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現在のドイツ刑法学の概観

　［
著
者
紹
介
お
よ
び
解
題
］

　

本
資
料
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田

キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
エ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ

教
授
（Prof. D

r. D
r. Eric H

ilgendorf

）
に
よ
る
講
演
の
翻
訳
で

あ
る
。

　

ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
教
授
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
法
学
、
近

代
史
お
よ
び
哲
学
を
修
め
ら
れ
、「
法
学
に
お
け
る
論
証
」
と
い
う

研
究
で
哲
学
の
博
士
学
位
を
取
得
さ
れ
た）（
（

。
そ
の
後
、「
危
険
社
会

に
お
け
る
刑
法
上
の
製
造
者
責
任
」
に
よ
っ
て
法
学
の
博
士
学
位
を

取
得
さ
れ）（
（

、
一
九
九
六
年
に
は
、「
刑
法
に
お
け
る
事
実
的
言
明
と

価
値
判
断
の
限
界
づ
け
に
つ
い
て
」
と
い
う
業
績
に
よ
り
刑
法
、
刑

事
訴
訟
法
お
よ
び
法
哲
学
の
教
授
資
格
を
取
得
さ
れ
た）（
（

。
コ
ン
ス
タ

ン
ツ
大
学
教
授
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学

で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
る
。

　

教
授
の
研
究
分
野
は
、
刑
法
の
基
礎
理
論
を
は
じ
め
、
医
事
刑
法
、

国
際
刑
法
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
刑
法
、
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
と
法
と
い
っ

た
最
先
端
の
分
野
ま
で
及
び
、
極
め
て
幅
広
い
。
と
り
わ
け
、
ロ

ボ
ッ
ト
技
術
と
法
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
〇
年
に
同
教
授
の
講
座
に

研
究
拠
点
を
併
設
さ
れ
、
同
拠
点
で
働
く
若
手
研
究
者
ら
と
と
も
に

多
数
の
業
績
を
公
に
し
て
い
る）（
（

。
教
授
は
優
れ
た
法
理
論
家
で
あ
る

と
同
時
に
、
機
能
主
義
的
な
刑
法
観
の
持
ち
主
で
あ
り
、
社
会
問
題

の
解
決
に
資
さ
な
い
机
上
の
理
論
に
対
し
て
は
距
離
を
置
か
れ
て
い

る
（
前
記
の
法
学
博
士
の
学
位
請
求
論
文
で
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢

が
現
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
教
授
は
、
国
際
学
術
交
流
に
も
並
々
な

現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
概
観エ

リ
ッ
ク
・
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ

佐　

藤　

拓　

磨
／
訳

資 料
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ら
ぬ
熱
意
を
注
が
れ
て
お
り
、
そ
の
交
流
の
範
囲
は
全
世
界
に
及
ぶ
。

と
り
わ
け
中
国
の
北
京
大
学
と
は
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
二

年
お
き
に
共
同
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
れ
て
い
る）5
（

。

　

本
講
演
は
、
こ
の
よ
う
な
教
授
の
問
題
関
心
お
よ
び
国
際
交
流
の

実
績
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
、
そ
の
国
際
的
な
影
響
力
、

現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
な
ど
を
明
快
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
講
演
の
内
容
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
以
下
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

　

第
一
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
継
受
が
、
東
ア
ジ
ア
や
南
米
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ト
ル
コ
を
介
し
て
中
央
ア
ジ
ア
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
流
れ
が
刑
法
学
に
は
そ
の
ま
ま
妥
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

　

第
二
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
医
事
刑
法
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
刑
法
な
ど
の
先
端
的
な
問
題
領
域
に
関
心
の
重
点
が
移
っ
て

お
り
、
古
典
的
な
テ
ー
マ
は
あ
ま
り
重
要
性
を
持
た
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
公
刊
さ
れ
た
博
士
学
位
請

求
論
文
や
教
授
資
格
請
求
論
文
の
中
で
現
代
的
な
問
題
に
焦
点
を
合

わ
せ
た
研
究
の
占
め
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と

を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
現
代
的
で
先
端
的
な
問

題
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
学
際
的
研
究
が
う
ま
く
進
ん
で
い
な

い
こ
と
や
、
犯
罪
の
越
境
化
に
対
応
す
る
刑
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の

抱
え
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
刑
事
立
法
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
刑

法
学
が
有
効
な
対
抗
手
段
を
見
出
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
教
授
の
見
解
は
講
演
の
最
後
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
具
体
的
に
刑
法
学
者
が
ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
り
う
る

の
か
は
、
今
後
の
日
独
の
刑
法
学
の
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
問
題
と
の
関
係
で
、
教
授
は
、
法
益
論
の
立
法
制
約
機
能
に
は

懐
疑
的
な
態
度
を
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
我
が
国

の
研
究
者
に
と
っ
て
、
に
わ
か
に
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
実
際
、
本
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
は
、

こ
の
点
に
質
問
が
集
中
し
た
）。
し
か
し
、
教
授
の
主
張
の
背
景
に

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
法
益
の
観
点
か
ら
の
刑
事
立
法

の
正
当
化
を
不
可
欠
な
も
の
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
比
例
性
の
観
点
か

ら
立
法
の
当
否
を
審
査
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事

情
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る）6
（

。

　

以
下
の
翻
訳
で
は
、
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
教
授
の
了
解
を
得
た
上
で
、

当
日
の
講
演
を
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
形
を
と
る
こ
と
と

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
末
形
式
も
敬
体
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

本
講
演
の
内
容
は
、
時
間
の
制
約
上
、
概
括
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
よ
り
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
にC.F. 
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M
üller

社
よ
り
出
版
予
定
の
、Eric H

ilgendorf/H
ans K

udlich/
Brian V

alerius (H
rsg.), H

andbuch des Strafrechts, Band （
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
書
に
は
脚
注
も
付
さ
れ
て
い
る
。

　［
翻
訳
］

　

敬
愛
す
る
同
僚
の
皆
様
、
以
下
で
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
に

つ
い
て
の
概
観
を
皆
様
に
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
刑
法
解
釈
論
（Strafrechtsdogm

atik

）
を
展
開
す
る
こ
と

は
、
本
講
演
の
主
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
刑
法
学
の
対
象
と
し
て
重

要
性
を
持
つ
限
り
で
触
れ
る
に
留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

以
下
で
お
話
し
す
る
こ
と
は
、
刑
法
解
釈
論
的
な
性
格
の
も
の
で
は

な
く
、
皆
様
が
お
望
み
に
な
っ
て
い
る
通
り
、
学
問
社
会
学
的
な
性

格
の
も
の
で
す
。

一　

は
じ
め
に

　
「
全
刑
法
学
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
刑
法
学
は
、
多
数
の
研
究

テ
ー
マ
を
包
含
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
体
刑
法
と
刑
事
手
続
法
、

少
年
法
と
行
刑
法
、
そ
し
て
刑
事
学
に
ま
で
至
る
も
の
で
す
。
し
か

し
、
古
く
か
ら
ず
っ
と
、
刑
法
解
釈
論
ま
た
は
「
刑
法
理
論

（Strafrechtstheorie

）」
が
そ
の
中
心
に
あ
り
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
は
、
国
際
的
に
非
常
に
影
響
力
が
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
が
今
日
で
は
ド
イ
ツ
的

モ
デ
ル
に
な
ら
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ト
ル
コ
も
同
様
で
す
。
ト

ル
コ
は
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
影
響
を
受
け
た
そ
の
刑
法
思
想
を

中
央
ア
ジ
ア
に
広
め
始
め
て
い
ま
す
。
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の

は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
が
東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
こ
と
で
す
。
東

ア
ジ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
は
、
日
本
を
経
由
し
て
韓
国
へ
、

そ
し
て
最
終
的
に
は
中
国
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

ら
の
国
々
で
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ド
イ
ツ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
モ

デ
ル
と
の
相
違
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
条
文
の
違
い

（
特
に
各
則
の
違
い
）
に
基
づ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

歴
史
や
、
概
し
て
い
う
と
文
化
に
も
根
差
し
て
い
ま
す
。

二　

現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
―
―
簡
単
な
描
写

　

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
の
強
み
と
弱
み
に
つ
い
て
立
ち
入
る
前
に
、
ド

イ
ツ
刑
法
学
の
ア
ク
タ
ー
、
テ
ー
マ
お
よ
び
議
論
を
取
り
巻
く
環
境

に
つ
い
て
手
短
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
学

は
、
お
よ
そ
四
〇
〇
名
の
刑
法
学
者
を
本
職
と
す
る
者
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
へ
の
入
会
は
、
伝

統
的
に
、
教
授
資
格
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
基
準
は
、
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た
と
え
ば
研
究
機
関
や
裁
判
所
で
働
い
て
い
て
、
極
め
て
高
度
の
専

門
知
識
を
有
し
、
博
士
学
位
は
取
得
し
て
い
る
が
教
授
資
格
を
取
得

し
て
い
な
い
者
た
ち
が
今
日
で
は
多
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
も
は
や

維
持
さ
れ
得
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
者
の
大
多
数
の
法
政
策
的
な
基
本
姿
勢
は
、
次

の
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
学
を

「
刑
法
制
限
学
」
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
大
部
分
の
刑
法
学
者
が
、
刑
法
を
拡
張
し
峻
厳
化
し

よ
う
と
い
う
立
法
者
の
試
み
に
対
し
、
基
本
的
に
懐
疑
的
な
態
度
を

と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
刑
法
は
、
市
民
を
、
彼

ら
に
与
え
ら
れ
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
に
対
す
る
侵
害
か
ら
保
護

す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
刑

法
は
、
本
来
、
法
益
保
護
を
通
じ
て
市
民
の
自
由
を
保
護
す
る
も
の

で
す
。
し
か
し
、
刑
法
解
釈
論
は
、
可
罰
性
の
法
律
上
の
要
件
を
可

能
な
限
り
正
確
に
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
刑
事
訴
追
を
予
測

可
能
に
し
、
と
り
わ
け
検
証
可
能
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
被
疑
者

お
よ
び
犯
人
の
自
由
を
も
保
障
す
る
の
で
す
。

　

刑
法
学
上
の
業
績
の
古
典
的
な
形
式
は
、
い
ま
で
も
な
お
、
論
文
、

判
例
評
釈
、
法
令
の
注
釈
お
よ
び
学
術
教
科
書
で
す
。
こ
の
二
〇
年

の
間
に
、
短
め
の
教
科
書
の
数
が
、
爆
発
的
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に

増
加
し
ま
し
た
。
似
た
よ
う
な
傾
向
が
注
釈
書
に
も
み
ら
れ
ま
す
。

そ
の
原
因
は
、
第
一
に
、
印
刷
費
の
著
し
い
低
下
、
第
二
に
、
定
期

的
な
出
版
活
動
の
事
実
上
の
強
制
に
あ
り
ま
す
。
学
問
上
の
キ
ャ
リ

ア
は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
の
で
す
。
ピ
ア
・
レ
ヴ
ュ
ー

は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
で
は
い
ま
だ
あ
ま
り
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、『
ゴ
ル
ト
ダ
ン
マ
ー
誌
（Goltdam

m
erʼs A

rchiv für 
Strafrecht

）』
や
『
全
刑
法
雑
誌
（Zeitschrift für die gesam

te 
Strafrechtsw

issenschaft

）』
の
よ
う
な
著
名
な
刑
法
学
の
雑
誌

の
編
者
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
が
な
く
と
も
、
高
度
な
学
問
的
レ
ベ

ル
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
い
ま
で
は
自
然
科
学
お
よ

び
社
会
科
学
に
お
い
て
一
般
的
に
通
例
と
な
っ
た
「
引
用
ラ
ン
キ
ン

グ
」
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
重

要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

刑
法
学
と
実
務
、
と
り
わ
け
判
例
と
の
関
係
は
、
非
常
に
良
好
で

す
。
ド
イ
ツ
の
上
級
裁
判
所
の
刑
事
判
例
は
、
専
門
的
に
非
常
に
高

い
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
す
。
裁
判
官
は
、
学
説
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る

こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
上
級
州
裁

判
所
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
に
お
い
て
、
刑
法
学
の
出
版

物
が
単
に
幅
広
く
引
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
と
学
者
と
の
間
の

コ
ン
タ
ク
ト
は
密
で
す
。
多
く
の
教
授
が
上
級
州
裁
判
所
で
兼
職
し

て
い
ま
す
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
非
常
勤
講
師
ま
た
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は
客
員
教
授
と
し
て
、
法
学
部
で
働
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
す

べ
て
の
学
者
が
す
べ
て
の
判
決
に
賛
同
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
、
上
級
州
裁
判
所
ま
た
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
部
の
裁
判
官

が
、
時
折
、
批
判
に
対
し
て
不
機
嫌
に
反
応
す
る
の
と
同
様
に
、
意

外
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

よ
り
問
題
が
あ
る
の
は
、
刑
法
学
と
政
治
（
法
政
策
）
と
の
関
係

で
す
。
既
に
お
話
し
た
通
り
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
で
は
、
大
多
数
が
、

刑
法
を
拡
張
す
る
政
治
の
傾
向
、
つ
ま
り
刑
法
の
範
囲
を
拡
大
し
、

よ
り
峻
厳
に
す
る
と
い
う
要
求
に
対
し
て
懐
疑
的
な
態
度
を
と
っ
て

い
ま
す
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
論
拠
を
用
い
、
刑
法
の
峻
厳
化
を
要

求
す
る
こ
と
で
票
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
多
く
の
政
治
家
の
傾
向
は
、

厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
立
法
手

続
の
下
準
備
の
際
に
、
刑
法
学
の
専
門
家
の
鑑
定
書
を
よ
く
利
用
し

ま
す
。
し
か
し
、
主
と
し
て
、
既
に
他
の
と
こ
ろ
で
下
さ
れ
た
決
定

を
取
り
繕
う
た
め
だ
け
に
刑
法
学
者
が
動
員
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印

象
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
受
け
る
の
で
す
。

　

特
に
問
題
な
の
は
、
近
年
、
刑
事
学
的
な
知
見
を
考
慮
す
る
こ
と

に
対
す
る
政
治
機
構
の
関
心
が
薄
れ
た
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
す
。

高
度
な
レ
ベ
ル
で
経
験
的
な
犯
罪
調
査
と
刑
事
政
策
と
の
間
を
架
橋

す
る
「
治
安
報
告
書
（Sicherheitsberichte

）」
の
実
務
は
、
現

在
、
継
続
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
法
的
に
重
要
な
事
実
の
精
査
な
く
し

て
、
犯
罪
防
止
の
分
野
で
説
得
力
の
あ
る
立
法
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

明
白
で
す
。「
無
視
界
飛
行
の
刑
事
政
策
」
は
、
刑
法
を
（
も
）
通

じ
た
有
効
な
法
益
保
護
を
目
指
す
現
代
国
家
が
行
い
う
る
こ
と
の
中

で
、
最
も
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
す
。

　

大
部
分
の
刑
法
学
者
の
思
考
様
式
は
、
刑
法
解
釈
論
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
体
系
論
的
に
指
導
さ
れ
た
法
規

範
の
概
念
的
分
析
と
法
規
範
の
解
釈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

法
適
用
の
手
続
は
、
適
用
者
に
よ
る
評
価
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
、
本
質
的
に
は
、
純
粋
な
法
解
釈
の
行
い
と
は
区
別
さ
れ
ま

す
が
、
両
者
は
、
通
常
、
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
ま
せ
ん
。
刑
法
学
者

が
行
う
評
価
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
一
般
的
な
社
会
道

徳
に
、
第
二
に
一
定
の
人
間
像
に
沿
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
間
像
と

は
、
法
に
従
い
か
つ
不
法
に
抗
う
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
共

同
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
個
人
と
し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
非
決
定
論
に
基
づ
く
人
間
像
は
、
確
か
に
、
数
年
前
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
の
決
定
性
を
強
調
す
る
何
人
か
の
脳
科
学
者
の

懐
疑
的
な
意
見
に
よ
り
、
挑
戦
を
突
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
顕
著

な
ま
で
に
は
揺
る
が
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

刑
法
解
釈
論
的
な
思
考
様
式
の
特
徴
は
、
経
験
的
な
問
題
提
起
、

そ
し
て
ま
た
経
験
的
研
究
の
帰
結
と
の
折
り
合
い
の
悪
さ
を
必
然
的

に
伴
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、
前
述
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
学
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の
危
機
に
寄
与
し
ま
し
た
。
確
か
に
、
刑
法
規
範
の
目
的
論
的
解
釈

を
通
じ
、
刑
法
の
解
釈
お
よ
び
適
用
の
際
に
、
と
り
わ
け
一
定
の
判

断
の
帰
結
に
関
す
る
経
験
的
な
仮
定
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
知
識
の
影
響
は
、
通
説
的
な
方
法

論
を
通
じ
て
光
を
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ぼ
や
か
さ

れ
ま
す
。
多
く
の
法
適
用
者
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
す
ら
し
な
い
は

ず
で
す
。
学
問
理
論
的
に
啓
蒙
さ
れ
、
現
代
的
な
学
際
性
の
必
要
条

件
を
満
た
し
た
方
法
論
的
自
覚
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
に
は
縁
遠
い

も
の
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
ひ
と
ま
と
め
に
「
ド
イ
ツ
刑
法
学
」
と
言
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
は
、
こ
れ
ま
で
素
描
し
て
き
た

共
通
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
ま
す
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
刑
法

学
の
中
に
は
、
非
常
に
様
々
な
傾
向
も
確
認
し
う
る
と
い
う
こ
と
を

隠
蔽
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
拘

束
力
を
持
つ
共
同
の
問
題
設
定
お
よ
び
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
を
有
す
る

学
者
グ
ル
ー
プ
と
い
う
意
味
で
の
「
学
派
（Schulen

）」
は
、
も

は
や
ほ
と
ん
ど
口
に
さ
れ
ま
せ
ん
。「
学
派
」
の
名
に
値
す
る
最
後

の
も
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
を
取
り
巻
く
目
的
的
行
為
論

者
た
ち
で
し
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ナ
ウ
ケ
や
、
残
念
な
が
ら
既

に
故
人
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
ハ
ッ
セ
マ
ー
を
取
り
巻
く

「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
で
は
、
は
る
か
に
よ
り
緩
や
か
な
学
派

的
つ
な
が
り
が
存
在
す
る
だ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
問
題
お
よ
び
論

証
の
土
台
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
本
来
の
意
味
で
の

学
派
的
つ
な
が
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
解
釈
学

（H
erm

eneutik

）」
の
指
導
概
念
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
弟
子
た
ち
の
間
に
も
、
問
題
お
よ
び
論
証
に
お

け
る
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
ン
ス=

ハ
イ

ン
リ
ヒ
・
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
や
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
の
よ
う
な
影
響

力
の
あ
る
学
者
は
、
学
派
を
創
設
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
二
人

だ
け
極
め
て
影
響
力
の
あ
る
学
者
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ユ
ル
ゲ

ン
・
バ
ウ
マ
ン
と
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
の
弟
子
た
ち
も
、
古
典
的

な
意
味
で
の
「
学
派
」
を
形
成
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
は
、
今
日
、
主
と
し
て
、
新
し
い
実
践
的
な
問

題
を
刑
法
的
に
、
ま
た
刑
事
訴
訟
法
的
に
克
服
す
る
こ
と
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
問
題
と
は
、
道
路
交
通
刑
法
、
経
済
刑

法
（
こ
れ
に
は
非
常
に
多
く
の
力
が
注
が
れ
て
い
ま
す
）、
さ
ら
に

医
事
刑
法
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
刑
法
の
よ
う
に
、
新
し
い
が
既
に
創

始
さ
れ
て
い
た
下
位
分
野
に
ま
で
及
び
ま
す
。
新
し
い
分
野
は
、
技

術
刑
法
で
す
。
現
在
で
は
、
基
礎
的
な
問
題
は
あ
ま
り
重
要
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

仮
に
本
来
的
な
刑
法
学
派
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
相

互
に
区
別
可
能
な
一
定
の
流
派
（Richtungen

）
は
存
在
し
ま
す
。
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そ
れ
ら
の
流
派
の
見
解
は
、
な
る
ほ
ど
、
通
常
、
そ
の
淵
源
か
ら
の

み
推
論
可
能
で
す
。
い
わ
ゆ
る
現
実
の
「
事
物
論
理
構
造
」
が
存
在

し
、
立
法
者
も
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
主
張
は
、
ハ
ン
ス
・

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
主
義
の
中
心
的
な
言
明
に
属
し
ま
す
。
こ
れ

に
基
づ
い
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
と
り
わ
け
行
為
概
念
は
新
た
に

構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
法
が
予
め
与
え
ら
れ
た
「
事
物
論
理
構
造
」
に
拘
束
さ

れ
る
と
い
う
主
張
は
、
既
に
早
く
か
ら
方
法
論
的
な
観
点
よ
り
疑
問

視
さ
れ
、
ま
た
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
な
ら
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
は
存

在
論
的
で
は
な
く
、
目
的
論
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
七
〇
年
代
に
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ

ン
お
よ
び
彼
の
弟
子
で
あ
る
ベ
ル
ン
ト
・
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
経
験
的

な
先
所
与
性
（V

orgegebenheiten

）
を
拒
絶
す
る
の
が
、
ギ
ュ

ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
規
範
主
義
」
で
す
。
け
れ
ど
も
、「
規
範
主
義
」
と
ロ
ク
シ
ン

お
よ
び
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
の
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
範
疇
的

な
相
違
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

は
る
か
に
よ
り
明
確
に
異
な
る
の
が
、
政
治
的
刑
法
に
対
す
る
態

度
に
関
す
る
二
つ
の
流
派
で
す
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
既
に
八
〇
年
代
に

「
敵
刑
法
」
の
構
想
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
法
治
国
家
的
な

拘
束
を
は
っ
き
り
と
緩
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
市
民
刑
法
」

と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ッ
ミ
ッ
ト
の
味
方
・
敵
の
区
別
を
彷
彿
と
さ
せ
、
記
述
な
の
か

推
奨
な
の
か
不
明
確
な
構
想
は
、
と
り
わ
け
二
〇
一
一
年
九
月
一
一

日
の
テ
ロ
攻
撃
後
に
注
目
を
浴
び
ま
し
た
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
彼
の
ア

イ
デ
ア
を
い
ま
だ
ま
っ
た
く
詳
細
に
は
説
明
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
ド

イ
ツ
の
刑
法
学
で
は
、
こ
の
考
え
方
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
で
は
ヤ
コ
ブ
ス
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
エ
チ

ケ
ッ
ト
に
属
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
何
人
か
の
批

判
者
は
、
自
分
た
ち
が
自
覚
し
て
い
る
以
上
に
、
味
方
・
敵
思
想
に

近
い
立
場
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
す
が
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
論
争
は
、
現
代
の
立
法
者
の
刑
法
拡
張
の
傾

向
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
ハ
ッ
セ
マ
ー
の
見
事
な
表
現
を
借
り
れ
ば
、

刑
法
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
立
法
者
に
と
っ
て
（
同
様
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
刑
事
立
法
者
に
と
っ
て
）、
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
、
も
は
や
最
終

手
段
（ultim

a ratio

）
で
は
な
く
、
ま
す
ま
す
頻
繁
に
、
第
一
の

手
段
（prim

a ratio

）
と
し
て
、
時
に
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
唯
一
の

手
段
（sola ratio

）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
並
行

し
て
、
刑
法
は
、
ど
ん
ど
ん
前
倒
し
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
法

益
の
保
護
は
、
包
括
的
な
未
遂
犯
処
罰
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
危
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険
犯
や
抽
象
的
危
険
犯
を
著
し
く
増
や
す
こ
と
を
通
じ
て
も
達
成
さ

れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
刑
法
の
拡
張
と
弾
力
化
は
、
新

し
い
普
遍
的
法
益
の
創
出
を
通
じ
て
援
護
さ
れ
、
加
速
さ
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
発
展
は
、「
危
険
刑

法
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
さ
れ
ま
す
。

　

立
法
者
に
対
す
る
批
判
は
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
い
わ

ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
の
周
辺
の
学
者
か
ら
な
さ
れ
ま
し

た
。
若
干
の
学
者
は
、
生
命
、
身
体
的
完
全
性
お
よ
び
自
由
と
い
っ

た
個
人
的
法
益
の
保
護
を
超
え
る
刑
法
を
許
容
す
る
こ
と
を
疑
問
視

す
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
学
者
は
、
そ
の
際
、「
古
典
的
」
法

治
国
家
的
刑
法
を
引
き
合
い
に
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う

批
判
を
は
じ
め
て
し
ま
い
ま
す
と
、「
古
典
的
」
法
治
国
家
的
刑
法

は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
は
決
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
数
十
年
の
技
術
進
歩
は
、
人
間
の
生

活
の
基
盤
を
以
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
形
で
脅
か
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
新
し
く
、
最
終
的
に
個
々
の
人
間
を
脅
か
す
発
展
を
克

服
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
刑
法
が
投
入
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
？

　

法
益
の
表
見
的
な
刑
法
制
限
機
能
を
め
ぐ
る
論
争
も
、
こ
れ
と
の

関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
法
益
と
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

リ
ス
ト
が
定
義
し
た
「
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
」
と
理
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
利
益
は
、
社
会
か
ら
生
起
す
る
も
の
で

す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
国
家
に
属
す
る
市
民
の
事
実
上
の
利
益
な

の
で
す
。
そ
れ
ら
の
利
益
に
国
家
が
保
護
を
施
す
、
た
と
え
ば
刑
法

的
に
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
益
と
な
る
の
で
す
。

　

法
益
は
、
様
々
な
機
能
を
有
し
ま
す
。
刑
法
規
範
の
解
釈
を
指
導

し
、
各
則
の
法
素
材
を
体
系
的
に
分
類
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ

し
て
教
育
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
す
。
法
理
論
の

一
部
、
主
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
周
辺
の
人
々
は
、
法
益
概
念

に
さ
ら
な
る
機
能
を
付
与
し
よ
う
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
許
容
さ
れ

る
立
法
活
動
を
制
限
す
る
機
能
で
す
。
立
法
者
は
、
根
本
理
念
で
は
、

法
益
が
脅
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
の
み
、
刑
法
的
手
段
を
投
入
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
超
え
て
刑
法
を
投
入
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
論
拠
は
、
立
法
者
自
身
が
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
社

会
的
利
益
に
法
益
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見

過
ご
し
て
い
ま
す
。
あ
る
利
益
に
刑
法
的
保
護
を
保
障
す
る
と
い
う

立
法
者
の
決
定
を
通
じ
て
、
そ
の
利
益
は
法
益
と
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
既
に
論
理
的
な
理
由
か
ら
し
て
、
法
益
概
念
を
用
い
て
立

法
者
の
活
動
を
有
効
に
制
限
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
ド
イ

ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
述
べ
た
よ
う
に
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、

基
本
法
上
の
基
本
権
（
基
本
法
一
条
～
一
九
条
）
と
結
び
つ
け
て
比
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例
性
の
原
則
を
用
い
る
こ
と
で
し
か
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
す
。

　

こ
の
二
〇
年
の
間
に
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
は
、
ま
す
ま
す
新
た
な

種
類
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら

の
問
題
は
、
簡
単
に
は
伝
統
的
な
問
題
群
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が

で
き
ず
、
多
く
の
者
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
解
釈

論
の
さ
ら
な
る
発
展
を
要
求
す
る
も
の
で
す
。
第
一
に
挙
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
全
世
界
に
お
よ
ぶ
問
題
状
況
に
取
り
組
む
必
要

性
が
ま
す
ま
す
喫
緊
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
伝
統
的
な

刑
法
で
は
、
た
と
え
ば
二
者
間
で
の
傷
害
、
侮
辱
ま
た
は
窃
盗
の
よ

う
に
、
ほ
と
ん
ど
専
ら
場
所
的
に
限
局
さ
れ
た
事
案
ば
か
り
が
扱
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
環
境
刑
法
に
お
い
て
、
最
初
の
、
重
大

な
国
境
を
ま
た
ぐ
問
題
が
登
場
し
ま
し
た
。
現
代
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
犯
罪
や
金
融
犯
罪
の
よ
う
な
問
題
領
域
は
、
そ
も
そ
も
最
初

か
ら
国
境
を
越
え
る
次
元
の
も
の
で
す
。

　

第
二
に
こ
こ
で
例
示
的
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
領
域
は
、

現
代
の
脳
科
学
の
成
果
に
鑑
み
た
と
き
に
、
伝
統
的
な
責
任
刑
法
を

維
持
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

の
脳
科
学
者
で
あ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
を
引
き
合
い

に
出
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
と
っ
て
核
心
的
で
あ
る
意
思
自
由
の
仮
定

は
不
適
切
だ
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
ド
イ

ツ
刑
法
全
体
が
、
新
た
な
土
台
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
極
め
て
挑
戦
的
な
主
張
が
、
ド
イ
ツ
刑

法
学
に
お
い
て
激
し
い
議
論
と
な
っ
た
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
、
い

ま
で
は
こ
の
議
論
は
少
々
落
ち
着
き
ま
し
た
。
結
局
、
意
思
の
自
由

は
証
明
可
能
で
も
反
証
可
能
で
も
な
く
、
む
し
ろ
国
家
に
必
要
な

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
古
典
的
な
立
場
が
、
確
認
さ
れ
た
の
で
す
。

　

第
三
の
新
た
な
問
題
領
域
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

新
た
な
多
宗
教
化
と
多
文
化
化
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
現
在
、
い
ま

だ
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
カ

ト
リ
ッ
ク
、
そ
し
て
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。
い
ま
で

は
国
民
の
多
数
派
は
無
宗
教
で
す
。
そ
の
た
め
、
宗
教
に
基
づ
く
文

化
的
な
紛
争
が
生
ず
る
こ
と
は
必
然
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
二
〇

一
二
年
の
夏
に
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
は
、
大
き
な

注
目
を
浴
び
ま
し
た
。
そ
の
裁
判
は
、
伝
統
的
な
男
児
の
割
礼
を
傷

害
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ゆ
え
原
則
的
に
可
罰
的
だ
と
し
た
の
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
徒
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
圧
力
団
体
だ
け
で
は
な
く
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
こ
の
決
定
を
厳
し
く

批
判
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
宗
教
の
自
由
の
不
当
な
制
限

と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
が
示
し
た

の
は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
大
多
数
は
、
宗
教
の
自
由
よ
り
も
子
の
福
祉

を
よ
り
重
要
な
も
の
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
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れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
は
、
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
裁
判

が
公
に
な
っ
た
わ
ず
か
数
週
間
後
に
、
宗
教
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た

割
礼
に
対
し
て
新
た
に
法
律
上
の
根
拠
を
与
え
る
意
思
が
あ
る
こ
と

を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の
論
争
だ
け
で
も
わ
か
る
の
が
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
新
た
な
多
文
化
化
が
、
将
来
的
に
刑
法
に
対
し
て
い
か
に
大

き
な
影
響
を
与
え
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
で
は
、
さ
ら
な

る
要
因
が
加
わ
り
ま
し
た
。
特
に
、
二
〇
一
五
年
に
起
き
た
イ
ス
ラ

ム
教
を
信
仰
す
る
者
の
大
量
移
民
で
す
。

三　

体
系
的
に
構
築
さ
れ
た
刑
法
理
論
へ
の
道

　

以
下
で
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
の
強
み
と
弱
み
に
つ
い

て
少
し
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
が
世
界

に
広
ま
っ
た
理
由
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

刑
法
的
思
考
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
啓
蒙
期
以
来
、
法
律
主
義
の

原
則
で
す
。
刑
罰
は
、
刑
罰
の
要
件
を
十
分
に
明
確
に
表
現
し
た
成

文
の
法
律
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
刑
罰
法
規
の
適
用
の

際
に
は
、
裁
判
官
は
、
規
範
の
文
言
に
準
拠
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
類
推
を
用
い
て
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で

す
。
最
後
に
、
法
律
は
、
行
為
の
時
点
で
既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
遡
及
的
な
刑
罰
法
規
の
創
出
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

法
律
主
義
の
意
義
は
、
と
り
わ
け
、
刑
罰
付
科
の
際
の
恣
意
と
不

正
義
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
法
に
従
う

者
が
、
何
が
刑
罰
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
何
が
許
さ
れ

て
い
る
の
か
を
い
つ
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
、
法
に
従
う
者
は
、
刑
法
上
の

命
令
お
よ
び
禁
止
に
合
わ
せ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

換
言
す
れ
ば
、
法
律
が
十
分
に
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
刑
事
訴
追
機

関
が
厳
密
に
法
律
に
準
拠
し
て
い
る
と
法
に
従
う
者
が
確
信
し
う
る

場
合
に
の
み
、
刑
法
は
予
防
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　

そ
の
よ
う
な
方
法
で
法
的
安
定
性
を
確
立
し
、
ま
た
刑
法
の
予
防

効
果
を
支
え
る
た
め
、
実
務
的
な
問
題
に
対
し
て
個
々
の
事
案
ご
と

に
答
え
る
の
で
は
な
く
体
系
的
に
答
え
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
お

よ
び
刑
法
適
用
の
理
論
と
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
そ
こ
に
論
理
上
の
位

置
を
有
す
る
体
系
的
に
構
築
さ
れ
た
審
査
構
造
が
必
要
で
す
。
古
典

的
な
体
系
に
し
た
が
え
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
、
責
任
に

分
け
ら
れ
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
に
お
い
て
は
、
体
系
論
的
問

題
は
、
だ
い
ぶ
前
か
ら
、
も
は
や
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま
せ
ん
。

学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
た
と
え
ば
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
や
ロ
ク
シ
ン
の
浩

瀚
な
教
科
書
で
示
さ
れ
た
構
成
に
し
た
が
っ
て
い
ま
す
。
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四　

体
系
的
な
刑
法
理
論
の
長
所

　

体
系
的
に
犯
罪
の
構
造
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
利
点
は
ど
こ

に
あ
る
で
し
ょ
う
か
？　

出
来
の
良
い
構
造
化
さ
れ
た
刑
法
理
論
は
、

恣
意
を
排
除
し
、
規
則
性
あ
る
刑
法
の
適
用
を
可
能
に
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
刑
法
の
適
用
は
予
見
可
能
と
な
り
、
検
証
可
能
に

も
な
る
の
で
す
。「
規
則
志
向
性
」、「
予
見
可
能
性
」、「
検
証
可
能

性
」
の
三
つ
の
観
点
を
満
た
し
た
場
合
、
そ
の
考
案
さ
れ
た
刑
法
理

論
は
、
格
別
に
「
合
理
的
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
恣
意
の

排
除
は
、
法
適
用
者
、
中
で
も
裁
判
官
を
立
法
者
の
意
思
に
拘
束
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
こ
に
特
別
の
法
治
国
家
的
な
刑
法
適

用
の
拘
束
が
現
れ
て
い
る
の
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
立
法
者
は
、
民

主
的
に
選
ば
れ
た
議
会
で
す
。

　

大
陸
法
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
裁
判
官
が
法
律
の
背
後
に
退

い
て
い
る
と
い
う
観
念
で
す
。
英
米
刑
法
に
お
け
る
裁
判
官
の
非
常

に
強
い
地
位
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
に
は
縁
遠
い
も
の
で
す
。
も

は
や
、
か
つ
て
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
よ
う
に
裁
判
官
を
「
法
律
を

語
る
口
」
と
み
な
す
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
、
特

に
ド
イ
ツ
の
刑
法
的
思
考
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
は
刑
罰
法
規
に
き

つ
く
拘
束
さ
れ
、
決
し
て
そ
の
文
言
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

観
念
が
支
配
的
な
の
で
す
。

　

刑
法
理
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
、
刑
事
裁
判
官
の
法
律
へ
の
厳

し
い
拘
束
に
よ
り
、
法
に
従
う
市
民
は
、
原
則
と
し
て
、
裁
判
所
の

裁
判
を
予
測
し
、
ま
た
行
動
を
そ
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
刑
法
理
論
は
法
律
の
予
防
効
果
を
強
化

し
ま
す
。
さ
ら
に
、
法
に
従
う
市
民
は
、
法
が
明
確
に
定
め
て
い
る

場
合
に
の
み
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
刑
罰
法
規
の
個
別
の
事
案
へ
の
適
用
は
、
厳
格
な
論
理
規
則
お

よ
び
方
法
論
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
ま
す
。
刑
法
の
適
用
が
、

こ
れ
ら
の
規
則
に
よ
り
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
許
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
刑
罰
法
規
は
、
市
民
の
法
益
を
犯
罪
的
行
為
か
ら

守
る
だ
け
で
な
く
、
刑
事
訴
追
機
関
に
よ
る
不
適
法
な
干
渉
か
ら
も

保
護
す
る
の
で
す
。
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
法
規
が
定
め
る
よ

り
も
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
リ
ス
ト
は
、
彼
の

刑
罰
理
論
を
背
景
に
、
刑
罰
法
規
を
「
犯
罪
者
に
と
っ
て
の
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
」
と
名
づ
け
ま
し
た
が
、
彼
の
主
張
は
正
し
か
っ
た
の

で
す
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
観
点
―
―
方
法
論
に
よ
り
導
か
れ
、
そ
れ

ゆ
え
予
見
可
能
で
検
証
可
能
な
、
国
家
に
よ
る
恣
意
を
排
し
た
刑
法

の
適
用
、
法
適
用
者
の
立
法
者
へ
の
拘
束
、
明
確
な
方
法
論
を
通
じ
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た
刑
法
の
予
防
効
果
の
保
障
、
そ
し
て
不
適
切
な
刑
罰
か
ら
の
市
民

の
保
護
―
―
は
、
大
陸
的
な
刑
法
理
論
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
刑
法

理
論
を
魅
力
的
な
も
の
と
し
、
世
界
の
多
く
の
国
々
が
こ
れ
を
受
容

し
た
の
で
す
。
古
い
固
有
の
刑
法
が
現
代
の
要
求
に
十
分
に
応
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
法
秩
序
を
新
た
な
も
の
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
国
家
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

そ
の
好
例
が
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
刑
法
お
よ
び
刑
法
理
論
の
継

受
で
す
。

　

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
が
世
界
的
に
お
さ
め
た
成
功
は
、
具

体
的
な
問
題
に
対
す
る
テ
ー
マ
や
解
決
案
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

理
論
、
す
な
わ
ち
「
刑
法
解
釈
論
」
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
す
。
ド

イ
ツ
の
刑
法
学
は
、
法
治
国
家
的
な
法
律
主
義
の
原
則
に
立
脚
し
、

概
念
お
よ
び
論
証
方
法
を
体
系
的
に
結
び
つ
け
て
蓄
え
て
き
ま
し
た
。

そ
の
蓄
え
と
は
、
法
律
事
件
を
明
確
か
つ
明
瞭
に
組
み
立
て
、
分
析

し
、
そ
し
て
解
決
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
す
。
刑
法

適
用
の
手
続
は
、
予
測
可
能
か
つ
合
理
的
に
点
検
可
能
に
な
り
ま
す
。

裁
判
官
自
ら
の
評
価
の
意
義
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
な
性
格
の
も
の
で

あ
れ
、
政
治
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
れ
、
著
し
く
後
退
し
ま
す
。
そ

れ
に
よ
り
、
啓
蒙
主
義
の
哲
学
者
た
ち
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
法

に
求
め
た
本
質
的
な
要
請
が
満
た
さ
れ
る
の
で
す
。

五　

ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
の
弱
み

　

ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
の
成
果
も
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
が
、
今
日
、

重
要
な
問
題
と
格
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
覆
い
隠

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
問
題
は
、
部
分
的
に
は
刑
法
学
そ
れ

自
身
の
中
か
ら
、
ま
た
部
分
的
に
は
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

で
す
。

　
「
内
部
的
な
」
問
題
に
属
す
る
の
は
、
一
部
不
条
理
な
ま
で
に
過

度
な
、
解
釈
論
上
の
問
題
の
詳
細
な
分
析
で
す
。
一
定
の
問
題
の
解

決
に
、
実
務
で
は
も
は
や
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ま
で
に
微
細

な
解
釈
論
的
な
相
違
が
持
ち
込
ま
れ
る
な
ら
ば
、
法
律
実
務
が
そ
の

種
の
遊
戯
（Glasperlenspielen

）
に
背
を
向
け
て
も
不
思
議
で
は

な
い
の
で
す
。

　

既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
経
験
的
な
問
題
と
法
解
釈
論
的
な
問

題
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
妥
当
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
現
代
医
療
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
は
金
融
市
場
で
起
こ
る
事
象
と
の
関
連
で
ま
す

ま
す
頻
繁
に
生
ず
る
学
際
的
な
問
題
を
扱
う
際
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
学

の
妨
げ
に
な
る
の
で
す
。

　

さ
ら
な
る
重
要
な
課
題
は
、
部
分
的
に
は
明
白
に
、
し
か
し
部
分
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的
に
は
隠
れ
た
形
で
進
行
し
て
い
る
ド
イ
ツ
刑
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

で
す
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
は
、
い
ま
だ
そ
れ
に
対
す
る
説
得
力
の
あ
る

回
答
を
見
出
せ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
既
に
述
べ
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
犯
罪
や
金
融
犯
罪
を
思
い
浮
か
べ
た
だ
け
で
も
わ
か
る
よ
う

に
、
犯
罪
の
問
題
は
ま
す
ま
す
国
境
を
ま
た
ぐ
も
の
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
同
様
に
、
国
境
を
超
え
た
超
国
家
的
な
、
ま
た
は
少
な
く

と
も
国
際
的
に
画
一
な
形
で
の
回
答
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
他
方

で
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
は
、
真
に
民
主
主
義

的
な
正
当
性
を
有
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
行
政

機
構
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
刑
法
の
発
展
を
推
進
し
て
い
る

の
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
政
策
に
顕
著
な
の
は
、
か
な
り
の
程
度
の
厳

罰
主
義
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
す
ま
す
増
え
る
本
物
の
ま
た
は
憶

測
上
の
弊
害
を
「
防
止
」
す
る
た
め
に
、
刑
法
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
あ
た
か
も
最
終
手
段
性
の
原
則
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う

で
す
。
よ
り
一
層
憂
慮
す
べ
き
な
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
条
件
の

つ
い
た
国
内
刑
法
は
、
基
本
的
な
法
規
の
明
晰
性
お
よ
び
明
確
性
の

要
請
を
し
ば
し
ば
満
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
は
別

に
し
て
も
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
臨
死
介

助
を
思
い
浮
か
べ
た
だ
け
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
事
案

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
の
宗
教
的
・
文
化
的
な
相
違
の
た
め
に
、

刑
法
上
統
一
的
に
規
制
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
の
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
刑
法
学
に
と
っ
て
、
苦
労
し
て
勝
ち
取
っ
た
刑
法
に

お
け
る
法
治
国
家
的
な
保
障
の
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
的
に
表
向
き
正
当

化
さ
れ
た
）
侵
食
に
対
す
る
理
由
の
あ
る
疑
念
を
世
間
に
伝
え
、
そ

こ
か
ら
政
治
に
伝
え
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
刑
法
政
策
を
用
い
て
票
を
獲
得
す
る
こ
と
に
対
す

る
誘
惑
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
ま
し
て
や
刑
法
に
お
け
る
法
治
国

家
的
な
保
障
の
重
要
性
に
対
す
る
意
識
は
あ
ま
り
に
低
い
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
法
治
国
家
的
刑
法
の
精
神
史
的
・
法
政
策
的

基
礎
を
広
く
世
間
に
伝
え
る
こ
と
に
関
し
、
刑
法
学
が
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　

有
効
な
対
策
に
な
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
主
義
に
あ
る
現

代
刑
法
の
起
源
を
思
い
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
時
、
刑
法
は
、
具

体
的
な
不
法
を
経
験
し
た
こ
と
か
ら
端
を
発
し
、
ま
た
、
猛
烈
な
抵

抗
に
抗
っ
て
、
人
道
主
義
的
、
自
由
主
義
的
か
つ
合
理
的
な
基
礎
の

上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
法
律
主
義
の
原
則
が

徐
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
刑
事
裁
判
官
を
行

為
時
に
既
に
定
め
ら
れ
て
い
た
法
律
に
拘
束
す
る
こ
と
や
、
比
例
性

原
則
を
「
最
終
手
段
性
原
則
」
と
し
て
刑
法
的
な
形
で
導
入
す
る
こ

と
が
こ
れ
に
属
し
ま
す
。

　

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
生
き
残
る
た
め
に
は
、
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国
内
の
刑
法
学
は
、
国
境
を
越
え
て
外
を
眺
め
、
国
際
的
に
つ
き
あ

い
を
求
め
る
こ
と
も
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
東
ア
ジ
ア
の
刑

法
学
は
、
長
い
間
、
大
き
な
成
果
を
伴
い
な
が
ら
こ
れ
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
も
こ
の
例
に
な
ら
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

自
ら
に
固
執
す
る
こ
と
を
打
破
し
、
刑
法
比
較
に
従
来
よ
り
も
は
る

か
に
多
く
の
意
義
を
認
め
、
そ
し
て
と
り
わ
け
他
国
の
刑
法
学
と
同

じ
目
線
で
協
同
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
１
）　

同
研
究
は
、A

rgum
entation in der Jurisprudenz. Zur 

Rezeption von analytischer Philosophie und kritischer 
T

heorie in der Grundlagenforschung der Jurisprudenz

と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
九
九
一
年
にD
uncker &

 H
um

bolt 

社
よ

り
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

同
研
究
は
、Strafrechtliche Produzentenhaftung in der 

,,Risikogesellschaft

“と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
九
九
三
年
に

D
uncker &

 H
um

bolt 

社
よ
り
公
刊
さ
れ
て
い
る
。 

（
３
）　

同
研
究
は
、T

atsachenaussagen und W
erturteile im

 
Strafrecht. Entw

ickelt am
 Beispiel des Betruges und der 

Beleidigung

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
九
九
八
年
にD

uncker &
 

H
um

bolt

社
よ
り
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

業
績
リ
ス
ト
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
参
照
可
能
で
あ
る
（
二

〇
一
七
年
二
月
二
七
日
最
終
閲
覧
）。http://w

w
w

.jura.uni-

w
uerzburg.de/forschung/forschungsstelle_robotrecht/

publikationen/

　
　

こ
れ
ら
の
業
績
を
網
羅
的
に
紹
介
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成
果
の
一
部
と
し
て
、「
ロ
ボ
ッ
ト
と
法
」
研
究
会
・
石
井
徹
哉

編
「〔
文
献
紹
介
〕『
ロ
ボ
ッ
ト
と
法
』
シ
リ
ー
ズ
の
論
文
紹
介

（
一
）」
千
葉
大
学
法
学
論
集
三
一
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
〇

頁
以
下
が
あ
る
。

（
５
）　

そ
の
成
果
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。Eric H

ilgendorf 
(H

rsg.), D
as Gesetzlichkeitsprinzip im

 Strafrecht. Ein 
deutsch-chinesischer V

ergleich, （0（（; ders. (H
rsg.), 

A
ktuelle H

erausforderungen des chinesischen und 
deutschen Strafrechts. Beiträge der zw

eiten T
agung des 

C
hinesisch-D

eutschen Strafrechtlehrerverbands in 
Peking vom

 （.-（. Septem
ber （0（（, （0（5.

ア
ジ
ア
で
は
、
中
国

の
ほ
か
、
我
が
国
や
韓
国
と
の
交
流
に
も
積
極
的
で
あ
る
。

O
stasiatisches Strafrecht. W

ürzburger T
agung zum

 
Strafrechtsvergleich vom

 8.-（（. O
ktober （008, （0（0

参
照
。

二
〇
一
六
年
九
月
に
は
、
日
本
人
刑
法
学
者
を
招
い
て
の
日
独
比
較

刑
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
井
田
良
教
授
（
当
時
は
慶
應
義
塾
大
学
大
学

院
法
務
研
究
科
所
属
）
と
共
催
さ
れ
た
。

（
６
）　BV

erfG, Beschl. vom
 （6. （. （008, BV

erfGE （（0, （（（.
　
　

本
決
定
を
紹
介
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
上
田
正
基
『
そ
の
行
為
、

本
当
に
処
罰
し
ま
す
か
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
七
頁
以
下
、
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武
市
周
作
「
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
（
一
四
四
）
血
縁
の
兄
弟
姉
妹

間
の
近
親
姦
の
合
憲
性
」
自
治
研
究
八
六
巻
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）

一
五
三
頁
以
下
、
萩
原
滋
「
近
親
相
姦
禁
止
規
定
（
ド
イ
ツ
刑
法
一

七
三
条
二
項
二
文
）
の
合
憲
性
」
白
山
法
学
九
号
（
二
〇
一
三
年
）

一
頁
以
下
が
あ
る
。


