
1 － 違法論の歴史的考察（二・完）（山川）
　
　

違
法
論
の
歴
史
的
考
察
（
二
・
完
）

山　

川　

秀　

道

は
じ
め
に

第
一
節　

古
代
ロ
ー
マ
法

第
二
節　

中
世
カ
ノ
ン
法

小
括　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
前
号
）

承
前

第
三
節　

近
世
警
察
法　

第
四
節　

近
代
の
法
典
編
纂

第
五
節　

近
現
代
の
実
質
的
違
法
性

第
六
節　

考
察　

違
法
論
の
意
義

結
び
に
か
え
て　
　
　
　
（
以
上
、
本
号
）

承
前

　

前
稿
で
は
、
お
お
よ
そ
中
世
ま
で
の
間
、
違
法
評
価
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
、
方
法
で
判
断
さ
れ
て
い
た
の
か
を
垣
間
見
た
。
そ
し
て
、
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そ
れ
は
、「
善
（
自
然
な
い
し
慣
習
）
と
衡
平
」
の
観
点
か
ら
事
案
解
決
の
妥
当
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解

し
た
。「
事
物
の
本
性
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
も
の
は
、
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
な
し
」（D

.50.17.188.1

）
と
い
う

法
思
想
の
も
と
で
は
、
抽
象
的
な
法
律
違
反
で
は
な
く
、
個
々
の
不
法
行
為
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
不
正
・
不
満
を

訴
え
る
も
の
が
現
れ
た
際
、
そ
の
事
態
が
法
共
同
体
内
で
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
具
体
的
判
断
に
「
法
の
術
」
が
顕
在
化
し
た
も
の

と
理
解
で
き
る
。
要
す
る
に
、
個
別
的
な
不
法
行
為
の
事
後
解
決
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
言
語
化
・
文
書
化

さ
れ
た
「
法
の
術
」
が
、
中
世
法
の
中
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
法
か
ら
は
、
今
日
の
違
法
性
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
性
質

ま
た
は
一
般
的
要
件
は
生
じ
な
い
。
何
が
法
的
に
正
し
い
か
／
許
さ
れ
な
い
か
は
、
そ
の
都
度
、
法
感
情
や
慣
習
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
次
の
事
実
は
驚
く
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
で
に
ロ
ー
マ
法
の
な
か
に
、
粗
削
り
な
が
ら
も
、
今
日
の
正

当
化
事
由
の
大
半
を
見
出
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
緊
急
行
為
は
も
と
よ
り
、法
令
行
為
、正
当
業
務
行
為
、被
害
者
の
承
諾
な
ど
の
原
形
は
、

す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
ロ
ー
マ
法
が
参
照
さ
れ
て
き
た
理
由
の
一
端
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

但
し
、
次
の
点
に
は
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
慣
習
法
的
色
彩
が
強
い
中
世
法
に
お
い
て
も
、
次
第
に
、
少
し
ず
つ
異
な
る
法

体
系
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。「
百
年
間
不
法
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
一
時
た
り
と
も
法
で
は
な
い
」
と
か
、「
誤
っ
た
慣
行
は
慣
習
法

で
は
な
い
」
と
い
う
中
世
ゲ
ル
マ
ン
人
の
法
的
確
信
（「
古
き
良
き
法
」
思
想
）
で
さ
え
も

（
１
）、

近
世
に
は
一
新
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
慣

習
法
原
理
か
ら
、「
制
定
法（

２
）」

原
理
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
君
主
も
「
法
の
下
に
」
あ
り
、「
法
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
は
退

廃
し
、「
君
主
は
法
の
上
に
」
あ
る
と
い
う
思
想
が
支
配
的
と
な
る）

3
（

。
そ
れ
に
伴
い
、
上
か
ら

・
・
・
制
定
さ
れ
る
法
令
が
支
配
的
と
な
る
。
そ

う
し
た
傾
向
は
、
す
で
に
中
世
カ
ノ
ン
法
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
既
に
前
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
中
世
カ
ノ
ン
法
に
お

け
る
違
法
性
は
、
今
日
の
違
法
論
に
至
る
過
渡
期
的
な
性
格
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
今
日
的
違
法
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
素
描
し
て
み
た
い
。
そ
の
流
れ
は
、
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中
央
集
権
化
の
絶
対
権
力
時
代
へ
の
移
行
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
々
の
抵
抗
、
そ
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
法
が
近
代
化
さ
れ
る
と
い
う
一
連
の

動
き
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
特
に
刑
法
で
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
理
由
も
次
節
で
確
認
し
よ
う
。

（
１
） 　

世
良
晃
志
郎
「
封
建
社
会
の
法
思
想
」『
法
哲
學
講
座
』
二
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
一
二
一
頁
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
著
、
世
良
晃
志
郎
（
訳
）『
中

世
の
法
と
国
制
』（
創
文
社
、
一
九
六
八
）
六
頁
以
下
参
照
。

（
２
） 　

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
今
日
的
意
味
に
お
け
る
制
定
法
を
表
し
て
い
る
。「
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
制
定
法
」
は
、「
部
族
法
典
や
法
書
に
記
録
さ
れ

・
・
・
・

た
慣
習
法

・
・
・
・
」
を
意
味
す
る
の
で
、
古
き
法
が
新
し
き
法
を
破
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
録
に
あ
る

古
い
制
定
法

・
・
・
・
・
と
新
し
い
慣
習
と
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
は
、
制
定
法
に
記
録
さ
れ
た
慣
習
を
生
き
た

・
・
・
（
そ
の
時
妥
当
す
る
）
慣
習
・
・
に
即
し
て
実
践

す
る
の
で
、「
生
き
た
伝
承
の
中
に
意
識
さ
れ
て
現
在
し
て
い
る
父
祖
た
ち
の
慣
習
が
、
記
録
さ
れ
た
死
せ
る
ラ
テ
ン
語
に
、
書
か
れ
た
文
書
に
う
ち
勝
っ
た

の
で
あ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
ず
れ
が
解
消
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
式
的
に
は
法
的
な
文
書
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
慣
習
法
と
相

容
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
「
法
」
で
は
な
い
と
い
う
法
思
想
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悪
法
は
法
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ケ
ル
ン
・

前
掲
書
二
六
‐
三
六
頁
、
世
良
・
前
掲
論
文
一
一
八
‐
一
三
七
頁
参
照
。

（
３
） 　

戒
能
通
孝
『
法
律
講
話
』（
慈
学
社
、
二
〇
一
一
）
一
六
〇
‐
一
六
一
頁
、
Ｗ
・
エ
ー
ベ
ル
著
、
西
川
洋
一
（
訳
）『
ド
イ
ツ
立
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
）
一
二
六
頁
、
ケ
ル
ン
・
前
掲
書
七
三
頁
以
下
参
照
。

第
三
節　

近
世
警
察
法

　

中
世
後
期
以
降
、
刑
法
の
公
的
側
面
が
強
く
な
る
。
従
来
、
私
的
刑
法
か
ら
公
的
刑
法
へ
の
移
行
は
、
中
世
初
期
こ
ろ
に
起
こ
り
始
め

た
と
見
做
さ
れ
て
き
た（

４
）。

と
こ
ろ
が
、
比
較
的
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
公
的
刑
法
の
端
緒
に
比
し
て
、
そ
の
確
立
は
、
実
は
ず
い
ぶ
ん

と
遅
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た（

５
）。

本
稿
で
こ
の
疑
問
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
少
な
く
と
も
、

次
の
特
徴
は
、
違
法
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
的
に
処
罰
さ
れ
る
不
法
行
為
」
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と
そ
う
で
な
い
不
法
行
為
の
区
別
が
、
違
法
論
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
、
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
末
に
か
け
て
公

的
刑
法
が
浸
透
し
て
い
く
流
れ
に
は
、
警
察
制
度
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）

6
（

。

　
「
特
別
な
高
権
と
し
て
の
『
警
察
（
行
政
）〈Polizey

〉』
と
い
う
表
現
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
子
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
警
察
は
、

一
四
九
五
年
の
帝
国
統
治
令（

７
）」

に
お
い
て
初
め
て
登
場
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
五
三
〇
年
以
降
に
は
、
帝
国
警
察
法
令
お
よ
び
ラ

ン
ト
警
察
法
令
が
続
々
と
整
備
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
警
察
刑
法
典
の
興
隆
期
と
目
さ
れ
て
い
る（

８
）。

こ
れ
ら
一
連
の
法
令
は
、
領

内
の
善
良
な
風
俗
と
公
的
秩
序
を
守
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
涜
神
罪
、
暴
飲
・
暴
食
、
贅
沢
に
着
飾
る
こ
と
、
武
器

の
不
正
所
持
、
賭
博
な
ど
の
逸
脱
行
為
を
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
た（

９
）。

も
ち
ろ
ん
、
国
王
が
、
例
え
ば
領
内
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め

に
武
器
の
所
持
を
禁
止
す
る
命
令
〈K

önigsbann

〉
を
下
賜
す
る
こ
と
は
そ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
が）

10
（

、
本
格
的
な
法
整
備
と
警
察
制
度
は
、

一
六
世
紀
前
後
に
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
国
王
や
教
会
の
権
力
が
絶
対
化
し
て
ゆ
く
流
れ
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
が
、
刑
法
の
性
質
を
変
化
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
私
的
刑
罰
か
ら
公
的
刑
罰
へ
の
変
遷
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
制
裁
の
担
い
手
の
交
代
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
犯
人
に

対
し
て
復
讐
か
贖
罪
を
追
及
す
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
が
、
公
的
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
的
変
化
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
変
化
に
伴
い
、
刑
法
の
意
味
合
い
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
被
害
者
へ
の
贖
罪
の
た
め
の
法
か
ら
、
公
共
善

の
た
め
の
法
へ
の
変
容
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、「
法
」
の
性
質
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
大
き
な
変
化
を
挙
げ
る
と
、
次
の
二

点
を
指
摘
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、「
法
」
が
、
生
活
共
同
体
の
間
で
生
じ
共
有
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
為
政
者
（
権
力
機
関
）
に
よ
っ
て
上

か
ら
命
じ
ら
れ
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
法
」
が
、
共
同
生
活
の
な
か
で
生
じ
た
受
忍
で
き
な
い
不
正

の
事
後
解
決
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
、
公
共
善
に
対
す
る
危
害
の
予
防
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
両
者
が
結
合
す

る
こ
と
で
、
君
主
や
教
会
な
ど
の
権
力
者
の
利
益
に
反
す
る
不
都
合
な
行
為
は
、
自
然
的
善
に
反
し
、
あ
る
い
は
王
の
平
和
や
公
的
秩
序
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を
乱
す
も
の
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
公
的
に
処
罰
さ
れ
る
行
為
と
そ
う
で
な
い
不
法
行
為
の
区
別
は
、
従
来
の

慣
習
法
的
な
不
法
と
は
異
な
る
違
法
評
価
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
日
の
形
式
的
違
法
性
で
あ
る
。
公
的
な
処
罰
の
前
提

と
し
て
、
制
定
法
規
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
に
、
違
法
性
は
、
ま
ず
犯
罪
論
の
領
域
に
お
い
て
登
場
す
る
。
私
法
上
の
法
典
編
纂
、
及
び
、
そ
れ
に
伴
い
要
請
さ
れ
る
不
法

行
為
法
上
の
違
法
性
は
、
ど
う
し
て
も
公
的
な
刑
法
を
後
追
い
す
る
か
た
ち
に
な
る）

12
（

。
お
そ
ら
く
、
個
別
的
な
不
法
行
為
に
あ
っ
て
は
、

私
人
間
の
自
由
裁
量
の
余
地
が
広
く
、
抽
象
化
さ
れ
た
一
般
的
違
法
性
が
問
題
と
な
る
場
面
が
よ
り
少
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
刑
法
上
初
め
て
、
違
法
性
を
一
般
的
要
件
と
し
て
定
義
づ
け
た
と
目
さ
れ
て
い
る
業
績
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
犯
罪
が
成
立

す
る
に
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
学
説
は
、
一
五
九
〇
年
に
、
イ
タ
リ
ア
の
デ
チ
ア
ー
ニ
の
著
作
で
初
め
て
確
認
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
卓
越
し
た
内
容
に
は
時
代
が
追
い
付
か
ず
、そ
の
よ
う
に「
近
代
化
さ
れ
た
」考
え
が
刑
法
学
の
共
有
財
産
と
な
る
に
は
、

な
お
二
世
紀
を
要
し
た
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る）

13
（

。
そ
こ
で
は
犯
罪
〈delictum

〉
が
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「
犯
罪
と
は
、
次
の
よ
う
な
、
人
間
の
行
為
を
い
う
。
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
、
表
明
さ
れ
た
こ
と
〈dictum

 aut scriptum

〉
で
あ
っ

て
現
行
法
に
よ
り
刑
罰
の
下
で
禁
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
尚
且
つ
、
そ
れ
を
許
し
得
る
正
当
な
理
由
が
何
ら
存
在
し
な
い
場
合
の
も

の
で
あ
る
〈quod nulla justa causa excusari potest.

〉）
14
（

」。

　

さ
ら
に
、
デ
チ
ア
ー
ニ
は
、
こ
の
定
義
を
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
ま
ず
、「（
有
効
な
）
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
の
は
、
法
律
で
は
（
刑
罰
を
も
っ
て
）
禁
止
さ
れ
て
い
な
い

・
・
・
如
何
な
る
「
違
法
行
為
〈actus illicitos

〉」
を
も
排
除
す
る
と
い
う

趣
旨
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
法
律
上
は
ど
こ
に
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）

15
（

。
ま
た
、「
そ
れ
を
許
し
得

る
正
当
な
理
由
が
何
ら
存
在
し
な
い
場
合
」
と
い
う
の
は
、
許
容
事
由
（
正
当
化
乃
至
免
責
）
を
意
図
し
て
の
記
述
で
あ
る
ら
し
い
。
す
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な
わ
ち
、
一
般
的
に
は
あ
る
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
特
別
な
根
拠
に
よ
っ
て
許
さ
れ
得
る
犯
罪
〈delicta, 

… 

speciali quadam
 ratione excusantur.

〉
に
つ
い
て
も
除
外
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る）

16
（

。

　

今
日
に
引
き
付
け
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
右
の
定
義
に
は
既
に
、
罪
刑
法
定
主
義
、
形
式
的
違
法
性
お
よ
び
違
法
性
乃
至
責
任
阻
却
事

由
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
多
少
大
ざ
っ
ぱ
で
は
あ
る
も
の
の
、
今
日
の
違
法
性
判
断
の
内
容
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
約
一
半
世
紀
後
に
、
ド
イ
ツ
で
初
め
て
違
法
性
を
一
般
要
件
に
整
序
し
た
と
目
さ
れ
て
い
る
ベ
ー
マ
ー
の
定
義
と
比
較
し
て
も
、
極

め
て
優
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
法
に
依
拠
し
な
が
ら
違
法
行
為
〈delicta

〉
概
念
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
と
き
に
私
的
と
き
に
公
的
な
贖
罪
〈satisfactio

〉
が
科
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
法
律
に
反
し
て
為
さ
れ
生
じ
た
違
法
な
こ
と
す
べ
て

〈quaevis facta illicita contra leges adm
issa

〉）
17
（

」
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
こ
で
は
、
制
定
法
違
反
と
い
う
意
味
で
の
違
法
性
と
、
そ
の
許
容
事
由
が
違
法
行
為
一
般
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
制
定
法
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
違
法
性
が
、
独
自
の
要
件
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
も
う
少
し
時
代
が
下
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、個
々
の
違
法
行
為
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、成
文
法
が
あ
る
程
度
行
為
規
範
と
し
て
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
初
め
て
、
一
般
的
な
違
法
性
が
導
か
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る）

18
（

。
む
し
ろ
、
先
の
定
義
は
、
当
時
に
お
い
て
は
例
外
的
で
稀
少
な

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
だ
魔
女
裁
判
と
罪
刑
専
断
主
義
が
支
配
的
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
、
罪
刑
法
定
主
義

が
近
代
法
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
裁
判
官
の
専
断
に
ど
う
抗
う
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
刑

事
立
法
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
裁
判
官
を
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
と
と
も
に
、
公
的
に
処
罰
さ
れ
る
行
為
の
実
体
が

重
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
実
害
（
社
会
侵
害
）
又
は
権
利
侵
害
を
処
罰
の
根
拠
に
据
え）

19
（

、
法
律
世
界
の
対
象
を
そ
れ
に
限
定
す
る
。
要
す

る
に
、
宗
教
と
法
の
分
離
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
の
専
制
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
い
う
動
き
が
み

ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
化
思
想
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
自
然
科
学
的
な
知
識
の
普
及
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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（
４
） 　R

udolf H
is, G

eschichte des deutschen Strafrechts bis zur K
arolina, 1967 (U

nveränderter N
achdruck der A

usgabe 1928) , S.48ff. ; C
arl Ludw

ig 

von B
ar (et al.), A

 history of continental crim
inal law, 1916, p.71ff. ; 

ま
た
ミ
ッ
タ
イ
ス
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、世
良
晃
志
郎
（
訳
）『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』

（
創
文
社
、
一
九
七
一
）
五
五
頁
以
下
、
一
五
三
頁
以
下
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
（
ほ
ぼ
五
〇
〇
年
か
ら
九
〇
〇
年
）
に
公
的
刑
法
の
萌
芽
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
な
お
、
法
制
史
学
会
編
『
国
家
権
力
と
刑
罰
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
）
所
収
の
諸
論
文
も
参
照
。

（
５
） 　

ヴ
ィ
ロ
ヴ
ァ
イ
ト
・
デ
ィ
ー
ト
マ
ル
、
和
田
卓
郎
（
訳
）「
公
的
刑
法
の
成
立　

あ
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
間
的
収
支
決
算
」
大
阪
市
立
大
學
法
學
雜

誌
四
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
）
四
一
八
頁
以
下
、
池
田
利
昭
『
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
犯
罪
と
刑
罰
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
）
一
三
頁
以
下
参
照
。

（
６
） 　

前
注
（
５
）
の
文
献
お
よ
び
、H

einz M
attes, U

ntersuchungen zur Lehre von den O
rdnungsw

idrigkeiten, B
d.1. 1977, S.50

を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で

は
基
本
的
に
ド
イ
ツ
法
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
他
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、B

ar, op.cit., p.143ff.

参
照
。

（
７
） 　Jam

es G
oldschm

idt, D
as Verw

altungsstrafrecht, 1902 (1997), S.70 　

但
し
、
同
書
は
、
第
四
〇
条
に
お
い
て
「
秩
序
と
警
察
」
の
概
念
が
登
場
す
る

と
説
明
し
て
い
る
が
、D

eutsche R
eichstagsakten unter M

axim
ilian I. [M

ittlere R
eihe] B

d.5, R
eichstag von W

orm
s 1495, B

d.l, Tl.1, Vandenhoeck &
 

R
uprecht, 1981, S.342

に
よ
れ
ば
、
第
二
八
条
と
な
っ
て
い
る
。

（
８
） 　V

gl., G
oldschm

idt, a.a.O
., S.70f. ; M

attes, a.a.O
., S.44ff.

　

但
し
、M

attes, a.a.O
., S.51

は
、
こ
の
当
時
の
「
警
察
（
行
政
）〈Polizey

〉」
概
念
は
、
近
現
代
の
警
察
概
念
と
は
異
な
る
と
指
摘
す
る
。

（
９
） 　

警
察
法
令
の
資
料
に
つ
い
て
は
、M

atthias W
eber, D

ie R
eichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577 , 2002

を
参
照
。
な
お
、
当
時
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
エ
ー
ベ
ル
・
前
掲
書
一
〇
二
頁
以
下
参
照
。

（
10
） 　V

gl., G
oldschm

idt, a.a.O
., S.1ff. ; F. R

otering, Polizei-U
ebertretungen und Polizei-Verordnungsrecht, 1888, S.1ff.

、
拙
稿
「
形
式
犯
の
制
裁
に
つ
い

て
」
広
島
法
学
三
八
巻
四
号
（
二
〇
一
五
）
一
三
七
頁
脚
注
（
19
）
参
照
。

（
11
） 　

池
田
・
前
掲
書
一
六
頁
以
下
、
村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
）
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 　V

gl., R
obert von H

ippel, D
eutsches Strafrecht B

d.1 (1925), S.213 ; H
ans-R

udolf H
orn, U

ntersuchungen zur Struktur der R
echtsw

idrigkeit, 1962, 
S.13 

（
13
） 　Friedrich Schaffstein, D

ie A
llgem

einen Lehren vom
 Verbrechen : in ihrer Entw

icklung durch die W
issenschaft des G

em
einen Strafrechts, 

2.neudruck, 1986, S.35, 64
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（
14
） 　Tiberio D

eciani, Tractatus crim
inalis, Tom

us Prim
us: duobusque tom

is distinctus, Francofurti ad M
oenum

, im
pensis Petri Fischeri, 1590, Lib.2, 

C
ap.3, num

.2
（
15
） 　Ibid. 

具
体
例
と
し
て
は
、
内
縁
〈concubinatus

〉
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
16
） 　Ibid.

（
17
） 　Johann Sam

uel Friedrich von B
oehm

er, Elem
enta jurisprudentiae crim

inalis, In U
sum

 A
uditorii C

om
m

oda M
ethodo A

dornata, H
ale, 1732, Sect.1, 

C
ap.2, 

§27　

な
お
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
ベ
ー
マ
ー
の
定
義
は
、
同
書
の
第
四
版
（Editio Q

uarta, H
ale, 1749) Sect.1, C

ap.2, 

§29

で
次
の
よ
う
に
簡
略
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
違
法
行
為
〈delicta

〉
と
は
、
賠
償
、
と
き
に
は
刑
罰
も
賦
課
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
法
律
に
反
し
た
有
意
的
な
作
為
又
は
不

作
為
で
あ
る
。」

V
gl., R

obert von H
ippel, D

eutsches Strafrecht B
d.1, 1925 (N

eudruck 1971) , S.250ff. und B
d.2, 1930 (N

eudruck 1971) , S.86, 182

（
18
） 　

バ
ン
ベ
ル
ク
や
カ
ロ
リ
ー
ナ
の
刑
事
裁
判
令
は
、
主
と
し
て
非
学
識
裁
判
官
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
村
上
・
前
掲
書
二
〇
九
頁
以
下
、

勝
田
有
恒
、
山
内
進
（
編
）『
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た
ち
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
）﹇
若
曽
根
健
治
﹈
五
六
‐
五
七
頁
参
照
。

（
19
） 　V

gl., H
ippel, a.a.O

., B
d.2, S.86, 182 

　

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
〇
章
第
七
条
は
、「
自
由
な
行
為
に
よ
り
、
人
に
違
法
に
（w

iderrechtlich

）
損
害
を
加
え
た
者
は
、
そ

れ
に
よ
り
、
被
害
者
な
ら
び
に
そ
れ
を
保
護
す
る
国
家
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
」
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
法
第
一
部
第
八
七
条
は
「
自
然
法
上
及

び
実
定
法
上
の
諸
法
規
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
行
為
は
、
許
さ
れ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。」
と
も
定
め
て
い
る
。
資
料
と
し
て
、

A
llgem

eines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, M
it einer Einführung von H

ans H
attenhauer und einer B

ibliographie von G
ünther 

B
ernert, 3. A

ufl., 1996 ; 

足
立
昌
勝
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
〇
章
（
刑
法
）
試
訳
（
一
）　

― 

付
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
史
研
究
の
意
義
と

課
題
―
」（
静
岡
大
学
）
法
經
論
集
第
五
一
号
（
一
九
八
三
）
六
頁
参
照
。

第
四
節　

近
代
の
法
典
編
纂

　

法
の
近
代
化
は
、
神
の
法
又
は
内
心
的
道
徳
か
ら
は
距
離
を
と
る
方
向
に
進
む
。
初
期
の
実
証
主
義
は
、
法
の
功
利
化
と
い
う
か
た
ち
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で
現
れ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
大
仰
に
例
え
る
な
ら
ば
、
法
の
世
界
に
君
臨
し
て
い
た
も
の
が
、
神
か
ら
科
学
へ
交
代
し
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
か）

20
（

。

　

例
え
ば
、
社
会
契
約
説
お
よ
び
抵
抗
権
の
近
代
化
も
そ
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
、
君
主
の
絶
対
的
専
制
に
対
抗
す
る
た
め

の
抵
抗
権
は
、
譲
渡
不
可
能
な
生
来
的
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
自
然
法
の
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
と
異
な
り
、
ベ
ッ
カ
リ
ー

ア
は
、
そ
れ
を
数
学
的
論
理
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
の
た
め
に
各
自
が
提
供
し
た
総
和
を
超
え
た
刑
罰
権
の
行

使
は
、「
権
力
の
濫
用
で
あ
り
、
不
正
で
あ
っ
て
、
各
自
は
、
こ
れ
に
承
服
す
る
必
要
は
な
い）

21
（

」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
と
刑
罰
の

均
衡
を
導
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
説
明
の
異
な
る
二
種
の
抵
抗
権
は
、
ア
メ
リ
カ
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
の
人
権
宣
言
に
影
響
を
与
え
た

と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
画
一
的
で
安
定
的
な
ル
ー
ル
を
法
典
と
し
て
組
み
立
て
よ
う
と
い

う
試
み
が
、近
代
の
法
典
編
纂
と
し
て
顕
れ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、「
一
八
世
紀
お
よ
び
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
で
は
、

法
創
造
の
場
所
が
裁
判
所
か
ら
立
法
機
関
へ
移
行
す
る
と
い
う
動
き）

22
（

」
を
看
取
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
代
で
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に

対
す
る
理
解
で
さ
え
も
、
古
来
の
慣
習
か
ら
法
実
証
主
義
的
ル
ー
ル
へ
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た）

23
（

。
こ
こ
で
も
、
違
法
論
に
変
化
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
特
に
刑
事
立
法
に
取
り
組
ん
だ
二
人
の
「
偉
大
な
改
革
者
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
時
の
違
法
論
を
顧
み
た
い
。

　

一
人
目
は
、
世
界
の
立
法
者
と
し
て
有
名
な
ベ
ン
サ
ム
で
あ
る
。
完
全
な
法
典
の
完
成
に
尽
力
し
た
ベ
ン
サ
ム
の
業
績
は
、「
ベ
ン
サ

ム
の
時
代
以
後
に
な
さ
れ
た
法
改
正
で
、
彼
の
影
響
が
窺
わ
れ
な
い
も
の
を
一
つ
も
知
ら
な
い
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る）

24
（

。
そ
の
著
作

が
フ
ラ
ン
ス
語
で
公
刊
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
特
に
一
八
一
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る）

25
（

。

　

ベ
ン
サ
ム
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
ら
の
影
響
も
受
け
つ
つ
、
し
か
し
、
は
る
か
に
緻
密
に
、
自
然
科
学
お
よ
び
人
文
社
会
科
学
（les 

sciences m
orales

）
の
知
識
を
活
か
し
て
、
道
徳
と
立
法
の
部
門
を
科
学
に
変
え
よ
う
と
し
た）

26
（

。
そ
の
出
発
点
は
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な

判
断
と
、
根
拠
の
な
い
不
安
や
偏
見
に
対
し
て
決
定
的
な
批
判
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ン
サ



広島法学　41 巻４号（2018 年）－ 10

ム
は
、
功
利
の
原
理
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ベ
ン
サ
ム
は
、
ま
ず
、
当
時
の
コ
モ
ン
ロ
ー
を
批
判
し
、「
慣
習
法
の
も
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
も
正
し
い
又
は
不
正

だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
見
つ
か
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
見
出
せ
る
か
？
正
し
い
こ
と
と
は
ル
ー
ル
へ
の
適
合
で
あ
り
、
不

正
と
は
ル
ー
ル
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
し
か
し
、
慣
習
法
の
下
で
は
、
何
ら
の
ル
ー
ル
も
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
」、
す
べ
て
が
暗
闇
で
あ

る
と
い
う）

27
（

。
そ
こ
で
、
ル
ー
ル
の
制
定
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
害
悪
の
経
験
か
ら
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
悪

を
生
む
行
為
の
流
れ
を
止
め
よ
う
と
望
み
、
そ
の
た
め
に
、
一
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
と
法
律
に
よ
っ
て
宣
言
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
「
違

法
行
為
〈délit, offence
〉）

28
（

」
と
す
る
。
そ
れ
故
、
法
の
制
定
と
は
、
違
法
行
為
の
創
設
で
あ
る
と
さ
れ
る）

29
（

。
そ
こ
に
は
功
利
主
義
的
な
主

張
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
違
法
行
為
に
対
す
る
民
事
罰
及
び
刑
事
罰
そ
れ
自
体
が
害
悪
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で

あ
る
に
は
、
そ
こ
か
ら
最
大
量
の
幸
福
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
裁
判
官
の
恣

意
的
な
判
断
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
何
が
法
的
に
許
さ
れ
な
い
の
か
を
国
民
が
知
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
公
的
機
関
へ
の
信

頼
や
適
切
な
期
待
が
保
障
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
さ
ら
に
快
・
幸
福
（
期
待
に
基
づ
く
効
用
）
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る）

30
（

。

　

こ
こ
で
は
、
物
事
の
正
・
不
正
、
道
徳
・
不
道
徳
、
善
・
悪
の
評
価
が
、
快
楽
と
苦
痛
の
計
算
に
基
づ
い
て
い
る）

31
（

。
あ
る
行
為
が
制
定

法
に
よ
っ
て
違
法
行
為
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
善
（
快
楽
）
よ
り
も
多
く
の
悪
（
苦
痛
）
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
ア

プ
ロ
ゥ
チ
は
、
あ
る
違
法
行
為
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
苦
痛
、
恐
れ
が
生
じ
る
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
作
業
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、

快
楽
と
苦
痛
が
、
非
常
に
様
々
な
事
情
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）

32
（

。
た
と
え
ば
、
快
楽
と
苦
痛
の
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸

事
情
（
年
齢
、
性
別
、
身
分
、
教
育
の
程
度
、
宗
教
観
、
等
々
）
に
加
え
て
、
何
十
種
類
も
の
快
楽
・
苦
痛
、
そ
し
て
、
七
つ
の
評
価
基

準
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
違
法
行
為
の
分
類
は
、
あ
る
種
過
剰
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
冗
長
に
な
っ
て
い
る）

33
（

。

　

右
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
の
善
・
悪
を
計
算
し
た
う
え
で
、
害
悪
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
又
は
苦
痛
を
上
回
る
快
楽
を
見
出
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し
得
る
場
合
に
は
、
違
法
行
為
で
な
い
。
そ
う
し
た
正
当
化
事
由
〈justification

〉
に
は
、
い
わ
ば
総
則
的
な
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

今
日
的
な
概
念
に
置
き
換
え
る
と
、
被
害
者
の
同
意
、
緊
急
避
難
、
医
療
行
為
、
正
当
防
衛
、
国
家
権
力
の
正
当
な
行
使
、
家
庭
内
で
の

懲
戒
権
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

34
（

。
ま
た
、
異
端
や
魔
術
な
ど
の
「
想
像
上
の
悪
か
ら
成
る
違
法
行
為
〈les délits de m

al im
aginaire

〉」
も
、

真
実
は
違
法
行
為
で
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
刑
罰
を
科
す
根
拠
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
刑
罰
を
科

す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
不
当
な
刑
罰
の
一
例
と
な
る）

35
（

。
な
お
、
そ
の
余
の
具
体
例
は
、
刑
罰
が
有
効
で
な
い
場
合
、
よ
り
穏
や
か
な
代

替
手
段
が
あ
る
場
合
、
そ
し
て
、
刑
罰
に
よ
る
犠
牲
の
ほ
う
が
大
き
い
場
合
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ベ
ン
サ
ム
の
立
論
に
対
し
て
は
、
今
日
、
批
判
的
な
評
価
が
強
い）

36
（

。
そ
の
功
利
計
算
は
検
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
独
断

的
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
加
え
、
そ
も
そ
も
道
徳
感
と
功
利
は
と
き
に
背
反
す
る
と
い
う
根
本
的
な
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
確

か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
計
算
式
や
前
提
が
誤
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ベ
ン
サ
ム
の
ア
プ
ロ
ゥ
チ
は
、
違
法
論
に
と
っ

て
大
き
な
価
値
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
が
あ
る
行
為
を
禁
止
し
て
違
法
行
為
を
創
設
す
る
根
拠
を
何
と
か
具
体
的
に
測
定

し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
違
法
行
為
を
過
剰
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
分
類
し
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
害
悪
、
危
惧
を
認

識
す
る
の
か
と
い
う
点
に
注
意
が
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
観
念
論
的
な
違
法
論
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
後
者
は
、
禁
止
さ
れ

る
べ
き
違
法
行
為
の
概
念
を
法
規
範
や
権
利
と
い
う
観
念
か
ら
導
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
は
や
、
慣
習
法
が
法
・
不
法
を
明
確

に
は
呈
示
し
て
く
れ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
害
悪
と
は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
視
座
が
、
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
、
今
日
で
も
、
違
法
な
行
為
が
、
被
害
者
や
社
会
に
与
え
る
（
特
に
精
神
的
）
悪
影
響
を
具
体
的
か
つ
適
切
に
把
握
し
、
共
有

す
る
と
い
う
作
業
は
、
立
法
及
び
司
法
判
断
の
骨
子
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
特
に
悪
法
論
と
の
関
連
で
再
び
検
討
し
た
い
。

　

二
人
目
の
改
革
者
は
、
近
代
刑
法
学
の
父
と
し
て
有
名
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
を
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承
け
つ
つ
、
実
定
法
上
の
違
法
性
と
、
哲
学
上
の
権
利
侵
害
を
区
別
す
る
。

　

そ
こ
で
の
権
利
と
は
、
各
人
が
本
来
的
に
有
す
る
自
由
、
及
び
、
国
家
と
い
う
主
体
に
保
障
さ
れ
る
法
的
な
能
力
を
意
味
す
る）

37
（

。
こ
の

権
利
の
侵
害
は
、
法
的
自
由
の
限
界
を
超
え
て
他
人
に
害
を
な
す
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
れ
ば
、「
狭

義
の
犯
罪）

38
（

」
と
な
る
。
だ
が
、
他
方
で
、
国
家
は
、
す
べ
て
の
権
利
侵
害
を
犯
罪
と
す
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
直
接
的
に
は
誰
の
権
利

も
侵
害
し
な
い
行
為
を
も
法
的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
違
法
で
な
い
行
為
、
例
え
ば
違
警
罪
も
、
法

的
平
穏
の
保
持
と
い
う
国
家
目
的
に
反
す
る
限
り
で
、
可
罰
的
行
為
（
広
義
の
犯
罪
）
に
含
ま
れ
る）

39
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
起
草
に
よ
る

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
（
一
八
一
三
年
）
の
第
二
条
第
四
項
に
よ
っ
て
も
、「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
国
家
又
は
国
民
の
権
利
を
侵
害
し

な
い
が
、
法
的
秩
序
及
び
公
安
に
対
す
る
危
険
性
の
故
に
刑
罰
を
も
っ
て
禁
止
又
は
命
令
さ
れ
て
い
る
作
為
も
し
く
は
不
作
為
、
お
よ
び

特
別
の
法
律
に
よ
っ
て
警
察
官
庁
に
そ
の
捜
査
な
ら
び
に
処
罰
に
つ
い
て
委
ね
ら
れ
て
い
る
軽
微
な
る
法
侵
害
は
、
違
警
罪）

40
（

」
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
原
理
的
に
は
、
違
警
罪
を
そ
の
内
容
、
法
的
効
果
、
及
び
手
続
き
な
ど
に
お
い
て
狭
義
の
犯
罪
か
ら

区
別
し
、
警
察
刑
法
典
に
定
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た）

41
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
批
判
的
で
あ
っ
た
当
時
の
潮
流
は
、
可
罰
的

行
為
を
一
つ
の
刑
法
典
に
包
摂
可
能
な
理
論
、即
ち
法
益
論
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

42
（

。
す
で
に
こ
の
誕
生
時
点
で
、法
益
侵
害
説
は
、

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
な
法
実
証
主
義
的
「
形
式
的
違
法
性
」
へ
と
至
る
運
命
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う）

43
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
ル
バ
ハ
は
、
当
罰
的
根
拠
と
し
て
の
権
利
侵
害
と
、
可
罰
的
根
拠
と
し
て
の
違
法
性
を
区
別
し
た
。
権
利
侵

害
は
、
法
律
に
先
立
っ
て
、
本
来
的
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
実
質
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
広
義
に
お
け
る
犯
罪
の
違
法
性
は
、
あ

く
ま
で
制
定
法
に
依
存
す
る）

44
（

。
つ
ま
り
、
権
利
侵
害
は
、
違
法
性
の
前
提
条
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
理
解
も
、
そ
の
た
め

に
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
に
あ
っ
て
は
違
法
論
は
存
在
せ
ず
、
権
利
侵
害
の
概
念
は
、
体
系
上
は
量
刑
事

由
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
、
今
日
の
体
系
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
体
系
と
で
最
大
の
相
違
と
目
し
得
る
も
の
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は
、
違
法
論
の
有
無
で
あ
る）

45
（

」。
こ
こ
に
は
、
確
か
に
、
頷
け
る
一
面
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
罰
法
規
に
違
反
し
た
行
為
は
、
権
利
侵

害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
成
文
法
上
の
根
拠
が
な
い
限
り
、
司
法
機
関
に
は
、

そ
れ
を
覆
す
裁
量
が
認
め
ら
れ
な
い
。
特
に
、
近
親
相
姦
な
ど
の
性
犯
罪
、
未
遂
犯
、
そ
の
他
の
違
警
罪
な
ど
、
権
利
侵
害
の
存
在
が
疑

問
視
さ
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
違
法
で
あ
る
と
擬
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
制
定
法
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
り
、
司
法
判
断

又
は
刑
法
解
釈
論
に
お
い
て
、
違
法
性
が
果
た
す
役
割
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
解
消
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
成
文
法
上
に
許
容
の
根
拠
を
有
す
る
侵
害
行
為
は
、
や
は
り
適
法
〈rechtm

ässig

〉
と
な
る）

46
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
犯
罪
体

系
に
お
い
て
は
、「
法
的
根
拠
の
な
い
」
権
利
侵
害
で
あ
る
こ
と
が
犯
罪
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
右
に
引
用
し
た
理
解
で
は
、

法
的
根
拠
を
有
す
る
行
為
は
そ
も
そ
も
法
が
禁
止
す
る
「
権
利
侵
害
」
で
は
な
い
と
解
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い）

47
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

体
系
的
な
記
述
方
法
か
ら
生
じ
る
違
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
構
成
要
件
該
当
性
に
伴
う
違
法
性
の
推
定
が
正
当
化
事
由
に
よ
っ
て
破
ら
れ

た
と
す
る
か
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
そ
も
そ
も
構
成
要
件
的
不
法
は
な
か
っ
た
と
い
う
か
、
は
た
ま
た
、
推
定
的
違
法
性
の
も
つ
否

定
的
評
価
を
上
回
る
積
極
的
価
値
を
発
見
し
た
と
判
断
す
る
の
か
は
、
そ
の
行
為
が
違
法
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
影
響
し
な
い
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
特
定
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
予
め
正
当
化
根
拠
が
制
定
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
被
害
者
の
承
諾
、
権
利
の
行
使
、
正
当
防
衛
の
ほ
か
、
特
別
法
上
の
根
拠
規
定
の
あ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
前
三
者
は
、

一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
第
一
二
三
条
以
下
に
定
め
ら
れ
て
い
る

）
48
（

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
を
責
任
阻
却
事
由
と
解
す
る
余
地
も

あ
る
。
特
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
第
一
二
四
条
は
、
そ
の
効
果
を
、
法
律
上
の
権
利
行
使
か
ら
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
「
責
任
を
負
わ

な
い
〈nicht verantw

ortlich

）
49
（

〉」
も
の
と
す
る
の
で
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
法
の
不
可
罰
事
由
に
関
す
る
注
釈
で
は
、「
帰

責
が
欠
け
る
場
合
」
と
「
そ
れ
自
体
違
法
で
は
な
い
場
合
」
が
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
正
当
化
事
由
と
解
す
る
の
が
自
然

な
よ
う
に
思
わ
れ
る）

50
（

。
た
だ
、そ
う
だ
と
し
て
も
、こ
れ
ら
の
不
処
罰
根
拠
は
、あ
く
ま
で
制
定
法
上
の
規
定
で
あ
り
、実
質
的
判
断
に
よ
っ
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て
（
擬
制
さ
れ
た
）
権
利
侵
害
が
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
権
利
侵
害
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
も
司
法
判
断
に
お

い
て
も
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
、
権
利
侵
害
説
は
、
当
罰
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
行
為
（
狭
義
の
犯
罪
）
を
優
先
的
に
立
法
化
す
る
指
導
原
理
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
可
罰
的
行
為
の
「
違
法
性
」
を
限
定
す
る
機

能
は
あ
ま
り
期
待
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
哲
学
的
原
理
と
し
て
の
権
利
侵
害
と
、

実
定
法
上
の
違
法
性
と
の
乖
離
を
い
か
に
処
理
す
る
か
、
と
い
う
点
に
苦
心
し
た
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
刑
法
学
の

悩
み
の
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
る
と
、
そ
の
意
味
で
は
、
今
日
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、

違
法
性
の
阻
却
と
目
さ
れ
る
許
容
事
由
が
、特
定
の
罪
に
限
ら
ず
、総
論
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
実
際
上
の
効
用
は
大
き
い
。
ま
た
、

中
世
以
来
、
違
反
さ
れ
る
「
法
」
は
、「
君
主
の
命
令
」
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
に
あ
っ
て
は
、
個
人
の
権
利
ま
た

は
「
国
家
の
権
利
」
に
変
更
さ
れ
た
。
し
か
し
、違
法
論
が
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
問
題
に
な
る
の
は
、違
反
さ
れ
る
「
法
」
が
、抽
象
的
・

客
観
的
法
と
し
て
の
「
国
民
の
総
意
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。

（
20
） 　

梅
崎
進
哉
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
論
と
侵
害
原
理
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
）
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 　

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
著
、
風
早
八
十
二
・
五
十
嵐
二
葉
（
訳
）『
犯
罪
と
刑
罰
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）
二
六
頁
、「
解
説
」
二
〇
八
頁

（
22
） 　

ヨ
シ
ュ
ア
・
ド
レ
ス
ラ
ー
著
、
星
周
一
郎
（
訳
）『
ア
メ
リ
カ
刑
法
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
八
）
四
三
頁　
　

（
23
） 　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
か
ら
ベ
ン
サ
ム
に
至
る
ま
で
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
対
す
る
理
解
の
変
遷
に
つ
い
て
、
戒
能
通
弘
『
近
代
英
米
法
思
想
の
展
開
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 　Sir H
enry Sum

ner M
aine, Lectures on the early history of institutions 1875 ,p.397

　

ま
た
、
法
典
化
の
鬼
と
も
称
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
評
価
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
戒
能
通
弘
『
世
界
の
立
法
者
、
ベ
ン
サ
ム
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
七
）
五
三
頁
、
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 　

Ｇ
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
＝
Ｇ
・
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル
＝
Ｂ
・
ブ
ー
ロ
ッ
ク
著
（
澤
登
俊
雄
＝
澤
登
佳
人
＝
新
倉
修
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
（
刑
法
総
論
）』（
成
文
堂
、
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一
九
八
一
）
三
六
頁

（
26
） 　Traités de législation civile et pénale : ouvrage extrait des m

anuscrits de M
. Jérém

ie B
entham

 / par Ét. D
um

ont, 1802, Tom
e 1, p.xx et suiv.

[D
iscours Prélim

inaire (par Ét. D
um

ont)] ; 

Ｊ
・
ベ
ン
タ
ム
著
、
Ｅ
・
デ
ュ
モ
ン
編
、
長
谷
川
正
安
（
訳
）『
民
事
お
よ
び
刑
事
立
法
論
』（
勁
草
書
房
、

一
九
九
八
）「
訳
者
は
し
が
き
」
ⅲ
頁
、
デ
ュ
モ
ン
「
緒
論
」
九
頁
以
下
参
照
。

　

な
お
、
全
文
訳
で
は
な
い
が
、
英
語
版
と
し
て
次
の
文
献
も
参
照
。Jerem

y B
entham

, The theory of legislation, w
ith an introduction by U

pendra 

B
axi, [translated from

 the French of Etienne D
um

ont by R
ichard H

ildreth] O
ceana Publications, Inc., 1975

（
27
） 　Jerem

y B
entham

, The lim
its of jurisprudence defined : B

eing part tw
o of A

n introduction to the principles of m
orals and legislation [N

ow
 first 

printed from
 the author's m

anuscript, w
ith an introd. by C

harles W
arren Everett]. G

reenw
ood Press, 1970, p.274

（
28
） 　B

entham
, op.cit., Traités, Tom

e 1, p.89s., 159s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
八
二
頁
以
下
、
一
二
八
頁
参
照
。

　

こ
こ
で
の
「
違
法
行
為
」
が
、「
刑
法
典
」
を
念
頭
に
立
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
民
事
上
の
違
法
行
為
も
含
ま
れ
る
。
や
や
こ

し
い
こ
と
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
権
利
・
義
務
の
創
設
お
よ
び
そ
の
侵
害
で
あ
る
違
法
行
為
は
、
民
法
に
属
し
、
そ
の
制
裁
の
み
が
刑
法
に
属
す
る
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
殺
人
を
禁
止
す
る
法
律
は
民
法
で
あ
り
、
殺
人
者
に
死
刑
を
命
じ
る
法
律
は
、
刑
法
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
民
法
と
刑
法
が
、
行
為
規
範

と
裁
判
規
範
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
詳
し
く
は
、
内
田
博
文
「
ベ
ン
サ
ム
刑
法
理
論
に
つ
い
て
（
一
）」
刑
法
雑
誌
第
二
六
巻
一
号

四
七
‐
四
九
頁
、
戒
能
・
前
掲
『
世
界
の
立
法
者
』
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
29
） 　

C
f. B

entham
, op.cit., Traités, Tom

e 1, p.153s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
一
二
四
頁
以
下
、B

entham
, op.cit., The lim

its of jurisprudence, p.115

（
30
） 　

戒
能
・
前
掲
『
世
界
の
立
法
者
』
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
31
） 　B

entham
, op.cit., Traités, Tom

e 1, p.1s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
二
三
頁
以
下 ; Jerem

y B
entham

, A
n introduction to the principles of m

orals and 

legislation ; w
ith an introd. by Laurence J. Lafleur, H

afner, 1948, p.1ff.

（
32
） 　C

f. B
entham

, op.cit., Traités, Tom
e 1, pp.34-172 ; Traités de législation civile et pénale, Tom

e 2 (1802), p.247s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
四
七
-

一
三
七
頁
、
四
五
二
頁
以
下

　

た
だ
し
、犯
罪
者
の
個
人
的
特
性
に
つ
い
て
は
、あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
批
判
の
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
柳
本
正
春
（
編
訳
）『
刑

事
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
』﹇
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ゲ
イ
ス
「
ジ
ェ
レ
ミ
イ
・
ベ
ン
サ
ム
」﹈
法
務
資
料
第
四
一
八
号
二
六
-二
七
頁
参
照
。

（
33
） 　C

f. B
entham

, op.cit., Traités, Tom
e 1, p.172s. ; Tom

e 2, p.239s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
一
三
七
頁
以
下
、
四
四
五
頁
以
下 ; B

entham
, A

n introduction, 
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な
お
、
こ
の
点
は
、
批
判
対
象
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
ベ
ン
サ
ム
自
身
も
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
。C

f. A
n introduction, pp. xxvi-xxvii.(Preface)

（
34
） 　B

entham
, op.cit., Traités, Tom

e 2, p.285s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
四
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
35
） 　B

entham
, op.cit., Traités, Tom

e 2, p.380s. ; 

ベ
ン
タ
ム
・
前
掲
書
五
四
一
頁
以
下
、B

entham
, A

n introduction, p. 170ff

．

（
36
） 　

柳
本
・
前
掲
書
『
刑
事
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
』
二
六
頁
以
下
、
戒
能
・
前
掲
『
世
界
の
立
法
者
』
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
37
） 　

拙
稿
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察
」
広
島
法
学
第
四
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
）
三
‐
四
頁
で
は
も
う
少
し
だ
け
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

（
38
） 　

こ
こ
で
の
犯
罪
〈Verbrechen

〉
と
い
う
概
念
は
、
立
法
に
先
立
ち
当
罰
的
な
も
の
と
い
う
哲
学
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
定
法
上
の
重
罪
か
ら
は

区
別
さ
れ
る
。V

gl., A
nselm

 R
itter von Feuerbach (hrsg. von C

. J. A
. M

itterm
aier), Lehrbuch des gem

einen in D
eutschland gültigen peinlichen 

R
echts, 14.A

ufl. 1847, SS.45-49 (

§§21-22 N
ote des H

erausgebers)

　

Paul Johann A
nselm

 Feuerbach, Lehrbuch des gem
einen in D

eutschland gültigen peinlichen R
echts, 1.A

ufl. 1801, 

§27

で
は
、
最
広
義
の
犯
罪

〈Verbrechen im
 w

eitesten Sinne

〉
は
、
狭
義
の
犯
罪
〈crim

en, Verbrechen, κ
ατ

' εξοχήν

〉
及
び
軽
罪
（Vergehen

〈Polizeyverbrechen, delictum

〉）

に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
狭
義
の
犯
罪
は
、
国
家
ま
た
は
市
民
の
も
つ
本
来
的
権
利
の
侵
害
を
刑
罰
法
規
が
禁
止
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
更
に
、
そ
の
内
、「
か

け
が
え
の
な
い
権
利
」
の
侵
害
は
、
最
狭
義
の
犯
罪
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
後
の
記
述
や
改
版
さ
れ
た
内
容
を
見
比
べ
る
と
、
不
明
瞭
な
点
も
あ
る
。
例

え
ば
、Feuerbach, Lehrbuch, 14.A
ufl., 

§§22-23
で
は
、
狭
義
の
犯
罪
が
、
刑
罰
の
重
さ
や
裁
判
管
轄
に
よ
っ
て
刑
事
犯
罪
〈C

rim
inal-Verbrechen

〉
と

民
事
犯
罪
〈C

ivil-Verbrechen

〉
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
公
的
犯
罪
及
び
私
的
犯
罪
の
区
別
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

（
39
） 　V

gl., Feuerbach, Lehrbuch, 14.A
ufl., 

§22, 

§4, 

§432ff.

（
40
） 　

一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
つ
い
て
は
、A

nm
erkungen zum

 Strafgesezbuche für das K
önigreich B

aiern, B
d.1-3, 1813-1814 ; 

中
川
祐
夫

（
訳
）「
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
」（
一
）
-（
五
）
龍
谷
法
学　

第
二
巻
二
・
三
・
四
号
、
第
三
巻
一
号
、
二
号
、
三
・
四
号
、
第
四
巻
一
号
参
照
。

（
41
） 　V

gl., A
.a.O

., A
nm

erkungen zum
 Stgb für das K

önigreich B
aiern, B

d.1, 1813, SS.23-32, 68-80 ; Feuerbach, Lehrbuch, 1.A
ufl., 

§1

　

実
際
に
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
で
は
、
警
察
刑
法
典
を
別
に
編
纂
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
結
局
、
未
完
成
に
終
わ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
違
警
罪
の
扱
い
に
つ
い
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
立
法
上
の
現
実
的
な
障
害
と
哲
学
的
考
察
と
の
間
で
呻
吟
し
て
い
た
こ
と
が
窺
が
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
著
、
山
中
敬
一
（
訳
）『
１
８
２
４
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
草
案
』（
関
西

大
学
出
版
部
、　

一
九
八
〇
）「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
及
び
本
文
一
一
頁
以
下
参
照
。
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（
42
） 　

さ
し
あ
た
り
、
内
藤
謙
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
概
念
の
歴
史
的
展
開
」『
刑
法
理
論
の
史
的
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
43
） 　

新
谷
一
幸
「
一
九
世
紀
前
半
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
一
考
察
」（
大
阪
市
立
大
学
）
法
学
雑
誌
第
二
八
巻
一
号
（
一
九
八
六
）
一
三
六

頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
「
形
式
犯
の
制
裁
に
つ
い
て
」
一
二
七
頁
以
下
、
前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察
」
七
参
照
。

（
44
） 　

前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察
」
一
七
頁
脚
注
（
５
）、（
６
）
参
照
。　

V
gl.,M

ax G
rünhut, P. J. A

. Feuerbach und das Problem
 der 

strafrechtlichen Zurechnung, 1923, S.98

（
45
） 　

佐
久
間
基
「
ド
イ
ツ
犯
罪
論
体
系
の
形
成
期
（
遺
稿
）」
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
三
二
号
（
一
九
九
四
）
三
六
頁

こ
の
点
は
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
少
し
疑
問
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
内
田
文
昭
「
近
代
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
『
違
法
』
と
『
責
任
』（
一
）」
警
察
研
究

六
四
巻
四
号
（
一
九
九
三
）
二
五
頁
が
、「
行
為
の
危
険
性
の
み
が
市
民
的
可
罰
性
の
根
拠
と
な
る
」
と
い
う
の
は
「
違
法
論
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
主

張
に
も
に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
面
が
あ
る
。

（
46
） 　Feuerbach, Lehrbuch, 14.A

ufl., 
§32ff.

（
47
） 　

佐
久
間
・
前
掲
論
文
五
五
頁
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
に
よ
れ
ば
、
権
利
侵
害
を
禁
止
す
る
法
が
別
の
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
法
以

前
の
状
態
に
戻
る
」
た
め
、
犯
罪
が
成
立
し
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
制
定
法
と
の
混
同
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
内
制
定
法

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
本
来
的
な
権
利
や
、
そ
れ
自
体
違
法
な
行
為
は
観
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
注
（
38
）
参
照
。

（
48
） 　V

gl., Feuerbach, Lehrbuch, 14.A
ufl., 

§§33-39

　

但
し
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
第
一
二
三
条
に
よ
っ
て
不
可
罰
と
な
る
の
は
、
被
害
者
の
承
諾
が
財
産
権
の
処
分
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
尚

且
つ
、
そ
の
行
為
が
公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。

（
49
） 　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
用
法
は
、
違
法
と
責
任
非
難
と
の
間
に
位
置
す
る
評
価
、
即
ち
「
行
為
が
答
責
的
で
あ
る
こ
と
〈Tatverantw

ortung

〉」
の
意
味
と

は
異
な
る
。V

gl., R
einhart M

aurach, D
eutsches Strafrecht AT, 4.A

ufl., 1971, SS.404-406 ,377-381

　

右
の
文
献
で
は
、
行
為
答
責
が
欠
け
る
場
合
、
つ
ま
り
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
な
行
為
が
形
成
す
る
は
ず
の
否
定
的
価
値
（
行
為
の

否
認
）
が
例
外
的
に
取
り
除
か
れ
る
一
例
と
し
て
、
違
法
命
令
状
況
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
八
一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

第
一
二
二
条
に
お
い
て
も
、
上
官
の
違
法
命
令
に
つ
き
、
部
下
は
、「
責
任
を
負
わ
な
い
〈nicht verantw

ortlich

〉」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
50
） 　V

gl., A
.a.O

., A
nm

erkungen, B
d.1, S.298　

同
旨
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
・
前
掲
書
一
四
九
頁
以
下
参
照
。
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第
五
節　

近
現
代
の
実
質
的
違
法
性

　

一
九
世
紀
後
半
以
降
、福
祉
国
家
化
が
進
む
な
か
、こ
れ
に
併
せ
た
法
整
備
が
進
め
ら
れ
る
。
近
現
代
に
ド
イ
ツ
で
発
展
し
た
違
法
論
は
、

こ
の
現
実
的
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
と
み
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
見
当
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
刑
法
典
の

編
纂
が
継
続
さ
れ
る
な
か
、
や
は
り
、
警
察
刑
法
典
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
が
、
理
論
の
展
開
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
次
第
に
肥
大
化
す
る
行
政
及
び
経
済
活
動
と
刑
法
と
の
関
係
を
的
確
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
課
題
と
な
る
。
こ
の
現
実

的
要
請
に
応
じ
つ
つ
、
違
法
論
は
哲
学
的
考
察
を
通
じ
て
深
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
で
は
、法
・
権
利
の
本
質
を
巡
る
意
志
説
と
利
益
説
に
対
応
す
る
よ
う
に
、主
観
的
不
法
説
と
客
観
的
不
法
説
の
論
争
が
展
開
さ
れ
、

他
方
で
は
、
各
法
分
野
に
応
じ
て
不
法
は
相
対
的
か
、
そ
れ
と
も
統
一
的
か
が
議
論
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
し
ば
し
ば
「
不
法
〈U

nrecht

〉」

と
は
、「
違
法
行
為
」
を
統
一
的
に
説
明
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
特
に
、
民
事
不
法
行
為
と
犯
罪
に
共
通
す
る
基
体
を
説
明
す

る
た
め
に
、
こ
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
違
法
（
か
つ
有
責
な
）
行
為
」
が
共
通
分
母
で
あ
る
。
こ
の
共
通
要

素
「
違
法
行
為
〈U

nrecht

〉」
と
結
び
つ
く
効
果
に
よ
っ
て
、
各
実
体
法
上
の
要
件
が
、
民
事
不
法
、
刑
事
不
法
、
又
は
行
政
不
法
に
分

け
ら
れ
る
〈Zivil-, Straf-, Verw

altungs-U
nrecht

〉）
51
（

。
た
だ
し
、行
政
法
上
の
違
反
行
為
だ
け
に
つ
い
て
は
、前
二
者
と
区
別
す
る
た
め
に
、

行
政
違
反
若
し
く
は
警
察
違
反
、
あ
る
い
は
今
日
で
は
、
秩
序
違
反
と
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
〈Verw

altungs-, Polizei-, O
rdnungs-

w
idrigkeiten

〉。
か
く
し
て
、違
法
性
は
、実
定
法
上
の
各
領
域
で
共
通
の
要
素
と
し
て
、一
般
的
な
問
題
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

そ
う
し
て
、
一
般
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
違
法
論
の
展
開
を
承
け
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
規
範
論
を
通
じ
て
実
質
的
違
法

性
論
の
下
地
を
形
成
す
る）

52
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
実
の
制
定
法
に
、
仮
初
の
法
理
論
的
根
拠
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
、
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制
定
法
へ
の
違
反
が
違
法
と
な
る
の
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
規
範
に
違
反
す
る
か
ら
だ
と
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
制
定
法
に
先
立
ち
、
法
益

保
護
を
目
的
と
す
る
禁
止
・
命
令
と
い
う
規
範
が
あ
る
と
観
念
さ
れ
、
こ
れ
が
、
違
法
性
の
根
拠
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
承
け
て
、
リ
ス
ト
も
当
初
は）

53
（

、
犯
罪
と
は
、
有
責
な
規
範
違
反
の
う
ち
刑
罰
の
科
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
可
罰
的
不
法
行
為
で

あ
る
と
解
し
た
。
そ
し
て
、
規
範
違
反
、
即
ち
違
法
性
が
な
け
れ
ば
、
不
法
行
為
も
犯
罪
も
成
立
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
リ
ス
ト
は
、
侮
辱
罪
の
成
立
を
限
定
す
る
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
第
百
九
三
条
を
例
に
、
犯
罪
全
般
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
を
見

出
し
た
。
あ
る
注
釈
書
に
よ
れ
ば
、
同
条
の
趣
旨
は
、
学
術
上
、
芸
術
上
、
営
業
上
の
成
果
に
関
す
る
批
評
、
権
利
行
使
又
は
正
当
な
利

益
の
保
護
を
理
由
と
す
る
意
見
表
明
や
、
訓
戒
・
説
諭
等
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
罵
詈
雑
言
な
ど
の
不
穏
当
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
な
い
限

り
は
侮
辱
罪
を
構
成
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
が）

54
（

、
リ
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
、
侮
辱
罪
に
限
ら
ず
、
犯
罪
一
般
の
違
法
性
を
阻

却
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
一
九
三
条
を
す
べ
て
の
犯
罪
に
類
推
適
用
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

諸
々
の
違
法
性
阻
却
事
由）

55
（

の
統
一
的
原
理
と
で
も
い
う
べ
き
事
由
を
同
条
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
違
法
性
が
、
お
よ
そ
犯
罪
の
成
立
を
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る
要
素
と
し
て
明
確
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
客
観
的
違
法
性
論
の
議
論
を
承
け
て
、
違
法
評
価
と
責
任
要
素
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
リ
ス
ト
は
、
規
範
論
的
説
明
と
は
袂
を
分
か
ち
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
形
式
的
に
は
法
秩
序
の
命

令
又
は
禁
止
と
い
う
国
家
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
生
活
利
益
が
、
法
秩
序
の
目

的
に
反
し
て
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
だ
と
説
く
に
至
る）

56
（

。
通
常
、
前
者
に
対
応
す
る
意
味
で
、
後
者
は
「
実
質
的
違
法
性
」
と
説
明
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
及
び
リ
ス
ト
の
見
解
が
相
違
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
実
質
的
違
法
性
概

念
の
理
解
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
ビ

ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
法
学
の
対
象
面
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
法
実
証
主
義
の
立
場
を
採
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
実
証
主
義
の
方
法
論
お
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よ
び
科
学
概
念
を
首
尾
一
貫
し
て
刑
法
に
転
用
し
た
最
初
の
人）

57
（

」
で
あ
る
リ
ス
ト
は
、
現
実
の
社
会
生
活
の
な
か
で
生
起
す
る
犯
罪
の
実

体
面
を
強
調
し
た
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
ほ
ぼ
同
じ
概
念
を
用
い
て
い
て
も
、
そ
の
規
範
論
に
基
づ
く
法
益
侵
害

お
よ
び
違
法
性
は
、
国
家
が
表
面
に
貼
り
付
け
る
だ
け
の
、
ま
さ
に
形
式
上
の
評
価
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
極

端
な
形
式
主
義
か
ら
は
、
法
律
に
違
反
す
れ
ば
、
違
警
罪
も
行
政
違
反
も
難
な
く
法
益
侵
害
で
あ
り
、
違
法
と
見
做
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
リ
ス
ト
は
、
刑
罰
法
規
範
に
対
す
る
違
反
を
、
反
社
会
的
ま
た
は
非
社
会
的
（antisozial od. asozial

）
な
行
為
と
し
て
、
事

実
的
側
面
か
ら
捉
え
直
し
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
抽
象
化
さ
れ
た
世
界
の
観
念
的
法
益
で
は
な
く
、
現
実
的
な
人
間
の
利
害
関
心
を
重

視
し
た
の
で
あ
る）

58
（

。

　

そ
れ
で
は
、
実
質
的
違
法
性
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
制
定
法
の
外
に
求
め
ら
れ
る
「
違
法
」
の
根
拠
を
意
味
す
る
も
の
と
解

さ
れ
る）

59
（

。
私
見
で
は
そ
の
内
容
は
「
不
法
」
で
あ
る
た
め
、実
質
的
不
法
論
と
表
し
た
ほ
う
が
良
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、そ
れ
は
と
も
か
く
、

制
定
法
に
先
立
つ
法
的
許
容
性
の
評
価
は
、
と
き
に
、
哲
学
的
・
法
理
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た）

60
（

。
違
法
性
の
根
拠
を
制
定
法

の
外
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
一
）
制
定
法
に
実
定
法
的
根
拠
（
妥
当
性
）
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、（
二
）
制
定
法
の
効
力
を
否
定

す
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
罪
刑
法
定
主
義
が
有
効
な
限
り
、
解
釈
論
上
、
違
法
性
の
実
質
的
把
握
は
、
結
局
、
犯
罪

の
成
立
を
阻
却
す
る
と
い
う
消
極
的
な
方
向
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
に

至
る）

61
（

。
こ
の
意
義
は
大
き
い
。
統
一
的
な
違
法
性
阻
却
原
理
を
考
え
た
こ
と
に
加
え
て
、
違
法
性
の
実
質
根
拠
を
制
定
法
の
外
に
求
め
た

こ
と
が
、
超
法
規
的
正
当
化
事
由
の
展
開
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
。
と
き
に
、
実
質
的
な
違
法
性
阻
却
事
由
こ
そ
が
、
違
法
性
の
本
質
論

の
裏
返
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
正
当
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
は
、
い
わ
ば
善
後
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
成
文

法
規
が
、「
不
法
」
を
的
確
な
範
囲
で
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、制
定
法
を
修
正
す
る
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
が
必
要
に
な
っ
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た
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
、
違
法
論
の
こ
う
し
た
発
展
は
、
成
文
法
体
系
に
お
け
る
法
実
証
主
義
が
抱
え
る
問
題
と
関
係
す
る
。
い
わ
ゆ

る
悪
法
、
疑
法
、
過
酷
な
法
の
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
若
干
言
及
し
つ
つ
、
違
法
論
の
意
義
を
考
え
て
み
る
。

（
51
） 　

拙
稿
・
前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
」
一
八
頁
脚
注
（
13
）、
二
〇
頁
脚
注
（
29
）
の
本
文
参
照
。

　

な
お
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
九
）
一
三
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
ケ
ル
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
私
法
上
の
不
法
と
刑
法
上
の

不
法
（
犯
罪
）
の
区
別
を
否
定
し
、
リ
ス
ト
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
こ
の
区
別
を
撤
廃
し
た
の
で
犯
罪
の
実
質
概
念
は
無
内
容
な
も
の
と
な
っ
た
と
目
さ
れ
る
。

そ
こ
ま
で
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

（
52
） 　V

gl., K
arl B

inding, D
ie N

orm
en und ihre Ü

bertretung, B
d.1, 4.A

ufl. 1922, S.3ff.

　

な
お
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
論
と
違
警
罪
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
形
式
犯
」
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
53
） 　V

gl., Franz von Liszt, D
as deutsche R

eichsstrafrecht, 1.A
ufl., 1881, SS.64-65, 83-94

拙
稿
・
前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
」
一
九
頁
脚
注
（
17
）
参
照
。

（
54
） 　V

gl., R
einhard Frank, StG

B
 2.A

ufl., 1901, 
§193 und 

§192 (SS.251-254)　

な
お
、
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
九
三
条
本
文
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

な
い
。

（
55
） 　

諸
々
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
は
、
古
代
ロ
ー
マ
法
を
参
照
し
つ
つ
、
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
の
ほ
か
、
公
務
の
執
行
、
正
当
な
権
利
行
使
と
し
て
の

懲
戒
権
や
医
療
行
為
、
被
害
者
の
承
諾
、
自
傷
行
為
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。V

gl.,  Liszt, a. a. O
., SS. 83-94

　

な
お
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
統
一
的
に
説
明
可
能
と
し
た
こ
と
が
、
超
法
規
的
正
当
化
事
由
（
実
質
的
違
法
性
論
）
の
展
開
に
寄
与
し
た
こ
と
は
大
き
な

成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
意
義
が
あ
る
か
と
い
え
ば
疑
問
で
あ
る
。
社
会
的
相
当
行
為
、
被
害
者
の
同
意
、
緊
急
行
為
、
お
よ
び
法
令
行
為
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
正
当
化
の
根
拠
が
異
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
あ
ま
り
実
り
の
あ
る
要
件
や
基
準
は
導
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
極
端
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
根
源
的
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
漠
然
と
し
た
把
握
に
過
ぎ
な
い
が
、
例
え
ば
、
社
会
的
相
当
行
為
は
、
法

共
同
体
で
の
生
活
態
度
や
慣
習
に
、
被
害
者
の
同
意
は
、
私
的
刑
法
か
ら
公
的
刑
法
に
移
行
し
た
後
も
な
お
私
人
に
残
さ
れ
る
べ
き
処
分
権
に
、
緊
急
行
為

は
自
己
保
存
と
正
当
な
戦
闘
に
、
法
令
行
為
は
国
家
的
権
力
の
行
使
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
た
必
要
悪
を
適
正
手
続
化
し
た
も
の
に
、
そ

れ
ぞ
れ
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詳
し
く
は
、
将
来
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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（
56
） 　Franz von Liszt, Lehrbuch des D

eutschen Strafrechts, 19.A
ufl., 1912, SS.143-145, 120-121

（
57
） 　

フ
リ
チ
ョ
フ
・
ハ
フ
ト
（
平
田
公
夫
訳
）『
正
義
の
女
神
の
秤
か
ら
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
二
千
年
の
流
れ
―
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
）
二
二
七
―
二
二
八
頁

（
58
） 　

荘
子
邦
雄
「
リ
ス
ト
」
木
村
亀
二
（
編
）『
刑
法
学
入
門
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
）
九
八
頁
以
下
参
照
。

V
gl., Franz von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 3.A

ufl., 1888, S.21 Fn.3

な
お
、Liszt, Lehrbuch, 2.A

ufl., 1884, S.94

で
は
、
ま
だ
規
範
論
的
な
理
解
が
残
っ
て
い
る
が
、
他
方
、
同
書
七
三
頁
で
は
、
規
範
論
の
意
義
を
高
く
評
価

し
つ
つ
も
、
規
範
論
に
基
づ
く
法
益
概
念
及
び
責
任
論
に
対
し
て
異
論
を
投
じ
て
い
る
。

（
59
） 　V

gl., Liszt=Schm
idt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 23.A

ufl. 1921, S.140 ; M
ax Ernst M

ayer, AT des deutschen Strafrechts, 2.A
ufl. 1923 

(1997), S.180ff. ; 

黒
田
誠
／
牧
野
英
一
『
行
爲
の
違
法
／
不
作
爲
の
違
法
性
』（
第
二
版
、
有
斐
閣
、
一
九
二
〇
）「
は
し
が
き
」
参
照
。

　

な
お
、
実
質
的
違
法
性
の
概
念
は
、
こ
の
意
味
に
限
ら
れ
ず
、
別
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
小
暮
得
雄
「
違
法
論
の
系
譜
と
法
益
論
」（
東
京

大
学
）
法
学
協
会
雑
誌
八
〇
巻
五
号
（
一
九
六
四
）
六
九
頁
以
下
、
竹
田
直
平
『
法
規
範
と
そ
の
違
反
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
）
六
七
‐
六
九
頁
も
参
照
。

（
60
） 　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
権
利
侵
害
、リ
ス
ト
の
実
体
的
不
法
は
こ
れ
に
近
い
。
ま
た
、小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』（
有
斐
閣
、一
九
五
三
）
七
九
頁
、

小
暮
・
前
掲
論
文
五
八
頁
以
下
は
、
犯
罪
の
法
理
的
・
法
哲
学
的
考
察
と
、
犯
罪
の
法
律
的
・
特
殊
犯
罪
論
的
考
察
を
大
別
し
、
前
者
が
行
為
の
当
罰
性
の

問
題
、
後
者
が
可
罰
性
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
拙
稿
「
不
法
及
び
司
法
判
断
と
し
て
の
違
法
性
」
広
島
法
学
第
四
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
）

二
八
頁
以
下
も
参
照
。

（
61
） 　

森
下
忠
「
超
法
規
的
緊
急
避
難
論
」『
緊
急
避
難
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
）
一
八
七
頁
以
下
、
小
暮
・
前
掲
論
文
四
四
-四
五
頁
参
照
。

第
六
節　

考
察　

違
法
論
の
意
義

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し
た
今
日
の
違
法
論
は
、
基
本
的
に
立
法
論
か
ら
解
釈
論
へ
と
展
開
し
て
き

た
と
い
え
る
。
中
世
ま
で
の
違
法
論
が
個
別
的
な
不
法
行
為
の
法
的
評
価
を
対
象
と
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
抽
象
的
な
違
法
性
の
理
論

で
は
、
不
法
行
為
の
総
論
的
性
質
ま
た
は
本
質
を
追
及
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、「
制
定
法
に
よ
っ
て
」
許
さ
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れ
な
い
範
囲
を
決
定
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
く
つ
か
の
邦
ま
た
は
国
家
の
法
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
違
法
性
の

理
論
が
発
展
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）

62
（

。
と
は
い
え
、
違
法
論
が
特
に
成
文
法
主
義
の
国
で
発
展
し
た
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
と
し
て

も
、
ド
イ
ツ
及
び
日
本
が
、
そ
の
他
の
国
と
比
較
し
て
も
詳
細
な
違
法
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
背
景
に
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
及
び
日

本
に
特
有
の
性
格
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い）

63
（

。
し
か
し
、
次
の
こ
と
は
、
憚
ら
れ
な
が
ら
も
銘
記
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
学
が
そ
う
し
た
緻
密
な
違
法
論
を
発
展
さ
せ
た
後
、
遠
か
ら
ぬ
内
に
、
ナ
チ
ス
体
制
下
で
制
定
法
に
よ
る
不
法
が

起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
点
、前
稿
の
第
一
節
で
挙
げ
た
ギ
リ
シ
ア
の
状
況
に
似
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
問
題
を
学
説
的
対
立
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
実
質
的
違
法
性
論
が
、
一
部
の
学
派
に
よ
っ
て
、
国
家
社
会
主
義
的
に
即

し
た
刑
法
を
可
能
と
す
べ
く
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
、
そ
れ
は
、
客
観
的
違
法
性
説
や
主
観
的
違
法

性
説
、
法
益
侵
害
説
や
義
務
違
反
説
と
い
う
対
立
と
直
接
に
結
び
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い）

64
（

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
本
心
か
ら
の
主
張

で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
た
だ
、
主
観
主
義
や
客
観
主
義
と
い
う
立
場
を
超
え
て
、
実
質
的
違
法
性
論
そ
の
も
の
が
、
当
時

の
悪
法
問
題
に
対
抗
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

悪
法
の
典
型
例
と
し
て
は
、
や
は
り
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
一
連
の
法
律
と
命
令
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独

裁
体
制
を
最
初
に
基
礎
づ
け
た
授
権
法
、
ア
ー
リ
ア
人
至
上
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
迫
害
を
内
容
と
す
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
三
法
は
有
名

で
あ
る）

65
（

。
も
ち
ろ
ん
、
悪
法
問
題
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い）

66
（

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
時
代
か
ら
、
過
酷
な
法
律
に
よ
る

悲
劇
は
知
ら
れ
て
い
る）

67
（

。
中
世
の
絶
対
君
主
制
の
下
で
は
、
む
し
ろ
、
君
主
に
よ
る
不
法
に
い
か
に
抗
う
か
が
、
む
し
ろ
法
学
の
重
要
な

課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
比
較
的
最
近
で
も
、
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
境
法
が
亡
命
者
の
射
殺
を
許
可
す
る
明
文
規
定
を

置
い
て
い
た
た
め
、
そ
の
合
法
性
が
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

68
（

。
未
だ
検
討
も
調
査
も
不
十
分
で
あ
る
が
、
妥
当
性
に
疑
い
の
あ
る

法
律
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
種
の
問
題
に
対
し
て
、
観
念
的
な
違
法
性
論
は
、
果
た
し
て
真
摯
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
率
直
な
疑
問
が
浮
か
び

上
が
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
違
法
論
が
、
実
際
、
制
定
法
に
よ
る
不
法
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
有
効
に
機
能
し
得
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ

こ
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
制
定
法
に
よ
る
不
法
へ
の
対
策
の
み
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
国
家
的
・

政
治
的
動
揺
の
予
防
措
置
を
講
じ
る
ほ
う
が
、
よ
り
効
果
的
か
つ
建
設
的
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
優
れ
た

法
理
念
を
も
つ
国
家
で
あ
ろ
う
と
、
政
治
・
社
会
体
制
が
不
安
定
な
「
危
機
的
状
況
下
に
陥
る
ほ
ど
、
人
権
も
よ
り
脆
弱
な
も
の
と
な

る）
69
（

」
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
歴
史
的
に
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
違
法
論
は
、
法
の
実
践
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
有
益
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
容
易
に
は
こ
れ
を
受
け
入
れ

が
た
い
。
そ
こ
で
、
違
法
論
の
意
義
を
も
う
一
度
顧
み
た
い
。
一
説
に
よ
れ
ば
、「
法
の
本
質
は
、
不
法
に
対
抗
す
る
こ
と）

70
（

」
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
不
法
に
対
す
る
抵
抗
権
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
ま
さ
し
く
違
法
論
の

意
義
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
違
法
論
と
は
、
ま
さ
に
不
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
一
手
段
を
提

供
す
る
も
の
と
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
批
判
的
に
自
問
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

一
つ
に
は
、
そ
れ
は
、
法
哲
学
の
領
域
に
お
け
る
課
題
で
あ
り
、
実
定
法
上
の
違
法
論
が
直
接
に
扱
う
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
で
き
る

か
も
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
は
問
題
視
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
死
刑
の
是
非
、
安
楽
死
、
戦
争

へ
の
参
加
な
ど
の
問
題
も
や
は
り
、
個
々
の
具
体
的
な
訴
訟
事
件
と
な
り
得
る
以
上
、
や
は
り
実
定
法
上
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

次
に
、
制
定
法
に
よ
る
不
法
の
問
題
は
、
い
わ
ば
不
法
国
家
や
不
法
体
制
の
顕
れ
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
責
任
、
特
に
刑
事
責
任
の

範
疇
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
も
や
は
り
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、
中
世
の
「
君
主
は
法
の
上
に
」

と
い
う
思
想
が
妥
当
し
た
よ
う
に
、
現
状
は
「
国
家
は
、
刑
法
の
上
に
」
と
い
う
考
え
が
維
持
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い）

71
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
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少
な
く
と
も
、
国
家
も
不
法
行
為
責
任
の
主
体
に
は
な
り
得
る
。
ま
た
、
国
家
そ
れ
自
体
で
は
な
く
と
も
、
公
的
機
関
と
し
て
機
能
す
る

個
人
は
当
然
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
よ
り
根
本
的
に
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
あ
る
行
為
を
許
さ
な
い
と
宣
言
し
、
法
的
効
果
を
付
与
す
る

こ
と
は
、
ま
さ
に
不
法
行
為
、
犯
罪
を
つ
く
り
だ
す
作
用
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
制
定
法
上
の
不
法
は
、
不
法
に
従
う
行
為
者
を
犯

罪
者
に
仕
立
て
上
げ
、
さ
ら
に
別
の
い
わ
れ
な
き
被
害
者
を
生
み
出
す
た
め
二
重
に
有
害
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
文
化
し
た
法
律
で
あ
っ

て
も
、
慣
習
法
で
な
い
以
上
、
国
民
の
行
動
を
萎
縮
さ
せ
る
効
果
は
保
ち
続
け
る
と
い
う
弊
害
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
刑
罰
権
の
濫
用
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
適
正
手
続
の
実
践
に
一
日
の
長
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

72
（

。
特
に
行
政
刑
法
の
分
野
に
関
し
て
は
、
日
本
の
違
憲
審
査
制
度
を
も
う
少
し
活
性
化
さ
せ
る
方
法
を
採
る
べ
き

だ
と
い
う
考
え
も
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
実
定
法
上
の
違
法
論
が
、
仮
に
、
不
法
に
対
抗
す
る
手
段
を
理
論
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
も
、
次
の
疑
問
が
浮

か
ぶ
。
制
定
法
に
よ
る
不
法
と
、国
民
に
よ
る
不
法
で
は
、主
体
も
性
質
も
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
別
に
論
じ
る
べ
き
で
あ
り
、前
者
に
は
、

抵
抗
権
や
政
治
的
緊
急
行
為
権
の
行
使
を
認
め
れ
ば
足
り
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
一
理
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

制
定
法
に
よ
る
不
法
を
違
法
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
違
法
論
の
対
象
と
し
て
論
じ
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
見
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
構
成
は
ど
う
あ
れ
、
抵
抗
権
を
認
め
る
結
論
自
体
に
は
異
論
が
な
い
と
考
え
ら
れ

る）
73
（

。
た
だ
し
、
や
は
り
、
そ
れ
は
善
後
策
で
あ
る
。
不
法
な
制
定
法
に
よ
っ
て
、
不
法
に
行
動
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
葛
藤
状
況
下
に

お
い
て
抵
抗
す
る
権
利
が
あ
っ
た
の
か
否
か
が
事
後
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
現
実
的
に
可
能
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い

以
上
、
や
は
り
、
事
前
に
、
不
法
な
制
定
法
そ
の
も
の
の
効
力
を
否
定
す
る
議
論
も
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
め
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
だ
本
格
的
な
検
討
は
で
き
な
い
の
で
、
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今
後
の
検
討
課
題
と
検
討
の
方
向
性
の
み
を
素
描
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
公
式
を
確
認
し
て
お
こ
う）

74
（

。
そ
の
後
半
部
分
は
、
正
義
の
核
心
を
な
す
平
等
を
意
識
的
に
否
定
す

る
法
律
は
、
単
に
「
不
正
な
法
〈unrichtiges R

echt

〉」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
法
」
た
る
本
質
を
欠
く
と
す
る
。
し
か
し
、

そ
こ
ま
で
明
白
な
悪
法
は
、そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、そ
の
よ
う
な
悪
法
は
、平
時
の
法
治
国
家
で
あ
れ
ば
、

比
較
的
容
易
に
憲
法
違
反
を
認
め
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
公
式
の
前
半
で
指
摘
さ
れ
る
「
不
正
な
内
容

を
も
つ
に
も
関
わ
ら
ず
な
お
妥
当
す
る
法
律
」
の
ほ
う
が
、
現
実
に
は
、
多
く
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
憲

法
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
多
く
の
制
定
法
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
画
一
的
な
制
定
法
に
は
、
法
的
安
定
性
に

資
す
る
長
所
が
あ
る
反
面
、
不
法
と
ま
で
は
い
え
な
い
行
為
も
違
法
行
為
と
し
て
等
し
く
処
理
す
る
虞
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

多
く
の
制
定
法
は
、
そ
の
妥
当
根
拠
を
も
う
一
度
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
日
、
法
制
度
を
通
じ
て
付
与
さ
れ
る
評
価
は
、
市
民
の
法
感
覚
に
適
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
制
定
法
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
画
一
的
評

価
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
法
感
情
や
慣
習
か
ら
生
じ
る
評
価
を
遠
ざ
け
す
ぎ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か）

75
（

。
改
め
て
、「
事
物
の
本
性
に
よ

り
禁
止
さ
れ
た
も
の
は
、
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
な
し
」、「
百
年
経
っ
て
も
不
法
は
不
法
」
と
い
う
法
感
覚
に
学

ぶ
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
実
証
主
義
的
傾
向
の
高
ま
り
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
く
論
者
は
、
そ
れ
故
に
、
制
定
法
の
外
に
、

不
法
の
実
体
的
根
拠
を
求
め
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
、
制
定
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
範
囲
は
、
ど
う
し
て
も
広
め
に
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
な
か
に
社
会
的
相
当
行

為
を
包
摂
し
て
し
ま
う
虞
れ
が
あ
る
。
こ
れ
を
適
切
に
排
除
す
る
た
め
に
は
、
制
定
法
と
い
う
形
式
で
法
が
何
を
許
さ
な
い
と
見
做
す
の

か
を
市
民
の
生
活
に
尋
ね
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
市
民
的
法
感
情
を
伴
う
不
法
と
、
制
定
法
か
ら
の
逸
脱
を
や
は
り
区
別
し
た

ほ
う
が
、
福
祉
国
家
に
資
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
行
政
法
規
が
公
共
の
利
益
や
福
祉
の
最
大
化
を
図
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る
た
め
に
必
要
な
法
規
制
を
行
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
利
益
と
の
衡
量
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法

律
で
禁
止
さ
れ
た
も
の
が
「
違
法
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
違
法
行
為
者
に
対
す
る
制
約
は
比
較
的
当
然
の
こ
と
と
し
て
認

め
ら
れ
易
い
だ
ろ
う）

76
（

。
そ
の
際
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
比
例
原
則
の
判
断
材
料
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
が
努

め
た
よ
う
に
、
あ
る
行
為
か
ら
ど
の
よ
う
な
不
快
、
恐
れ
、
損
害
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
点
を
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
違
法
論
も

も
う
少
し
他
の
科
学
的
知
識
に
耳
を
傾
け
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
肝
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
は
、
単
な
る
感
情
や
不

快
感
、
偏
見
な
ど
を
法
感
情
と
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
前
に
筆
者
は
、
社
会
的
相
当
性
の
概
念
が
曖
昧
で
漠
然
と
し
た
も
の
だ
と
い

う
理
解
に
対
し
て
、
若
干
の
批
判
的
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る）

77
（

。
そ
の
際
は
、
こ
の
理
論
の
本
来
的
意
義
や
判
断
対
象
に
重
き
を
置
い

て
い
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、
人
々
が
あ
る
行
為
を
社
会
的
に
相
当
で
甘
受
で
き
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
精
神
活
動
に
由
来
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
法
の
精
神
、
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
と

い
う
も
の
を
磨
き
上
げ
る
た
め
の
討
議
の
機
会
が
、
部
分
社
会
で
も
国
全
体
で
も
も
っ
と
増
加
す
る
こ
と
を
望
む
し
だ
い
で
あ
る
。

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
成
文
法
主
義
を
念
頭
に
置
い
た
実
質
的
不
法
論
の
目
的
は
、（
一
）
制
定
法
に
先
立
ち
、
許
さ
れ
ざ
る
行

為
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
実
定
法
に
立
法
的
根
拠
を
付
与
し
、（
二
）
必
要
に
応
じ
て
、
司
法
解
釈
の
段
階
で
、
こ
れ
を
超
法
規
的
に

修
正
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
、
前
者
が
欠
け
る
と
後
者
に
過
度
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
、

後
者
が
欠
け
る
と
前
者
が
完
璧
を
期
さ
な
い
限
り
や
は
り
事
故
が
起
こ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
こ
の
両
輪
を
支
え
る
土
台
で

あ
る
。
こ
の
、
法
の
精
神
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
涵
養
す
る
こ
と
こ
そ
、「
不
法
に
対
抗
す
る
」
手
段
を
講
じ
る
上
で
肝
要
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
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（
62
） 　

こ
の
点
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
不
法
行
為
法
の
動
向
は
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
著
、
窪
田
充
見
（
編
訳
）

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
不
法
行
為
法
1
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
）
五
頁
お
よ
び
「
解
説
‐
訳
者
は
し
が
き
‐
」
参
照
。

（
63
） 　

宮
澤
浩
一
「
犯
罪
論
体
系
の
意
義
」
中
山
研
一
、
西
原
春
夫
、
藤
木
英
雄
、
宮
澤
浩
一
（
編
）『
現
代
刑
法
講
座
』
第
一
巻
（
成
文
堂
、
一
九
八
〇
）

一
九
三
頁
参
照
。

（
64
） 　V

gl., M
ezger / Schaffstein / H

enkel, D
ie m

aterielle R
echtsw

idrigkeit im
 kom

m
enden Strafrecht, in: ZStW

 B
d.55 (1936), S.1ff. 

こ
の
点
、
当
時
の
時
代
背
景
も
踏
ま
え
た
文
献
と
し
て
、
安
平
政
吉
「
実
質
的
違
法
理
論
の
法
規
的
展
開
」『
人
格
主
義
の
刑
法
理
論
』（
巌
松
堂
書
店
、

一
九
三
八
）
三
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
65
） 　

授
権
法
の
正
式
名
称
は
、「
民
族
及
び
ド
イ
ツ
国
の
危
難
除
去
の
た
め
の
法
律
」（G

esetz zur B
ehebung der N

ot von Volk und R
eich vom

 24. M
ärz 

1933 : R
G

B
l. I, S.141

）、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
三
法
の
正
式
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
ラ
イ
ヒ
国
旗
法
」（R

eichsflaggengesetz vom
 15. Septem

ber 1935. : 
R

G
B

l. I, S.1145

）、「
ド
イ
ツ
人
の
血
と
名
誉
を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
」（G

esetz zum
 Schutze des deutschen B

lutes und der deutschen Ehre vom
 15. 

Septem
ber 1935. : R

G
B

l. I, S.1145

）、「
ラ
イ
ヒ
公
民
法
」（R

eichsbürgergesetz. vom
 15. Septem

ber 1935. : R
G

B
l. I, S.1146

）
で
あ
る
。

　

な
お
、
当
時
の
日
本
か
ら
み
た
評
価
に
つ
い
て
は
、
我
妻
栄
（
編
）『
ナ
チ
ス
の
法
律
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
四
）、
特
に
、
木
村
亀
二
「
ナ
チ
ス
の
刑
法
」

同
書
二
八
四
‐
二
八
六
頁
も
参
照
。

（
66
） 　

例
え
ば
、
当
時
、
優
生
保
護
思
想
に
基
づ
き
断
種
法
を
制
定
し
た
の
は
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
戦
後
に
優
生
保
護
法
を

制
定
し
た
上
、
そ
の
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
母
体
保
護
法
に
改
正
さ
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
竹
下
賢
・
平
野
敏
彦
・
角
田
猛
之
（
編
）『
ト

ピ
ッ
ク
法
思
想
―
羅
針
盤
と
し
て
の
歴
史
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
〇
）〔
住
吉
雅
美
〕
六
頁
以
下
参
照
。

（
67
） 　

柴
田
光
蔵
『
ロ
ー
マ
法
の
基
礎
知
識
』（
有
斐
閣
、一
九
七
三
）
一
〇
五
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、少
な
く
と
も
ロ
ー
マ
法
上
の
格
言
〈dura lex sed lex

〉
は
、「
悪

い
」「
法
」
と
い
う
よ
り
、「
厳
格
な
」、「
峻
厳
な
」
又
は
「
過
酷
な
」「
法
律
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
68
） 　V

gl., G
esetz über die Staatsgrenze der D

eutschen D
em

okratischen R
epublik vom

 25. M
ärz 1982 (G

B
l. D

D
R

, I S.197)

§27 ; Silke B
uchner, D

ie 

R
echtsw

idrigkeit der Taten von "M
auerschützen" im

 Lichte von A
rt. 103 II G

G
 unter besonderer B

erücksichtigung des V
ölkerrechts, P. Lang, 1996, 

S.66ff.

（
69
） 　Frédéric Sudre, La convention européenne des droits de l'hom

m
e, 10e édition, 2015, pp. 27-28
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右
文
献
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
（
に
お
け
る
人
権
保
護
条
項
）
の
一
時
的
適
用
除
外
（
第
一
五
条
、
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
）
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う

な
危
機
的
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
例
は
、
対
テ
ロ
警
戒
態
勢
、
軍
事
政
権
体
制
、
戒
厳
令
が
布
か
れ
る
非
常
事
態
な
ど

で
あ
る
が
、「
法
律
に
よ
る
不
法
」
が
生
じ
や
す
い
の
は
、
こ
の
種
の
不
安
定
な
状
況
下
で
あ
る
。

（
70
） 　A

rthur K
aufm

ann, Vom
 U

ngehorsam
 gegen die O

brigkeit : A
spekte des W

iderstandsrechts von der antiken Tyrannis bis zum
 U

nrechtsstaat unserer 

Zeit, vom
 leidenden G

ehorsam
 bis zum

 zivilen U
ngehorsam

 im
 m

odernen R
echtsstaat, 1 991, S.6 

但
し
、
こ
れ
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン

グ
牧
師
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。

（
71
） 　

こ
の
点
に
鋭
い
疑
問
を
投
げ
か
け
る
文
献
と
し
て
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
『
正
義
の
感
覚
・
理
論
・
実
現
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
そ
こ
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
法
の
「
刑
事
責
任
は
人
的
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
伝
統
的
見
解
と
法
人
処
罰
と
を
矛
盾
さ
せ
な
い
思
索
が
提
案
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
点
、
イ
タ
リ
ア
法
の
企
業
犯
罪
規
制
が
参
考
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
吉
中
信
人
「
イ
タ
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
企
業
犯
罪
の
法
的
規
制
」
広
島

法
学
第
三
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
）
一
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
72
） 　

奈
良
俊
夫
「
英
米
刑
法
に
お
け
る
『
利
益
侵
害
論
』」（
一
）
独
協
法
学
一
三
号
（
一
九
七
九
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
73
） 　

菅
野
喜
八
郎
『
抵
抗
権
論
と
ロ
ッ
ク
、
ホ
ッ
ブ
ズ
』（
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇
一
）
特
に
一
四
四
頁
以
下
参
照
。

（
74
） 　G

ustav R
adbruch, "G

esetzliches U
nrecht und übergesetzliches R

echt", in : Erik W
olf und H

ans-Peter Schneider (H
rsg.), R

echtsphilosophie, 

8.A
ufl., K

oehler, 1973, SS.345-346 ; 

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
、尾
高
朝
雄
ほ
か
（
訳
）『
実
定
法
と
自
然
法
』
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
四
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
一
）
二
六
〇
‐
二
六
一
頁
参
照
。

（
75
） 　

キ
ル
ヒ
マ
ン
は
、
そ
の
「
法
学
無
価
値
論
」
に
お
い
て
、
制
定
法
に
関
す
る
知
識
に
対
し
て
、
法
感
情
の
伴
う
生な
ま

の
法
（
自
然
の
法
：das natürliche 

R
echt

）
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。V

gl., Julius H
erm

ann von K
irchm

ann, D
ie W

ertlosigkeit der Jurisprudenz als W
issenschaft, 1848(1966), S. 8/9ff. ; 

山
口
邦
夫
「
キ
ル
ヒ
マ
ン
『
法
学
無
価
値
論
』
の
歴
史
的
意
味
」（
駒
澤
大
学
）
法
学
論
集
第
五
〇
号
（
一
九
九
五
）
一
三
一
頁
以
下
参
照
【
同
『
帝
国
崩
壊

後
（
一
八
〇
六
年
）
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
）
所
収
】。

（
76
） 　

こ
の
点
、
拙
稿
・
前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
」
一
三
頁
以
下
で
は
、
単
純
に
不
法
と
違
法
を
区
別
し
た
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
ど
の
よ
う
に
概
念
的
に
区
別
す
る
の
が
良
い
か
は
、
も
う
少
し
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
差
当
り
、
行
政
違
反
や
警
察
違
反
の
よ
う
に
、「
違
法
」

と
い
う
概
念
を
用
い
な
い
と
い
う
見
解
と
、
実
体
法
上
、
不
法
と
区
別
さ
れ
る
「
違
法
」
を
観
念
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
77
） 　

拙
稿
「
社
会
的
相
当
性
の
理
論
的
意
義
に
関
す
る
一
考
察
」
北
九
州
市
立
大
学
大
学
院
紀
要
二
五
号
一
七
九
頁
以
下
参
照
。
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結
び
に
か
え
て

　　

歴
史
的
に
は
、
刑
法
は
、
私
法
の
領
域
か
ら
行
政
法
の
領
域
へ
と
移
行
し
つ
つ
も
、
両
者
の
間
を
行
き
来
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
者
は
、
違
法
行
為
の
個
別
的
判
断
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
り
、
後
者
は
、
実
定
法
規
範
に
よ
る
画
一
的
な
評
価
を
要
求
す
る
。

慣
習
の
異
な
る
法
共
同
体
を
統
合
す
る
た
め
に
は
、
実
定
法
規
範
か
ら
違
法
性
な
る
概
念
を
抽
象
化
し
た
後
、
解
釈
に
よ
っ
て
内
容
を
補

充
し
て
い
く
ほ
う
が
実
際
的
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
変
遷
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
あ
ま
り
に
抽
象
化
さ
れ
た
法
実
証
主
義
的
ル
ー
ル
は
、
と
き
に
法
感
覚
か
ら
離
れ
す
ぎ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
違
法
論
の
目
的

が
「
不
法
へ
の
対
抗
手
段
」
を
講
じ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
制
定
法
の
氾
濫
に
伴
う
弊
害
に
は
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
制
定
法
の
重
要
性
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
特
に
、
行
政
法
規
の
多
く
が
今
日
、
福
祉
国
家
を
支
え
る
不
可
欠
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、だ
か
ら
こ
そ
、制
定
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
、不
法
と
は
、別
の
概
念
と
し
て
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

や
や
も
す
れ
ば
、
今
日
、
刑
罰
を
積
極
的
か
つ
機
能
的
に
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
利
益
の
増
大
を
図
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
風
潮
に
お
い
て
、不
可
欠
な
視
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
そ
の
作
業
は
、今
日
、刑
法
に
期
待
さ
れ
て
い
る
任
務
と
関
連
す
る
。

私
法
の
領
域
か
ら
行
政
法
の
領
域
の
間
で
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
か
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
民
事
不
法
、
刑
事

不
法
、
行
政
違
反
の
異
同
を
分
析
し
、
互
い
の
特
性
を
限
界
づ
け
る
思
索
が
必
要
と
な
る
。
特
に
、
行
政
法
規
違
反
と
の
限
界
づ
け
は
、

法
益
侵
害
説
が
誕
生
し
た
当
初
か
ら
刑
法
学
が
抱
え
る
問
題
で
あ
り
、
今
後
も
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。


