の
個
々
人
と
し
て
の
主
体
的
な
自
律
性
と
無
関
係
に
い
わ
ば
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ヤ
コ

(64) 

ブ
ス
学
派
の
理
論
構
成
に
お
い
て
、
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
、
法
秩
序
に
お
け
る
人
格

(Person)

と
な
っ
て
初
め
て
、
快
苦
の
枠
組

み
と
い
う
経
験
的
な
規
定
根
拠
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
格
と
し
て
の
義
務
を
負
う
見
返
り
に
「
自
由
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

な
恥
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
、
あ
く
ま
で
快
苦
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
な
が
ら
い
わ
ば
不
自
由
な
判
断
し
か
で
き

な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
そ
も
そ
も
何
が
自
由
な
の
か
、
自
由
が
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
を
理
解
で
き
な
い
た
め
、
自

(66) 

由
に
な
る
た
め
に
自
発
的
に
人
格

(Person)

と
し
て
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヤ
コ
ブ

ス
学
派
の
理
論
構
成
に
お
い
て
た
と
え
法
秩
序
の
構
成
者
と
し
て
の
「
自
由
な
人
格
」
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り

な
ま

そ
れ
は
、
生
の
個
々
人
の
自
発
的
な
主
体
性
か
ら
分
離
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
の
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

(67) 

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々
人
は
法
秩
序
に
お
け
る
「
自
由
な
人
格
」
と
な
る
た
め
に
、
法
秩
序
が
他
律
的
に
課
し
て
く
る
規
範
を
受

(68) 

け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
個
々
人
の
自
律
性
の
契
機
を
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
間
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
背
景
に
あ
る
法
秩
序
と
そ
の
構
成
者
の
捉
え
方
に
つ
い
て
基
本
的
な

相
違
が
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
見
解
は
共
に
、
応
報
を
、
害
悪
で
あ
る
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰
と
い
う
更
な
る
害
悪
を
同
害
報
復
的
に
賦
課

す
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
学
派
に
お
け
る
応
報
刑
論
と
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
、
不
安
定
に
さ
せ
ら
れ
た
、

法
秩
序
を
規
定
す
る
規
範
の
効
力
を
刑
罰
に
よ
っ
て
回
復
さ
せ
、
そ
れ
を
将
来
に
渡
っ
て
存
続
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
回

顧
的
な
視
点
と
共
に
展
望
的
な
視
点
を
有
し
て
い
る
、

1
0
九

つ
ま
り
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て
は
、
快
苦
の
枠
組
み
で
行
動
す
る
個

つ
ま
り
、
応
報
と
予
防
を
統
合
す
る
可
能
性
を
示
す
刑
罰
論
と
し
て
評
価
で
き
る
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日
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
わ
ば
刑
罰
の
目
的
と
し
て
観
念
さ
れ
る
法
秩
序
の
回
復
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
抽
象
的
な
正
義
の

実
現
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
自
由
」
の
保
障
と
結
び
付
い
た
現
実
の
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
回
復
、
維
持
、
安
定
化
を
念
頭
に

置
く
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
両
学
派
の
規
範
的
な
応
報
刑
論
は
、
か
つ
て
現
実
の
社
会
と
の
有
益
な
関
係
性
を
見
出
せ
な
い
と
し
て
批
判

さ
れ
て
き
た
古
い
応
報
刑
論
と
は
根
本
的
に
内
容
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
刑
罰
が
一
っ
の
法
概
念
で
あ
る
以
上
、
外
界

に
お
け
る
自
由
の
保
障
と
い
う
法
に
固
有
の
目
的
か
ら
拘
束
を
受
け
て
、
そ
れ
を
自
己
の
目
的
と
し
て
も
取
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然

の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
規
範
妥
当
の
回
復
を
内
容
と
す
る
規
範
的
な
応
報
刑
論
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ま
だ
い
く
つ
か
考
察
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
犯
罪
に
規
範
的
（
価
値
的
）
に
相
応
す
る
刑
罰
」
の
意
義

刑
罰
の
役
割
（
目
的
）
は
規
範
妥
当
の
回
復
で
あ
る
と
考
え
る
規
範
的
な
応
報
刑
論
か
ら
す
る
と
、
刑
罰
量
は
、
ま
ず
、
犯
罪
者
が
答

責
的
に
規
範
違
反
の
行
為
を
通
じ
て
引
き
起
こ
し
た
具
体
的
な
被
害
者
の
自
由
の
侵
害
の
程
度
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
秩
序
全
体

(69) 

が
被
っ
た
規
範
の
効
力
の
危
殆
化
の
程
度
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
刑
罰
量
は
規
範
の
効
力
の
否
定
（
危
殆

(70) 

化
）
と
し
て
の
犯
罪
の
量
に
規
範
的
・
価
値
的
に
相
応
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
単
な
る
抽
象
的
な
言
明
に
過
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
応
報
の
基
準
を
単
な
る
抽
象
的
な
観
点
に
依
拠
さ
せ
て
経
験
的
考
慮
か
ら
離
れ
た
形
式
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
、

(71) 

そ
の
具
体
化
は
専
ら
実
務
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
う
と
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い

規
範
的
な
応
報
刑
論
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
課
題

―1
0
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

ヘ
ー
ゲ
ル

て
も
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て
も
、
刑
罰
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
べ
き
規
範
の
効
力
と
は
、
「
現
実
的
な
法
秩
序
」
に
お
け
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
規
範
的
な
応
報
刑
論
も
現
実
の
法
秩
序
の
規
範
妥
当
の
回
復
を
念
頭
に
置
い
た
実

質
的
な
基
準
を
示
す
必
要
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
犯
罪
と
刑
罰
の
価
値
的
相
応
性
を
具
体
化
す
る
実
質
的
な
基
準
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

は
『
法
の
哲
学
』

の
§
ニ
―
八
に
お
い
て
、
市
民
社
会
の
安
定
度
に
よ
っ
て
犯
罪
の
質
と
量
は
規
定
さ
れ
、
社
会
が
安
定
し
て
い
る
場
合

に
は
、
重
大
な
犯
罪
に
対
し
て
も
比
較
的
軽
い
刑
罰
が
科
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
が
動
揺
し
て
い
る
場
合
に
は
、
些
細
な
犯
罪
に

元）、

対
し
て
も
重
い
刑
罰
が
科
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
力
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
犯
罪
と
刑
罰
の
価
値
的
相
応
性
を
具
体
化
す

る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
主
張
者
達
が
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ケ
ー
ラ
ー
は
、
犯
罪
行
為
の
重

大
性
は
、
全
体
と
し
て
の
法
の
普
遍
性

(die

R
e
c
h
t
s
a
l
l
g
e
m
e
i
n
h
e
i
t
)

が
有
す
る
効
力
の
具
体
的
な
安
定
性
の
程
度
に
依
存
す
る
と
し
、

特
定
の
種
類
の
犯
罪
行
為
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
同
種
の
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
犯
罪
行
為
を
禁
止
す
る

規
範
の
効
力
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
だ
け
社
会
全
体
に
対
す
る
規
範
侵
害
と
し
て
は
不
法
の
程
度
が
重
く
評
価
さ

れ
、
当
該
規
範
の
効
力
が
安
定
し
て
い
る
社
会
状
況
下
と
比
べ
て
重
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
組
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ

ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
安
定
性
の
具
体
的
な
程
度
に
応
じ
て
、
犯
罪
と
刑
罰
の
価
値
的
相
応
性
の
程
度
・

(74) 

内
容
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
属
す
る
ケ
ー
ラ
ー
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
刑
罰
は
相
互
承
認
的
な
法
関
係

(75) 

の
侵
害
を
通
じ
て
不
安
定
に
さ
せ
ら
れ
た
現
実
の
法
秩
序
の
普
遍
的
な
効
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
法
秩
序

に
お
け
る
規
範
妥
当
の
安
定
性
の
程
度
に
具
体
的
な
刑
罰
量
を
依
拠
さ
せ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
ヴ
ォ
ル
フ

(76) 

学
派
に
属
す
る
ク
レ
シ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
と
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
パ
ヴ
リ
ク
も
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
も
刑
罰
量
を
規
定
す
る

―
つ
の
要
因
と
し
て
、
侵
害
さ
れ
る
規
範
の
認
知
的
な
保
障
の
状
況
と
い
う
も
の
を
挙
げ
、
社
会
の
安
定
度
に
よ
っ
て
同
一
の
犯
罪
に
対
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す
る
刑
罰
量
も
異
な
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
を
正
当
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
が
、
ケ
ー
ラ
ー
達
と
は
異
な
り
一
定

の
制
限
を
そ
こ
に
課
し
て
い
か
。
つ
ま
り
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
を
通
じ
て
回
復
さ
れ
る
べ
き
規
範
妥
当
の
範

囲
は
、
あ
く
ま
で
犯
罪
者
に
よ
っ
て
答
責
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
、
当
該
犯
罪
行
為
と
無
関

係
に
同
種
の
犯
罪
が
頻
発
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
を
考
慮
し
て
重
罰
化
を
肯
定
す
る
の
は
、
当
該
犯
罪
者
の
答
責
性
が
及
ば
な
い
事
情
で

あ
る
他
の
潜
在
的
犯
罪
者
の
存
在
を
威
嚇
す
る
た
め
の
重
罰
化
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
で
は
犯
罪
予
防
と
い
う
社
会
政
策
の
た
め
の
単
な
る

(78) 

手
段
と
し
て
当
該
犯
罪
者
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
不
当
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
当
該

犯
罪
者
が
答
責
的
に
引
き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
か
ら
の
帰
結
と
し
て
生
じ
る
潜
在
的
犯
罪
者
、
つ
ま
り
、
「
行
為
者
の
役
割
に

お
い
て
自
己
を
方
向
付
け
る
者
達

(die
s
i
c
h
 
in 
d
e
r
 Taterrolle 
Orientierende)
」
の
存
在
の
み
が
規
範
の
認
知
的
保
障
を
不
安
定
に
さ

せ
る
要
因
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
に
対
す
る
威
嚇
予
防
を
考
慮
し
て
、
当
該
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
量
を
重
く
評
価
す
る
こ
と

(79) 

が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
ヤ
コ
ブ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
潜
在
的
犯
罪
者
の
存
在
は
、
当
該
犯
罪
者
が
答
責
的
に
引

き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
威
嚇
予
防
を
考
慮
し
て
重
罰
化
を
行
っ
た
と
し
て

も
、
あ
く
ま
で
答
責
性
の
範
囲
内
に
お
い
て
刑
罰
を
通
じ
て
規
範
妥
当
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
応
報
の
枠
組
み
は
い
ま
だ
維
持
さ
れ
る
こ

以
上
か
ら
、
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
で
は
、
当
該
犯
罪
以
前
に
既
に
発
生
し
て
い
る
同
種
の
犯
罪
行
為
の
存
在
が
規
範
の
効
力
を
不
安
定
に

し
、
当
該
犯
罪
（
の
不
法
の
程
度
）
を
重
く
評
価
す
る
（
つ
ま
り
、
重
罰
化
す
る
）
要
因
と
な
る
が
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
で
は
、
当
該
犯

罪
以
降
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
登
場
す
る
同
種
の
犯
罪
傾
向
を
有
す
る
潜
在
的
犯
罪
者
の
存
在
し
か
刑
罰
量
に
は
影
響
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
ヤ
コ
ブ
ス
が
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
安
定
性
の
程
度
を
考
慮
す
る
こ
と
を
制
限
的
に
解
し
て
い
る
理
由
は
、
や

よ
り
、

,
'
 

い
く
ら
当
該
犯
罪
以
前
に
同
種
の
犯
罪
行
為
が
頻
発
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
当
該
犯
罪
の
刑
罰
量
を
規
定
す
る
際
に
考
慮

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（二）
し
て
し
ま
う
と
、
当
該
犯
罪
者
の
答
責
性
が
及
ば
な
い
事
情
を
考
慮
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
は
責
任
主
義
の
要

(80) 

請
に
反
す
る
虞
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
当
該
犯
罪
者
が
、
彼
の
全
く
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
同
種
の
犯
罪
行

(81) 

為
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
重
く
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
、
責
任
主
義
の
要
請
に
反
す
る
虞
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
規
範
の

効
力
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
考
慮
す
る
場
合
、

ヤ
コ
ブ
ス
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
当
該
犯
罪
以
降
の
潜
在
的
犯
罪
者
の
存
在
に
限

定
す
る
必
要
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
当
該
犯
罪
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
犯
罪
行
為
の
影
響
を
受
け
て
潜
在
的
犯
罪
者
が
発

生
す
る
か
ど
う
か
な
ど
は
通
常
予
想
で
き
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
限
定
を
行
っ
た
と
し
て
も
責
任
主
義
の
要
請

を
本
当
に
満
た
せ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
犯
罪
以
降
に
同
種
の
犯
罪
行
為
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
潜
在
的
犯
罪
者

が
ど
の
程
度
発
生
す
る
の
か
と
い
う
判
断
も
、
当
該
犯
罪
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
具
体
的
な
社
会
情
勢
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
実

際
上
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
犯
罪
以
降
に
限
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
前
も
含
め
る
の
か
と
い
う
区
別
自
体
が
貫
徹
で
き
る
も

の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
よ
う
に
当
該
犯
罪
以
降
の
潜
在
的
犯
罪
者
の
存
在
に
限
定
し
て
法
秩

序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
安
定
性
を
量
る
必
要
も
な
く
、
た
と
え
同
種
の
犯
罪
行
為
が
当
該
犯
罪
以
前
に
既
に
頻
発
し
て
い
た
と
し
て

も
、
当
該
犯
罪
者
が
そ
の
よ
う
な
杜
会
が
動
揺
し
て
い
る
状
況
を
特
に
認
識
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
（
例
え
ば
、
同
種
の
犯
罪
行
為
が

頻
発
し
、
警
察
力
が
分
散
し
て
い
る
状
況
を
見
越
し
て
、
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
）
な
ど
で
は
、
当
該
犯
罪
者
の
犯
罪
行
為
を
規
範
的
に
重

(82) 

く
評
価
し
て
重
罰
化
を
認
め
て
も
責
任
主
義
の
要
請
に
反
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
苦
痛
（
害
悪
）
の
賦
課
」
と
し
て
の
刑
罰
？

規
範
的
な
応
報
刑
論
か
ら
す
る
と
、
刑
罰
は
犯
罪
に
よ
っ
て
不
安
定
に
さ
せ
ら
れ
た
規
範
の
効
力
を
回
復
・
確
証
す
る
た
め
に
科
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
規
範
妥
当
の
回
復
・
確
証
の
た
め
、
何
故
に
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
罰
が
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば

~ 
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な
ら
な
い
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
規
範
妥
当
を
回
復
・
確
証
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
刑
罰
で
は
な
く
、

(83) 

例
え
ば
、
被
害
者
に
対
す
る
民
事
的
な
損
害
賠
償
を
想
定
す
る
こ
と
も
一
応
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
事
的
な
損
害
賠
償
を
超

え
た
刑
罰
制
度
に
基
づ
く
制
裁
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
何
故
に
実
際
上
の
刑
罰
の
執
行
ま
で
が
要
求
さ
れ
、
単
な
る
有
罪
宣
告
だ
け
で

は
不
十
分
な
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
な
ど
は
、
刑
罰
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
表
現
的
な
意
義

(
d
i
e

s
y
m
b
o
l
i
s
c
h
 ,
 
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
 

B
e
d
e
u
t
u
n
g
)

を
重
視
し
、
規
範
違
反
の
行
為
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
は
、
有
罪
宣
告

(
S
c
h
u
l
d
s
p
r
u
c
h
)

を

(84) 

公
に
示
す
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
犯
罪
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
も
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て
も
、
犯
罪
者
と
被
害
者
と
の
間
で
の
単
な
る
二
者
間
の

蒻
藤
で
は
な
く
、
法
秩
序
全
体
へ
の
侵
害
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
で
あ
る
刑
罰
も
、
被

害
者
が
被
っ
た
損
害
の
回
復
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
全
体
と
の
関
係
で
、
そ
こ
で
否
定
さ
れ
た
規
範
の
効
力
を
回
復
さ

せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
刑
罰
を
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
、
規
範
的
な
応
報
刑
論
が
刑
罰
の
目
的
と
す
る
規
範
妥
当
の
回
復
と
は
、
現
実
の
社
会
に
お
け
る
規
範

の
効
力
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
回
復
の
作
用
は
、
外
界
に
お
い
て
か
た
ち
を
伴
っ
て
立
ち
現
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
か
ら
す
れ
ば
、
法
秩
序
に
お
い
て
、
各
人
は
平
等
的
な
相
互
承
認
関
係
に
在
る
こ
と
が
普
遍
的
に
保

障
さ
れ
、
各
人
は
互
い
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
平
等
的
に
自
由
を
享
受
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
犯
罪
者
は
被
害
者
に
保
障
さ
れ
て
い
る

自
由
の
領
域
を
現
実
に
侵
害
し
て
不
当
に
多
く
の
自
由
を
獲
得
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
平
等
的
な
法
関
係
を
保
障
す
る
規
範
の
効
力
を

現
実
的
に
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
単
な
る
有
罪
宣
告
だ
け
で
は
足
り
ず
、
実
際
上
、
刑
罰
に
よ
っ
て
犯
罪
者
か
ら
不
当
に
獲
得
し
た
分

の
自
由
を
剥
奪
し
て
平
等
的
な
関
係
性
を
改
め
て
作
り
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
パ
ヴ

リ
ク
も
、
規
範
妥
当
の
確
証
は
、
法
秩
序
へ
の
忠
誠
義
務
に
反
し
た
行
為
者
か
ら
自
由
の
一
部
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と

―
―
四
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―
―
五

主
張
し
て
い
る
が
、
刑
罰
に
は
一
定
の
激
烈
さ
が
不
可
避
で
あ
る
と
し
て
、
害
悪
の
賦
課
と
い
う
要
素
を
自
由
の
剥
奪
と
結
び
付
け
て
い

(86) こ
。
そ
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ス
自
身
は
、
刑
罰
の
意
義
を
規
範
妥
当
の
回
復
の
た
め
に
な
さ
れ
る
、
犯
罪
と
い
う
規
範
の
効
力
の
否
認
に
対
す

る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
同
時
に
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
の
効
力
の
認
知
的
な
補
強

(die
kognitive U
n
t
e
r
m
a
u
e
r
u
n
g
)
 

(87) 

の
観
点
か
ら
、
自
由
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
実
際
上
犯
罪
者
か
ら
剥
奪
さ
れ
、
そ
れ
が
犯
罪
に
見
合
っ
た
苦
痛
の
賦
課

(88) 

と
し
て
法
秩
序
の
他
の
構
成
員
達
か
ら
納
得
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
刑
罰

が
実
際
上
犯
罪
者
に
対
し
て
執
行
さ
れ
る
に
し
て
も
、
自
由
の
剥
奪
を
超
え
て
害
悪
乃
至
は
苦
痛
の
賦
課
で
あ
る
必
要
性
が
あ
る
か
否
か

で
あ
る
。
確
か
に
、
刑
罰
に
よ
る
規
範
妥
当
の
回
復
は
、
現
実
の
社
会
に
お
け
る
規
範
の
効
力
を
対
象
と
す
る
以
上
、
一
定
程
度
そ
の
時
々

拠
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、

の
社
会
状
況
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
刑
罰
の
内
容
を
不
安
定
な
経
験
的
要
素
に
大
幅
に
依

や
は
り
そ
れ
に
対
し
て
は
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ヤ
コ
ブ
ス
の
刑
罰
論
に
お
い
て
、
苦
痛
の
賦
課

の
必
要
性
は
規
範
妥
当
を
認
知
的
に
補
強
（
保
障
）
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
現
に
い
ま
在
る
社
会
に
お
け
る

一
般
人
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
も
っ
て
刑
罰
は
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
一
般

人
と
は
、

ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
人
格

(Person)

で
は
な
く
、
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(89) 

何
故
な
ら
人
格
に
対
し
て
は
規
範
的
な
確
証
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
認
知
的
な
補
強
な
ど
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人

(90) 

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
快
苦
の
枠
組
み
で
行
動
し
、
判
断
を
行
う
と
い
う
経
験
的
な
諸
条
件
に
囚
わ
れ
た
い
わ
ば
非
理
性
的
な
存
在
の
は
ず

(91) 

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
の
判
断
に
刑
罰
の
内
容
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、

一
般
人
が
犯
罪
者
に
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
刑
罰
の
内
容
と
し
て
無
批
判
に
取
り
込
む
べ
き
と
い
う
の
で

は
、
刑
罰
に
「
害
悪
の
賦
課
」
が
結
合
す
る
こ
と
は
社
会
的
な
習
慣
で
あ
る
と
す
る
、
前
に
検
討
し
た
ヘ
ル
ン
レ
の
見
解
と
変
わ
ら
な
い

(92) 

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
刑
罰
論
は
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
く
ら
現
実
の
い
ま
目
の
前
に

26-3•4-351 (香法 2007)



確
か
に
、

在
る
社
会
に
お
け
る
一
般
人
が
苦
痛
の
賦
課
を
望
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
無
批
判
に
そ
れ
を
刑
罰
概
念
の
内
容
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

(93) い
。
刑
罰
が
各
人
の
自
由
を
普
遍
的
に
保
障
す
る
法
秩
序
の
効
力
を
回
復
さ
せ
る
役
割
を
担
う
限
り
は
、
あ
く
ま
で
自
由
を
不
当
に
拡
張

(94) 

し
た
犯
罪
者
か
ら
自
由
を
実
際
に
剥
奪
す
る
と
い
う
こ
と
に
刑
罰
概
念
の
内
容
を
留
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
刑

罰
執
行
の
対
象
で
あ
る
犯
罪
者
本
人
に
と
っ
て
、
自
由
の
剥
奪
は
苦
痛
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

(95) 

れ
は
犯
罪
者
の
主
観
の
問
題
で
し
か
な
く
、
本
来
あ
る
べ
き
刑
罰
概
念
の
内
容
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

口規
範
的
な
応
報
刑
論
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
規
範
妥
当
を
回
復
さ
せ
、
そ
れ
を
展
望
的
に
維
持
・
継
続
さ
せ
て
い
く
契
機
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
規
範
妥
当
の
維
持
・
継
続
の
た
め
に
刑
罰
が
科
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
規
範
妥
当
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
刑
罰

の
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
規
範
的
な
応
報
刑
論
も
刑
罰
が
追
及
す
べ
き
目
的
を
観
念
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
か

ら
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
予
防
刑
論
が
着
目
す
る
他
の
刑
罰
目
的
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

社
会
教
育
効
果
を
刑
罰
の
目
的
と
し
て
追
求
す
る
積
極
的
一
般
予
防
の
観
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ケ
ー
ラ
ー
や
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
あ
く
ま

で
そ
れ
を
規
範
妥
当
の
回
復
を
目
指
す
刑
罰
に
お
け
る
経
験
的
な
事
実
上
の
派
生
効
果
に
留
め
て
い
幻
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
に
対
す
る
再

社
会
化
の
効
果
を
刑
罰
の
目
的
と
す
る
積
極
的
特
別
予
防
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
強
制
を
伴
う
刑
罰
概
念
の
内
容
に
含
め
る
こ
と
に
ヤ
コ

(97) 

ブ
ス
は
否
定
的
で
あ
る
し
、
ケ
ー
ラ
ー
も
、
再
社
会
化
の
た
め
の
働
き
か
け
を
、
あ
く
ま
で
強
制
的
で
は
な
い
再
社
会
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ

(98) 

任
意
に
参
加
す
る
よ
う
に
受
刑
者
に
対
し
て
申
し
出
る
と
い
う
内
容
に
留
め
て
い
る
。

一
般
市
民
の
規
範
へ
の
信
頼
を
高
め
る
よ
う
な
社
会
教
育
効
果
を
単
な
る
事
実
上
の
効
果
に
留
め
て
お
き
、
そ
の
追
求
を
刑

罰
概
念
の
内
容
に
含
め
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
社
会
教
育
効
果
の
た
め
に
犯
罪
者
を
処
罰
す

他
の
刑
罰
目
的
と
の
関
係

一
般
市
民
の
規
範
へ
の
信
頼
を
高
め
る

―
―
六
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る
こ
と
は
、
犯
罪
者
が
答
責
的
に
引
き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
を
相
殺
さ
せ
て
当
該
犯
罪
以
前
に
お
け
る
規
範
の
効
力
を
回
復
さ

せ
る
と
い
う
範
囲
を
超
え
出
る
か
た
ち
で
、
法
秩
序
の
規
範
妥
当
状
態
の
改
善
を
目
指
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
風
に
言
え

ば
、
犯
罪
者
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
答
責
性
と
は
関
係
の
な
い
社
会
政
策
的
な
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

(99) 

る
。
犯
罪
者
も
い
ま
だ
法
秩
序
の
構
成
者
の
一
人
で
あ
る
人
格
と
見
な
さ
れ
る
限
り
、
刑
罰
を
通
じ
て
追
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、

あ
く
ま
で
犯
罪
者
が
答
責
的
に
引
き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
を
相
殺
し
、
規
範
の
効
力
を
当
該
犯
罪
以
前
と
同
様
の
レ
ベ
ル
で
回

復
さ
せ
る
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
刑
罰
が
犯
罪
者
か
ら
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
自
体
が
、
た
と
え
答
責
的

に
引
き
起
こ
さ
れ
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
の
範
囲
に
限
ら
れ
た
と
し
て
も
、
法
秩
序
の
回
復
と
い
う
目
的
の
た
め
に
そ
の
犯
罪
者
を
手
段

と
し
て
扱
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
犯
罪
者
を
特
定
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ

も
刑
罰
を
考
え
る
際
に
は
不
可
避
の
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
後
に
再
社
会
化
と
の
関
連
で
述
べ
る
よ
う
に
、
法
秩
序
の
回
復

を
目
指
す
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
処
罰
を
通
じ
て
犯
罪
者
は
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、
同
時
に
目
的
と
し

て
扱
わ
れ
る
た
め
、
物
権
の
対
象
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
法
秩
序
の
構
成
者
で
あ
る
人
格
と
し
て
の
地
位
を
保
持
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
答
責
性
の
及
ぶ
危
殆
化
の
範
囲
に
法
秩
序
の
回
復
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
消
極
的
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
答
責

性
の
観
点
を
通
じ
て
犯
罪
者
の
人
格
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
者
は
あ
く
ま
で
答
責
的
に
引
き
起

こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
の
範
囲
で
の
み
、
人
格
と
し
て
保
障
さ
れ
た
法
的
地
位
を
部
分
的
に
喪
失
し
、
そ
の
限
り
で
の
み
一
時
的
に

法
秩
序
の
回
復
と
い
う
目
的
の
た
め
の
「
手
段
」
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
手
段
化
は
、
そ
も
そ
も
犯
罪
者
も
人
格

(loo) 

で
あ
り
続
け
る
限
り
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
も
し
仮
に
、
一
般
市
民
に
対
す
る
社
会
教
育
効
果
を
通
じ
た
規
範

妥
当
状
態
の
改
善
の
よ
う
な
犯
罪
者
の
答
責
性
の
範
囲
を
超
え
る
目
的
が
刑
罰
を
通
じ
て
追
求
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
そ
の
犯
罪
者

も
犯
罪
を
実
行
す
る
以
前
は
当
然
に
法
秩
序
の
構
成
者
の
一
人
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
も
は
や
（
完
全
に
）
人
格
で
は
な
い
物
権
の
対
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象
、
つ
ま
り
、
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
当
該
犯
罪
者
だ
け
が
法
秩
序
の
構
成
者
で
あ
る
人

格
の
範
疇
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
各
人
（
そ
の
中
に
は
当
該
犯
罪
者
も
含
ま
れ
て
い
た
）
を
自

律
的
な
人
格
と
し
て
扱
い
、
そ
の
自
由
を
保
障
し
て
い
た
法
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
刑
罰
概
念
と
は
も
は
や
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ヤ
コ
ブ
ス
が
規
範
の
効
力
の
認
知
的
な
補
強
（
保
障
）
と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
範
囲
で
消
極
的
一
般
予
防
を
考
慮
し
て
い
る

こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
認
知
的
な
補
強
と
い
う
観
点
か
ら
刑
罰
概
念
の
内
容
に
威
嚇
の
要
素
を
持
ち
込
む
こ

と
は
、
刑
罰
を
苦
痛
の
賦
課
と
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
そ
も
そ
も
非
理
性
的
な
一
般
人
の
処
罰
欲
求
を
刑
罰
概
念
の

内
容
に
含
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
仮
に
潜
在
的
犯
罪
者
に
対
し
て
、
違
法
行
為
を
行
え

ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
恐
怖
心
や
洞
察
を
呼
び
起
こ
す
働
き
か
け
が
、
当
該
犯
罪
者
の
処
罰
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
し
て

も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
事
実
上
の
効
果
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
や
は
り
そ
れ
を
目
的
と
し
て
刑
罰
概
念
を
構
成
し
て
し
ま

(101) 

う
と
、
当
該
犯
罪
者
は
彼
の
答
責
性
の
範
囲
と
は
関
係
の
な
い
消
極
的
一
般
予
防
の
効
果
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
と
さ
れ
て
し

(102) 

ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
当
該
犯
罪
者
の
処
罰
を
見
た
他
の
市
民
が
、
違
法
行
為
か
ら
の
帰
結
を
洞
察
し
て
犯
罪
行
為
に

出
る
こ
と
を
思
い
留
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
望
ま
し
い
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
も
刑
罰
法
規
の
行
為
規
範
と
し
て
の

(103) 

性
格
に
基
づ
く
一
般
人
へ
の
働
き
か
け
と
同
様
の
も
の
で
し
か
な
く
、
当
該
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
こ
と
か
ら
直
接
的
に
生
じ
る
法
的
な
効

果
と
し
て
追
及
し
て
良
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

受
刑
者
に
対
す
る
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を
、
強
制
を
伴
う
刑
罰
概
念
の
直
接
的
な
内
容
と
し
な
い
で
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
任
意
参

加
の
申
し
出
に
留
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
論
者
の
間
で
も
大
ま
か
な
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

(104) 

こ
の
よ
う
な
理
解
の
背
景
に
は
、
再
杜
会
化
を
行
刑
の
目
標
と
し
て
掲
げ
る
ド
イ
ツ
行
刑
法
二
条
、
再
社
会
化
に
適
っ
た
か
た
ち
で
の
行

―
―
八

26-3•4-354 (香法 2007)



最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

―
―
九

刑
の
執
行
を
求
め
る
基
本
法
上
の
権
利
、
正
確
に
言
え
ば
、
基
本
法
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
の
保
障
）
と
結
び
付
い
た
同
法
二
条
一
項

（悲）

（
人
格
の
自
由
な
発
展
を
求
め
る
権
利
の
保
障
）
に
基
づ
く
右
の
よ
う
な
権
利
を
受
刑
者
に
認
め
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
依
拠
し

て
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を
提
示
す
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
国
家
の
側
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

受
刑
者
の
側
に
は
国
家
が
行
刑
に
お
い
て
義
務
の
履
行
と
し
て
再
社
会
化
の
手
助
け
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
権
利
が
あ
る
だ
け
で
、
い
わ

ば
国
家
か
ら
の
働
き
か
け
に
服
す
る
義
務
は
な
く
、
再
社
会
化
の
た
め
の
行
刑
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
か
否
か
は
あ
く
ま
で
権
利
行
使

(106) 

の
問
題
と
し
て
受
刑
者
に
と
っ
て
任
意
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
な
る
と
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を

(107) 

拒
絶
す
る
受
刑
者
に
対
し
て
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
パ
ヴ
リ
ク
は
、
受
刑
者
も

市
民
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
そ
の
市
民
と
し
て
の
地
位
を
配
慮
し
て
行
刑
を
執
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
受
刑
者
の
側
に
も
自
分
が
将
来
に
お
い
て
市
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
手
助
け
を
法
共
同

(08) 

体
で
あ
る
国
家
に
対
し
て
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
す
る
炉
、
同
時
に
受
刑
者
は
、
市
民
の
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
か
ら
、

(109) 

自
己
を
再
社
会
化
さ
せ
る
行
刑
に
参
加
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
パ
ヴ
リ
ク
か
ら
す
る
と
、
再
社
会

化
の
働
き
か
け
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
促
す
こ
と
を
、
受
刑
者
に
対
す
る
義
務
付
け
と
い
う
か
た
ち
で
、
刑
罰
に
固
有
の
性
質
で
あ
る
強

制
の
契
機
と
結
び
付
け
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
規
範
的
な
応
報
刑
論
か
ら
す
る
と
、
刑
罰
を
通
じ
て
犯
罪
者
か
ら
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
法
秩
序
の
規
範
妥
当
を
犯
罪
以
前
の
状
態
に
回
復
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

刑
罰
を
通
じ
て
、
犯
罪
行
為
を
行
う
以
前
の
よ
う
な
、
法
秩
序
の
規
範
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
た
市
民
・
人
格
の
状
態
に
当
該
犯
罪
者
を

立
ち
返
ら
せ
て
こ
そ
、
刑
罰
に
よ
っ
て
法
秩
序
は
回
復
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
刑
罰
を
執

行
す
る
に
際
し
て
、
犯
罪
者
が
自
発
的
に
望
む
場
合
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
仮
に
拒
絶
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
（
法
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定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

秩
序
）

は
再
社
会
化
の
行
刑
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
強
制
的
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
犯
罪
者
を
社
会
に
立
ち
返
ら
せ
て
、
法
秩
序
に
お

け
る
規
範
妥
当
の
回
復
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を
拒
絶
す
る
犯
罪
者
も
そ
れ
に
服
す
る

義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
拒
絶
す
る
犯
罪
者
に
は
一
方
的
に
義
務
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
範
囲
で
再
社

会
化
の
働
き
か
け
に
関
し
て
権
利
も
当
然
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
国
家
が
当
該
犯
罪
者
に
対
し
て
法
秩
序
回
復

の
一
環
と
し
て
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を
、
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
は
強
制
的
に
で
も
な
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
は
犯
罪
者
以
外
の
法

秩
序
の
構
成
員
達
こ
そ
が
国
家
に
対
し
て
犯
罪
の
被
害
に
遭
う
こ
と
な
く
安
全
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
て
、
そ

れ
に
対
応
す
る
義
務
が
国
家
の
側
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
、
犯
罪
者
に
よ
っ

て
答
責
性
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
の
範
囲
を
超
え
た
か
た
ち
で
過
度
に
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る

(no) 

権
利
と
い
う
も
の
も
、
当
該
犯
罪
者
の
側
に
人
間
の
尊
厳
の
保
障
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
の
犯
罪
者
の
権
利
と
は
、
強
制
的
な
再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
関
し
て
、
構
成
的
で
は
な
い
、
あ
く
ま
で
制
限
的
な
意
義
し
か
有

し
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
初
か
ら
自
発
的
に
再
社
会
化
の
援
助
を
国
家
に
対
し
て
求
め
る
権
利
も
同
様
に
人
間
の

尊
厳
の
保
障
に
基
づ
い
て
犯
罪
者
に
は
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
犯
罪
者
の
権
利
は
再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
関

し
て
構
成
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
関
す
る
犯
罪
者
の
義
務
と
権
利
は
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
想

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
刑
罰
が
一
っ
の
法
概
念
で
あ
る
限
り
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
も
法
概
念
に
特
有
の
制
約
の

下
に
服
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
刑
罰
執
行
に
伴
う
再
社
会
化
の
働
き
か
け
は
、
当
該
犯
罪
者
が
内
心
の
動
機

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
外
面
的
に
は
法
規
範
に
従
っ
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
し
か
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
し
、
犯
罪
者
も
、
自
ら
が
答
責
的
に
引
き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
外
面

―
二

0
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

性
の
領
域
の
範
囲
だ
け
で
再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
服
す
る
義
務
が
あ
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
再
社
会
化
と

い
う
効
果
の
追
求
は
外
面
性
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
強
制
の
契
機
を
伴
う
刑
罰
概
念
の
内
容
に
含
め
て
良
い
こ
と
に
な
る

が
、
こ
の
よ
う
に
外
面
性
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
理
由
は
、
刑
罰
も
―
つ
の
法
概
念
と
し
て
、
内
心
に
お
け
る
動
機
の
内
容
で
は
な
く
行

(lll) 

為
の
外
面
性
に
着
目
す
る
と
い
う
法
に
特
有
の
性
質
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
犯
罪
者
が
再
社
会

化
の
働
き
か
け
を
受
け
た
結
果
、
仮
に
内
心
で
は
法
規
範
の
内
容
を
動
機
と
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
外
面
上
は
法
規
範
に

(112) 

従
っ
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
再
社
会
化
と
い
う
積
極
的
特
別
予
防
効
果
の
達
成
と
し
て
は
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
範

囲
に
限
っ
て
は
、
そ
の
た
め
の
働
き
か
け
を
拒
絶
す
る
犯
罪
者
に
対
し
て
も
再
社
会
化
の
た
め
の
行
刑
プ
ロ
グ
ラ
ム
ヘ
の
参
加
を
強
制
す

（田）

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
者
の
内
心
へ
の
強
制
的
な
働
き
か
け
は
、
刑
罰
が
道
徳
と
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
法

(114) 

概
念
の
―
つ
で
あ
る
限
り
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、
犯
罪
者
は
法
秩
序
の
回
復
と
い
う
目
的
の
た
め
に
（
答
責
性
の
範
囲
内
で
）
再
社
会
化
の
働
き
か
け
を
受
け
る
の
で
あ
る

か
ら
、
確
か
に
、
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
し
か
し
、
単
な
る
手
段
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
犯
罪
者
の
法

秩
序
へ
の
立
ち
返
り
を
通
じ
て
法
秩
序
の
回
復
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
犯
罪
者
も
そ
の
法
秩
序
の
構
成
者
と
し
て
の
自
由
な
人

格
・
市
民
の
地
位
を
再
び
完
全
に
獲
得
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
当
該
犯
罪
者
は
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
も
扱
わ

(115) 

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
積
極
的
一
般
予
防
や
消
極
的
一
般
予
防
に
お
け
る
よ
う
な
「
単
な
る
手
段
化
」
と
い
う
問
題

が
こ
こ
で
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
従
来
、
応
報
の
観
点
は
、
正
し
い
応
報
こ
そ
が
法
秩
序
へ
の
信
頼
を
維
持
・
強
化
で
き
る
と
い
う
か
た

ち
で
、
積
極
的
一
般
予
防
と
親
和
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
再
社
会
化
と
い
う
積

極
的
特
別
予
防
こ
そ
が
応
報
刑
論
の
内
容
と
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
自
由
な
法
秩
序
の
回
復
を
目
指
す
規
範

的
な
応
報
刑
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

一
定
の
範
囲
で
は
再
社
会
化
と
い
う
積
極
的
特
別
予
防
効
果
を
刑
罰
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
許
さ

26-3•4-357 (香法 2007)



う
に
思
わ
れ
る
。

受
け
ら
れ
る
。
既
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、

0

六
)
〇
六
[
平
成
-
八
]
年
―
二
月
二
五
日
脱
稿
）

~ 

以
上
、
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
応
報
刑
論
を
再
評
価
す
る
見
解
を
検
討
し
て
き
た
が
、
特
に
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
並
び
に
ヤ
コ
ブ
ス
学
派

の
見
解
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
主
た
る
特
徴
は
、
応
報
刑
論
の
内
容
を
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
「
目
に
は
目
を
」
と
い
う
物

理
的
な
同
害
報
復
と
し
て
捉
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
法
秩
序
の
規
範
妥
当
の
回
復
を
念
頭
に
置
い
た
規
範
的
な
刑
罰
論
と
し
て

理
解
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
更
に
、
そ
こ
で
は
、
も
は
や
抽
象
的
な
正
義
の
実
現
な
ど
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
回
復
・

維
持
を
通
じ
た
、
そ
の
法
秩
序
の
構
成
者
達
の
自
由
・
自
律
性
の
保
障
こ
そ
が
刑
罰
の
機
能
・
役
割
で
あ
る
と
す
る
共
通
認
識
も
一
応
見

的
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
応
報
の
内
実
を
規
範
的
に
理
解
す
る
こ
の
よ
う
な
方
向
で
今
後
も
議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ

(
1
)
 
B
e
r
n
d
 
S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
,
 
A
p
o
r
i
e
n
 
d
e
r
 
Straftheorie 
in 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
u
n
d
 Literatur, 
in: 
C
o
r
n
e
l
i
u
s
 
Prittwitz 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
Festschrift 
fiir 
K
l
a
u
s
 

Ltiderssen, 
2
0
0
2
,
 
S. 3
2
7
.
 

(
2
)
 
C
l
a
u
s
 R
o
x
i
n
,
 
Strafrecht A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 Teil, 
B
a
n
d
 I,
 

4
.
 Aufl. 2
0
0
6
,
 
§

3

 R
n
.
 3
7
.
 

四

結

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五口―-＝ロ

い
ま
だ
検
討
課
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
応
報
刑
論
を
再
評
価
し
、
そ
れ
を
積
極
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例
え
ば
、

R
o
x
i
n
,
A
T
 (
前
掲
注
(

2

)

)

§

3

Rn. 8.
 

刑
罰
の
予
防
効
果
に
関
し
て
は
、
最
近
の
文
献
と
し
て

B
e
r
n
d,
 
Dieter 
Meier, 
Strafrechtliche 
Sanktionen, 
2
.
 
Aufl. 2
0
0
6
,
 
S. 2
7
 
ff. 
を
参
照
。
マ

イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
が
有
す
る
威
嚇
と
再
社
会
化
の
効
果
は
、
あ
く
ま
で
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
経
験
的
に
確
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

(s.

2
9
,
 
s. 3
3

を
見
よ
）
。
そ
し
て
、

H
e
i
n
z
S
c
h
o
c
h
,
 
E
m
p
i
r
i
s
c
h
e
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 der Generalpravention, 
in :
 Th
e
o
 V
o
g
l
e
r
 u. 
a. 
(Hrsg.), 
Festschrift 
ftir 

H
a
n
s
 ,
 
H
e
i
n
r
i
c
h
 J
e
s
c
h
e
c
k
 z
u
m
 7
0
.
 Geburtstag, 
Z
w
e
i
t
e
r
 H
a
l
b
b
a
n
d
,
 
1
9
8
5
,
 
S. 1
1
0
3
 f. 
は
、
刑
法
の
一
般
予
防
機
能
を
経
験
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。

T
h
o
m
a
s
W
 eigend, 
Resozialisierung ,
 die 
gute 
Seite 
der 
Strafe?, 
in: 
H
e
n
n
i
n
g
 R
a
d
t
k
e
 u. 
a. 
(Hrsg.), 
M
u
s
s
 Strafe 
sein ?, 

2
0
0
4
,
 
s. 1
8
6
 f
・
J
P
車
2

社
ム
云

ft
の
姉
笠
呆
が
比
白
無
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
積
極
的
一
般
予
防
論
は
、
刑
罰
の

効
果
を
、
規
範
妥
当
に
関
す
る
一
般
人
の
信
頼
を
維
持
乃
至
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
見
出
す
見
解
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
法
秩
序
に
対
す
る
信
頼
の
形
成

は
、
社
会
的
な
様
々
な
要
素
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
刑
罰
の
効
果
か
ら
の
帰
結
か
否
か
を
経
験
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
最
初
か

ら
困
難
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
M
i
c
h
a
e
l
B
a
u
r
m
a
n
n
,
 
Vortiberlegungen z
u
 einer 

e
m
p
i
r
i
s
c
h
e
n
 T
h
e
o
r
i
e
 der positiven Generalpravention, 
G
A
 19
9
4
,
 
S. 3
7
6
 ff・ip今
珍
昭
窃

(
5
)

再
社
会
化
の
効
果
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

W
i
n
f
r
i
e
d
H
a
s
s
e
m
e
r
,
 

Darf der 
strafende 
Staat 
Verurteilte 
bessern 
w
o
l
l
e
n
 ?, 
in: 
Cornelius 

Prittwitz u. 
a. 
(Hrsg.) ,
 Festsc

巨
ft
fiir 
K
l
a
u
s
 Ltiderssen, 
2
0
0
2
,
 
S. 2
3
5
 f. 
の
叙
述
を
参
照
。

(
6
)

例
え
ば
、

G
e
o
r
g
W
i
l
h
e
l
m
 Friedrich Hegel, 
Grundlinien der Philosophie des R
e
c
h
t
s
・
o
d
e
r
 Naturrecht u
n
d
 Staatswissenschaft i
m
 Grundrisse 

(in: 
W
e
r
k
e
 in 2
0
 B
a
n
d
e
n
,
 
hrsgg. 
v
o
n
 E
v
a
 M
o
l
d
e
n
h
a
u
e
r
 u
n
d
 K
a
r
l
 M
a
r
k
u
s
 Michel, 
1
9
8
6
,
 
B
a
n
d
 7
)
,
 
S. 1
9
0
 
(
§
9
9
 Z
u
s
a
t
z
 11
藤
野
渉
・
赤
沢

正
敏
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
の
哲
学
I
』

『

1
0
0
1
年
]
二
七
四
頁
以
下
）
に
お
け
る
犬
に
向
か
っ
て
杖
を
振
り
上
げ
て
脅
か
す
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
と

い
う
批
判
を
想
起
せ
よ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
脅
か
し
に
よ
る
刑
罰
の
根
拠
付
け
は
、
人
間
を
自
由
な
存
在
と
し
て
扱
う
も
の
で
は
な
い
と
し

て
批
判
し
て
い
た
。
但
し
、
例
え
ば
H
e
i
n
z
Koriath, 
Z
u
r
n
 
Streit 
u
m
 die 
positive 
Generalpravention ,
 Ei
n
e
 
Skizze, 
in :
 He
n
n
i
n
g
 
R
a
d
t
k
e
 
u. 
a. 

(Hrsg.), 
M
u
s
s
 Strafe sein ?, 
2
0
0
4
,
 
S. 6
5
 ff., 
7
0

の
よ
う
に
、
消
極
的
一
般
予
防
論
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解
も
あ
る
。

(
7
)

例
え
ば
、

M
i
c
h
a
e
l
Pawlik, 
Person, 
Subjekt, 
Burger. N
 ur Legitimation v
o
n
 Strafe, 
2
0
0
4
,
 
S. 2
1
 ;
 ders., 

Kritik 
der praventionstheoretischen 

Strafbegrtindungen, 
in 
:
 Kl
a
u
s
 R
o
g
a
l
l
 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
Festschrift 
flir 
H
a
n
s
 ,
 
J
o
a
c
h
i
m
 R
u
d
o
l
p
h
i
 
z
u
m
 7
0
.
 Geburtstag, 2
0
0
4
,
 
S. 2
1
4
 :
!
:
!
、
マ
了
旺
切
皿

m

論
か
ら
す
れ
ば
刑
罰
シ
ス
テ
ム
は
技
術
的
な
最
適
化
の
問
題
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
同
理
論
を
批
判
し
て
い
る
。

(
8
)

つ
ま
り
、
予
防
刑
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
、
刑
罰
鼠
を
規
定
す
る
基
準
は
、
想
定
さ
れ
る
予
防
効
果
の
達
成
に
相
応
し
い
か
否
か
と
い
う
視
点

か
ら
の
み
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
に
、
犯
罪
、
言
い
換
え
れ
ば
、
不
法
と
責
任
の
量
が
刑
罰
量
の
規
定
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な

(
3
)
 

(
4
)
 

ロ
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い
の
で
あ
る
。

H
a
s
s
e
m
e
r
,
D
a
r
f
 d
e
r
 strafende Staat Verurteilte b
e
s
s
e
r
n
 w
o
l
l
e
n
 ?
 (
前
掲
注
(
5
)
）
s. 2
2
6
 f. 
参
照
。
ハ
ッ
セ
マ
ー
も
こ
の
よ
う
な
予

防
刑
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
法
治
国
家
的
に
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
応
報
刑
論
に
基
づ
く
罪
刑
均
衡
性
を
積
極
的
一
般
予
防
論
に
結
び
付
け
る
か
た

ち
で
援
用
し
て
い
る

(S.
2
2
7
 F
n
.
 35, 
S. 2
3
9
参
照
）
。

(
9
)

特
に
、

R
e
i
k
o
H
.
 L
e
s
c
h
,
 
Z
u
r
 Einftihrung 
in 
d
a
s
 
Strafrecht: 
U
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 
u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen 
Strafens 
(2. Teil), 
J
A
 1
9
9
4
,
 
S. 5
9
6
 

を
参
照
。
言
う
な
れ
ば
、
予
防
刑
論
が
刑
罰
を
正
当
化
す
る
際
に
着
目
す
る
犯
罪
予
防
目
的
と
は
、
あ
く
ま
で
規
範
シ
ス
テ
ム
の
外
に
在
る
、
現
実
の

社
会
へ
の
影
響
力
だ
け
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
規
範
シ
ス
テ
ム
の
内
に
在
る
規
範
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
は
等
閑
視
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
Biirger 
(
前
掲
注
(
7
)
)
S
.
1
2
 f. 
を
参
照
。
そ
も
そ
も
一
般
予
防
目
的
で
あ

れ
、
特
別
予
防
目
的
で
あ
れ
、
刑
罰
の
効
果
を
考
慮
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
科
刑
の
対
象
は
あ
く
ま
で
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
た
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
科
刑
の
対
象
者
が
犯
罪
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
が
ま
ず
は
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
「
応
報
の
論
理
」
は

予
防
刑
論
の
立
場
か
ら
も
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

(10) 
R
o
x
i
n
,
 
A
T
 (
前
掲
注
（
2
））

§
3
R
n
.
 5
1
 
ff. 
ま
た
、
拙
稿
「
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
」
法
学
政
治
学
論
究
五
四
号
(
=1
0
0
二
年
）
七
三
頁
以
下
注

(
6
)
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
も
参
照
。

五
）
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
対
す
る
最
近
の
批
判
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

M
i
c
h
a
e
l
P
a
w
l
i
k
,
 
≫
D
e
r
 T
a
t
e
r
 ist 
u
m
 de
r
 G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 willen 
verpflichtet, 
die 

Strafe a
u
f
 sich 
z
u
 n
e
h
m
e
n
 ^^
 
U
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
 z
u
r
 S
t
r
a
f
b
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 i
m
 A
n
s
c
h
l
u
s
s
 a
n
 C
l
a
u
s
 R
o
x
i
n
,
 
G
A
 20
0
6
,
 
S. 3
4
5
 f
f
.
~
~
\

昭
n
H
oキ-
ャ
ペL
e
s
c
h
,

U
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen 
Strafens 
(2. Teil) (~ 

即
諒
I

迂
i

(

9

)
）

s. 5
9
5
 

• 

.
,
_
,
)
[
見
よ
。
車
ぃ
社
i今
令
化
レ
J

い
、
つ
繍
巴
極
的
立
特
訓
匹
マ
了
旺
四
効
面
木
に
聞
や
す
る
ふ
)

の
で
あ
る
が
、

H
a
s
s
e
m
e
r
,
D
a
r
f
 d
e
r
 strafende Staat 
Verurteilte 
b
e
s
s
e
r
n
 w
o
l
l
e
n
?
 (
前
掲
注

(
5
)
）
S
.
2
3
7
も
予
防
目
的
に
罪
刑
均
衡
性
と
い
う
外
在

的
な
制
限
を
課
す
こ
と
は
理
論
的
に
は
不
整
合
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(12) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
Btirger 
(
前
掲
注
(
7
)
）
S. 4
5
 ff. 
;
 ders., 
Kritik 
d
e
r
 
praventionstheoretischen 
S
t
r
a
f
b
e
g
r
t
i
n
d
u
n
g
e
n
 (~ 

則
埠
也
吐

(
7
)
）

S
.
2
1
5
を
参
照
。

(13) 
W
i
n
f
r
i
e
d
 H
a
s
s
e
m
e
r
,
 
く
臼
iationen
d
e
r
 positiven 
G
e
n
e
邑
pravention,
i
n
:
 
ders., 
Strafen 
i
m
 Rechtsstaat, 
2
0
0
0
,
 
S. 2
1
4
を
参
照
。
ハ
ッ
セ
マ
ー

は

(s.
2
1
4
 ff.)
、
刑
法
各
則
の
禁
止
・
命
令
規
範
に
対
す
る
信
頼
の
覚
醒
の
み
を
念
頭
に
お
く
積
極
的
一
般
予
防
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
「
統
合
予
防
」

と
呼
び
、
そ
の
実
体
は
威
嚇
予
防
と
変
わ
ら
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
統
合
予
防
と
は
異
な
り
、
刑
法
各
則
の
行
為
規
範
だ
け
で
は

な
く
、
刑
法
総
則
の
諸
規
範
、
刑
法
上
重
要
な
法
治
国
家
的
な
諸
原
則
（
例
え
ば
罪
刑
均
衡
性
の
原
則
、
責
任
主
義
、
無
罪
推
定
の
法
理
そ
の
他
）
を

も
刑
罰
を
通
じ
て
一
般
人
に
伝
達
す
る
よ
う
な
刑
罰
論
、
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
者
を
人
権
保
障
の
配
慮
の
下
で
法
治
国
家
的
に
取
り
扱
う
と
い
う
法
文

―
二
四
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

―
二
五

化
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
よ
う
な
刑
罰
論
こ
そ
が
真
の
積
極
的
一
般
予
防
論
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
積
極
的
一
般

予
防
論
を
構
成
す
る
方
が
、
一
般
市
民
の
賛
同
を
得
や
す
く
、
結
果
と
し
て
法
秩
序
へ
の
信
頼
の
維
持
・
強
化
と
い
う
目
指
す
べ
き
刑
罰
の
効
果
も
達

成
し
や
す
い
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
犯
罪
者
の
処
罰
を
通
じ
て
一
般
人
へ
の
社
会
教
育
効
果
が
目
指
さ
れ
る
場
合
、
い
く
ら
そ
こ
で

犯
罪
者
に
対
す
る
法
治
国
家
的
な
取
り
扱
い
が
要
請
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
、
ハ
ッ
セ
マ
ー
の
見
解
に
お
い
て
専
ら
一
般
人
を

納
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
く
、
当
該
犯
罪
者
は
や
は
り
い
ま
だ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
ッ
セ
マ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
松
宮
孝
明
「
刑
事
立
法
と
犯
罪
体
系
』
（
二
0
0
1
―一年）―

1
0
頁
以
下
も
参
照
。

(14)

つ
ま
り
、
犯
罪
者
は
、
処
罰
を
通
じ
て
法
秩
序
へ
の
信
頼
の
維
持
・
強
化
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
の
単
な
る
手
段
・
客
体
と
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ

の
法
に
お
け
る
主
体
性
が
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
、

M
i
c
h
a
e
l

K
o
h
l
e
r
,
 

官
er
d
e
n
 Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 v
o
n
 Strafrechtsbegri.indung 
u
n
d
 S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
,
 
1
9
8
3
,
 
S. 4
0
 ff.; 
ders., 
Strafrecht 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 Teil, 
1
9
9
7
,
 
S. 4
4
 

ff. 
を
参
照
。
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
、
刑
罰
が
市
民
社
会
の
善
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
犯
罪
者
は
物
権
の
対
象
と
混
同
さ

れ
て
し
ま
う
と
批
判
し
て
い
た
。

I
m
m
a
n
u
e
l
K
a
n
t
,
 
D
i
e
 M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 d
e
r
 Sitten, 
A
 1
9
7
/
B
 2
2
7
 
(
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
[
岩

波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集
11
、―

1
0
0
二
年
]
―
七
八
頁
）
参
照
。
以
下
で
は
、
本
書
を
M
d
S
と
略
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て

は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル
版

(
W
e
r
k
e
in 1
2
 B
a
n
d
e
n
,
 
hrsg. v
o
n
 W
i
l
h
e
l
m
 W
e
i
s
c
h
e
d
e
l
,
 
1
9
6
8
)

を
定
本
と
し
た
。

(15)

特
に
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
Bi.irgcr 
(
前
掲
注

(
7
)
）
s. 4
0
 ff. 
を
参
照
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
規
範
意
識
乃
至
は
規
範
へ
の
信
頓
の
覚
醒
．

強
化
を
刑
罰
の
「
事
実
上
の
効
果
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(16)

つ
ま
り
、
積
極
的
特
別
予
防
に
お
い
て
も
、
犯
罪
者
の
処
罰
は
あ
く
ま
で
社
会
の
側
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
し
か
な
く
、
そ
の
意
味
で

犯
罪
者
は
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
さ
れ
て
し
ま
う
虞
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
L
e
s
c
h
,
U
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen Strafens 
(2. 

Teil) 
(
前
掲
注

(
9
)
）
S
.
 5
9
3
 f. 
は
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
お
い
て
、
犯
罪
者
は
自
由
な
人
格
で
は
な
く
、
社
会
の
多
数
派
に
と
っ
て
好
ま
し
い
生

活
の
形
態
を
強
制
さ
れ
る
対
象
と
し
て
し
か
取
り
扱
わ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
強
制
の
達
成
の
た
め
に
国
家
に
よ
る
干
渉
の
最
大
化
を
要
請
す
る
こ
と
に

な
る
再
社
会
化
の
理
念
は
リ
ベ
ラ
ル
な
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
S
.
2
9
 ffふ

ders., 
Kritik d
e
r
 p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
 S
t
r
a
f
b
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
e
n
 
(
~
6
印
諒I迂
i
(
7
)）s. 2
1
9
 ff. 
は
、
知
3

罪
非
芸
P

の肌～
g

副
を
通
じ
て
社
会
の
一
般
人
に
働
き
か

け
て
犯
罪
の
減
少
を
図
る
と
い
う
社
会
の
側
の
利
益
を
強
調
す
る
威
嚇
予
防
と
比
べ
て
、
実
は
働
き
か
け
る
対
象
が
社
会
の
一
般
人
で
は
な
く
犯
罪
者

本
人
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
社
会
の
側
の
利
益
に
着
目
す
る
点
で
、
積
極
的
特
別
予
防
の
実
体
は
威
嚇
予
防
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

社
会
政
策
的
に
有
用
な
戦
略
を
配
慮
し
た
も
の
で
し
か
な
い
と
す
る
。
そ
も
そ
も
積
極
的
特
別
予
防
の
擁
護
者
も
社
会
の
側
の
利
益
が
そ
こ
に
あ
る
こ
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(21) 

(22) 

(20) 

(19) Strafe: 
Strafrechtstheoretische 

A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
 
2
0
0
5
,
 
S. 2
9
 ff. 
;
 ders., 
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 

W
o
l
f
g
a
n
g
 F
r
i
s
c
h
 u. 
a. 
(Hrsg.), 
Tatproportionalitat, 
2
0
0
3
,
 
S. 
5
2
 ff. 
参
照
。

v
o
n
 Hirsch, 
Positive G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
 u
n
d
 T
a
d
e
l
 
(
前
掲
注

(18)
）
S. 3
1
 ;
 ders., 
Begri.indung u
n
d
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 tatproportionaler Strafen (~ 

則

掲
注

(18)
）
S
.
5
4
参
照
。

特
に
、

v
o
n
Hirsch, 
Begri.indung 
u
n
d
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 tatproportionaler 
Strafen 
(
前
掲
注

(18)
）
s. 5
4
 ff. 
参
照
。
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
あ
く

ま
で
非
難
の
機
能
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
威
嚇
に
よ
る
予
防
的
な
機
能
は
、
非
難
の
機
能
の
枠
内
で
の
み
作
用
す
る
と
主
張
し
て
い

る

(s.
5
7
)
。
し
か
し
、
フ
ォ
ン
・
ビ
ル
シ
ュ
は
刑
法
上
の
制
裁
で
あ
る
刑
罰
と
他
の
領
域
の
制
裁
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
刑
罰
の
予
防
的

側
面
を
挙
げ
て
お
り

(
S
.
5
5
参
照
）
、
彼
の
理
論
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
予
防
的
機
能
（
と
そ
れ
に
基
づ
く
害
悪
の
賦
課
）
こ
そ
が
刑
罰
に
と
っ
て
構
成

的
な
要
素
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
そ
の
よ
う
な
刑
罰
に
と
っ
て
む
し
ろ
構
成
的
な
（
本
質
的
な
）
要
素
が
非
難
の
機
能
の
制
約
下
に
服

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
は
根
拠
付
け
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

T
a
t
j
a
n
a
 H
o
r
n
l
e
,
 
T
a
t
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
e
 S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
,
 
1
9
9
9
,
 
S. 
1
2
1
 
ff. $
昭
唸

H
o
r
n
l
e
,
 
T
a
t
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
e
 
S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
 
(
前
掲
注

(21)
）
S. 
1
2
3
 f. 
;
 dies., 
D
i
e
 R
o
l
l
e
 
d
e
s
 
O
p
f
e
r
s
 
in 
d
e
r
 
Straftheorie 
u
n
d
 i
m
 materiellen 

Strafrecht, 
J
 N
 2
0
0
6
,
 
S. 9
5
6
 $
昭
唸

u
n
d
 

B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 

tatproportionaler 

Strafen, 
in 

と
は
認
め
て
い
る
（
例
え
ば
、

D
i
e
t
e
r
Dolling, 
Z
u
r
 spezialpraventiven A
u
f
g
a
b
e
 d
e
s
 Strafrechts, 
in: 
ders., 
(Hrsg.), 
J
u
s
 h
u
m
a
n
u
m
.
 
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 

d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
 
u
n
d
 Strafrecht. 

Festschrift 
fiir 
E
r
n
s
t
 ,
 
J
o
a
c
h
i
m
 
L
a
m
p
e
 z
u
m
 70. Geburtstag, 
2
0
0
3
,
 
6
0
7
 f
.
)
。
社
い
企
字
の
側
〖
の
利
げ
益
の
渦

H度
の
曲
盆
詞
か

ら
、
犯
罪
者
個
人
の
利
益
を
守
る
た
め
に
は
、
応
報
刑
論
の
根
幹
に
あ
る
罪
刑
均
衡
性
の
枠
内
で
再
社
会
化
を
追
及
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

制
限
枠
は
、
予
防
刑
論
の
出
発
点
か
ら
す
る
と
あ
く
ま
で
外
在
的
な
便
宜
上
の
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
再
社
会
化
の
効

呆
を
刑
罰
の
目
的
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
再
社
会
化
の
た
め
の
働
き
か
け
の
際
に
受
刑
者
側
の
任
意
性
を
前
提
と
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
後
に
言
及
す
る
。

(17)

以
下
に
つ
い
て
は
特
に
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
s. 4
8
 ff. 
参
照
。
ま
た
、
鈴
木
晃
「
非
難
と
制
裁
ー
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・

フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ュ
の
見
解
を
中
心
と
し
て
ー
」
社
会
科
学
研
究
一
九
巻
一
号
(
-
九
九
八
年
）
―
-
九
頁
以
下
、
同
「
量
刑
と
非
難
」
社
会
科
学
研

究
二

0
巻
一
号
(
―

1
0
0
0
年
）
四
一
頁
以
下
、
小
池
信
太
郎
「
量
刑
に
お
け
る
犯
行
均
衡
原
理
と
予
防
的
考
慮
(
l
)
」
慶
應
法
学
六
号
（
二

0

0
六

年
）
六
九
頁
以
下
も
参
照
。

(18)

特
に
、

A
n
d
r
e
w
v
o
n
 Hirsch, 
Positive G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
 u
n
d
 T
a
d
e
l
 
(
z
u
s
a
m
m
e
n
 m
i
t
 T
a
t
j
a
n
a
 H
o
r
n
l
e
)
,
 
in: 
ders., 
Fairness, 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 u
n
d
 

―
二
六

26-3・4-362 （香法2007)



最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

(25) 

(24) 

(23) 
以
下
に
つ
い
て
は
、

A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 

否
minalitat,
N
 S
t
W
 
B
d
.
 9
7
 `
 
1
9
8
5
,
 
S. 7
8
6
 ff. 
;
 ders., 
D
i
e
 

v
o
n
 

H
a
s
s
e
m
e
r
 
(Hrsg.), 
Strafrechtspolitik, 
1
9
8
7
,
 
S. 1
6
2
 ff., 
1
8
5
 ffふ

K
o
h
l
e
r
,
O
b
e
r
 

S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
 
(

前

掲

注

(14)
）
s. 
11 ff・; 
ders., 
D
e
r
 
B
e
g
r
i
f
f
 
d
e
r
 
Strafe, 
1
9
8
6
,
 
S. 4
4
 

ff. 
;
 ders., 
Strafbegrlindung 

Rechtsverhaltnis, 
in :
 Wi
l
f
r
i
e
d
 K
u
p
e
r
 u. a. 
(Hrsg.), 
Festschrift flir 
K
a
r
l
 L
a
c
k
n
e
r
 z
u
m
 7
0
.
 G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
 a
m
 18
.
 F
e
b
r
u
a
r
 1
9
8
7
,
 
1
9
8
7
,
 
S. 
11 

ders., 
A
T
 (
前
掲
注

(14)
）
S. 3
7
 ff. 
;
 Ra
i
n
e
r
 Z
a
c
z
y
k
,
 
Staat u
n
d
 Strafe ,
 Be
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
m
 s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
 ,,lnselbeispiel" 
in 
K
a
n
t
s
 M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 

d
e
r
 Sitten, 
in 
:
 Go
t
z
 L
a
n
d
w
e
h
r
 
(Hrsg.), 
Freiheit, 
Gleichheit, 
Selbstandigkeit, 
1
9
9
9
,
 
S. 7
3
 ff. 
;
 ders., 
S
i
e
b
e
n
 
T
h
e
s
e
n
 
z
u
r
 B
e
g
r
l
i
n
d
u
n
g
 v
o
n
 

Strafe, 
in :
 Pe
t
e
r
 
Siller 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
K
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
n
 
d
e
r
 
G
e
g
e
n
w
a
r
t
,
 
1
9
9
9
,
 
S. 1
3
9
 f・; 
ders., 
Z
u
r
 
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 
d
e
r
 

Gerechtigkeit 
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 
Strafens, 
in: 
J
o
r
g
 
A
r
n
o
l
d
 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
M
e
n
s
c
h
e
n
g
e
r
e
c
h
t
e
s
 
Strafrecht. Festschrift 
flit 
A
l
b
i
n
 
E
s
e
r
 
z
u
m
 7
0
.
 

(11
飯
島
暢
訳
「
人
間
的
な
刑
罰
に
お
け
る
正
義
の
根
拠
付
け
に
つ
い
て
」
香
川
法
学
二
五
巻
一

k
呂
lo,
D
i
e
 

年

]

ぞ

iminaldelikt,
2
0
0
1
,
 
S. 1
7
6
 ff., 
2
2
4
 ff. 
;
 Di
e
t
h
e
l
m
 

巴
e
s
c
z
e
w
s
k
i
,
D
i
e
 R
o
l
l
e
 d
e
r
 Strafe in 
H
e
g
e
l
s
 T
h
e
o
r
i
e
 d
e
r
 btirgerlichen 
Gesellschaft, 
1
9
9
1
,
 
S. 2
3
2
 ff. 翠
多
昭
符
ま
た
、
抑g稿
~
「
辻i概
今
心
と
し
て
の

刑
罰
」
（
前
掲
注

(10)
）
五
五
頁
以
下
も
参
照
。

承
認
の
対
象
と
な
る
の
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
他
者
が
自
由
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
者
に
は
独
自
の
自
由
の
領
域
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
現
実
の
実
体
化
さ
れ
た
自
由
に
関
す
る
相
互
的
な
関
係
性
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
口
頭
で
「
他
者
を
自
由
な
存
在
と
し
て
承
認
す
る
」
と
宣
言
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
実
際
に
他
者
を
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
外
的
な
活
動
を

通
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

Geburtstag, 
2
0
0
5
,
 
S. 2
0
7
 

ニ
ニ
頁
以
下
ご

M
i
c
h
a
e
l

H
a
n
d
l
u
n
g
s
f
o
r
m
 

U
n
t
e
r
l
a
s
s
u
n
g
 

P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注

(
7
)
）
S. 7
1
,
 
7
3
 f. 
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
を
検
討
し
、
彼
ら
が
、
刑
罰
に
よ
っ
て
回
復

さ
れ
る
べ
き
法
秩
序
の
中
核
を
犯
罪
者
と
被
害
者
の
二
者
間
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
批
判
す
る
。
何
故
な
ら
、
パ
ヴ
リ
ク
に
し
て
み
れ
ば
刑
罰

は
あ
く
ま
で
個
々
の
被
害
者
の
損
害
回
復
の
た
め
で
は
な
く
、
法
秩
序
全
体
の
回
復
の
た
め
に
科
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
ヴ
ォ
ル
フ

学
派
の
理
論
に
お
い
て
は
、
人
格
―
―
者
間
の
相
互
承
認
関
係
が
法
の
根
拠
付
け
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
社
会
契
約
論
を
通
じ
て
、
国
家

段
階
と
い
う
普
遍
的
な
法
秩
序
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
犯
罪
は
具
体
的
な
被
害
者
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
自
由
を
普
遍
的

に
保
障
す
る
法
秩
序
の
効
力
侵
害
（
否
定
）
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
か
ら
す
れ
ば
、
刑
罰
に
よ
っ
て

回
復
さ
れ
る
の
は
、
常
に
、
法
秩
序
の
効
力
そ
れ
自
体
と
そ
れ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
被
害
者
の
自
由
な
の
で
あ
る
（
勿
論
、
以
上
は
具
体
的
な

ff. 

d
e
r
 

als 

d
e
n
 

K
r
i
m
i
n
a
l
u
n
r
e
c
h
t
 
z
u
 

v
o
n
 

a
n
d
e
r
e
n
 

Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 

―
二
七

lffi 

E
r
n
s
t
 
A
m
a
d
e
u
s
 W
o
l
f
f
,
 
D
a
s
 n
e
u
e
r
e
 V
e
r
s
t
a
n
d
n
i
s
 
v
o
n
 G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
 
u
n
d
 seine 
T
a
u
g
l
i
c
h
k
e
i
t
 
fiir 
eine 
A
n
t
w
o
r
t
 a
u
f
 

・
ニ
号

k
o
n
k
r
e
t
e
n
 

[二
0
0
五

Strafrechtsbegrtindung 

ff. 
u
n
d
 

U
n
r
e
c
h
t
s
f
o
n
n
e
n
,
 
in :
 Wi
n
f
r
i
e
d
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(30) 

(29) N
i
k
o
l
a
o
s
 
K. A
n
d
r
o
u
l
a
k
i
s
,
 
A
t
h
e
n
 

カロ＂。
B
"
 

ま
た
、

ders.,
O
b
e
r
 die B
e
h
a
n
d
l
u
n
g
 v
o
n
 W
o
l
l
e
n
s
f
e
h
 ,
 

被
害
者
を
想
定
で
き
る
個
人
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
場
合
で
あ
り
、
社
会
的
法
益
、
国
家
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
一
定
の
修
正

が
必
要
と
な
る
。
詳
し
く
は
、
特
に
R
芸
1er
Z
a
c
z
y
k
,
 
D
a
s
 U
n
r
e
c
h
t
 d
e
r
 v
e
r
s
u
c
h
t
e
n
 Tat, 
1
9
8
9
,
 
S. 
1
9
8
 ff. 
参
照
）
。
そ
も
そ
も
、
法
秩
序
を
個
々
の
人

格
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
法
秩
序
の
回
復
を
個
々
の
人
格
の
側
面
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ

る
。
故
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
に
正
当
な
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
属
す
る
パ
ヴ
リ
ク
の

問
題
意
識
は
、
刑
罰
を
通
じ
た
法
秩
序
の
回
復
を
論
じ
る
際
に
、
法
秩
序
そ
の
も
の
を
重
視
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
法
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の

人
格
同
士
の
関
係
性
に
重
点
を
置
く
べ
き
か
と
い
う
考
え
方
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
と
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
間
に
あ

る
―
つ
の
隔
た
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

(26)

例
え
ば
、

N
a
c
z
y
k
,
 
Staat u
n
d
 Strafe 
(
前
掲
注

(23)
）
S. 8
5
 ;
 ders., 
N
 ur
 B
e
g
r
t
i
n
d
u
n
g
 d
e
r
 G
e
r
e
c
h
t
i
g
k
e
i
t
 m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 Strafens 
(
前
芦
獨
江

i(23)
）

s. 2
1
6
 f. 

(
邦
訳
―
二
三
頁
）
は
、
刑
罰
概
念
の
内
容
を
人
格
に
保
障
さ
れ
る
法
的
地
位
の
低
下

(
M
i
n
d
e
r
u
n
g
)• 

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学

派
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
各
人
格
に
は
法
秩
序
に
お
い
て
自
由
が
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
法
的
地
位
と
は
自
由
が
保
障

さ
れ
て
い
る
地
位
の
こ
と
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
法
的
地
位
の
低
下
と
は
、
自
由
の
制
限
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法

概
念
と
し
て
の
刑
罰
」
（
前
掲
注

(10))
六
五
頁
以
下
も
参
照
。

(27)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

R
a
i
n
e
r
Z
a
c
z
y
k
,
 
U
b
e
r
 B
e
g
r
t
i
n
d
u
n
g
 i
m
 R
e
c
h
t
,
 
i
n
:
 
ders. 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
Festschrift filr 
E. 
A. W
o
l
f
f
 z
u
m
 70. G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
 a
m
 

1. 
10. 1
9
9
8
,
 
1
9
9
8
,
 
s. 5
2
1
 ff. ~
\
昭
唸
こ
の
苧
躙
稿
に
お
い
て
ツ
ァ
ツ
ィ
ッ
ク
は
、
単
に
経
験
に
基
づ
く
だ
け
の
法
の
理
論
は
頭
脳
を
欠
く
も
の
で
あ
る

が
、
純
粋
な
原
理
か
ら
の
み
成
り
立
つ
法
は
手
足
を
欠
い
て
い
る

(
S
.
5
2
3
)

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
最
近
の
業
績
で
あ
る
ders.,
,,Fiat 
iustitia, 

p
e
r
e
a
t
 
m
u
n
d
u
s
"
 -
Z
u
 K
a
n
t
s
 
O
b
e
r
s
e
t
z
u
n
g
 
d
e
r
 
S
e
n
t
e
n
z
,
 
i
n
:
 
M
a
x
i
m
i
l
i
a
n
 
W
a
l
l
e
r
a
t
h
 
(Hrsg.), 
Fiat 
iustitia. R
e
c
h
t
 
als 
A
u
f
g
a
b
e
 
d
e
r
 
V
e
r
n
u
n
f
t
.
 

Festschrift 
filr 
P
e
t
e
r
 
K
r
a
u
s
e
 
z
u
m
 70. Geburtstag, 
2
0
0
6
,
 
S. 6
6
0
 ff. 
:2,. お
い
て
i
叉
止
↑
ぶ
”
ム
王
て
の
A
盆
回
に
白
口
山
i
を
但
江
障
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
現
実
の
世
界
を
形
成
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

(28) 
Gtinther J
a
k
o
b
s
,
 
Strafrecht A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 Teil, 
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
,
 
2. Aufl. 1
9
9
3
,
 
1/15. 

lern u
n
d
 v
o
n
 W
i
s
s
e
n
s
f
e
h
l
e
m
,
 
N
 S
t
W
 B
d
.
 1
0
1
,
 
1
9
8
9
,
 
S. 5
1
7
も
参
照
。

G
u
n
t
h
e
r
 J
a
k
o
b
s
,
 
Z
u
r
 g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
n
 Straftheorie, 
in :
 Kl
a
u
s
、M
.
K
o
d
a
l
l
e
 
(Hrsg.), 
Strafe 
m
u
s
s
 sein ! 

G
u
n
t
h
e
r
 
J
a
k
o
b
s
,
 
D
e
r
 Z
w
e
c
k
 d
e
r
 
V
e
r
g
e
l
t
u
n
g
.
 E
i
n
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
 
a
n
h
a
n
d
 
d
e
r
 
Straftheorie 
H
e
g
e
l
s
,
 
in: 
Kotsalis 
(Hrsg.), 
Festschrift 
fiir 

2
0
0
3
,
 
s. 2
5
1
 ff. 

M
u
s
s
 Strafe 
sein ?
,
 

1
9
9
8
,
 
S. 3
9
参

―
二
八
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

(31) 

(32) 

―
二
九

G
u
n
t
h
e
r
 J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe: 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
,
 
2
0
0
4
.
 

特
に
、

Giinther
J
 
a
k
o
b
s
,
 
Z
 or
m
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft. Vori.iberlegungen z
u
 einer R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
2. Aufl. 1
9
9
9
,
 
S. 2
9
 ff. 
;
 ders., 
Indivi ,
 

d
u
u
m
 u
n
d
 P
e
r
s
o
n
,
 
N
 St
W
 B
d
.
 117, 
2
0
0
5
,
 
S. 2
5
5
 ff参
照
。
ま
た
、

ders.,
Strafbegri.indung u
n
d
 positive G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
,
 
in: 
Peter Siller u.a. 

(Hrsg.), 
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
K
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
n
 
d
e
r
 
G
e
g
e
n
w
a
r
t
,
 
1
9
9
9
,
 
S, 
1
3
6
 f. ~
a
兄
よ
。
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
に
お
い
て
法
秩
序
を
構
成
す
る
の
は

人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

の
側
面
も
法
秩
序
の
効
力
に
関
し
て
間
接
的
で
は
あ
る
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

(33)

こ
こ
で
、
法
規
範
の
効
力
が
不
安
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
秩
序
の
他
の
構
成
員
達
に
と
っ
て
今
後
も
法
の
法
則
を
妥
当
す
る
行
動
基
準
と
し

て
扱
い
、
そ
れ
に
自
己
の
活
動
を
方
向
付
け
て
よ
い
か
否
か
が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

J
芸
obs,
D
e
r
 Z
w
e
c
k
 

d
e
r
 V
e
r
g
e
l
t
u
n
g
 
(
前
掲
注

(30)）

S
.
2
6
4
参
照
。

(
3
4
)
J
娑
obs,
Staatliche 
Strafe 
(
苗
則
組
四
迂

i(31)）

s. 2
4
 
ff.~ 

参
昭
符
こ
こ
で
は
、
犯
罪
と
刑
罰
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
意
義
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、

い
わ
ば
両
者
の
関
係
は
、
対
話
ま
た
は
二
つ
の
世
界
観
の
衝
突
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
、
犯
罪
と
い
う
犯
罪

者
の
主
張
は
退
け
ら
れ
、
社
会
の
他
の
構
成
員
に
対
し
て
、
法
規
範
は
行
為
を
方
向
付
け
る
基
準
と
し
て
今
後
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

L
e
s
c
h
,
O
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen Strafens 
(2. 
Teil) 
(
前
掲
注

(
9
)）

S
.
5
9
8
も
見
よ
。

(
3
5
)
J
呉
obs,
D
e
r
 Z
w
e
c
k
 
d
e
r
 
V
e
r
g
e
l
t
u
n
g
 
(
前
掲
注

(30)）

s. 2
6
3
.
 

刑
罰
の
意
義
を
規
範
の
効
力
の
確
証
と
し
て
規
定
す
る
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
抽
象
法
の
段
階
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
の
捉
え
方
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ル
ー
マ
ン
の
規
範
的

予
期
と
認
知
的
予
期
を
区
別
す
る
考
え
か
ら
の
影
響
も
あ
る
こ
と

(s.
2
6
4
 f.)

を
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
知
的
予
期
の
違
背
に
対
す

る
場
合
と
は
異
な
り
、
例
え
ば
、
人
格
は
法
的
に
振
舞
う
べ
き
と
い
う
規
範
的
予
期
の
違
背
に
対
し
て
は
、
規
範
の
安
定
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ

の
よ
う
な
規
範
に
対
す
る
期
待
が
誤
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
違
背
し
た
者
の
過
ち
に
よ
っ
て
期
待
が
破
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
そ

の
規
範
が
い
ま
だ
行
動
基
準
と
し
て
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
の
意
義
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
ル
ー
マ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

N
i
k
l
a
s

L
u
h
m
a
n
n
,
 
R
e
c
h
t
s
s
o
z
i
o
l
o
g
i
e
 
1, 
1
9
7
2
,
 
S. 4
0
 ff., 
5
3
 ff. 
参
照
。
ま
た
、
ヤ
コ
ブ
ス
に

よ
れ
ば
、
人
格
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
の
み
規
範
的
予
期
が
問
題
と
な
る
。
認
知
的
な
も
の
で
あ
る
道
具
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
権
利
と
義
務
の
関
係
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
る
人
格
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

G
u
n
t
h
e
r
J
a
k
o
b
s
,
 
D
a
s
 Strafrecht z
w
i
s
c
h
e
n
 

F
u
n
k
t
i
o
n
a
l
i
s
m
u
s
 u
n
d
ふ

J

a
l
t
e
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
m
"
 P
r
i
n
z
i
p
i
e
n
d
e
n
k
e
n
,
 
N
 S
t
W
 B
d
.
 107, 
1
9
9
5
,
 
S. 8
6
7
 ff. 

(11
坪
i
｛
呂
考
工
明
・
仝
並
串
四
如
t
中
い
「
埠
似
知
叱
、
王
羞

5e士
い
き
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
原
則
思
考
の
狭
間
に
立
つ
刑
法
・
は
た
ま
た
『
古
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
刑
法
と
の
決
別
か
？
」
立
命
館
法
学
―
一
四
七
号
[
-
九
九
六
年
]
四
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(41) 法
則
）

一
三
〇

五
二
頁
以
下
）
参
照
。

(
3
6
)
J
戻
o
b
s
,
Z
u
r
 g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
n
 S
t
r
a
f
t
h
e
o
r
i
e
 
(
前
芦
掲
注

(29)）

s. 3
9
.
 

(37)

ア
レ
ク
シ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

R
o
b
e
r
t
A
l
e
x
y
,
 
B
e
g
r
i
f
f
 u
n
d
 G
e
l
t
u
n
g
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 
2
0
0
2
,
 
S. 
1
3
9
 ff. 
参
照
。
ア
レ
ク
シ
ー
は
、
法
秩
序
全
体
と

し
て
の
法
の
効
力
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
内
容
的
な
正
当
性
よ
り
も
そ
の
社
会
的
な
実
効
性

(
W
i
r
k
s
a
旦^
eit)

の
方
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
し
、

法
秩
序
に
属
す
る
個
々
の
規
範
の
効
力
も
、
そ
の
規
範
が
極
端
に
不
法
な
内
容
を
有
し
な
い
限
り
は
（
故
に
、
多
少
不
法
な
内
容
で
あ
っ
て
も
良
い
）
、

そ
れ
が
属
す
る
法
秩
序
が
社
会
的
な
実
効
性
の
観
点
か
ら
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
有
効
な
も
の
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
法
秩
序
全
体
、
そ
し
て
個
々
の
規
範
の
双
方
の
効
力
の
有
効
性
に
関
し
て
社
会
的
な
実
効
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

考
え
が
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
3
8
)
J巴^
o
b
s
,
 
S
t
a
a
t
l
i
c
h
e
 
S
t
r
a
f
e
 
(
前
掲
注
(31)
）
s. 2
8
 ff. 参
照
。
こ
の
認
知
的
な
補
強

(die
k
o
g
n
i
t
i
v
e
 
U
n
t
e
r
m
a
u
e
r
u
n
g
)

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
に

お
け
る
道
徳

(die

M
o
r
a
l
i
t
a
t
)

の
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

(
S
.
2
9

F
n
.
 1
4
2
)
。
ま
た
、
認
知
的
な
補
強
は
い
わ
ゆ
る
敵
味
方
刑
法

(
F
e
i
n
d
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
)

論
の
文
脈
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
思
わ
れ
る
が
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
お
い
て
は
、
既
に
人
格
に
対
す
る
刑
罰
、
つ
ま
り
、
市

民
刑
法
の
領
域
で
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
川
口
浩
一
「
敵
に
対
す
る
刑
法
と
刑
罰
論
」
法
律
時
報
七
八
巻
三
号
(
―

1
0
0
六
年
）
一

四
頁
以
下
も
参
照
。
敵
味
方
刑
法
論
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
改
め
て
検
討
す
る
。

(39) 
J
a
k
o
b
s
,
 
S
t
a
a
t
l
i
c
h
e
 
S
t
r
a
f
e
 
(
蔀
叩
垣
四
注

(31)）

S. 2
9
 f. 
;
 ders., 
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
 u
n
d
 P
e
r
s
o
n
 
(
蔀
四
褐
迂

i(32))
s. 2
6
1
 f
 

• 

.1$ L
、
ders.,
D
e
r
 Z
w
e
c
k
 d
e
r
 

V
e
r
g
e
l
t
u
n
g
 
(
前
掲
注

(30)
）
S
.
2
6
6

で
は
、
人
格
と
し
て
の
犯
罪
者
を
現
実
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
名
宛
人
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
の
み
で
あ
り
、
刑
罰
を
通
じ
た
苦
痛
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
は
な
い
。
ま
た
、

ders.,
Z
u
r
 g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
n
 S
t
r
a
f
t
h
e
o
r
i
e
 
(
前
掲
注

(29)
）
S
.
3
6
 

で
は
、
「
身
体
的
活
動
の
手
段
の
剥
奪
」
が
刑
罰
の
内
容
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
身
体
的
活
動
と
は
ま
さ
に
外
的
自
由
の
行
使
の
こ
と
を
指
す
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
刑
罰
の
内
容
と
し
て
外
的
自
由
の
剥
奪
だ
け
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
外
的
自
由
の

制
限
が
刑
罰
概
念
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
法
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
苦
痛
の
賦
課
と
い
う
要
素
は
刑
罰
概
念
に
と
っ
て
法
的
に
は
無

意
味
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(40)

例
え
ば
、

J
a
k
o
b
s
,
Z
u
r
 g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
n
 S
t
r
a
f
t
h
e
o
r
i
e
 
(
前
掲
注
(29)
）
S. 3
6
 ;
 ders., 
N
o
r
m
,
 P
e
r
s
o
n
,
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
(
前
掲
注

(32)
）
s. 1
0
5
 f・; 
ders., 

l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
 u
n
d
 P
e
r
s
o
n
 
(
前
掲
注

(32)）

S. 2
5
7
 f. 

こ
れ
は
、
犯
罪
者
が
打
ち
立
て
た
法
則
（
例
え
ば
、
窃
盗
を
禁
止
す
る
規
範
は
自
分
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
他
人
の
も
の
を
盗
ん
で
も
良
い
と
す
る

に
従
う
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
犯
罪
者
の
模
倣
を
し
よ
う
と
す
る
者
、
一
種
の
模
倣
犯
の
よ
う
な
存
在
が
念
頭
に
置
か
れ
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(42) て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe (
＂

-HIJ
掲
注
i(31))
S. 3
2
 f. 

$
,
.
.
.
)
、
ヤ
｀
コ
ブ
ス
は
こ
の
よ
う
な
消
極
的
一
般
予
防
を
間
接
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
刑
罰
の
名
宛
人
は
社
会
に
お
け
る
法
に
対
し
て
忠
誠
的
な
不
特
定
多
数
の
人
格
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
規
範
へ
の
信
頼
を
現
実
的
に

維
持
す
る
た
め
に
、
当
該
犯
罪
者
の
影
響
を
受
け
て
そ
の
法
則
に
従
う
者
に
対
し
て
恐
怖
心
を
生
じ
さ
せ
る
威
嚇
が
刑
罰
の
間
接
的
な
効
果
と
し
て
要

請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
刑
罰
の
主
た
る
関
心
は
あ
く
ま
で
規
範
の
効
力
（
に
対
す
る
信
頼
）
の
現
実
的
な
維
持
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
内
で
消
極
的
一
般

予
防
も
間
接
的
に
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
4
3
)
J
芸
obs,
Staatliche 

Strafe 
(
~
1
即
掲
汗
仁
（
3
1）
）S. 3
1
 f.ti
、

皿

m即
則
量
は
出
コ
苺
認
叩
器
非
た
行
ぷ
局
が
対
リ
ム
ぢ
‘
っ
士

{lJ、
吐
i
鉦
い
吉
E
ム
王
庄
坪
L
↑
紐
心
ー
）
て
右
nナ
ソ
る
声
旱
十
八
妊
i

に

依
拠
す
る
と
し
、
具
体
的
に
、
(
-
)
違
反
さ
れ
る
規
範
の
重
要
性
と
そ
の
違
反
の
程
度
、
（
二
）
当
該
規
範
の
認
知
的
な
保
障
の
状
況
、
（
三
）
犯
罪
者

の
答
責
性
と
い
う
三
つ
の
基
準
を
挙
げ
て
い
る
。

(44) 
J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe 
(
苺
即
垣
四
迂

i(31)）

s. 2
9
 f. 
~
 
参
昭
唸

(45)

こ
の
規
範
へ
の
忠
誠

(
N
o
r
m
t
r
e
u
e
)

の
維
持
と
い
う
も
の
は
、
当
該
犯
罪
者
の
影
響
を
受
け
て
、
将
来
模
倣
的
に
行
動
す
る
潜
在
的
犯
罪
者
に
対
し

て
問
題
と
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
に
お
い
て
は
、
規
範
へ
の
忠
誠

(
N
o
r
m
t
r
e
u
e
)

と
規
範
へ
の
信
頼

(
N
o
r
m
v
e
r
t
r
a
u
e
n
)

と
い
う
文
言
が
区
別
さ
れ
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
（
例
え
ば
、

ders.,
Staatliche 
Strafe 
[
前
掲
注

(31)]
S
.
3
3
参
照
）
。
つ
ま
り
、
刑
罰
に
よ
っ
て
一
般
人
の
規
範

へ
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
潜
在
的
犯
罪
者
に
お
け
る
規
範
へ
の
忠
誠
の
維
持
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

(46)

こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
社
会
教
育
的
な
効
果
に
よ
っ
て
人
々
の
法
に
対
す
る
信
頼
を
強
化
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
も
は
や

な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
現
に
在
る
一
般
人
の
規
範
へ
の
信
頼
を
犯
罪
前
の
状
態
の
レ
ベ
ル
で
維
持
す
る
こ
と
し
か
問
題
に
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
自
身
、
犯
罪
前
の
状
態
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
法
の
効
力
の
程
度
を
刑
罰
を
通
じ
て
改
善
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
(ders.,

Staatliche Strafe 
[
前
掲
注

(31)]
S
.
3
4
)
。

(47) 
J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe (~ 

則
掲
注

(31)
）
S
.
3
H
参
照
。
但
し
、

ders.,
N
 ur
 g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
n
 Straftheorie 
(
前
掲
注

(29)
）
s. 3
9
 f. 
も
参
照
。

(48) 
J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe 
(
前
掲
注

(31)
）
s. 3
3
 f. 
ま
た
、

ders.,
D
e
r
 Z
w
e
c
k
 d
e
r
 V
e
r
g
e
l
t
u
n
g
 
(
前
掲
注

(30)
）
s. 2
6
6
 f. 
参
照
。

(2. 
Teil) 
(
前
掲
注

(
9
)
）
s. 5
9
6
 ff., 
5
9
8
 f. 

)
 
L
e
s
c
h
,
 
U
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen Strafens 

，
 

(
4
 

(50)

但
し
、
松
宮
孝
明
「
法
定
刑
引
き
上
げ
と
刑
罰
論
」
法
律
時
報
七
八
巻
三
号
（
二

0

0
六
年
）
一

0
頁
は
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
刑
罰
論
を
、
「
絶
対
的
」
刑

罰
論
と
の
混
同
を
回
避
す
る
た
め
に
「
積
極
的
一
般
予
防
論
」
の
一
っ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
刑
罰
目
的
と
刑
事
立
法
」
広
渡
清
吾
他
編

『
小
田
中
聰
樹
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
民
主
主
義
法
学
・
刑
事
法
学
の
展
望
下
巻
』
（
二

0

0
五
年
）
七
五
頁
は
、
積
極
的
一
般
予
防
と
は
、
「
社
会
の
規

ロ
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§ 

範
を
安
定
さ
せ
て
そ
の
規
範
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
こ
と
を
『
予
防
』
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」
が
、
「
こ
の
場
合
の
『
予
防
』
は
、
法
の

否
定
と
し
て
の
犯
罪
を
刑
罰
で
否
定
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
『
応
報
刑
論
』
に
近
い
も
の
に
な
る
」
と
し
て
、
八
0
頁
注

(15)
に
お
い
て
ヤ
コ
ブ

ス
の
見
解
を
参
照
し
て
い
る
。

(51) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
s. 2
0
,
 
7
5
 ff., 
8
8
 ff. 
参品限。

影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
対
す
る
辛
辣
な
書
評
と
し
て
、

N
o
r
b
e
r
t
H
o
e
r
s
t
e
r
,
 
G

A

 

に
も
皮
相
的
な
批
判
で
し
か
な
い
。

(52) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注

(
7
)
）
s. 8
2
 ff. 
参
照
。

(53) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注

(
7
)
）
S
.
 8
1
,
 
8
3
 f. 

(54) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
S
.
 9
0
.
 

パ
ヴ
リ
ク
に
よ
れ
ば

(
S
.
8
2
 f
.
)

、
市
民
は
法
秩
序
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
二
重
の

地
位
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
市
民
は
法
秩
序
が
課
し
て
く
る
義
務
の
受
取
人

(
D
e
s
t
i
n
atar)

と
し
て
の
地
位
に
立
ち
、
法
秩
序
が
要

請
す
る
法
に
適
っ
た
行
動
基
準
に
従
っ
て
他
の
市
民
と
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
ま
さ
に
目
の
前
に
い
る
具
体
的
な
他
の
市
民
に

対
す
る
義
務
の
履
行
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
市
民
は
、
法
秩
序
の
共
同
の
担
い
手

(
M
i
t
t
r
a
g
e
r
)

と
し
て
の
地
位
を
有
し
、
自
由
を
現
実
に

保
障
す
る
秩
序
の
存
続
の
た
め
に
は
、
自
分
を
含
め
た
全
て
の
市
民
が
共
同
で
、
法
秩
序
が
課
し
て
く
る
義
務
（
具
体
的
に
言
え
ば
、
右
の
法
に
適
っ

た
行
動
で
他
者
と
接
す
る
義
務
）
を
履
行
す
べ
き
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
法
共
同
体
に
結
合
し
て
い
る
他
の
市
民
全

体
、
つ
ま
り
、
法
秩
序
全
体
に
対
す
る
義
務
の
履
行
が
問
題
と
な
る
。
以
上
か
ら
、
あ
る
市
民
が
犯
罪
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
ま
さ
に
二
重
の
意
味

で
法
秩
序
に
お
け
る
市
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(55) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
澁
四
注
(
7
)
）
s. 8
6
,
 
8
7
.
 

パ
ヴ
リ
ク
は
S
.
8
6

F
n
.
4
4
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
カ
ン
ト
並

び
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
と
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
け
る
犯
罪
の
捉
え
方
と
も
重
点
の
置
き
所
の
相
違
が
あ
る
だ
け

で
、
結
論
的
に
は
そ
れ
程
の
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
パ
ヴ
リ
ク
も
S
.
8
7

F
n
.
4
6
に
お
い
て
、
自
説
と
類
似
の
見
解
の
論
者
の
一
人
と
し
て
、

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
ツ
ァ
ツ
ィ
ッ
ク
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
但
し
、
前
掲
注

(25)
も
参
照
。

(56) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
s. 9
0
.
 

ま
た
、
J

娑
o
b
s
,

S
t
r
a
f
b
e
g
r
i
.
i
n
d
u
n
g
 u
n
d
 p
o
s
i
t
i
v
e
 G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
 
(
前
掲
注

(32)
）

s. 
1
3
6
も
同
旨
で
あ
る
。

(57)

自
由
の
剥
奪
の
程
度
、
つ
ま
り
、
刑
罰
量
は
市
民
の
不
法
の
程
度
に
対
応
す
る
。
パ
ヴ
リ
ク
に
よ
れ
ば
(
s
.
9
1
 f
.
)

、

の
侵
害
の
程
度
と
法
秩
序
全
体
に
対
す
る
非
忠
誠
の
程
度
の
双
方
が
市
民
の
不
法
の
程
度
を
量
る
基
準
と
な
る
。

こ
の
パ
ヴ
リ
ク
の
見
解
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
か
ら
の

2
0
0
6
,
 
s. 7
1
0
 ff. 
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
あ
ま
り

具
体
的
被
害
者
が
受
け
た
自
由

ま
た
、
パ
ヴ
リ
ク
は
、
刑
罰
と
い
う
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

(65) 

(66) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

が
不
可
避
で
あ
る
と
し
て

P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
Bi.irger 
(
前
掲
注

(
7
)
）
s. 9
0
 f., 
s. 97. 

P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
s. 9
0
 f. 
参
照
。

P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注

(
7
)
）
s. 95. 

両
学
派
の
間
に
あ
る
相
違
と
類
似
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
、

T
u
d
o
r

U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
 

strafrechtswissenschaftlichen G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
d
i
s
k
u
s
s
i
o
n
 d
e
r
 G
e
g
e
n
w
a
r
t
 a
n
h
a
n
d
 ihrer Bezi.ige z
u
 K
a
n
t
s
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
2
0
0
6
,
 
S. 
5
2
 f
f
.
~
\

昭
唸
士
{
ヤ
｛
ヽ

R
e
c
h
t
 

制
裁
に
関
し
て
は
一
定
の
激
烈
さ

d
e
r
 

(Drastik) 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
o
d
e
r
 
d
a
s
 

(s. 9
1
)
、

R
e
c
h
t
 
d
e
r
 

R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
N
 S
t
W
 B
d
.
 1
1
4
,
 
2
0
0
2
,
 
S. 6
7
4
を
見
よ
。

(67)

ヤ
コ
ブ
ス
に
お
い
て
、
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

と
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
一
人
の
人
間
の
内
で
結
び
付
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
個
人
の
側
面
は
法
秩
序
に

お
い
て
完
全
に
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
後
に
本
文
内
で
も
言
及
す
る
が
、
認
知
的
な
補
強

(die
k
o
g
n
i
t
i
v
e
 U
n
t
e
r
m
a
u
e
r
u
n
g
)

の
観
点

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
定
の
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る

(ders.

｀
 
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
 
u
n
d
 
_Person 
[
前
掲
注

(32)]
S
.
2
5
6
)
。
ま
た
、
快
苦
の
枠
組
み
に
囚
わ

れ
た
個
人
が
、
法
秩
序
が
課
し
て
く
る
義
務
の
遵
守
を
自
己
の
役
割
と
し
て
受
け
入
れ
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
に
と
っ
て
折
り
合
い

S
u
b
j
e
k
t
e
 ?
,
 

G

A

 

前
掲
注

(25)
も
参
照
。

(62)

特
に
、
拙
稿
「
法
概
念
の
基
礎
と
し
て
の
相
互
承
認
関
係
」
法
学
政
治
学
論
究
四
七
号
（
二

0
0
0
年
）
一
五
八
頁
以
下
、
同
「
刑
法
上
の
不
法
概

念
の
法
哲
学
的
基
礎
づ
け
」
法
学
政
治
学
論
究
四
八
号
（
二
0

0
一
年
）
一
九
二
頁
以
下
、
同
「
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
」
（
前
掲
注

(10)
）
五
九
頁
以

下
参
照
。
つ
ま
り
、
各
人
が
法
の
原
則
に
適
っ
た
行
動
を
自
発
的
に
と
る
こ
と
が
法
秩
序
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に

は
、
全
て
の
人
間
は
法
に
適
っ
た
正
し
い
行
動
に
自
発
的
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
実

践
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
能
力
が
生
得
的
に
全
て
の
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
さ
に
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、

N
a
c
z
y
k
,
 
,,Fiat 
iustitia, 
p
e
r
e
a
t
 m
u
n
d
u
s
"
 
(
前
掲
注
(
2
7
)
)

s. 6
5
9
,
 
6
6
0
 f. 
を
見
よ
。

(63)

例
え
ば
、

J
a
k
o
b
s
,
N
o
r
m
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
(
前
掲
注

(32)
）
S
.
4
2
参
照
。

(64)

但
し
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
理
論
に
お
い
て
は
、
既
に
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
法
秩
序
が
現
存
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
た
め
、
個

人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

と
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

の
ど
ち
ら
の
存
在
が
時
間
的
に
先
行
す
る
の
か
と
か
、
ど
ち
ら
の
存
在
が
基
本
と
な
る
も
の
か
、
と
い
っ
た
問

い
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

J
a
k
o
b
s
,
N
o
r
m
,
 P
e
r
s
o
n
,
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
(
前
掲
注

(32))
S
.
4
9
参
照
。

J
a
k
o
b
s
,
 
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
 u
n
d
 P
e
r
s
o
n
 (~ 

則
垣
控
江

(32))
s. 2
6
1
.
 

特
に
、

W
a
l
t
e
r

K
a
r
g
l
,
 
D
a
s
 

1
9
9
9
,
 
S. 6
6
 :
 Fritz 

A
 vr
i
g
e
a
n
u
,
 
A
m
b
i
v
a
l
e
n
z
 
u
n
d
 

害
悪
の
賦
課
を
刑
罰
の
内
容
と
し
て
い
る

~ 
L
o
o
s
,
 
Literaturbericht 

Einheit. E
i
n
e
 (

S
.
8
9
参
照
）
。

z
u
r
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一
三
四

(
A
u
s
k
o
m
m
e
n
)

を
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り

(ders.,
N
o
r
m
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft 
[
前
掲
注

(32)]
s. 4
6
 f.)
、
そ

の
限
界
を
超
え
る
役
割
の
賦
課
は
、
法
秩
序
を
現
実
に
お
い
て
機
能
さ
せ
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
u
n
d
 P
e
r
s
o
n
,
 
S
.
 2
6
0

参
照
）
。

こ
の
意
味
で
ヤ
コ
ブ
ス
に
し
て
み
れ
ば
、
個
人
に
と
っ
て
満
足
で
き
る
も
の
が
法
秩
序
に
お
い
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、
個
人
が
人
格
と
し
て
の
義
務
・

役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

と
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

の
間
に
は
一
定
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る

(
N
o
r
m
,

P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft, 
S
.
 9
8
)

。
し
か
し
、
個
人
が
快
苦
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
た
存
在
と
さ
れ
る
限
り
、
法
秩
序
が
課
し
て
く
る
役
割
の
範
囲
が
個
人
と

の
折
り
合
い
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
結
局
そ
れ
は
法
秩
序
へ
の
参
加
を
勧
誘
す
る
た
め
に
個
人
の
快
楽
の
側
面

に
阿
る
こ
と
に
し
か
な
ら
ず
（
但
し
、

N
o
r
m
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft, 
S
.
 4
8

も
参
照
）
、
個
人

(
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

と
い
う
存
在
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
か

な
ま

た
ち
で
の
配
慮
も
所
詮
は
、
生
の
個
々
人
を
自
律
的
な
存
在
と
見
な
し
、
そ
の
主
体
性
を
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
大
き
く
掛
け
離
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、
本
来
的
に
個
々
人
は
自
由
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
さ
れ
、
そ
の
自
律
性
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

社
会
契
約
を
通
じ
て
法
秩
序
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て
は
、
法
秩
序
に
お
け
る
役
割
を
受
け
入
れ
た

人
格
だ
け
が
自
由
で
答
責
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
規
範
に
よ
る
方
向
付
け
の
効
力
を
維
持
す
る
た
め
に
人
格
に

対
し
て
規
範
を
配
慮
す
る
義
務
を
課
す
前
提
と
し
て
、
本
来
的
に
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
に
し
た
ま
ま
、
そ
の
者
に
は
規
範
を
配
慮
す
る
こ
と

を
欲
す
る
自
由
が
あ
る
と
便
宜
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
「
自
由
な
人
格
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
規
範
的
な
法
秩
序
に
お
け
る
単
な
る
約
束
事
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
u
n
d
 P
e
r
s
o
n
,
 
S
.
 2
6
0
 

Fn. 4
3
,
 
2
6
3
 f. 
も
会
多
照

(68)

ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
で
は
、
社
会
契
約
論
的
な
法
秩
序
の
構
成
は
消
極
的
に
解
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
事
実
と
し
て
の
法
秩
序
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
（
例
え
ば
、

ders.,
N
o
r
m
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft 
[
前
掲
注

(32)]
s. 4
0
 f., 
4
8
 f. 
参
照
）
。
個
人

(
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
と

し
て
存
在
す
る
法
秩
序
か
ら
規
範
を
配
慮
す
る
義
務
・
役
割
を
課
さ
れ
て
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
自
己
が
そ
の
構
成
に
関
与

し
て
い
な
い
法
秩
序
か
ら
の
義
務
の
賦
課
は
他
律
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
、

ders.,

l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
 
u
n
d
 
P
e
r
s
o
n
 
(
前
掲
注

(32)
）
s. 2
6
5
,
 
2
6
6

に
お
い
て
、
個
人

(
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

は
子
供
の
よ
う
な
も
の

(kindlich)

で
あ
り
、
法
秩
序
か

ら
の
役
割
の
賦
課
を
通
じ
た
社
会
教
育
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
自
己
を
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

と
し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
お
り
、
や
は
り
、
法
秩

序
が
上
か
ら
他
律
的
に
義
務
を
賦
課
し
て
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ヤ
コ
ブ
ス
の
理
論
に
は
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ヴ
リ
ク
も
、
社
会

契
約
論
の
よ
う
に
法
秩
序
の
成
り
立
ち
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
各
人
の
自
由
へ
の
要
求
に
安
定
性
を
付
与
す
る
と
い
う
法
秩
序
の
効
果
に
着
目
し

て
そ
の
正
当
性
を
論
じ
る
べ
き
と
す
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
型
の
思
考
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
法
秩
序
が
支
配
的
•
他
律
的
な
性
格
を
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

(73) 有
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
、

M
i
c
h
a
e
l
P
a
w
l
i
k
,
 
,,Selbstgesetzgebung d
e
r
 R
e
g
i
e
r
t
e
n
"
 :
 Gl
a
n
z
 u
n
d
 E
l
e
n
d
 einer 

Legitimationsfigur, 
i
n
:
 
J
a
n
 C
.
 J
o
e
r
d
e
n
 u. a. 
(Hrsg.), 
R
e
c
h
t
 u
n
d
 Politik, 
A
R
S
P
 B
e
i
h
e
f
t
 9
3
,
 
2
0
0
4
,
 
S. 1
2
8
 ff. 
-Rf¥E
゜

(69)

但
し
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
刑
罰
論
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
被
害
者
が
受
け
た
被
害
（
そ
の
者
が
被
っ
た
自
由
の
侵
害
）
の
程
度
は
刑
罰
量
に
関
係
し
な

い
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
注

(43)
参
照
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
で
も
パ
ヴ
リ
ク
の
見
解
で
は
、
具
体
的
な
被
害
者

に
お
け
る
自
由
の
侵
害
の
程
度
も
刑
罰
量
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ヴ
リ
ク
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
特
に
P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(前

掲
注

(
7
)
)
S
.
9
2
を
見
よ
。

(70)

一
般
的
に
カ
ン
ト
は
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
物
理
的
な
同
害
報
復
の
主
張
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身

は
、
犯
罪
者
に
は
、
彼
が
他
人
に
対
し
て
犯
し
た
も
の
が
、
文
字
通
り
の
同
害
報
復
で
は
な
く
、
刑
罰
法
則
の
精
神
に
従
っ
て
応
報
さ
れ
る
と
主
張
し

て
お
り

(
M
d
S
,
B
 1
7
2
,
 
1
7
3
 
[
邦
訳
ニ
―
九
頁
]
参
照
）
、
「
あ
な
た
が
人
か
ら
盗
め
ば
、
あ
な
た
自
身
か
ら
盗
む
こ
と
に
な
る
」
と
カ
ン
ト
が
述
べ
て

い
る
内
容
も
、
物
理
的
な
同
害
報
復
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
窃
盗
に
よ
っ
て
窃
盗
行
為
を
禁
止
す
る
規
範
が
不
安
定
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、

今
度
は
窃
盗
犯
人
自
身
が
窃
盗
の
被
害
者
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
犯
人
自
身
に
被
害
が
立
ち
返
っ
て
く
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る

(
M
d
S
,
A
 1
9
8
,
 
1
9
9
/
B
 2
2
8
,
 
2
2
9
 
[
邦
訳
一
八
0
頁
]
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
も
犯
罪
を
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
の
効

力
を
不
安
定
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
の
刑
罰
論
も
規
範
妥
当
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
先
駆
と
し
て

評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
カ
ン
ト
刑
罰
論
の
内
容
を
捉
え
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、

拙
稿
「
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
」
（
前
掲
注

(10)
）
八
一
頁
注

(74)
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
。

(71)

例
え
ば
、

H
e
i
n
e
r
Bielefeldt, 
Strafrechtliche 
G
e
r
e
c
h
t
i
g
k
e
i
t
 
als 
A
n
s
p
r
u
c
h
 
a
n
 d
e
n
 e
n
d
l
i
c
h
e
n
 
M
e
n
s
c
h
e
n
,
 
G
A
 19
9
0
,
 
S. 1
1
9
;
 
0
 tfried 
R
o
f
f
e
,
 

G
i
b
t
 es ein interkulturelles S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
?
 E
i
n
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
r
 V
e
r
s
u
c
h
,
 
1
9
9
9
,
 
S. 8
1
.
 

(72) 
H
e
g
e
l
,
 
G
r
u
n
d
l
i
n
i
e
n
 
d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
 (~ 

則
掲
注

(
6
)
）
S. 3
7
1
 ff. 
(
§
2
1
8
 
m
.
 A
n
m
.
 1
1
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
の
哲
学

II

』[=1
0
0
 
I

年
]
一
六
0
頁
以
下
）
参
照
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
社
会
に
と
っ
て
の
危
険
性
が
犯
罪
の
質
と
量
を
規
定
す
る
基
準
の
―
つ
に
な
る
と

か
ぶ
ら

し
、
市
民
社
会
の
「
状
態
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
二
、
三
銭
の
窃
盗
な
い
し
は
一
株
の
蕪
の
盗
み
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
是
認
さ
れ
る
し
、
こ

う
し
た
有
価
物
の
百
数
倍
に
も
な
る
窃
盗
に
軽
い
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
是
認
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
特

に
、
松
生
建
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
論
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
(
-
―
・
完
）
」
海
上
保
安
大
学
校
研
究
報
告
四
四
巻
二
号
(
-
九
九
九
年
）
三
二
頁
以

下
参
照
。

K
o
h
l
e
r
,
 
U
b
e
r
 d
e
n
 Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 v
o
n
 Strafrechtsbegri.indung 
u
n
d
 S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
 (~ 

則
組

一
三
五
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(14)）
 

s. 5
8
2
 f., 
5
9
9
,
 602~ 

参昭＂゚

(74)

ケ
ー
ラ
ー
が
依
拠
す
る
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
関
し
て
は
異
な
る
理
解
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
松
生
「
ヘ
ー
ゲ
ル

の
市
民
社
会
論
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
（
ニ
・
完
）
」
（
前
掲
注
(72))
三
七
頁
以
下
は
、
応
報
に
お
け
る
価
値
的
相
応
性
を
あ
く
ま
で
犯
罪
に
よ
っ
て

直
接
の
被
害
者
が
被
っ
た
侵
害
と
刑
罰
と
の
間
で
の
均
衡
性
と
解
し
、
法
秩
序
の
安
定
性
の
程
度
に
基
づ
く
重
罰
化
は
、
価
値
的
相
応
性
の
原
則
を
超

え
て
一
般
予
防
の
観
点
と
結
び
付
い
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
妥
当
の
安
定
性
の
程
度
は
、
ケ
ー

ラ
ー
の
見
解
と
は
異
な
り
、
犯
罪
と
刑
罰
の
応
報
的
な
価
値
的
相
応
性
を
具
体
化
す
る
た
め
の
基
準
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(75)

例
え
ば
、

K
o
h
l
e
r
,
A
T
 (
前
掲
注
(14)
）
s. 51. 

• 

(76) 
K
l
e
s
c
z
e
w
s
k
i
,
 
D
i
e
 R
o
l
l
e
 
d
e
r
 Strafe 
in 
H
e
g
e
l
s
 T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
r
 biirgerlichen 
Gesellschaft 
(
部
則
坦
涅
吐

(23)）

S. 3
3
3
 f. 

m. F
n
.
 8
;
 P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 

Subjekt, 
Biirger 
(
前
掲
注

(
7
)
）
S. 9
4
 

m. F
n
.
 6
6

参
照
。

(

7

7

)

J

巴
obs,
Staatliche Strafe 
(
~
1
即
知
匹
迂i(
3
1
)

）
s. 3
5
 f. 
~
 
参
昭
唸

(78) 
J
a
k
o
b
s
,
 
Staatliche Strafe 
(
~
a
叫
垣
匹
汗
江
(
3
1
)
）
s. 3
3
~
\昭唸

(79)

特
に
、

J
a
k
o
b
s
,
Staatliche Strafe 
(
前
掲
注
(31)
）
s. 3
2
,
 
3
4
.
 

(80)

特
に
、

J
a
k
o
b
s
,
Staatliche Strafe 
(
前
掲
注
(31)
）
s. 3
6
.
 
ま
た
、

G
目
ter
Stratenwerth, 
W
a
s
 leistet 
die L
e
h
r
e
 v
o
n
 d
e
n
 S
t
r
a
f
z
w
e
c
k
e
n
 ?
,
 

1
9
9
5
,
 

s. 8
 f. 
(11
真
鍋
毅
「
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
『
刑
罰
目
的
の
理
論
は
何
を
為
す
の
か
』
」
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
二
九
巻
[
-
九
九
六
年
]
五

二
頁
）
は
同
種
の
批
判
を
ケ
ー
ラ
ー
に
向
け
て
い
る
。

(81) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
Biirger 
(
前
掲
注

(
7
)
）
S. 9
4
 F
n
.
 6
6

に
お
い
て
、
行
為
者
は
一
定
の
安
定
性
を
伴
っ
た
具
体
的
な
社
会
状
況
に
立
ち
入

る
か
た
ち
で
犯
罪
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
者
の
市
民
と
し
て
の
役
割
か
ら
見
て
、
当
該
社
会
に
お
け
る
当
該
犯
罪
行
為
の
意
義
に
内
容
を
与
え

る
、
右
の
よ
う
な
社
会
全
体
の
安
定
性
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
行
為
者
は
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
者
に
対
し
て
も
法
秩

序
を
維
持
す
る
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
秩
序
の
具
体
的
な
安
定
性
の
状
況
に
応
じ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
よ
り
多
く
の
負
担

が
そ
の
役
割
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
安
定
性
の
状
況
の
変
化
が
当
該

行
為
者
に
と
っ
て
全
く
予
想
も
付
か
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
家
的
法
秩
序
に
お
け
る
刑
罰
制
度
を
単
純
に
消
極
的
な
配
分
的

(negativー

distributiv)

正
義
の
観
点
か
ら
捉
え
て
し
ま
う
と
（
例
え
ば
、

K
o
h
l
e
r
,
A
T
 [
前
掲
注

(14)]
s. 7
 f., 
5
3
,
 
5
8
2
.
 

但
し
、
ケ
ー
ラ
ー
が
以
下
の
よ
う
な

結
論
を
と
る
者
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
）
、
仮
に
当
該
行
為
者
に
予
想
が
付
か
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
彼
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
負
担
を
課
す
こ

と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
せ
て
し
ま
う
。
配
分
的
正
義
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、
各
人
の
間
に
あ
る
不
平
等
状
態
を
法
秩

一
三
六
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序
全
体
の
観
点
か
ら
是
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
税
金
制
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
富
を
有
す
る
者
か
ら
よ
り
多
く
の
税
金
を
徴
収
し
、
例

え
ば
そ
れ
を
福
祉
の
か
た
ち
で
全
体
に
再
配
分
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
共
同
体
の
経
済
状
態
が
極
度
に
悪
化
し
た
場
合
に
は
、

よ
り
多
く
の
富
を
有
す
る
者
が
た
と
え
そ
の
悪
化
に
つ
い
て
責
任
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
か
ら
、
経
済
状
態
が
安
定
し
て
い
た
時
期
と
比
較

し
て
よ
り
多
額
の
税
金
を
徴
収
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
制
度
を
こ
の
よ
う
な
税
金
制
度
の
裏
返
し
と
し
て
消
極
的
な
配
分
的
正
義
の

観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
犯
罪
者
と
は
違
法
行
為
を
通
じ
て
不
当
に
よ
り
多
く
の
自
由
を
獲
得
し
た
者
で
あ
り
、
法
秩
序
全
体
に
お
け
る
自
由
の
平
等

状
態
を
回
復
す
る
た
め
に
、
刑
罰
を
通
じ
て
当
該
犯
罪
者
か
ら
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
法
秩
序
に
お
い
て
自
由
を

保
障
す
る
規
範
の
効
力
の
安
定
性
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
安
定
し
て
い
る
時
期
と
比
べ
て
、
た
と
え
当
該
犯
罪
者
に
そ
の
よ

う
な
悪
化
に
関
し
て
全
く
責
め
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
事
情
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
よ
り
多
く
の
自
由
の
剥
奪
、
つ
ま
り
、
重
罰
化
を
認
め
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
勿
論
、
税
金
制
度
と
刑
罰
制
度
で
は
そ
の
負
担
の
性
質
が
異
な
る
た
め
、
完
全
に
裏
返
し
の
問
題
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
主
張
で
ぎ
る
た
め
に
は
、
正
義
論
の
観
点
か
ら
刑
法
（
刑
罰
）
制
度
に
特
有
の
性
質
（
例
え
ば

責
任
主
義
）
を
詳
細
に
規
定
し
、
他
の
国
家
制
度
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(82)

実
は
こ
の
よ
う
な
結
論
こ
そ
が
ケ
ー
ラ
ー
の
真
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、

K
o
h
l
e
r
,
U
b
e
r
 
d
e
n
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 
v
o
n
 

Strafrechtsbegriindung u
n
d
 S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
 
(
蔀
切
埠
四
迂
i
(
1
4
)

）
S
.
6
0
に
お
い
て
、
社
i
会
の
恋
冬
化
に
茸
竺
つ
く
犯
罪
行
為
の
重
大
性
に
関
す
る
意
義
の
変
動

を
個
々
の
行
為
者
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
は
、
彼
の
行
為
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
犯
罪
行
為
の
意
義
を
自
己
の
内
に
取
り
入
れ
る
(in
sich e
i
n
b
e
z
i
e
h
e
n
)
 

限
り
に
お
い
て
、
責
任
の
観
点
か
ら
も
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(83)

例
え
ば
、

K
l
a
u
s

Ltiderssen, 
0
 pfer 
i
m
 Zwielicht, 
in: 
T
h
o
m
a
s
 
W
e
i
g
e
n
d
 
u. a. 
(Hrsg.), 
Festschrift fur 
H
a
n
s
 
J
o
a
c
h
i
m
 
H
i
r
s
c
h
 
z
u
m
 
70. 

G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
 
a
m
 
11. A
p
r
i
l
 

1
9
9
9
,
 
1
9
9
9
,
 
S. 8
8
9
 ff., 
8
9
2
 f. 
$
昭
n°

キ
ナ
た
、
匡
へ
車
デ
知
3

が
5

卸
叩
非
処
に
よ
る
判
盆
副
の
代
認
習
に
関
し
て
は
、

K
u
r
t

S
e
e
l
m
a
n
n
,
 

S
c
h
w
i
e
r
i
g
k
e
i
t
e
n
 d
e
r
 A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
n
d
e
b
a
t
t
e
 i
m
 Strafrecht, 
in :
 He
n
n
i
n
g
 R
a
d
t
k
e
 u. 
a. 
(Hrsg.), 
M
u
s
s
 Strafe 
sein
●
 ,
 

2
0
0
4
,
 
s. 
1
5
2
 ff. 参
シ
昭
唸
ゼ
ー

ル
マ
ン
は
既
遂
犯
の
領
域
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
民
事
的
な
制
裁
を
刑
罰
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
を
一
応
の
と
こ
ろ
肯
定
し
て
い
る

(s.
1
5
5
)
。

(84) 
K
l
a
u
s
 
G
u
n
t
h
e
r
,
 
D
i
e
 s
y
m
b
o
l
i
s
c
hー
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 d
e
r
 
Strafe, 
in :
 Co
r
n
e
l
i
u
s
 
Prittwitz 
u. 
a. 
(Hrsg.), 
Festschrift fur 
K
l
a
u
s
 
Ltiderssen, 

2
0
0
2
,
 
s. 
2
0
6
 f., 
2
1
9
.
 

~
 に
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
犯
罪
に
対
す
る
非
是
認
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
表
現
的
な
意
味
内
容
を
伝

達
す
る
手
段
と
し
て
は
、
害
悪
の
賦
課
と
結
び
付
い
た
刑
罰
の
執
行
を
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
よ
る
ヴ
ォ
ル
フ

学
派
並
び
に
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
刑
罰
論
の
背
景
に
あ
る
基
本
思
想
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、

ders.,
Jenseits 
v
o
n
 idealistischer 
u
n
d
 rollenfunktionaler 

Strafbegriindung, 
in :
 Pe
t
e
r
 Siller u. 
a. 
(Hrsg.), 
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 K
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
n
 d
e
r
 G
e
g
e
n
w
a
r
t
,
 
1
9
9
9
 `
 
s. 
1
4
1
 
ff. -?Gぷ
参
昭
唸

一
三
七
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個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)
 

の
側
面
と
同
時
に
人
格

ニ
ニ
八

(85)

特
に
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
（
7
））

s. 8
8
 f. 
但
し
、
パ
ヴ
リ
ク
は
、
社
会
の
安
定
期
に
お
い
て
は
、
刑
罰
に
よ
る
制
裁
を
重

大
犯
罪
に
対
す
る
場
合
だ
け
に
限
定
し
て
良
く
、
そ
れ
程
重
大
で
は
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
に
損
害
回
復
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
通
じ
た
対

応
等
で
市
民
の
不
法
に
対
す
る
十
分
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
な
り
得
る
と
し
て
い
る

(s.
9
6
 f.)
。
こ
こ
で
当
該
行
為
者
に
損
害
回
復
を
義
務
付
け
る
主
体

と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
国
家
的
法
秩
序
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
犯
罪
と
刑
罰
を
法
秩
序
全
体
の
観
点
か
ら
捉
え
る
パ
ヴ
リ
ク
に
し
て
み
れ
ば
、

当
該
行
為
者
が
私
的
な
か
た
ち
で
損
害
回
復
を
行
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
や
は
り
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
の
損
害
回
復
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ケ
ー
ラ
ー
も
軽
微
な
犯
罪
の
場
合
に
限
っ
て
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
回
復
に
処
罰
減
軽
、
更
に
場
合
に
よ
っ
て
不
処
罰

の
効
果
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
行
為
者
の
自
発
性
・
任
意
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る

(
K
o
h
l
e
r
,

A
T
 
[~ 

則
掲
注
(14)]
S
.
6
6
9
参
照
）
。

つ
ま
り
、
損
害
回
復
は
あ
く
ま
で
自
律
的
な
性
質
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
犯
罪
後
に
私
的
な
か
た
ち
で
相
手
方
に
直
接
的
に
媒
介
さ

れ
る
こ
と
で
十
分
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
パ
ヴ
リ
ク
と
ケ
ー
ラ
ー
の
間
に
見
ら
れ
る
見
解
の
相
違
は
、
前
掲
注

(25)
で
指
摘
し
た
よ

う
に
、
刑
罰
の
作
用
を
考
え
る
際
に
お
い
て
生
じ
る
、
犯
罪
者
と
被
害
者
と
い
う
個
々
の
人
格
同
士
の
関
係
性
を
法
秩
序
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
位
置

付
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
S
u
b
j
e
k
t
,
 

B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
)
S. 8
9
 F
n
.
 5
0
を
参
照
。

(86)

前
掲
注
(57)
参
照
。

(87)

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
よ
う
に
自
由
の
剥
奪
を
認
知
的
な
補
強
の
観
点
に
結
び
付
け
る
必
要
性
は
な
い
。
何
故

な
ら
、
外
界
に
お
け
る
自
由
の
普
遍
的
な
保
障
を
回
復
す
る
た
め
に
犯
罪
者
か
ら
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
（
法
的
な
）
実
践

理
性
の
観
点
か
ら
い
わ
ば
既
に
規
範
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
社
会
の
一
般
人
が
納
得
す
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
な
前
提
に
依
拠
す
る
こ
と
が
、
外
界
に
お
け
る
自
由
の
剥
奪
に
関
す
る
刑
罰
論
の
根
拠
付
け
と
し
て
十
分
な
も
の

で
あ
る
か
否
か
は
―
つ
の
問
題
と
な
ろ
う
。

(88)

前
掲
注

(39)
参
照
。

(89)

例
え
ば
、

J
a
k
o
b
s
,
N
o
r
m
,
 P
e
r
s
o
n
,
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
(
前
掲
注

(32)
）
S
.
5
3

に
お
い
て
、
認
知
的
な
補
強
を
欠
い
た
実
存
的
な
財

(existentielle
Gilter) 

の
規
範
的
保
障
は
、
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

に
は
全
て
の
も
の
を
与
え
る
が
、
通
常
、
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

に
は
不
満
足
し
か
も
た
ら
さ
ず
、
そ
の
よ
う
な

状
況
に
お
い
て
は
、
規
範
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
が
現
実
の
も
の
に
な
る
こ
と
も
殆
ど
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
認
知
的
な
補
強
は
、
人
間
に

お
け
る
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

の
側
面
を
対
象
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(90)

認
知
的
な
補
強
の
名
宛
人
は
、
既
に
法
秩
序
の
構
成
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、

(
P
e
r
s
o
n
)
 

の
側
面
を
有
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(91) し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)

の
側
面
が
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

の
側
面
に
浸
透
し
、
法
秩
序
に
お
い
て
は
個
人

(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

も
理
性
的
な
判
断
を
行
え
る
と
い
う
こ
と
は
ヤ
コ
ブ
ス
の
理
論
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
（
例
え
ば
、

ders.,
N
o
r
m
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Gesellschaft 
[前

掲
注

(32)]
S
.
4
9

は
、
人
格
と
個
人
の
関
係
に
お
い
て
「
い
ず
れ
に
せ
よ
世
界
に
関
す
る
互
い
に
結
び
付
き
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
二
つ
の
解
釈
の
枠

組
み
が
問
題
と
な
る
」
と
し
て
い
る
）
。
も
し
個
人

(
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)

に
対
し
て
理
性
的
な
判
断
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
は
生
得
的
に
理

性
の
能
力
が
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
前
提
に
依
拠
す

る
の
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
基
本
思
想
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
法
感
情
、
国
民
感
情
と
い
っ
た
も
の
に
刑
罰
の
内
容
が
左
右
さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と

思
わ
れ
る
。

(92)

こ
の
よ
う
な
批
判
と
し
て
、

P
a
w
l
i
k
,
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
Bilrger 
(
前
掲
注

(
7
)
）
S. 6
8
.
 
但
し
、
前
掲
注

(57)
で
示
し
た
よ
う
に
、
パ
ヴ
リ
ク
自
身
、

害
悪
の
賦
課
を
刑
罰
の
内
容
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
付
け
は
か
な
り
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ン
レ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(22)
参

召＂。H"
 

(93)

勿
論
、
刑
罰
論
が
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
し
、
現
状
を
批
判
す
る
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
行
法
秩
序

に
お
け
る
現
実
の
刑
罰
が
苦
痛
乃
至
は
害
悪
の
賦
課
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
苦
痛
の
賦
課
を
無
批
判
に
刑
罰
の
内
容
に
取
り
込
む
の
で
は
現
状
を
単
に
分
析
す
る
だ
け
の
立
場
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り

刑
罰
を
法
概
念
と
し
て
規
範
的
に
構
想
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
状
分
析
を
超
え
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
状
の
刑
罰
制
度
を
批
判
す
る
基
準
を
提
供
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
全
く
実
現
不
可
能
な
理
想
的
で
高
尚
過
ぎ
る
も

の
で
あ
っ
て
は
意
味
が
な
く
、
あ
く
ま
で
現
実
の
法
秩
序
に
お
い
て
実
現
可
能
な
代
替
案
を
示
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
は
こ
の
よ
う
な
前

提
に
立
つ
の
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
刑
罰
論
に
お
け
る
基
本
思
想
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
が
依
拠
す
る
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に

基
づ
け
ば
、
現
状
の
刑
罰
制
度
を
理
性
的
な
あ
る
べ
き
姿
に
少
し
で
も
近
づ
け
、
そ
の
姿
に
適
っ
た
か
た
ち
の
刑
罰
制
度
の
実
現
に
向
け
て
努
力
す
べ

き
こ
と
は
、
い
つ
か
達
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
人
類
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
い
う
こ
と
に
な
り
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

I
m
m
a
n
u
e
l

K
a
n
t
,
 
I
d
e
e
 
z
u
 einer 
allgerneinen 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
in 
weltbilrgerlicher 
Absicht, 
A
 
3
9
5
 ff. (
1
1
福
田
〗
号
一
部
叩
訳
「
世
界
ハ
市
エ
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史

の
理
念
」
[
岩
波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集
14
、
二

o

゜O
年
]
一

O
頁
以
下
）
参
照
）
‘
そ
の
逹
成
度
に
応
じ
て
そ
の
法
秩
序
が
ど
の
程
度
理
性
的
な
も
の

で
あ
る
か
が
測
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
な
立
場
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
刑

罰
論
を
展
開
す
る
際
に
も
そ
の
内
容
の
漸
次
的
な
実
現
可
能
性
が
常
に
理
論
上
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
立
場
か

――――九
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ら
し
て
も
、
例
え
ば
社
会
の
啓
蒙
化
が
進
み
、
苦
痛
（
害
悪
）
の
賦
課
が
な
く
て
も
認
知
的
な
補
強
（
保
障
）
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
一
般
人
が
納
得

で
き
る
よ
う
な
「
進
歩
的
」
な
時
代
が
仮
に
将
来
や
っ
て
来
た
ら
、
自
由
の
剥
奪
だ
け
が
刑
罰
の
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
歴
史
の
進
歩
が
刑
罰
概
念
の
内
容
を
規
定
す
る
上
で
一
定
の
重
要
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

(94)

自
由
の
剥
奪
と
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
、
外
的
自
由
の
行
使
に
関
す
る
法
的
地
位
の
剥
奪
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
完
全

に
剥
奪
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
法
的
地
位
の
一
定
の
低
下
乃
至
は
限
定
化
に
留
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
法
概
念
と
し
て
の
刑
罰
」
（
前
掲
注
（

10
）
）
六
五
頁
以
下
参
照
。
刑
罰
に
よ
っ
て
、
自
由
を
行
使
で
き
る
法
的
に
保
障
さ
れ
た
地
位
を
失
う
の
で

あ
る
か
ら
、
確
か
に
そ
れ
を
「
害
悪
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
法
的
な
意
味
で
の
自
由

の
制
限
を
表
す
も
の
で
し
か
な
く
、
身
体
的
な
苦
痛
ま
で
も
内
容
的
に
含
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
9
5
)
N
 ac
z
y
k
,
 
Z
u
r
 Begri.indung 
d
e
r
 
G
e
r
e
c
h
t
i
g
k
e
i
t
 
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 
Strafens 
(
前
沿
四
迂

i(23)
）
s. 2
1
6
 f. (~fma 

I

―
一
三
百
〈
）
は
、
白
口
中
m
の
副
空
尊
に
基
づ
く

「
あ
る
人
格
の
法
的
地
位
の
低
下

(
M
i
n
d
e
r
u
n
g
)
」
が
「
『
害
悪
』
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
刑
罰
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
根
拠
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
未
公
刊
の
論
稿
で
あ
る
が
、

ders.,
,,Hat 
er 
a
b
e
r
 
g
e
m
o
r
d
e
t
,
 
s
o
 
m
u
s
s
 
er 
sterben" ,
 Ka
n
t
 
u
n
d
 d
a
s
 

Strafrecht, 
S. 
1
4
に
お
い
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
の
は
法
的
な
意
味
で
の
自
由
の
損
失
で
あ
り
、
身
体
的
な
苦
痛
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
更
に
、

Koriath,
Z
u
r
n
 Streit u
m
 die positive G
e
n
e
r
a
l
p
r
a
v
e
n
t
i
o
n
 
(
前
掲
注

(
6
)
）
S
.
5
5
も
刑
罰
は
単
に
主
観
的
な
意
味
に
お
い
て
害
悪

と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
客
観
的
な
意
味
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

(96)

ヤ
コ
ブ
ス
に
つ
い
て
は
前
掲
注

(36)
参
照
。
ケ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、

ders.,
A
T
 (
前
掲
注

(14)
）
S. 5
0
;
 
ders. `
 
U
b
e
r
 
d
e
n
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 
v
o
n
 

Strafrechtsbegrtindung u
n
d
 S
t
r
a
f
z
u
m
e
s
s
u
n
g
 
(
蒟
削
坦
四
迂

i(14)）

S
.
6
2
$昭
唸

(97)

例
え
ば
、

J
a
k
o
b
s
,
Staatliche Strafe 
(
前
掲
注

(31)
）
s. 37. 

(98) 
K
o
h
l
e
r
,
 
A
T
 (
前
掲
注

(14))
S
.
6
3
3
参
照
。
ま
た
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
レ
シ
ュ

(ders.,
U
b
e
r
 d
e
n
 S
i
n
n
 u
n
d
 Z
w
e
c
k
 staatlichen Strafens 
(2. 
Tei]) 

[
前
掲
注

(
9
)
]
s. 
5
9
5
)

も
任
意
の
参
加
を
勧
め
る
こ
と
に
留
め
る
べ
き
と
す
る
。

(99)

こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
に
お
い
て
も
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。

(100)

こ
の
点
に
つ
き
、
カ
ン
ト
は
「
裁
判
に
よ
る
刑
罰
は
、
…
市
民
社
会
に
と
っ
て
、
別
の
善
を
促
進
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て

••••.•••••••• 

あ
り
え
ず
、
つ
ね
に
も
っ
ば
ら
そ
の
人
が
犯
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
そ
の
人
に
課
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
間
が
他
の
人

の
意
図
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
こ
と
、
物
権
の
対
象
と
一
緒
に
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
市
民
的
人
格
で
あ
る
こ
と
を
剥

一
四
〇
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

一
四

奪
す
る
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
生
得
的
人
格
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
扱
い
か
ら
そ
の
人
を
守
る
か
ら
で
あ
る
」

(
M
d
S
,

A
 
1
9
7
,
 
B
 
2
2
7
 
[
邦
訳

一
七
八
頁
]
)
と
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
犯
罪
者
は
答
責
的
に
引
き
起
こ
し
た
規
範
妥
当
の
危
殆
化
の
範
囲
内
で
の
み
市
民
的
人
格
性
を
喪
失
し
、

そ
の
限
り
で
の
み
法
秩
序
回
復
の
た
め
の
一
時
的
な
「
手
段
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
処
罰
は
、
犯
罪
者
も
い
ま
だ
生
得
的
人
格
性
を
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
許
さ
れ
る
処
罰
の
範
囲
を
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
範
囲
か
ら
絶
対
的
に
区

別
し
て
、
許
さ
れ
る
範
囲
の
限
界
を
設
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
全
て
の
人
間
に
は
生
得
的
な
人
格
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

の
基
本
思
想
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
前
掲
注

(90)
も
参
照
。

(101)

確
か
に
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
お
い
て
は
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
の
追
求
の
前
提
と
し
て
当
該
犯
罪
者
の
答
責
性
が
一
応
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
既
に

本
文
内
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
責
任
主
義
の
要
請
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
十
分
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
る
。

(102)

確
か
に
、
ケ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
同
種
の
犯
罪
が
頻
発
し
て
い
る
状
況
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
量
の
規
定
に
影
響

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
の
潜
在
的
犯
罪
者
に
対
す
る
威
嚇
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
当
該
犯

罪
行
為
の
違
法
性
が
よ
り
重
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
し
か
も
責
任
主
義
に
適
っ
た
か
た
ち
（
前
掲
注

(82)
参
照
）
で
犯
罪
に
相
応

し
い
刑
罰
を
要
請
す
る
応
報
の
理
念
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(103)

勿
論
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
用
は
行
為
規
範
に
よ
る
働
き
か
け
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
裁
判
規
範
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
処
罰
と
い
う
帰
結
の
確
実
度
に
関
し
て
も
働
き
か
け
の
影
響
力
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(104)

ド
イ
ツ
行
刑
法
―
一
条
第
一
文
で
は
、
「
自
由
刑
の
執
行
に
あ
た
り
、
受
刑
者
は
、
将
来
に
お
い
て
社
会
的
な
答
責
性
の
下
、
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
い
で

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
再
社
会
化
が
行
刑
の
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

(105)

例
え
ば
、

U
コ
eil
v. 
1. 
7. 
98, 
B
V
e
r
f
G
E
 98, 
1
6
9
.
 

(106)

ド
イ
ツ
行
刑
法
四
条
一
項
は
、
「
受
刑
者
は
自
分
に
対
す
る
取
り
扱
い
の
具
体
化

(
G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
)

並
び
に
行
刑
目
標
の
達
成
に
関
与
す
る
。
受
刑
者
の

そ
れ
へ
の
準
備
は
呼
び
起
こ
さ
れ
、
促
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
受
刑
者
の
地
位
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
再
社
会
化
の
た
め
の
行

刑
プ
ロ
グ
ラ
ム
ヘ
の
受
刑
者
の
参
加
は
強
制
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
受
刑
者
の
自
発
性
に
依
拠
す
べ
き
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
。

(107)

例
え
ば
、

H
a
s
s
e
m
e
r
,

Darf d
e
r
 strafende 
Staat 
Verurteilte 
b
e
s
s
e
m
 w
o
l
l
e
n
?
 

(
前
掲
注

(
5
)
）
S
.
2
3
7
は
、
受
刑
者
に
対
し
て
積
極
的
な
関
与
を

求
め
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
冷
静
に
対
応
で
き
る
解
放
的
な
社
会
治
療
の
よ
う
な
も
の
を
、
再
社
会
化
に
関
す
る
行
刑
の
内
容
と
し
て
推
奨

し
て
い
る
。
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P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
掲
注
(
7
)
）
S. 9
4
 ;
 ders., 
≫
D
e
r
 T
a
t
e
r
 ist 
u
m
 de
r
 G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 willen verpflichtet, 
die Strafe a
u
f
 sich 

z
u
 n
e
h
m
e
n
 ̂
＾
（
前
掲
注
(11)
）
S. 3
4
9
.
 

(109) 
P
a
w
l
i
k
,
 
P
e
r
s
o
n
,
 
Subjekt, 
B
u
r
g
e
r
 
(
前
削
掲
注
(
7
)
）
S
.
9
5
参
照
。
パ
ヴ
リ
ク
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
行
刑
法
四
条
一
項
に
お
い
て
受
刑
者
の
自
発
性

を
促
す
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
方
が
再
社
会
化
の
効
果
を
達
成
し
や
す
い
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
由
が
あ
る

か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

(110)

特
に
、

W
eigend, 
Resozialisierung ,
 die g
u
t
e
 Seite d
e
r
 Strafe ?
 (
前
掲
注
(
4
)
）
s. 
1
9
0
 f. 
参
照
。

(lll)

こ
の
よ
う
に
法
に
特
有
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
外
面
性
に
求
め
る
見
解
の
思
想
的
背
景
と
し
て
重
要
な
の
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
合
法
性

(die

Legalitat)

と
道
徳
性

(die
Moralitat)

の
区
別
で
あ
る

(
M
d
S
,
A
B
 
1
5
 ff. 
[
邦
訳
三
三
頁
以
下
]
参
照
）
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
法
に
お
け
る
義
務
は

外
的
な
義
務
で
し
か
な
く
、
内
心
に
お
い
て
義
務
の
内
容
を
動
機
と
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
合
法
性
と
道
徳
性
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
R
a
i
n
e
r

Z
a
c
z
y
k
,
 E
i
n
h
e
i
t
 d
e
s
 G
r
u
n
d
e
s
,
 G
r
u
n
d
 d
e
r
 D
i
f
f
e
r
e
n
z
 v
o
n
 M
o
r
a
l
i
t
a
t
 u
n
d
 Legalitat, 
J
a
h
r
b
u
c
h
 fiir 
R
e
c
h
t
 u
n
d
 Ethik, 
B
a
n
d
 1
4
 
(
2
0
0
6
)
,
 
S. 
3
1
1
 ff. 

参
照
。

(112)

再
社
会
化
の
働
き
か
け
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
に
社
会
の
側
が
正
当
と
見
な
す
価
値
観
を
伝
達
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
例

え
ば
、

H
a
s
s
e
m
e
r
,
D
a
r
f
 d
e
r
 strafende 
Staat Verurteilte 
b
e
s
s
e
m
 w
o
l
l
e
n
?
 

[
前
掲
注
(
5
)
]
s. 2
3
6
 f.)
。
人
々
の
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
現
代

社
会
に
お
い
て
、
確
か
に
特
定
の
内
容
と
結
び
付
く
価
値
観
を
受
刑
者
に
対
し
て
押
し
付
け
る
こ
と
は
慎
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿

の
立
場
か
ら
す
る
と
、
社
会
の
多
数
派
だ
け
が
好
む
よ
う
な
特
定
の
価
値
観
を
受
刑
者
の
内
面
に
対
し
て
押
し
付
け
る
こ
と
は
間
題
と
な
ら
な
い
。
何

故
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
外
面
的
な
範
囲
に
お
い
て
他
者
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
社
会
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
す
る
働
き
か
け
だ
け
が
要
請
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
者
を
侵
害
し
な
い
で
社
会
生
活
を
送
る
と
い
う
こ
と
も
―
つ
の
価
値
観
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
る
者
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
こ
で
も
外
面
的
な
範
囲
と
は
い
え
、
価
値
観
の
植
え
付
け
の
よ
う
な
も
の
が
問
題
に
は
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
人
間
社
会
に

お
い
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
、
自
由
を
保
障
す
る
法
秩
序
の
回
復
・
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
受
刑
者
に
対
す
る
再
社

会
化
の
働
き
か
け
の
際
に
は
、
当
該
犯
罪
地
の
社
会
へ
の
立
ち
返
り
か
、
ま
た
は
出
身
地
の
社
会
へ
の
立
ち
返
り
の
ど
ち
ら
を
念
頭
に
置
く
べ
き
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
特
に
、
出
身
地
の
社
会
へ
の
復
帰
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
地
域
的
文
化
的
な
特
徴
を
過
度
に
考
慮
し
た
再
社
会
化

の
働
き
か
け
だ
け
を
行
う
場
合
に
は
、
何
故
そ
れ
が
当
該
犯
罪
地
の
法
秩
序
の
回
復
と
結
び
付
く
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
、
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
右
で
示
し
た
よ
う
な
、
地
域
的
文
化
的
な
差
異
を
超
え
て
普
遍
的
に
妥
当
す

る
、
自
由
を
保
障
す
る
法
秩
序
の
回
復
と
い
う
核
心
部
と
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
る
限
り
は
、
た
と
え
出
身
地
へ
の
立
ち
返
り
を
念
頭
に
置
い
た

(108) 

一
四
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最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開（飯島）

再
社
会
化
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
犯
罪
地
の
法
秩
序
の
回
復
に
結
び
付
く
こ
と
は
可
能
と
な
ろ
う
。

(113)

た
と
え
外
面
的
な
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
強
制
的
に
な
さ
れ
る
場
合
、
確
か
に
そ
の
効
果
の
達
成
の
点
で
は
問
題
が

な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
強
制
的
な
働
き
か
け
で
あ
っ
て
も
、
実
際
上
そ
の
内
容
の
具
体
化
に
あ
た
っ
て
は
、
自
発
性
を
促
す
こ
と
が
試
み
ら

れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
促
し
は
パ
ヴ
リ
ク
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
前
掲
注

(109)
参
照
）
、
実
用
論
上
の
も
の
で
し
か
な
い
と

思
わ
れ
る
。

(114)

し
か
し
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
こ
の
よ
う
な
限
定
を
受
け
る
以
上
、
完
全
な
再
社
会
化
の
効
果
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
あ
ま
り
期
待
で

き
な
い
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
受
刑
後
、
当
該
犯
罪
者
が
再
び
犯
罪
を
行
う
可
能
性
は
、
彼
が
（
道
徳
的
に
）
自
由
な
存
在
で
あ
る
限
り
否
定
で

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
は
、
法
ま
た
は
不
法
と
い
う
区
分
に
と
っ
て
最
上
位
の
区
分
概
念
は
、
自
由
な
選
択
意
志

(Willkiir)

の
作

用
一
般
で
あ
る
と
し

(
M
d
S
,
A
B
 1
4
 
A
n
m
 *
.
[
邦
訳
三
二
頁
]
参
照
）
、
い
わ
ば
自
由
な
意
思
が
不
法
を
な
す
こ
と
を
肯
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
間

が
自
由
な
存
在
で
あ
る
限
り
、
常
に
不
法
へ
の
自
由
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
松
宮
「
刑
罰
目
的
と
刑
事
立
法
」
（
前

掲
注

(50)
）
七
六
頁
以
下
が
、
「
行
為
者
に
選
択
の
『
自
由
』
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
彼
は
、
刑
罰
を
受
け
て
も
、
な
お
、
犯
罪
行
為
を
選
択
す
る
『
自
由
』

を
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
刑
罰
を
受
け
よ
う
が
受
け
ま
い
が
、
彼
は
自
由
に
犯
罪
へ
と
意
思
決
定
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
は
『
自
由
』

で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
す
る
の
は
正
当
な
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
悲
観
的
な
見
通
し
は
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
が
法
概
念

と
し
て
の
刑
罰
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
不
可
避
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
の
限
界
の
―
つ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(115)

再
社
会
化
の
働
き
か
け
の
対
象
者
を
法
秩
序
の
構
成
者
と
し
て
の
主
体
的
な
地
位
に
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
自
体
が
、
再
社
会
化
の
働
き
か
け
の
目
的

で
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
対
象
者
が
法
秩
序
回
復
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
カ
ン
ト
の
定

•••••••••••••••.•.••••••.•.•••••••••••••••••••• 

言
命
法
は
、
「
自
分
の
人
格
の
う
ち
に
も
他
の
誰
も
の
人
格
の
う
ち
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
自
分
が
い
つ
で
も
同
時
に
目
的
と
し
て
必
要
と
し
、
決
し
て

•••••••••••••••••••••••• 
た
だ
手
段
と
し
て
だ
け
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
し
な
さ
い
。
」

(
I

目
n
a
n
u
e
l
Kant, 
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 
zur M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 der Sitten, 
B
A
 6
7
 
(11
平
田

俊
博
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
[
岩
波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集
7
、
二

o

゜O
年
]
六
五
頁
ご
と
言
つ
て
い
た
o

つ
ま
り
、
理
性
的
存
在
者

で
あ
る
人
格
は
、
単
な
る
手
段
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
常
に
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
四
三
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