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刑
事
不
法
の
哲
学
的
基
礎
づ
け　

序
論

山　

川　

秀　

道

は
じ
め
に

一
．
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
の
内
容

二
．
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
所
説

三
．
若
干
の
考
察

結
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

　

近
年
、
刑
事
不
法
の
概
念
を
哲
学
的
に
再
構
成
す
る
試
み
が
少
し
ず
つ
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
い

わ
ゆ
る
「
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス（

１
）」

を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
法
哲
学
的
洞
察
か
ら
刑
罰
の
規
範
的
意
味
が
再
考
さ

れ
る
と
と
も
に
、
刑
事
不
法
の
概
念
も
同
じ
視
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
の
基
本
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
と
刑
罰
は
、
規
範
的
意
味

内
容
に
お
い
て
対
応
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
の
普
遍
的
妥
当
性
を
否
定
す
る
行
為
に
対
し
て
、
刑
罰
は
、

法
の
妥
当
性
を
再
確
認
す
る
た
め
の
規
範
的
応
答
と
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
刑
事
立
法
の
活
発
な
今
日
、
制
定
法

及
び
実
定
法
解
釈
論
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
刑
事
不
法
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
有
意
義
な
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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犯
罪
の
実
質
的
理
解
に
は
、
実
体
法
上
の
要
件（
解
釈
）及
び
当
罰
性
・
要
罰
性
の
考
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
定
法
的

効
果
の
妥
当
性
、
有
用
性
等
の
観
点
か
ら
刑
法
の
対
象
を
定
め
る
ア
プ
ロ
ゥ
チ
は
、
と
き
に
、
問
題
の
根
本
的
解
決
を
先
延
ば
し
に
す
る

傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
ま
ず
法
哲
学
的
考
察
か
ら
す
れ
ば
如
何
に
刑
事
不
法
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
大
ま
か
な
が
ら
も
検

討
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
刑
罰
効
果
の
検
討
を
通
じ
て
刑
法
の
対
象
範
囲
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
立
場
の
な
か
で
も
、
も
っ
ぱ
ら
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
を
紹
介
、
検
討

し
た
い
と
考
え
る（

２
）。

（
１
） 　

飯
島
暢
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
応
報
刑
論
の
動
向
」『
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
哲
学
的
刑
法
理
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
一
頁
以
下
、
同
「
応
報
刑
論

の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
射
程
と
そ
の
課
題
」刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
四
号（
二
〇
一
七
）一
一
頁
以
下
、中
村
悠
人「
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
に
関
す
る
一
考
察（
二
）」

立
命
館
法
学
第
三
四
二
号
（
二
〇
一
二
）
二
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
２
） 　

飯
島
・
前
掲
書
二
八
頁
に
よ
れ
ば
、ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
応
報
刑
論
と
は
、「
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
的
に
、

カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
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
」。
一
応
、
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
連
な
る
考
え
と
し
て
、D

r. 

M
ichael R

ehr-Zim
m

erm
ann (R

echtsanw
alt), Prof. D

r. W
olfgang B

eck, 

飯
島
暢
教
授
の
見
解
も
含
め
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
表
現
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
も
う
一
方
の
立
場
と
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
も
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
主
に
紙
幅
の

都
合
上
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
こ
の
点
は
、
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
．
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
の
内
容

　

刑
事
不
法
の
限
界
を
哲
学
的
に
究
明
す
る
と
い
う
営
為
は
、
特
に
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
影
響
を
承
け
た
一
九
世
紀
頃
、
精
力
的
に
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試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
不
法
論
に
お
い
て
も
自
然
科
学
的
、
目
的
論
的
、
機
能
的
な
ア
プ
ロ
ゥ
チ
が
主
流
と
な
る
に
つ
れ
、

刑
事
不
法
も
そ
の
他
の
不
法
と
性
質
的
に
異
な
る
の
で
は
な
く
、
量
的
又
は
便
宜
的
に
区
別
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
化

し
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
再
び
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
か
ら
重
要
な
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
先
駆
け
と
も
い
え
る

ヴ
ォ
ル
フ
論
考
は（

３
）、刑

事
不
法
と
他
の
不
法
形
態
の
限
界
を
画
す
る
上
で
重
要
な
意
義
と
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、ま
ず
は
、ヴ
ォ

ル
フ
説
の
内
容
を
そ
の
論
考
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
論
考
の
導
入
部
に
お
い
て（

４
）、

刑
事
不
法
を
そ
の
他
の
不
法
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
実
践
的
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
根
本
的

な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
刑
法
学
の
対
象
を
確
か
め
る
と
い
う
意
味
で
中
心
的
な
問
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
答

え
を
与
え
て
く
れ
る
基
盤
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
実
は
刑
法
（
解
釈
）
学
が
日
々
勤
し
ん
で
い
る
の
は
、
個
別
問
題
の
解
決
を
前
提
に
、

そ
の
基
盤
的
根
拠
の
一
部
を
解
釈
論
的
な
道
具
と
し
て
駆
使
す
る
作
業
だ
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
解
さ
れ
る
。
一
方
で
、
刑
法
解
釈
学
と
緊
密
な
関
係
に
立
つ
見
解
は
、

犯
罪
を
「
立
法
者
に
よ
っ
て
刑
罰
が
科
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
が（

５
）、

こ
れ
は
、
次
の
哲
学
的
理
解
と
対
立
す
る
。
そ
れ
は
、

犯
罪
の
本
質
を
制
定
法
へ
固
定
化
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
罪
刑
の
法
定
を
い
わ
ば
偶
然
的
な
も
の
と
捉
え
て
、
犯
罪
を
純
粋
に
思
惟
的
認

識
に
お
い
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
立
場
に
も
納
得
で
き
る
面
が
あ
る
が
、
そ
の
根

拠
づ
け
に
お
い
て
十
分
で
な
い（

６
）。

ヴ
ォ
ル
フ
説
は
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
「
統
一
」
的
理
解
を
追
究
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ

る
な
ら
ば
、
不
法
の
本
質
的
異
同
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
、
及
び
、
犯
罪
行
為
を
法
律
へ
と
固
定
化
す
る
こ
と
は
、
対
立
す
る
こ
と
な
く
統

一
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、そ
の
た
め
に
は
、次
の
疑
問
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
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な
ぜ
法
律
が
な
け
れ
ば
「
法
」
の
達
成
に
十
分
で
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
加
え
て
、
な
ぜ
一
定
の
実
践
手
続
の
な
か
で
他
者
と
共
同
し

て
作
成
し
た
法
律
こ
そ
が
、
行
為
の
実
践
的
正
当
性
を
基
礎
づ
け
得
る
の
か
も
明
ら
か
と
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
な
る（

７
）。

そ
の
結
論
は
、
犯

罪
と
国
家
刑
罰
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
回
答
に
す
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
・
不

法
お
よ
び
刑
罰
の
成
り
立
ち
へ
と
視
点
を
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
の
本
論
は
、
ま
ず
、
刑
事
不
法
の
限
界
に
関
す
る
従
来
の
見
解
を
概
観
し
た
後
、
視
点
を
変
え
た
哲
学
的
基

礎
づ
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

８
）。

ま
た
そ
こ
で
は
、
刑
事
不
法
の
特
性
を
法
益
侵
害
の
重
大
性
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
刑
事
不
法
の
直
観
的
把
握
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
事
不
法
は
他
の
不
法
と
は
異

質
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
価
値
論
を
中
心
と
し
た
法
益
概
念
に
よ
れ
ば
、
刑
事
不
法
、
民
事
不
法
、
秩
序
違

反
（
行
政
違
反
）
は
、
法
益
侵
害
の
程
度
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る（

９
）。

　

ま
た
、
次
の
点
も
、
哲
学
的
考
察
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
峻
厳
な
刑
罰
・
保
安
処
分
を
本
質
的
に
基
礎

づ
け
る
た
め
に
は
、
重
大
な
法
益
侵
害
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
医
療
モ
デ
ル

的
発
想
も
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
者
も
あ
る
種
の
助
け
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
強
制
的
処
遇
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
正
統
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
一
定
の
手
続
を
経
た
に
せ
よ
、
他
人
が
決

定
し
た
措
置
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
強
制
を
用
い
て
他
人
の
外
的
自
由
を
縮
減
す
る
措
置
を
、
も
っ
ぱ
ら
、《
犯
罪
行
為

者
と
い
う
、
十
分
に
自
己
規
定
が
で
き
ず
に
外
か
ら
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
存
在
》
へ
結
び
付
け
、
そ
の
者
を
精
神
障
害
者
と
同
視
す
る
こ

と
は
、
他
の
法
的
共
同
体
員
に
よ
る
余
計
な
お
世
話
で
あ
っ
て
、
何
の
正
当
性
も
な
い
の
で
あ
る）

10
（

」（
二
重
括
弧
は
筆
者
注
）。
そ
れ
故
に
、

市
民
の
自
立
性
を
害
す
る
こ
と
な
く
刑
事
処
分
を
基
礎
づ
け
得
る
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
理
由
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
は
、「
私
と
い
う
も
の
・
自
我
《das Ich

》（
以
下
同
じ
。）」
の
自
立
性
に
ま
で
立
ち
還
っ
た
基
礎
づ
け

を
行
う
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
法
理
論
に
倣
っ
て
、
自
由
な
意
志
に
基
づ
く
自
己
立
法
お
よ
び
相
互
承
認
関
係
を
根
拠
づ
け
て
い
る）

11
（

。
そ

の
前
提
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
想
起
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

12
（

。
こ
の
点
は
若
干
の
補
足
的
説
明
が
必
要

か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
心
も
と
な
い
が
、
筆
者
が
大
ま
か
に
理
解
し
て
い
る
限
度
で
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
当
時
の
一
般
的
な
考
え
方
に
拠
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
対
象
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
対
象
が
認
識
を
定

め
る
）」
と
す
れ
ば
、
経
験
の
な
い
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
も
の
ご
と
の
認
識
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
対
象
が
わ
れ
わ
れ

の
認
識
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
認
識
が
対
象
を
定
め
る
）」
と
仮
定
す
れ
ば
、
認
識
者
は
、
時
・
空
間
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ア

プ
リ
オ
リ
に
対
象
に
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
単
に
「
存
在
す
る
も
の
《W

as da ist.

》」
の
（
理
論
的
）
認
識
だ
け

で
な
く
、「
存
在
す
べ
き
も
の
《W

as dasein soll.

》」
の
（
実
践
的
）
認
識
も
ま
た
可
能
と
な
る）

13
（

。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的

転
回
ま
た
は
思
考
法
の
変
革
と
し
て
説
明
す
る）

14
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
私
と
い
う
も
の
」
を
自
立
的
存
在
と
し
て
世
界
の
な
か
に
位
置
づ

け
る
（
理
解
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
と
い
う
も
の
」
が
自
己
の
思
惟
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す

る
と
と
も
に
、
現
存
在
を
通
じ
て
私
に
属
す
る
表
象
・
経
験
を
自
己
意
識
へ
帰
属
（
統
合
）
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
自
然
法
則

を
両
立
さ
せ
る
道
が
開
け
る
と
い
う）

15
（

。
要
す
る
に
、
こ
の
世
界
で
自
分
自
身
が
何
者
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
即
ち
世
界
と

ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
が
、
自
由
、
自
立
、
平
等
と
い
う
三
つ
の
鍵
概
念
の
基
礎
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
を
通
じ
て
、
誰
も

が
自
発
的
に
定
立
し
た
法
則
に
従
っ
て
、
平
等
に
自
由
を
享
受
で
き
る
法
的
状
態
、
つ
ま
り
、
相
互
承
認
関
係
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る）
16
（

。
こ
の
こ
と
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
お
い
て
も
、
思
惟
を
通
じ
た
実
践
的
な
自
己
規
律
か
ら
敷
衍
さ
れ
て
い
る）

17
（

。
す
な
わ
ち
、
実
践
と
い

う
現
実
世
界
の
営
み
の
な
か
で
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
自
然
法
則
や
動
物
的
感
性
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
に
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左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
消
極
的
な
自
由
で
も
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
道
徳
法
則
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
自
ら
に
課
す
と
い
う

自
己
立
法
を
通
じ
て
、
自
律
的
に
行
為
す
る
と
い
う
積
極
的
な
自
由
が
求
め
ら
れ
る）

18
（

。
こ
こ
で
、
選
択
意
志
の
自
由
な
行
使
の
な
か
に
法

概
念
が
見
出
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、法
の
要
請
に
よ
れ
ば
、任
意
か
つ
自
由
な
選
択
意
志
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
主
観
的
原
則
（
格
率
）
は
、

道
徳
法
則
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
定
言
命
法
と
い
う
か
た
ち
で
表
す
の
が
、「
汝
の
格
率
が
普
遍
的
法
則

と
な
り
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ）

19
（

」
と
い
う
行
為
格
率
で
あ
る
。
客
観
的
な
合
法
則
性
を
扱
う
「
法
論
」
で
は
、
こ
れ
が
次
の
よ
う
に
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
と
は
、
そ
の
も
と
で
一
方
の
選
択
意
志
が
他
方
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
統

合
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
」
か
ら
、
各
人
の
「
選
択
意
志
の
自
由
な
行
使
が
、
だ
れ
の
自
由
と
も
、
普
遍
的

法
則
に
従
っ
て
両
立
で
き
る
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
い）

20
（

」。
ま
た
、
先
の
定
言
命
法
は
、
個
々
人
が
理
性
的
関
係
を
樹
立
し
、

他
者
の
み
な
ら
ず
自
分
自
身
を
も
理
性
的
存
在
者
、
す
な
わ
ち
本
来
の
人
格
た
り
得
る
こ
と
も
命
じ
る
。「
自
分
の
人
格
や
他
の
あ
ら
ゆ

る
人
の
人
格
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性
を
、
い
つ
で
も
同
時
に
目
的
と
し
て
扱
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
な
い
よ
う
に
行
為

せ
よ
」
と）

21
（

。
こ
れ
ら
の
命
題
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
人
が
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
承
認
・
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
普
遍
的
な

法
的
法
則
が
立
法
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
的
存
在
者
は
、
他
な
ら
ぬ
自
ら
が
定
立
し
た
法
則
に
従
う
こ
と
を
欲
す
る
と
想
定
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
自
己
立
法
の
思
想
が
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
自
立
と
同
時
に
他
者
の
自
由
も
平
等
に
可

能
と
す
る
自
己
立
法
に
お
い
て
は
、
す
で
に
相
互
的
信
頼
を
可
能
と
す
る
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る）

22
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
は
そ
う
上
手
く
は
行
か
な
い
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
自
然
法
則
や
感
性
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
人
間

は
、
個
々
人
が
悪
し
き
格
率
を
立
て
て
、
そ
れ
に
従
い
行
為
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
、
カ
ン
ト
同
様
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
お
い
て
も
、

有
限
な
世
界
で
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
振
舞
い
、
他
人
を
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
人
間
の
性
質
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
そ
れ
故
に
、
法

を
維
持
す
る
た
め
の
機
能
が
必
要
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
共
同
体
と
し
て
、
各
人
が
定
立
し
た
法
則
が
普
遍
的
な
も
の
足
り
得
る
か
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ど
う
か
を
吟
味
し
、
個
人
間
の
闘
争
を
調
整
し
得
る
作
用
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
で
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る）

24
（

。

　

共
同
体
へ
統
合
さ
れ
た
個
々
人
は
、
自
分
た
ち
に
由
来
す
る
危
険
に
手
を
こ
ま
ね
き
、
た
だ
そ
れ
を
甘
受
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
結
合
の
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
に
よ
る
侵
害
の
う
ち
重
大
な
事
案
を
犯

罪
と
定
め
、
こ
れ
に
刑
罰
を
も
っ
て
応
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
と
合
意
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
犯
罪
と
は
、
他
者
を
そ
の

自
立
の
基
盤
か
ら
侵
害
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
全
体
的
な
相
互
承
認
関
係
を
構
成
し
て
い
る
一
部
、
特
定
の
個
人
間
つ
ま

り
行
為
者
と
被
害
者
と
の
承
認
の
な
か
で
現
実
化
さ
れ
て
い
る
自
立
性
の
基
盤
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
説
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
刑
法
は
市
民
社
会
の
な
か
で
長
い
歴
史
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
市
民

社
会
に
加
え
て
国
家
と
い
う
統
一
体
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
犯
罪
に
対
す
る
国
家
刑
罰
の
法
は
、（
市
民
法
、
憲
法
に
加
わ
る
）
第
三
の
法
領

域
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
法
規
範
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
犯
罪
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
市
民
社
会
で
法
的
状
態
へ
と
結
束
さ

れ
た
承
認
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
侵
害
が
い
か
な
る
段
階
で
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
不
明
確
性
は
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
解
消

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
罪
刑
の
法
定
が
、
根
本
的
な
原
則
と
な
る
。
そ
し
て
、
法
共
同
体
の
構
成
員
は
、
犯
罪
が
生
じ

た
場
合
、
他
者
及
び
自
己
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
平
等
性
の

縮
減
に
よ
っ
て
犯
罪
に
応
答
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、国
家
刑
罰
と
は
、国
家
と
し
て
「
統
一
」
さ
れ
た
市
民
社
会
に
お
い
て
、

自
由
な
対
等
関
係
の
地
位
を
犯
罪
（
の
程
度
）
に
応
じ
て
制
限
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る）

25
（

。
こ
れ
に
対
応
す
る
狭
義
の
犯
罪
概
念
は
、（
法
的
地

位
に
応
じ
た
権
利
や
自
由
な
ど
の
相
応
の
帰
属
と
い
う
）
配
分
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
相
互
承
認
関
係
の
侵
害
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
、
個
々
人

が
自
己
規
律
的
な
生
活
の
中
で
そ
れ
に
順
応
し
得
る
と
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
犯
罪
概
念
は
、
さ
ら
に
、
法
社
会
、
特
に
市

民
法
秩
序
の
基
盤
と
い
え
る
信
頼
と
の
関
連
で
よ
り
精
確
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
と
は
、
法
的
に
構
成
さ
れ
た
基
盤
的
信
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頼
の
明
確
な
侵
害
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
犯
罪
は
、
他
者
ま
た
は
国
家
が
、｟
法
秩
序
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
自
己
規
律
的
な
現
存
在
の

内
で
は
｠ 

自
ら
の
力
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
仕
方
で
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
定
義
さ
れ
る
（
二
重
括
弧
は
筆
者

注
）。）
26
（

　

さ
て
、
以
上
の
内
容
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
に
お
け
る
刑
事
不
法
の
概
念
が）

27
（

、
導
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
民
事
不
法
及
び
秩

序
違
反
と
の
差
異
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
民
事
不
法
と
の
違
い
は
、
量
的
な
も
の
で
は
な
く
、
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
契
約
違

反
は
、
窃
盗
よ
り
も
重
大
な
財
産
的
損
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
犯
罪
行
為
で
は
な
く
民
事
不
法
で
あ
る
と
い
う
。
何
故

な
ら
、
平
穏
な
相
互
信
頼
関
係
に
照
ら
せ
ば
、
窃
盗
被
害
に
個
々
人
で
対
処
可
能
だ
と
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
他
方
で
、
契
約

の
場
合
に
は
、
自
己
保
全
を
要
請
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
民
事
不
法
は
、
基
本
的
に
は
、
社
会
が
私
法
秩
序
の
内
部
で
自
ら
解
決
で
き
る

種
類
の
侵
害
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
範
疇
を
超
え
る
と
き
に
初
め
て
、
刑
罰
法
の
領
域
と
し
て
、
国
家
と
し
て
の
法

共
同
体
が
登
場
す
る
の
だ
と
説
か
れ
る）

28
（

。
市
民
法
秩
序
内
部
で
対
処
可
能
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
も
う
一
例
、
信
用
取
引
詐
欺
罪
（
ド
イ

ツ
刑
法
第
二
六
五
条
ｂ
）
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ン
契
約
な
ど
の
信
用
取
引
に
際
し
て
、
自
分
に
有
利
な
不
実
文
書
の
提
出
等
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
損
害
リ
ス
ク
は
、刑
事
不
法
を
肯
定
し
得
な
い
と
さ
れ
る
。
即
ち
、確
か
に
そ
れ
は
、被
害
を
受
け
る
銀
行
に
と
っ
て
は
、

他
の
詐
欺
事
例
と
比
較
し
て
も
巧
妙
か
つ
甚
大
な
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
貨
幣
の
流
通
が
そ
の
業
務
で
あ
る
以
上
、
信
用
詐
欺

の
企
て
は
予
想
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
リ
ス
ク
が
銀
行
の
収
益
と
無
関
係
な
わ
け
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
法
規
定
を
も
た

ら
す
も
の
は
、
理
性
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
的
用
語
で
い
う
「
幸
運
」
へ
の
欲
求
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
29
（

。

　

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
よ
れ
ば
軽
微
犯
（B

agatelldelikt

）
も
刑
事
不
法
で
は
な
い）

30
（

。
刑
事
不
法
は
、
侵
害
の
種
類
の
み
に
よ
っ
て
規
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定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
程
度
に
も
関
係
す
る
。
そ
れ
故
、
あ
る
侵
害
が
、
そ
の
性
質
上
、
も
は
や
現
実
的
に
は
他
者
の
自
立
性

を
害
す
る
意
味
を
も
た
な
い
ほ
ど
に
小
さ
い
な
ら
、
そ
れ
は
刑
事
不
法
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、信
用
取
引
詐
欺
の
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、ヴ
ォ
ル
フ
説
は
、秩
序
違
反
、抽
象
的
危
険
犯
を
刑
事
不
法
か
ら
区
別
す
る
。

そ
し
て
、
秩
序
違
反
は
、
次
の
三
つ
に
類
型
化
さ
れ
て
お
り
、
抽
象
的
危
険
犯
も
そ
の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
い
る）

31
（

。

　

一
つ
目
が
、
道
交
法
な
ど
、
危
険
を
予
防
し
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
法
規
則
に
違
反
す
る
類
型
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
規
則
の
特
徴
は
、

そ
の
一
般
的
順
守
が
具
体
的
事
案
の
実
質
的
正
当
性
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
求
め
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

法
市
民
は
、
そ
の
必
要
性
に
応
じ
て
秩
序
罰
を
伴
う
強
制
的
規
則
に
従
う
が
、
秩
序
違
反
行
為
も
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
甘
受
さ
れ
る

と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
れ
は
、信
頼
関
係
の
侵
害
で
も
な
け
れ
ば
、他
者
や
国
家
を
具
体
的
に
害
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。

　

秩
序
違
反
の
第
二
類
型
と
し
て
、
国
家
機
関
お
よ
び
公
的
秩
序
が
攻
撃
さ
れ
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

32
（

。
特
に
「
公
的
秩
序
」
の
侵

害
の
大
半
は
、
刑
事
不
法
で
な
い
と
説
か
れ
る
。
公
的
秩
序
は
、
そ
の
維
持
が
警
察
の
具
体
的
任
務
で
あ
る
と
い
う
状
態
以
外
の
何
物
を

も
付
加
し
な
い
の
で
、
法
益
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
に
よ
る
攻
撃
が
国
家
と
の
基
盤
的
関
係
に
お
い

て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
が
、
も
は
や
通
常
の
活
動
で
は
そ
の
秩
序
維
持
の
任
務
を
全
う
で
き
な
く
な
る
場
合
に
限

ら
れ
る
。
騒
乱
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
二
五
条
）
が
そ
の
代
表
例
と
し
て
刑
事
不
法
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
犯

罪
団
体
結
成
罪
（
同
法
第
一
二
九
条
）
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

最
後
の
類
型
と
し
て
、
他
人
の
救
助
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
自
力
で
は
自
身
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
者
を
救
助

す
る
こ
と
は
法
的
義
務
で
あ
る
と
す
る）

33
（

。

　

以
上
で
、ヴ
ォ
ル
フ
説
の
概
要
が
、雑
駁
な
が
ら
も
確
認
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
細
か
な
検
討
は
後
に
試
み
る
た
め
、



広島法学　42 巻１号（2018 年）－ 160

こ
こ
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
の
大
き
な
特
徴
を
簡
単
に
纏
め
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

冒
頭
で
の
問
題
提
起
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
の
出
発
点
に
あ
っ
た
の
は
、
哲
学
的
基
礎
づ
け
と
国
家
刑
罰
法
の
統
一
的

把
握
に
あ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
課
題
に
回
答
が
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
法
律
が
な

け
れ
ば
「
法
」
の
達
成
に
十
分
で
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
市
民
社
会
の
「
法
」
関
係
を
普
遍
的
に
保
障
し
た
い
と
望
む
な

ら
ば
、
国
家
法
の
枠
組
み
に
よ
る
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

34
（

。
ま
た
、
な
ぜ
一
定
の
実
践
手
続
の
な
か
で
他
者
と
共
同

し
て
作
成
し
た
法
律
こ
そ
が
、
行
為
の
実
践
的
正
当
性
を
基
礎
づ
け
得
る
の
か
も
、
相
互
承
認
関
係
と
国
家
の
存
在
を
通
じ
て
回
答
さ
れ

得
る
。
峻
厳
な
刑
事
処
分
の
根
拠
は
、
他
の
法
共
同
体
員
に
よ
る
他
律
的
干
渉
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
理
性
的
に
基
礎
づ
け
る
自
立
的

な
自
己
立
法
（
及
び
、
そ
の
修
正
に
よ
る
普
遍
的
妥
当
性
）
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
家
刑
罰
の
対
象
と
し
て

の
犯
罪
は
、
も
は
や
純
粋
に
思
惟
的
な
産
物
で
は
な
く
、
実
定
法
と
り
わ
け
国
内
制
定
法
を
通
じ
て
現
実
的
可
罰
性
が
付
与
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
は
、
個
人
の
自
立
的
自
由
を
可
能
と
す
る
法
的
な
信
頼
関
係
に
基
づ
い
て
、
法
・
不
法
お
よ
び
国

家
刑
罰
と
犯
罪
を
根
拠
づ
け
る
。
不
法
の
実
質
的
根
拠
は
、
市
民
社
会
の
法
的
関
係
か
ら
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
不
法
の
特
性
は
、

そ
の
枠
外
、
す
な
わ
ち
国
家
法
の
枠
組
み
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
。
理
念
的
か
つ
難
解
な
側
面
は
否
め
な
い
が
、
理
論
的
に
は
精
緻
に
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
づ
け
に
よ
れ
ば
、
不
法
の
区
別
は
、
従
来
の
見
解
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
、（
刑
事
）
不
法
の
質
的
違
い
を
強
調
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
説
か
ら
は
、
攻
撃
客
体
に
よ
っ
て
権
利
侵
害
と
秩
序
違
反
を
質
的

に
区
別
す
る
権
利
侵
害
説
が
比
較
的
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る

）
35
（

。
但
し
、
権
利
侵
害
説
に
よ
る
区
別
は
未
だ
侵
害
の
性
質
か
ら
は
把
握

さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
市
民
社
会
の
法
的
状
態
が
個
々
の
権
利
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
、
秩
序
規
範
の
侵
害
が
、
権
利
侵
害
よ
り
も
軽
微
だ
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル

フ
説
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
侵
害
の
比
較
に
お
い
て
も
、
法
の
統
一
的
把
握
が
必
要
と
さ
れ
る
。
市
民
社
会
の
法
的
状
態
と
国
家
的
刑
罰
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法
の
統
一
的
把
握
は
、
こ
の
点
に
重
き
を
置
い
て
い
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
主
張
は
、
大
な
り
小
な
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
で
共

通
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
ヴ
ォ
ル
フ
論
考
を
概
観
す
る
限
り
で
は
不
明
瞭
な
部
分
も
残
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
筆
者
の
読
解
力
不
足
に
因
る
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
一
見
し
て
明
白
な
か
た
ち
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
課
題
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
お
い
て
も
法

益
侵
害
と
相
互
承
認
関
係
の
侵
害
と
の
関
連
性
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
応
関
係
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
社

会
的
法
益
と
国
家
的
法
益
の
異
同
に
は
不
分
明
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た）

36
（

。
ま
た
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握

す
る
か
が
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
や
予
備
行
為
へ
の
早
期
化
傾
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
論
述
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
課
題
を
受
け
継
ぎ
、
理
論
的
に
発
展
さ
せ
て
き
た
の
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
所
説

を
論
者
ご
と
に
細
か
く
考
察
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
雑
駁
な
が
ら
、
刑
事
不
法
に
関
し
て
主
に
共
通
す
る
主
張
を
確
認
し
て
み
た
い
。

（
３
） 　Ernst A

m
adeus W

olff, D
ie A

bgrenzung von K
rim

inalunrechts zu anderen U
nrechtsform

en, in: H
assem

er (H
rsg.), Strafrechtspolitik, 1987, S.137ff.

（
４
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., SS.137-139

（
５
） 　W

olff, a.a.O
., S.137

は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、Paul B

ockelm
ann, Strafrecht AT, 3.A

ufl., 1979, S.2

を
挙
げ
て
い
る
。

（
６
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.137f.　

前
者
の
解
釈
学
的
見
解
は
も
ち
ろ
ん
、
後
者
に
お
い
て
も
、
実
践
的
意
味
に
お
け
る
基
礎
づ
け
が
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。

刑
法
に
お
い
て
問
題
と
な
る
行
為
は
、
他
者
へ
の
苦
痛
を
必
ず
伴
っ
て
い
る
実
践
的
（
現
実
的
）
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
種
の
行
為
に
不
可
欠
な
根
拠

づ
け
が
刑
法
学
に
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
７
） 　W

olff, a.a.O
., S.138

（
８
） 　W
olff, a.a.O

., SS.139-161 

（
９
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.154, 157, 214, und SS.138-139 

　

ま
た
、
価
値
論
及
び
そ
の
法
益
観
に
つ
い
て
は
、W

olff, a.a.O
., S.151ff. ; R

ainer Zaczyk, D
as U

nrecht der versuchten Tat, 1989, S.61ff.

参
照
。
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（
10
） 　W

olff, a.a.O
., SS.139-140　

但
し
、
飯
島
・
前
掲
書
五
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
、
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
四
号
一
四
―
一
八
頁
も
参
照
。

（
11
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.178ff.　

ま
た
、カ
ン
ト
の
法
概
念
お
よ
び
相
互
承
認
関
係
に
つ
い
て
は
、飯
島
暢
「
法
概
念
の
基
礎
と
し
て
の
相
互
承
認
関
係
」（
慶

応
義
塾
大
学
）
法
学
政
治
学
論
究
第
四
七
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
五
七
頁
以
下
、
同
「
刑
法
上
の
不
法
概
念
の
法
哲
学
的
基
礎
づ
け
」
前
掲
書
一
三
三
頁
参
照
。

（
12
） 　W

olff, a.a.O
., S.162 

（
13
） 　Im

m
anuel K

ant, K
ritik der reinen Vernunft (=K

rV
), 2.A

ufl. 1787, G
.B

d.III, S.421 (R
n.661)

【
有
福
孝
岳
（
訳
）『
純
粋
理
性
批
判
（
中
）』
カ
ン
ト
全

集
五
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
三
一
六
頁
】

　

な
お
、
カ
ン
ト
著
作
集
の
参
照
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

底
本
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
と
呼
ば
れ
るK

ants gesam
m

elten Schriften 

の
復
刻
版
【K

ants W
erke : A

kadem
ie-Textausgabe ; U

nveränderter 

photom
echanischer A

bdruck des Textes der von der Preußischen A
kadem

ie der W
issenschaften 1902 begonnenen A

usgabe von K
ants gesam

m
elten 

Schriften, B
d.I-IX

, W
alter de G

ruyter, 1968-1977

】
と
し
、〈gesam

m
elten

〉
の
頭
文
字
〈
Ｇ
〉
と
該
当
の
巻
数
な
ら
び
に
頁
数
を
記
載
し
た
。
ま
た
、「
邦

訳
」
に
つ
い
て
は
、
一
部
訳
語
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
、
多
く
は
カ
ン
ト
全
集
（
書
誌
情
報
は
初
出
の
み
明
記
）
の
訳
文
を
参
照
又
は
引
用
し
、
カ
ン
ト

哲
学
上
の
用
語
に
関
し
て
は
、
有
福
孝
岳
﹇
ほ
か
﹈
編
『
カ
ン
ト
事
典
』
縮
刷
版
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
）
等
も
参
照
し
た
。

（
14
） 　K

ant (K
rV

), G
.B

d.III, S.11f. (R
n.X

V
Iff.), S.27 (R

n.1)

【
有
福
孝
岳
（
訳
）『
純
粋
理
性
批
判
（
上
）』
カ
ン
ト
全
集
四
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
）

三
三
頁
以
下
、
六
七
頁
以
下
】

　

な
お
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
・
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
著
、
井
上
昌
計
（
訳
）『
純
粋
理
性
批
判
案
内
』（
成
文
堂
、
一
九
八
四
）

七
〇
頁
に
よ
れ
ば
、「
可
能
的
経
験
の
世
界
に
対
す
る
主
観
の
立
場
と
姿
勢
と
を
規
定
す
る
こ
と
、な
ら
び
に
、立
法
者
が
悟
性
自
然
に
あ
ら
か
じ
め
―
書
く
〈
指

定
す
る
〉
根
本
法
則
の
各
条
項
を
定
式
化
す
る
こ
と
を
主
題
に
し
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
、
山
口
祐
弘
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
間
観
の
探
究
』（
勁
草
書
房
、

一
九
九
六
）
二
〇
頁
は
、「
神
と
霊
魂
の
不
滅
を
確
信
し
、
自
由
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
人
間
、
そ
う
し
た
人
間
の
成
立
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
カ
ン

ト
の
主
要
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

（
15
） 　V

gl., K
ant (K

rV
), G

.B
d.III, SS.374-377, 190f. (R

n.581-586, 274f.)
（
邦
訳
五
巻
二
四
八
頁
以
下
、
四
巻
三
二
一
頁
以
下
）; K

ant, K
ritik der 

praktischen Vernunft (=K
pV

), 1788, G
.B

d.V, S.3, 33

【
坂
部
恵
・
伊
古
田
理
（
訳
）「
実
践
理
性
批
判
」
カ
ン
ト
全
集
七
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）

一
二
三
頁
以
下
、
一
六
九
頁
以
下
】; W

olff, a.a.O
., S.162ff. ;　

飯
島
・
前
掲
論
文
、
法
学
政
治
学
論
究
第
四
七
号
一
六
〇
頁
以
下

（
16
） 　Im

m
anuel K

ant, D
ie M

etaphysik der Sitten (=M
dS), 1793, G

.B
d.IV, S.314

【
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
（
訳
）『
人
倫
の
形
而
上
学
』
カ
ン
ト
全
集
一
一
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巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
一
五
六
頁
】
に
お
い
て
、
自
由
、
平
等
、
自
立
の
概
念
は
、
国
民
の
本
質
と
不
可
分
な
法
的
属
性
と
し
て
登
場
す
る
。
す
な

わ
ち
、「
法
律
上
の
自
由
（
自
分
が
同
意
を
与
え
た
法
律
以
外
の
ど
ん
な
法
律
に
も
服
従
し
な
い
こ
と
）」、「
国
民
と
し
て
の
平
等
（
相
手
が
こ
ち
ら
を
拘
束

で
き
る
と
同
様
に
こ
ち
ら
も
ま
た
相
手
を
法
的
に
拘
束
す
る
道
徳
的
能
力
を
も
つ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
相
手
だ
け
を
認
め
、
人
民
の
な
か
に
自
分
よ
り
上
位

の
者
を
認
め
な
い
こ
と
）」、「
国
民
と
し
て
の
自
立
（
自
分
の
生
存
と
維
持
と
を
、
人
民
の
な
か
の
あ
る
他
の
人
の
選
択
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
公
共
体

の
成
員
と
し
て
の
自
分
に
固
有
の
権
利
と
力
と
に
よ
っ
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
）」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
国
家
に
よ
っ
て
初
め
て
創
出
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
は
人
間
が
生
来
的
に
有
す
る
権
利
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。V

gl., K
ant (M

dS), G
.B

d.V
I, S.237f.

（
邦
訳
五
八
頁
）; 

K
ant, Ü

ber den G
em

einspruch, 1793, G
.B

d.V
III, S.290

【
北
尾
宏
之
（
訳
）　
「
理
論
と
実
践
」『
歴
史
哲
学
論
集
』
カ
ン
ト
全
集
一
四
巻
（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
）
一
八
七
頁
】

（
17
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.167ff. ; Ernst A
m

adeus W
olff, D

as neuere Verständnis von G
eneralprävention und seine Tauglichkeit für eine A

ntw
ort auf 

K
rim

inalität, in ZStW
. 97(1985), S.806ff.

【
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
マ
デ
ウ
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
飯
島
暢
・
川
口
浩
一
（
監
訳
）、
中
村
悠
人
（
訳
）「
一
般
予
防
に

つ
い
て
の
最
近
の
理
解
と
犯
罪
へ
の
応
答
に
関
す
る
そ
の
適
格
性
」（
二
・
完
）
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
巻
六
号
（
二
〇
一
三
）
三
二
六
頁
以
下
】

（
18
） 　V

gl., K
ant (K

pV
), G

.B
d.V, S.33

（
邦
訳
一
六
九
頁
以
下
）; K

ant, G
rundlegung zur M

etaphysik der Sitten (=G
M

S), 1785, G
.B

d.IV, S.431ff., 446ff.【
平

田
俊
博
（
訳
）「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
カ
ン
ト
全
集
七
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
六
九
頁
以
下
、
九
〇
頁
以
下
】; (M

dS), G
.B

d.V
I, S.213f., 

221

（
邦
訳
二
六
頁
、
三
六
頁
）; 

飯
島
・
前
掲
論
文
、
法
学
政
治
学
論
究
第
四
七
号
一
六
〇
頁
以
下

（
19
） 　K

ant (K
pV

), G
.B

d.V, S.30

（
邦
訳
一
六
五
頁
）; (G

M
S), G

.B
d.IV, SS.436-437

（
邦
訳
七
六
頁
以
下
） V

gl., K
ant (M

dS), G
.B

d.V
I, S.382

（
邦
訳

二
四
五
頁
）; W

olff, a.a.O
., SS.172-183 

（
20
） 　K

ant (M
dS), G

.B
d.V

I, S.230

（
邦
訳
四
八
―
四
九
頁
）　

な
お
、
こ
の
点
は
、
片
木
清
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
倫
理
・
法
・
国
家
の
問
題
』（
法
律
文
化
社
、

一
九
八
〇
）
四
五
頁
も
参
照
。

（
21
） 　K

ant (G
M

S), G
.B

d.IV, S.429, 428

（
邦
訳
六
四
―
六
五
頁
）

（
22
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.183

（
23
） 　V
gl., K

ant (M
dS), G

.B
d.V

I, S.307f., 312

（
邦
訳
一
四
九
頁
、
一
五
三
頁
）; W

olff, a.a.O
., S.185ff., 204ff.　

な
お
、
カ
ン
ト
の
想
定
す
る
人
間
の
根
源

悪
に
つ
い
て
は
、
片
木
・
前
掲
書
一
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 　W

olff, a.a.O
., SS.210-211
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（
25
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.211　

ま
た
、W

olff, a.a.O
., ZStW

, S.821

（
中
村（
訳
）三
四
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
は
、
法
共
同
体
に
お
け
る
関
主
観
的
な
関

係
の
な
か
で
対
話
的
な
契
機
を
有
す
る
と
説
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、刑
罰
に
は
、（
自
己
立
法
に
よ
る
）
行
為
者
の
原
則
に
含
ま
れ
る
誤
り
を
明
ら
か
に
し
、

矯
正
す
る
可
能
性
を
与
え
る
作
用
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
26
） 　W

olff, a.a.O
., S.213　

狭
義
の
犯
罪
概
念
はS.212

参
照
。

（
27
） 　

こ
こ
で
の
刑
事
不
法
概
念
は
、
冒
頭
の
問
題
提
起
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
実
定
法
か
ら
離
れ
た
哲
学
的
な
犯
罪
概
念
に
近
い
が
、
国
家
刑
罰
法
と
の
統

一
的
理
解
に
よ
っ
て
実
定
法
上
の
可
罰
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
は
、
本
文
「
二
．
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
所
説
」
に
お
い
て
も
後
述
す
る
。

（
28
） 　W

olff, a.a.O
., S.212, 214

（
29
） 　W

olff, a.a.O
., SS.215-217

（
30
） 　W

olff, a.a.O
., S.217f.

（
31
） 　

も
っ
と
も
、
一
般
的
に
は
抽
象
的
危
険
犯
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
例
外
的
に
刑
事
不
法
を
根
拠
づ
け
得
る
場
合
と
し
て
、
放
火
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法

旧
第
三
〇
六
条
）、
酩
酊
運
転
（
同
法
第
三
一
六
条
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
当
時
の
実
定
法
解
釈
の
帰
結
で
は
な
く
、
注
意
義
務
違

反
を
構
成
要
件
要
素
と
し
て
要
求
す
る
過
失
犯
的
構
成
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。V

gl., W
olff, a.a.O

., S.219f., 218 ; ders., a.a.O
., ZStW

, S.828f.

（
中
村（
訳
）

三
五
〇
頁
以
下
）

（
32
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., SS.220-223

（
33
） 　V

gl., W
olff, a.a.O

., S.223　

こ
こ
で
は
、
不
救
助
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
二
三
条
ｃ
）
が
可
罰
的
行
為
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
刑

事
不
法
を
肯
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。

　

な
お
、
犯
罪
者
に
対
し
て
、
刑
罰
に
伴
い
直
接
に
積
極
的
な
方
法
で
実
施
さ
れ
る
援
助
も
、
他
人
の
救
助
義
務
に
対
応
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
か
と
思

わ
れ
る
。V

gl., W
olff, a.a.O

., ZStW
, S.823f.

（
中
村（
訳
）三
四
五
頁
）

（
34
） 　

こ
の
理
解
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
内
で
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
飯
島
・
前
掲
書
一
三
七
頁
以
下
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
、
飯
島
・

前
掲
論
文
、
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
四
号
一
四
頁; Zaczyk, a.a.O

., S.215ff.
参
照
。

（
35
） 　V
gl., W

olff, a.a.O
., S.145　

な
お
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
権
利
侵
害
説
と
違
法
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
違
法
論
の
歴
史
的
考
察
（
二
・
完
）」
広

島
法
学
第
四
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
）
一
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
36
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
飯
島
・
前
掲
書
一
三
六
頁
以
下
、Zaczyk, a.a.O

., S.170ff., 203ff. ; W
olff, a.a.O

., S.212, 220f.

参
照
。
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二
．
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
所
説

　

そ
も
そ
も
、（
刑
事
）不
法
を
論
じ
る
際
に
、
な
ぜ
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
主
観
（
思
惟
す
る
自
我
）
に
立
ち
還
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
自
由
に
立
脚
し
な
が
ら
不
法
概
念
を
構
成
さ
れ
る
飯
島
暢
教
授
の
説
明
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な

る
。「
本
書
で
は
、
刑
法
上
の
不
法
概
念
の
本
質
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
由
の
哲
学
に
基
づ
い
て
探
求
さ
れ
る
。
私
は
、
こ
の

点
に
関
し
て
と
り
わ
け
、
自
由
の
法
的
基
礎
づ
け
に
変
革
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
目
さ
れ
得
る
カ
ン
ト
の
思
想
を
扱
う
。
超
越
論
的
基
礎

を
通
じ
て
い
わ
ば
純
化
さ
れ
る
不
法
概
念
は
、
経
験
的
な
条
件
、
つ
ま
り
時
間
的
・
空
間
的
な
条
件
で
は
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
普
遍

的
妥
当
性
を
示
し
得
る）

37
（

」
と
。
そ
し
て
、
飯
島
説
は
も
ち
ろ
ん
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
不
法
」
が
「
法
」
の
裏
面
・

否
定
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
前
提
的
理
解
で
あ
る）

38
（

。「
不
法
」
概
念
は
、「
法
」
概
念
の
原
理
的
考
察
を
通
じ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
よ
れ
ば
、（
刑
事
）不
法
を
根
拠
づ
け
る
際
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、「
法
」
の
確
定
な
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
を
可
能
と
し
得
る
「
法
」
秩
序
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
が
、
そ
の
主
体
か
ら
検
討
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
所
説
は
、こ
の
点
を
明
確
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る「
法（
の

侵
害
）」
は
、
前
実
定
的
な
も
の
で
あ
る）

39
（

。
こ
の
点
は
、
次
の
三
つ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
合

う
内
容
の
た
め
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
一
つ
の
重
要
な
主
張
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

第
一
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
法
哲
学
的
観
点
に
よ
る
と
、
法
に
先
立
っ
て
そ
の
保
護
に
値
す
る
価
値
利
益
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
法
の
実
質
的
内
容
は
、
制
定
法
に
先
立
つ
法
関
係
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
利
益
も
、
そ
の
中
で
把
握
さ

れ
て
こ
そ
意
義
を
も
つ
。
実
定
法
解
釈
論
上
の
法
益
概
念
は
、
法
の
実
体
を
法
治
国
家
が
保
障
す
る
と
い
う
形
式
で
現
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
た
め
、（
不
法
）
構
成
要
件
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
形
式
的
内
容
は
、
必
ず
し
も
不
法
（
法
の
否
定
）
の
実
体
を
捉
え
る
わ
け
で
は
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な
い
と
さ
れ
る）

40
（

。

　

第
二
に
、
そ
れ
故
、
法
益
は
、
自
由
保
障
の
た
め
の
法
関
係
を
通
じ
て
初
め
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
常
に
客
観
的
な
行
為
規
範
と

結
び
つ
い
て
、
人
格
相
互
間
の
関
係
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る）

41
（

。
し
た
が
っ
て
、
法
益
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
そ
の
対
象
物
で
あ
る
財

で
は
な
く
、
規
範
化
さ
れ
た
そ
の
尊
重
要
請
に
あ
る
。
例
え
ば
、
法
益
と
し
て
の
生
命
と
は
、
自
然
的
・
生
物
的
な
状
態
で
は
な
く
て
、

法
主
体
が
自
立
的
か
つ
自
己
規
律
的
に
存
立
す
る
た
め
の
基
盤
、
そ
し
て
そ
れ
を
構
成
す
る
た
め
の
行
為
規
範
（
殺
害
禁
止
）
の
総
体
と

し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
第
三
の
理
解
が
導
か
れ
る
。

　

第
三
に
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
は
、「
法
」
の
否
定
と
し
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
両
者
を
切
り
離
し
て
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
か
れ
る）

42
（

。
二
つ
揃
っ
て
一
つ
の
法
益
侵
害
が
構
成
さ
れ
る
。
結
果（
事
態
）無
価
値
を
行
為
無
価
値
か
ら
切
り

離
す
こ
と
は
、
自
然
災
害
を
不
法
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
至
る
。
つ
ま
り
、
違
法
状
態
説
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ォ

ル
フ
学
派
の
不
法
論
に
よ
れ
ば
一
貫
し
て
否
定
さ
れ
る
。
法
益
侵
害
は
、
人
格
相
互
間
の
法
的
関
係
に
対
す
る
否
定
的
態
度
を
通
じ
て
初

め
て
把
握
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
結
果
」
概
念
は
、
あ
く
ま
で
、
行
為
と
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
「
前
実
定
的
か
つ
普

遍
的
な
要
素
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
構
成
要
件
的
結
果
と
は
区
別
さ
れ
る）

43
（

。
こ
の
意
味
で
の
「
結
果
」
に
は
、
法
益
に
対
す
る
侵
害

結
果
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
・
抽
象
的
危
険
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
未
遂
の
不
法
も
、「
外
的
な
自
由
侵
害
」
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
、
実
行
の
着
手
に
相
互
承
認
関
係
（
自
由
の
基
盤
）
の
否
定
が
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
重
要
と
な

る）
44
（

。
従
っ
て
、
実
質
的
な
意
味
に
お
け
る
未
遂
犯
を
「
結
果
不
法
は
欠
け
る
が
、
行
為
不
法
は
あ
る
場
合
」
と
理
解
す
る
こ
と
も
、
ま
た

予
備
行
為
に
刑
事
不
法
を
認
め
る
こ
と
も
、
原
則
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

45
（

。

　　

右
の
三
つ
の
理
解
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
再
度
、
刑
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事
不
法
の
限
界
を
確
認
し
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
不
法
の
性
質
的
違
い
を
論
じ
て
い
る
ケ
ー
ラ
ー
説
に
依
拠
し
な
が
ら
確
認
す
る
こ

と
に
す
る
。

　

ケ
ー
ラ
ー
説
に
お
い
て
も）

46
（

、す
べ
て
の
不
法
は
、自
由
の
実
現
と
い
う
法
原
理
を
共
通
基
盤
と
し
つ
つ
、そ
の
否
定
と
し
て
演
繹
さ
れ
る
。

そ
の
限
り
で
は
、
実
質
的
不
法
と
秩
序
不
法
（
秩
序
違
反
）
に
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
面
で
は
、
自
由
の
法
原
理
を
共
通
基
盤
と
す

る
法
秩
序
が
特
殊
・
細
分
化
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
民
事
不
法
、
秩
序
違
反
（
行
政
不
法
ま
た
は
警
察
不
法
）、
刑
事
不
法
と
い
う
違
い
が
生
じ

る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、他
面
に
お
い
て
、刑
罰
に
は
、他
の
不
法
効
果
と
は
原
則
的
に
異
な
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
秩
序
不
法
、

民
事
不
法
に
対
す
る
強
制
措
置
は
、
客
観
的
な
不
法
の
防
止
及
び
清
算
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
、
刑
事
不
法
に
対
す
る
強
制
的
効
果
に

関
し
て
は
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
刑
事
不
法
及
び
そ
の
他
の
不
法
の
質
的
な
区
別
が
看
取
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

刑
事
不
法
は
、
他
の
不
法
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
概
略
、
次
の
と
お
り

で
あ
る）

47
（

。

　

概
念
上
、
犯
罪
に
お
け
る
不
法
は
、
特
定
の
法
益
に
関
し
て
そ
の
法
的
な
普
遍
的
妥
当
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他

の
不
法
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
の
性
質
を
獲
得
す
る
。
こ
の
点
で
、
行
為
不
法
と
結
果
不
法
の
密
接
不
可
分
な
関
係
が
特
殊
な
性
格
を
有
す

る
。
一
方
で
、
客
観
的
な
「
結
果
」
要
素
は
、
単
に
些
細
な
損
害
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
格
又
は
社
会
が
実
現
し
て
い
る
自
由
の
基
盤

を
具
体
的
に
奪
う
侵
害
に
こ
そ
あ
る
。
も
う
一
方
で
犯
罪
を
構
成
す
る
の
は
、
不
法
の
格
率
（「
主
観
的
原
則
」）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法

主
体
が
不
法
の
原
則
へ
と
趣
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
妥
当
性
を
、
局
所
的
な
過
ち
に
お
い
て
で
は
な
く
、
原
理
的
か
つ
広
範
に
廃
棄
し

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る）

48
（

」。
要
す
る
に
、
法
益
の
法
的
妥
当
性
一
般
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
目
的
設
定
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
法
の
否

定
が
普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
て
定
立
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
人
格
相
互
の
間
で
次
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
自
立

的
な
法
主
体
と
し
て
の
他
者
、
そ
の
法
的
能
力
を
否
定
す
る
不
遜
な
「
態
度
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
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為
者
に
端
を
発
す
る
不
法
的
妥
当
性
の
要
求
は
、
将
来
に
向
け
て
継
続
的
な（
反
）規
範
的
意
味
を
客
観
的
事
象
に
付
与
す
る
と
説
か
れ
る
。

こ
れ
が
刑
事
不
法
（
犯
罪
）
の
特
殊
性
を
為
す
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
刑
事
不
法
の
異
質
な
取
り
扱
い
も

率
直
に
了
解
で
き
る
。

　

こ
の
意
味
で
の
犯
罪
は
、
他
の
不
法
と
比
較
し
て
、
概
念
的
に
異
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
犯
罪
は
、
法
の
妥
当
性
に
逆
ら
う
法
則
を
打

ち
立
て
る
の
で
、
そ
の
影
響
を
根
本
的
に
打
ち
消
す
（
廃
棄
す
る
）
に
は
、
他
の
不
法
と
同
じ
対
処
で
は
不
十
分
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
公

的
な
刑
罰
が
必
要
と
な
る
と
い
う）

49
（

。
つ
ま
り
、
刑
事
不
法
は
、
そ
の
他
の
法
的
効
果
で
は
回
復
不
可
能
な
侵
害
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
刑
事
不
法
は
、
そ
の
概
念
上
の
侵
害
規
模
に
お
い
て
す
で
に
次
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
、
基
盤
的
な
相
互
的

信
頼
が
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
自
由
を
自
立
的
か
つ
自
己
規
定
的
に
現
実
の
も
の
と
す
る
能
力
が
奪
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る）

50
（

。
こ
れ
が
、

民
事
不
法
、秩
序
不
法
の
レ
ベ
ル
と
異
な
る
点
と
さ
れ
る
。
他
人
の
法
的
自
己
実
現
を
部
分
的
・
一
時
的
に
妨
害
す
る
に
留
ま
る
場
合
に
は
、

確
か
に
不
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
質
的
軽
微
性
ゆ
え
に
犯
罪
で
は
な
い
と
さ
れ
る）

51
（

。
そ
の
例
と
し
て
、
使
用
窃
盗
、
非
常
に
価
値
の
低
い

財
物
の
窃
盗
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ケ
ー
ラ
ー
説
は
、
最
近
の
立
法
が
、
経
済
刑
法
、
環
境
刑
法
、
政
治
刑
法
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
抽
象
的
危
険
犯
の
構
成
要
件
を
多
用

す
る
傾
向
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
で
あ
る）

52
（

。
法
治
国
家
の
伝
統
的
刑
法
観
に
よ
れ
ば
、
抽
象
的
危
険
犯
に
は
主
に
秩
序
不
法
の
み
が
看

取
さ
れ
る
た
め
、
刑
法
の
介
入
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
。
ケ
ー
ラ
ー
説
も
基
本
的
に
は
こ
れ
を
踏
襲
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
説

よ
り
も
抽
象
的
危
険
犯
を
肯
定
す
る
範
囲
が
少
し
広
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
一
方
で
、
抽
象
的
危
険
犯
の
多
く
は
、
仮
に
そ
れ
を
禁

止
す
る
法
規
に
違
反
し
て
も
、
な
お
、
危
険
の
現
実
化
が
、（
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
）
行
為
者
又
は
そ
の
他
の
者
の
自
己
決
定
的
態
度
に

依
存
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
規
則
違
反
は
、
単
な
る
秩
序
違
反
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
は
や
行
為
者
又
は
そ
の
他

の
者
が
危
険
を
妨
げ
る
自
己
決
定
的
態
度
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
は
、
抽
象
的
な
危
険
の
創
出
で
あ
っ
て
も
、
他
者
の
自
己
規
定
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的
な
自
由
を
実
体
的
に
害
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
得
る
。
具
体
的
に
は
、
今
日
の
交
通
量
の
下
で
の
酩
酊
運
転
、
自
己
制
御
を
失
っ
て
い

る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
人
物
に
中
毒
性
の
高
い
薬
物
を
交
付
す
る
こ
と
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る）

53
（

。

　

ま
た
、
近
代
社
会
で
生
じ
る
様
々
な
リ
ス
ク
な
い
し
危
険
を
減
少
さ
せ
る
任
務
は
、
基
本
的
に
は
、
私
法
上
の
注
意
規
則
、
行
政
規
則

に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
公
的
な
平
穏
・
秩
序
、
福
祉
に
資
す
る
法
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
は
、
主
に
秩
序
違
反
（
行
政
不
法
又

は
警
察
不
法
）
と
し
て
制
裁
が
科
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る）

54
（

。
例
え
ば
、
交
通
規
則
違
反
、
環
境
犯
罪
、
武
器
や
薬
物
の
所
持
、
い
わ
ゆ

る
覆
面
デ
モ
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
秩
序
違
反
と
刑
事
不
法
の
違
い
は
、
量
で
は
な
く
質
の
点
で
理
解
さ

れ
る
。
ケ
ー
ラ
ー
説
は
、
量
的
区
別
説
が
刑
法
を
単
な
る
秩
序
不
法
の
領
域
へ
拡
張
す
る
こ
と
に
無
批
判
で
あ
る
と
指
摘
し
、
両
者
を
立

法
上
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る）

55
（

。

　　

ベ
ッ
ク
説
も
ま
た
、
不
法
の
質
的
区
別
か
ら
、
政
治
刑
法
へ
の
非
刑
罰
的
な
対
策
を
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
政
治
刑
法
と
い
う
範
疇

で
可
罰
的
な
行
為
の
多
く
は
、
刑
事
不
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
政
治
刑
法
と
は
、
諸
々
の
国
家
機
関
、
国
家
的
作
用
に
対
す

る
攻
撃
の
処
罰
を
定
め
る
領
域
で
あ
る）

56
（

。
と
り
わ
け
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
処
罰
の
早
期
化
と
も
重
な
る
領
域
で
あ
る
。
そ
の
代
表

例
が
、政
治
的
公
共
体
の
給
付
能
力
に
対
す
る
市
民
間
の
信
頼
を
損
な
う
行
為
と
し
て
可
罰
化
さ
れ
て
い
る「
表
現
犯
」で
あ
る
。
例
え
ば
、

違
憲
組
織
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
犯
罪
団
体
の
結
成
な
ど
の
罪
が
こ
れ
に
当
た
る
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
八
六
条
以
下
、
同
一
二
九
条
以
下
）。
た
と
え

組
織
犯
罪
や
テ
ロ
へ
の
対
策
が
法
規
制
を
必
要
と
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
必
要
性
、
合
目
的
性
で
も
っ
て
そ
れ
ら
の
刑
事
不
法
が
根
拠
づ
け

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
か
れ
る）

57
（

。
ベ
ッ
ク
説
に
よ
っ
て
も
、
刑
事
不
法
は
、「
双
方
向
的
な
承
認
関
係
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
法
益
」

の
侵
害
を
意
味
す
る
た
め
、
抽
象
的
な
リ
ス
ク
し
か
認
め
ら
れ
な
い
行
為
は
、
刑
事
不
法
で
は
な
く
、
技
術
的
な
法
規
範
に
根
拠
を
も
つ

特
殊
な
不
法
（
秩
序
不
法
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る）

58
（

。
そ
れ
故
、
処
罰
が
早
期
化
さ
れ
た
領
域
や
、
象
徴
的
な
刑
事
立
法
に
批
判
的
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
犯
罪
化
は
正
統
化
さ
れ
な
い
た
め
、
刑
法
以
外
の
方
法
を
模
索
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
特
に
、
犯
罪
化
の
代
替
案
と
し
て
、

協
同
的
な
紛
争
解
決
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る）

59
（

。

（
37
） 　M

itsuru Iijim
a, D

ie Entw
icklung des strafrechtlichen U

nrechtsbegriffs in Japan, 2004, SS.12-13　

ま
た
、
飯
島
・
前
掲
論
文
、
法
学
政
治
学
論
究
第

四
七
号
一
五
八
頁
も
参
照
。

（
38
） 　V

gl., M
ichael K

öhler, Strafrecht AT, 1997, S.20 ; Zaczyk, a.a.O
., S.127, 196 ; Iijim

a, a.a.O
., S.113, 142 ;　

飯
島
・
前
掲
書
一
二
九
頁 ; auch 

D
iethelm

 K
lesczew

ski, K
ants A

usdifferenzierung des G
erechtigke itsbegriffs als Leitfaden der U

nterscheidung von U
nrechtsform

en, A
R

SP B
eiheft 

66 (1997), S.77ff.

（
39
） 　V

gl., M
ichael R

ehr-Zim
m

erm
ann, D

ie Struktur des U
nrechts in der G

egenw
art der Strafrechtsdogm

atik, 1994, S.1, 18f., 86 ; K
öhler, a.a.O

., S.24, 
28 ; Zaczyk, a.a.O

., S.165, 196f. ; 
飯
島
・
前
掲
書
九
二
頁
以
下

（
40
） 　V

gl., R
ehr-Zim

m
erm

ann, a.a.O
., S.95f. ; Zaczyk, a.a.O

., S.195, 222ff.

（
41
） 　R

ehr-Zim
m

erm
ann, a.a.O

., SS.81-89, 99 ; Zaczyk, a.a.O
., S.229

（
42
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., SS.26-28, 20 ; Zaczyk, a.a.O
., S.198, 219 ; R

ehr-Zim
m

erm
ann, a.a.O

., SS.90-98 ; Iijim
a, a.a.O

., S.146 ;　

飯
島
・
前
掲
書

一
四
五
頁
以
下 ; W

olfgang B
eck, U

nrechtsbegründung und Vorfeldkrim
inalisierung, 1992, S.81, 88　

し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
、
行
為
無
価
値
・
結
果

無
価
値
と
い
う
価
値
論
的
用
語
よ
り
も
、
行
為
不
法
・
結
果
不
法
と
い
う
ほ
う
が
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
43
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.28 ; Zaczyk, a.a.O
., S.198 ; 224f.

（
44
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.28 ; Zaczyk, a.a.O
., S.229ff., 299ff., 195 ; R

ehr-Zim
m

erm
ann, a.a.O

., S.92ff.　

但
し
、Zaczyk, a.a.O

., S.311ff., 327-330

に

よ
れ
ば
、
未
遂
犯
の
不
法
の
実
質
的
基
準
は
、
法
益
及
び
構
成
要
件
ご
と
に
異
な
る
た
め
、
個
別
的
判
断
が
重
要
と
な
る
。

（
45
） 　V

gl., Zaczyk, a.a.O
., S.311, 322ff. ; B

eck, a.a.O
., S.89　

ま
た
、
予
備
行
為
に
類
似
す
る
早
期
化
さ
れ
た
処
罰
規
定
も
同
様
に
解
さ
れ
る
（V

gl., 

K
öhler, a.a.O

., S.29 ; B
eck, a.a.O

., S.89ff.

）。

　

な
お
、
偶
然
防
衛
も
結
果
不
法
と
行
為
不
法
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
飯
島
・
前
掲
書
一
五
一
頁
参
照
。

（
46
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., SS.20-22, 24
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（
47
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., SS.22-24
（
48
） 　K

öhler, a.a.O
., S.23 V

gl., auch Zaczyk, a.a.O
., S.228 ;　

飯
島
・
前
掲
書
七
六
頁
以
下

　

も
ち
ろ
ん
、
故
意
犯
の
ほ
う
が
、
過
失
犯
よ
り
も
そ
の
否
定
的
効
果
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。V

gl., Zaczyk, a.a.O
., S.214 

（
49
） 　

公
的
刑
罰
は
、
生
じ
た
普
遍
的
な
妥
当
否
定
性
に
行
為
者
も
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
法
的
関
係
を
再
構
築
し
、
理
性
的
に
予
防
的
な
作
用
の
可
能
性
も
根

拠
づ
け
る
と
さ
れ
る
。（K

öhler, a.a.O
., S.24

）
な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
応
報
刑
論
が
、
予
防
的
契
機
も
含
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
飯
島
・
前
掲
書
七
八
頁

参
照
。

（
50
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.30 ; W
olff, a.a.O

., S.217f. ; Zaczyk, a.a.O
., S.200 ; ders., D

er B
egriff 

“Gesellschaftsgefährlichkeit

” im
 deutschen Strafrecht, 

in: Lüderssen/ N
estler-Trem

el/ W
eigend, M

odernes Strafrecht und ultim
a-ratio-Prinzip, 1990, S.124f.

（
51
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.30, 35 ; ders., JZ, 1989, S.697ff. (A
nm

. zu B
ayO

bLG
, U

rteil v. 21.7.1988)

（
52
） 　K

öhler, a.a.O
., SS.31-33, 30　

ベ
ッ
ク
説
が
類
似
の
考
え
を
展
開
し
て
い
る
の
で
本
文
で
す
ぐ
に
後
述
す
る
。
ま
た
、
治
安
刑
法
に
対
し
て
は
飯
島
・
前

掲
書
一
五
―
一
九
頁
も
参
照
。

（
53
） 　

そ
の
ほ
か
、
放
火
や
環
境
の
危
殆
化
な
ど
も
抽
象
的
危
険
犯
を
根
拠
づ
け
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.32, 30

（
54
） 　K

öhler, a.a.O
., SS.31-32, 33-34

（
55
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., SS.34-35, S.22

（
56
） 　B

eck, a.a.O
., SS.104-107

に
よ
れ
ば
、
政
治
刑
法
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
各
則
の
第
一
章
な
い
し
第
七
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
（
但
し
、
第
三
章
、
外
国

に
対
す
る
犯
罪
は
除
く
。）
を
対
象
に
、
三
つ
の
範
疇
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
憲
的
に
設
立
さ
れ
た
国
家
機
関
の
存
立
を
危
殆
化
す
る
攻
撃
（
例
、

内
乱
に
関
す
る
罪
）、
国
家
の
給
付
機
能
に
対
す
る
特
定
の
攻
撃
（
例
、
諜
報
行
為
な
ど
の
罪
）
政
治
的
公
共
体
の
給
付
能
力
に
対
す
る
市
民
の
関
主
観
的
信

頼
を
損
な
う
行
為
（
例
、
違
憲
組
織
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
犯
罪
団
体
の
結
成
な
ど
）
の
三
つ
で
あ
る
。

（
57
） 　V

gl., B
eck, a.a.O

., S.90, 208ff., 215ff.

（
58
） 　V

gl., B
eck, a.a.O

., SS.78-80, 81ff., 215ff.

（
59
） 　V
gl., B

eck, a.a.O
., S.156ff., 218f.  
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三
．
若
干
の
考
察

　

以
上
の
内
容
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
は
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
を
基
礎
に
法
概
念
を
構
成
し
、
そ
の
否
定
を
不
法
と
し
て
把
握
し
て
い

る
こ
と
が
概
ね
明
ら
か
と
な
っ
た
。
刑
事
不
法
は
、
相
互
承
認
関
係
又
は
自
立
的
自
由
の
否
定
と
い
う
規
範
的
意
味
に
お
い
て
、
行
為
不

法
及
び
結
果
不
法
の
統
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
益
侵
害
と
い
う
概
念
の
中
に
、
法
的
な
信
頼
関
係
の
破
壊
と
い
う
意

味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
刑
罰
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
「
法
（
そ
の
規
範
的
妥
当
性
）
の
回
復
」
と
し
て
理
路
整
然
と
理
解

さ
れ
得
る）

60
（

。
も
っ
と
も
、
法
益
概
念
に
尊
重
要
求
と
い
う
規
範
的
内
容
を
含
意
さ
せ
る
見
解
は
、
以
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た）

61
（

。
ヴ
ォ
ル

フ
学
派
も
基
本
的
に
は
そ
の
主
張
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
、
哲
学
的
基
礎
づ
け
に
欠
け
る
部
分
を
補
強
し
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。そ
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
不
法
概
念
は
、経
験
的
に
も
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。人
間
相
互
の
関
係
の
な
か
で
、

行
為
が
規
範
的
な
意
味
合
い
で
理
解
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
、「
正
し
い
／
不
正
だ
」
と
い
う
評
価
が
生
じ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）

62
（

。

そ
し
て
、「
不
正
」
と
い
う
評
価
が
生
じ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、
少
な
か
ら
ず
信
頼
関
係
が
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
の
否
定
に
は
、
不
遜
な
態
度
が
看
取
さ
れ
、
単
な
る
事
故
や
自
然
災
害
よ
り
も
強
い
反
感
を
生
む
よ
う

に
思
わ
れ
る）

63
（

。
も
っ
と
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
不
法
概
念
に
よ
る
と
、
法
の
否
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の（
反
）規
範
的
意
味
が
重
視
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
法
益
に
対
す
る
危
険
性
の
評
価
は
行
為
者
基
準
に
つ
な
が
り
や
す
く
、
侵
害
の
意
味
や
重
大
性
も
被
害
者
と
の
関
係
に
左
右

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
点
は
、
解
釈
論
の
視
点
か
ら
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
刑
事
不
法
が
他
の
不
法
と
性
質
的
に
異
な
る
と
い
う
点
の
検
討
に
移
り
た
い
。
ケ
ー

ラ
ー
説
に
よ
れ
ば
、
刑
事
不
法
は
、
他
の
不
法
と
共
通
す
る
基
礎
を
有
し
な
が
ら
、
特
殊
な
性
質
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
共

通
の
不
法
概
念
に
一
定
の
特
質
を
付
加
し
た
も
の
が
刑
事
不
法
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
同
種
類
の
不
法
概
念
の
特
殊
な
面
を
捉
え
た
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に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
理
解
に
大
き
な
間
違
い
が
な
い
な
ら
ば
、
果
た
し
て
、
そ
れ
は
本
質
的
な
違
い
を
意
味

す
る
の
か
少
し
疑
問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
特
殊
な
性
質
の
付
加
を
通
じ
て
異
な
る
地
平
（
レ
ベ
ル
）
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
は
や
そ
の
不
法
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
度
は
、

不
法
行
為
法
上
、
大
き
な
課
題
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
少
な
く
と
も
現
行
法
上
、
犯
罪
と
不
法
行
為
は
、
同
一
の
違
法
行
為

に
よ
っ
て
重
畳
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
異
質
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
ぱ
ら

実
定
法
的
な
効
果
に
よ
っ
て
区
別
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
法
を
純
粋
な（
無
過
失
）補
償
法
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
法
行

為
を
、
犯
罪
と
全
く
重
な
り
得
な
い
も
の
に
転
換
す
る
以
外
な
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
前
者
に

親
和
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
法
の
区
別
に
お
い
て
侵
害
の
程
度
な
い
し
規
模
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ

れ
る
。
刑
事
不
法
及
び
そ
の
他
の
不
法
の
区
別
が
、「｟
法
秩
序
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
自
己
規
律
的
な
現
存
在
の
内
で
｠自
ら
の
力
で
対

応
す
る
こ
と
」
が
可
能
か
ど
う
か
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
少
な
か
ら
ず
、
程
度
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

す
で
に
軽
微
犯
と
の
区
別
や
処
理
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
刑
事
不
法
概
念
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
自
立
的
自
由
の
基
盤
（
特
定
の
法
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
、
そ
の
性
質
・
程
度
が
い
わ
ば
市
民
社
会
の
自
助
力
と
い
う
か
自
救
力
に
よ
る
解
決
を
望
み
得
る
も
の
か
ど
う
か
に
依
拠
す
る
こ

と
に
な
る
が
、こ
う
し
た
二
重
の
基
準
に
よ
る
区
別
も
、極
端
に
い
え
ば
、量
的
区
別
説
と
大
き
な
差
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
区
別
基
準
が
不
適
切
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
ル
フ
説
に
よ
れ
ば
、
量
的
な
区
別

そ
の
も
の
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
区
別
の
方
法
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

問
題
は
、
各
不
法
が
区
別
で
き
な
い
こ
と
で
そ
の
混
同
が
生
じ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
裏
返
せ
ば
、
た
と
え
質
的
観
点
か
ら
完
全
な

区
別
基
準
を
立
て
な
く
と
も
、
刑
事
不
法
が
支
障
な
い
程
度
の
明
確
さ
で
限
界
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
で
足
り
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
。
こ
の
点
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
、
刑
事
不
法
の
範
疇
が
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に

為
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
実
行
可
能
な
限
定
で
あ
ろ
う
か
。
民
事
不
法
、
秩
序
違
反
の
順
に
少
し
だ
け
検
討
し
て
み
る
。

　

個
人
の
自
立
的
自
由
に
重
点
を
置
く
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
現
実
的
基
盤
が
法
的
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
相
互
承
認
の
要
請
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
が
法
益
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
従
来
、
私
法
秩
序
の
な
か
で
保
護
さ

れ
て
き
た
個
人
的
な
権
利
・
利
益
を
限
定
な
い
し
排
除
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、民
事
不
法
か
ら
の
区
別
に
関
し
て
い
え
ば
、

刑
事
不
法
特
有
の
性
質
は
、
主
に
、（
行
為
不
法
の
影
響
力
に
応
じ
た
）
刑
罰
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
・
国

家
的
法
益
に
対
す
る
罪
は
別
論
で
あ
る
が
。
つ
ま
り
、こ
の
点
で
の
区
別
は
先
述
の
よ
う
に
、市
民
法
秩
序
内
で
の
自
力
解
決
（
法
の
回
復
）

が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
秩
序
違
反
と
の
区
別
に
お
い
て
は
、
保
護
法
益
と
の
関
連
で
か
な
り
の
限
定
が
行
わ
れ
得
る
と
解
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル

フ
学
派
に
よ
れ
ば
、
予
備
罪
、
秩
序
違
反
は
、
刑
事
不
法
足
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、
他
者
の
自
由
を
保
障
す
る
法
的
妥
当
性
、
相
互
信
頼

関
係
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
原
則
、
抽
象
的
危
険
犯
、
軽
微
犯
も
刑
事
不
法
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場

合
に
も
、
相
互
的
信
頼
関
係
が
侵
害
さ
れ
な
い
理
由
は
、
秩
序
違
反
が
、
自
由
の
基
盤
を
直
接
の
攻
撃
対
象
と
し
な
い
た
め
か
、
そ
れ
と

も
そ
の
間
接
的
侵
害
に
留
ま
る
た
め
な
の
か
は
事
例
に
よ
っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い）

64
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
の
状
況
に
照
ら
し
て
、

刑
事
不
法
を
そ
こ
ま
で
制
限
す
る
に
は
、
現
実
的
な
障
壁
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
理
念
に
従
っ
て
刑
事
不

法
の
制
限
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
刑
罰
以
外
の
自
助
力
に
よ
っ
て
法
の
回
復
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
や
は
り
、
自
立
的
な
市
民
社
会
の
秩
序
内
で
損
害
の
防
止
・
回
復
が
可
能
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

結
局
の
と
こ
ろ
は
、
法
的
効
果
の
現
実
的
有
効
性
・
必
要
性
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
理
念
的
な
刑

事
不
法
の
概
念
は
、
事
実
上
、
法
的
効
果
の
検
討
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
全
実
定
法
秩
序
の
な
か
で
刑
法
が
担
う
べ
き
守
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備
範
囲
は
、
刑
罰
以
外
の
有
効
な
紛
争
解
決
手
段
を
多
様
に
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狭
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
刑
事
法
の

枠
組
み
に
お
い
て
も
、
加
害
者
・
被
害
者
和
解
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
四
六
条
ａ
）
の
よ
う
な
規
定
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
関
係
の
回

復
に
伴
う
刑
の
減
免
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
の
多
角
的
検
討
が
今
後
の
重
要
な
課
題
と
思
わ
れ
る
。

（
60
） 　

飯
島
・
前
掲
書
四
一
頁
、
一
一
九
頁
参
照
。

（
61
） 　V

gl., Eberhard Schm
idhäuser, Strafrecht AT Lehrbuch, 2.A

ufl., 1975, 2/30, 6/6, 8/28ff. ; W
olfgang R

öttger, U
nrechtsbegründung und 

U
nrechtsausschluß, 1993, S.247ff.

（
62
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.27 ; Zaczyk, a.a.O
., S.236　

な
お
、
こ
の
意
味
で
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
不
法
論
は
、
固
有
の
「
人
的
不
法
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

（
63
） 　K

öhler, a.a.O
., S.23

に
よ
れ
ば
、
そ
の
関
連
性
は
社
会
心
理
学
的
に
も
観
察
さ
れ
得
る
と
説
か
れ
る
。

　

ま
た
、
同
一
の
客
観
的
事
象
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
意
味
が
異
な
る
と
い
う
場
面
で
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
規
範
論
的
理
解
は
有
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
同
じ
内
容
の
侮
辱
的
言
辞
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
気
の
置
け
な
い
友
人
同
士
の
会
話
で
な
さ
れ
た
場
合
と
初
対
面
の
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た

場
合
で
は
、や
は
り
評
価
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
事
例
は
、従
来
、社
会
的
相
当
性
、許
さ
れ
た
危
険
、推
定
的
承
諾
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、ヴ
ォ

ル
フ
学
派
の
不
法
論
は
、
そ
こ
に
法
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
を
付
与
し
得
る
だ
ろ
う
。

（
64
） 　V

gl., K
öhler, a.a.O

., S.30ff. ; ders., JZ, 1989, S.699 ; Zaczyk, a.a.O
. (Fn.50), S.125ff. ; W

olff, a.a.O
., S.217ff.

　

な
お
、
ケ
ー
ラ
ー
説
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
規
違
反
な
ど
も
幅
広
く
不
法
概
念
に
含
ま
れ
る
（V

gl., K
öhler, a.a.O

., SS.20-22, 24

）。
し
か
し
、
相
互
承
認

関
係
の
侵
害
を
不
法
内
容
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で
の
不
法
と
、
制
定
法
規
違
反
と
は
内
容
上
区
別
し
た
ほ
う
が
良
い
よ
う
に
思
わ
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
）
一
八
頁
以
下
参
照
。

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、刑
事
不
法
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
に
関
し
て
、ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
を
紹
介
し
、若
干
の
検
討
を
試
み
た
。
本
稿
の
検
討
は
、

そ
の
対
象
範
囲
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
未
だ
有
意
義
な
程
度
に
達
し
て
い
な
い
が
、
若
干
の
課
題
は
見
え
て
き
た
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。
自
立
的
自
由
の
実
現
を
相
互
に
可
能
と
す
る
信
頼
関
係
の
構
築
は
、
法（
秩
序
）に
と
っ
て
ま
さ
に
主
た
る
目
標
と
思
わ
れ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
見
解
は
、客
観
的
行
為
に
込
め
ら
れ
た
対
話
的
要
素
と
し
て
、そ
の
規
範
的
な
意
味
内
容
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

不
法
概
念
に
新
た
な
理
解
を
も
た
ら
す
も
の
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
や
や
も
す
れ
ば
不
安
が
蔓
延
し
が
ち
な
現
代
社
会
に

お
い
て
有
意
義
な
視
点
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
も
若
干
な
が
ら
検
討
し
た
よ
う
に
、
相
互
承
認
関
係
の
基
準

だ
け
で
刑
事
不
法
を
概
念
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
概
念
的
に
も
、刑
事
不
法
が
、刑
罰
の
必
要
性
・

有
効
性
と
無
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
規
範
の
侵
害
に
応
じ
た
回
復
手
段
と
し
て
の
刑
罰
が
、
重
要
な
要

素
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
刑
罰
以
外
の
法
的
効
果
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
、
刑
罰
以
外
の
紛
争
解
決
手
段
に
お
い
て
こ
そ
（
？
）、

規
範
的
な
応
答
を
認
め
る
意
義
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
結
果
的
に
は
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
い
う
法
の
理
念
に
資
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
刑
事
不
法
と
他
の
不
法
の
区
別
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ヴ
ォ
ル

フ
学
派
の
趣
旨
と
は
異
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
で
至
ら
な
か
っ
た
部
分
と
併
せ
て
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
応
報
刑
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
一
翼
を
担
う
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
見
解
も
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

と
類
似
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
行
い
な
が
ら
も
、
法
益
概
念
か
ら
脱
却
し
た
刑
事
不
法
概
念
を
構
成
す
る
ヤ
コ
ブ
ス
学
派
の
見
解
を
考
察

す
る
こ
と
も
筆
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
今
後
、
検
討
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。




