
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ

一
は
じ
め
に

i
!問
題
の
所
在

ニ
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
考
え

三
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
学
説
の
ス
ケ
ッ
チ

〈

1
)

純
粋
説

(
2
)

結
合
説
(
以
上
本
号
)

(
3
)

統
一
的
観
察
説

四
わ
た
く
し
た
ち
の
立
場

五
お
わ
り
に

は
じ
め
に

l
問
題
の
所
在

っ
て

(l) 
斉

藤

誠

中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
、
す
で
に
、

わ
が
現
行
刑
法
は
、
そ
の
四
三
条
但
書
で
、
中
止
未
遂
に
つ
い
て
、
そ
の
刑
を
か
な
ら
ず
減
刑
す
る
か
免
除
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

中
止
未
遂
は
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い

〈ロ
l

マ
法
に
お
い
て
は
、

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

う
理
解
〔
た
と
え
ば
、
ヘ
ッ
ブ
、
ル

l
デ
ン
、
ッ
ア
ハ
り
で
パ
オ
ム
ガ
ル
デ
ン
〕
と
、
部
分
的
に
し
か
み
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
〔
た



ハ
l
v

と
え
ば
、
ゼ
I
ガ

1
、
ヘ
ル
ツ
ォ
1
グ
、
シ
ュ
ポ
ー
ル
〕
と
が
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
、
部
分
的
に
は
、
〉
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
、

ハ
2
V

一
一
一
一
・
四
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
後
期
注
釈
学
派
に
よ
っ
て
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
中
止
未
遂
は
寛
大
に
取
り
扱

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
①
中
止
未
遂
が
成
り
た
っ
た
め
の
要
件
と
し
て
の
「
自
己
ノ
意
思
日
一
因

リ
・
:
止
メ
」
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
が
よ
い
の
か
、
@
結
果
を
防
ぐ
た
め
に
真
剣
に
努
力
を
し
た
が
結
果
が
生
じ
て

し
ま
っ
た
場
合
を
ど
う
取
り
扱
う
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
ち
が
い
が
で
て
く
る
し
、

ま
た
、
③
中
止
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
加
重
的
未
遂
は

処
罰
さ
れ
る
の
か
と
か
、
④
い
わ
ゆ
る
共
犯
と
中
止
未
遂
の
問
題
と
か
に
関
係
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
中
止
未
遂
が
寛
大
な
取
り
扱
い
を
う
け
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

ふ
つ
う
、

ω刑
事

政
策
的
な
理
由
に
も
と
づ
く
と
す
る
刑
事
政
策
説
と
、

ω中
止
未
遂
の
法
律
的
な
性
質
に
も
と
づ
く
と
す
る
法
律
説
と
が
あ
り
、
あ
と
の

法
律
説
に
は
、
①
中
止
未
遂
は
そ
の
違
法
性
が
消
波
す
る
か
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
違
法
性
消
滅
減
少
説
と
、
②
責
任
が
消
誠
す

る
か
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
責
任
消
滅
減
少
説
と
が
あ
り
、

ハ
3
〉

え
(
結
合
説
)
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
③
こ
れ
ら
の
こ
つ
と
か
三
つ
と
か
を
と
も
に
理
由
と
す
る
考

こ
れ
は
戦
前
か
ら
戦
後
の
比
較
的
早
い
時
期
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
の
学
説
の
影
響
を
う

け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
刑
法
学
に
(
こ
の
分
野
で
も
)
影
響
を
あ
た
え
た
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
で
は
、

い
ま
わ
が
国
で
ふ
つ
う
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
理
由
を
ま
ず
大
き
く
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
と
に
わ
け
て
論
ず
る
と
い
う
や
り
方
は
、

か
つ
て
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
大
学
に
提
出
し
一
九
六
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
そ
の
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
「
中
止
未
遂
に
お
け
る
任
意
性
」
で
グ
l
ト
マ
ン
が
と

っ
た
の
あ
た
り
を
最
後
と
し
て
、
い
ま
で
は
ふ
つ
う
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
な
い
。
西
ド
イ
ツ
で
は
、

一
九
六

0
年
代
の
お
わ
り
頃
か
ら
多



〈

5
〉

く
の
中
止
未
遂
に
つ
い
て
の
研
究
が
だ
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
な
ど
に
つ
い
て
も
い
ち
だ
ん
と
精
搬
な
整
理
と
検
討
が
さ
れ
た
り
も
し

て
長
』
て
い
る
、
が
、

そ
こ
で
は
、

い
ま
で
は
、

ふ
つ
う
、
中
止
未
遂
の
法
的
な
性
格
の
問
題
は
、
こ
れ
を
、
①
な
ぜ
中
止
未
遂
に
つ
い
て
寛

大
な
取
り
扱
い
、
か
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
、
②
こ
の
寛
大
な
取
り
扱
い
は
ど
う
い
う
法
的
な
性
絡
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

と
に
わ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

か
ね
て
、
わ
た
く
し
は
、
刑
法
の
体
系
の
な
か
に
で
き
る
か
ぎ
り
刑
事
政
策
の
要
請
を
と
り
い
れ
て
い
こ
う
と
い
う
基
本
的
な
態
度
宏

前
提
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
で
ふ
つ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
止
未
遂
の
法
的
な
性
格
の
問
題
を
、
①
な
ぜ
中
止
未
遂
は
寛
大
に

取
り
扱
わ
れ
の
か
と
い
う
問
題
と
、
②
こ
の
寛
大
な
取
り
扱
い
は
ど
う
い
う
法
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
と
に
わ
け
な

が
ら
、
中
止
未
遂
は
一
般
予
防
的
な
観
点
か
ら
と
特
別
予
防
的
な
観
点
か
ら
刑
罰
と
い
う
サ
ン
ク
シ
E

ン
を
科
さ
な
い
で
よ
い
か
そ
れ
を

減
ら
し
て
も
よ
い
も
の
な
の
で
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
も
の
で
あ
る
〈
い
わ
ゆ
る
刑
罰
目
的
説
)
、

ま
た
、
そ
の
寛
大
な
取
り
扱
い
は
ひ
ろ
い
意

味
で
の
責
任
を
減
ら
す
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
(
責
任
減
少
事
由
)
で
あ
る
、
と
理
解
し
て
き
て
い
る
。

一
九
七
七
年
か
ら
わ
た
く
し
が
し
め
し
て
き
で
い
る
考
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
わ
た
く
し
は
、
く
わ
し
い
理
由
づ
け
を

こ
れ
は
、

し
め
さ
な
い
で
、
そ
の
結
論
だ
け
を
し
め
し
て
き
た
。
そ
れ
で
、

わ
た
く
し
に
は
、
こ
う
い
う
考
え
な
と
る
に
い
た
っ
た
理
由
を
し
め
す

学
問
的
な
責
務
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
の
た
め
の
予
備
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
比
較
的
最
近
の
西
ド
イ

ツ
の
中
止
未
避
の
法
的
な
性
格
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
い
ち
お
う
整

理
し
、

つ
い
で
、
わ
た
く
し
た
ち
が
、
ど
う
し
て
わ
た
く
し
た
ち
の
よ
う
な
考
え
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
し
め
し
た
い
と
お
も
う
。

(
1
)

ロ
1
マ
法
に
お
い
て
も
、
中
止
未
遂
は
一
般
的
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
理
解
は
、
た
と
え
ば
、
出

4
M
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件
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R
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g
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中
止
未
遂
の
法
的
性
絡
を
め
ぐ
っ
て
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中
止
未
遂
の
法
的
性
格
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
考
え

西
ド
イ
ツ
で
は
、

一
九
七
四
年
に
ボ
ッ
フ
ワ
ム
大
学
に
提
出
し
、

一
九
七
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
、
そ
の
教
授
資
格
論
文
「
理
論
と
実
務

に
お
け
る
中
止
未
遂
の
基
本
問
題
」

(の

E
口氏

g
m品

ロ
仏
師
印
刷
同
会
υ
宮
ユ
江
田
〈
。

E
〈
開
『
喜
一
n
y

ぽ

吋

Z
D門
戸
由
民
同
三
句
門
出
}
門
戸
田
)
で
、

ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ

(
図
式
的
)
に
い
う
と
、

マ
ー
は
、
中
止
米
遂
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
は
、
こ
れ
を
シ
ェ
ー
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

ハ
l
v

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

つ
ぎ
の
五
つ
の
考
え
に
な
る
、

γ「

¥_l 

第
一
の
考
え
は
、
刑
事
政
策
的
な
考
慮
に
も
と
づ
く
考
え
で
あ
る
(
刑
事
政
策
説
)
。
こ
れ
に
も
、
く
わ
し
く
い
う
と
、
三
つ
の

考
え
が
あ
る
。

(1) 

中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
と
、
行
為
者
は
、
そ
の
行
為
を
中
止
し
、
既
遂
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
、

い
わ
ば

「
消
極
的
に
」
考
え
る
立
場
と
、

(2) 

中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
に
そ
の
は
じ
め
た
行
為
を
や
め
る
た
め
の
衝
動
な
り
刺
激
を
あ
た
え
よ

hhfと、

い
わ
ば
「
積
極
的
に
」
考
え
る
立
場
と
、

(3) 

く
わ
し
い
分
析
を
し
な
い
で
、
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、

た
だ
「
目
的
に
適
う
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
る
立
場

が
、
そ
れ
で
あ
る
。

〔

2
〕

第
二
の
考
え
は
、
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
の
は
、

「
報
奨
」

(
白
色

ovE口
問
)
を
行
為
者
に
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
、
と

す
る
考
え
で
あ
る
(
功
労
説
(
報
奨
説
〕
)
。

と
か
、

(
Z
Z〉
と
か
、

(
2
)
 

「
恩
恵
」
(
の
ロ
邑
る
と
い
っ
た
表
現
が
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
実
質
的
に
同
じ
こ
と
に
な
る
(
ギ
ブ
ホ
ル
ン
)
、
「
公
平
」

こ
れ
は
、
「
功
労
」

(
〈
向
島
』

g田
仲
)
と
か
、
「
報
酬
」

「
褒
賞
」

〈句協
B円

相

)

中
止
未
遂
の
法
的
性
絡
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

五



ム
ノ、

3
2
2
E
m
z
g
と
い
う
こ
と
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

(
盟
国
日
間
宮
山
片
)
と
「
正
義
」

第
一
一
一
の
考
え
は
、
行
為
者
の
犯
罪
意
思
を
前
閣
に
押
し
だ
そ
う
と
す
る
考
え
で
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、

行
為
者
の
犯
罪
意
思
の
つ
よ
さ
〈
同
ロ
8
5
E
C
が
よ
わ
ま
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
で
あ
る
〈
犯
罪
意
思
減
少
説
)
。
も
っ
と
も
、
こ

〔

3
〕

の
考
え
も
、
そ
の
理
由
づ
け
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
か
ら
、
さ
ら
に
三
つ
の
考
え
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
為
者
の
「
犯
罪
意
思
の
つ
よ
さ
の
よ
わ
ま
り
」
〈
冊
目
ロ
者
包
括

R
E江
島
n
E
m
2
g認
可
巧
日
開
〉
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
つ
か
う

(1) 
考
え
と
、

(2) 

「
行
為
者
の
危
険
性
の
よ
わ
ま
り
」

(
白
山
口
開
問
相
同
町
田
哲
お
の
丸
山
仲
町
民
口
英
冊
目
作
品
冊
目
、
吋
幹
即
時
田
)
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
つ
か
う
考
え

と
(3) 

「
行
為
の
危
険
の
グ
レ
ー
ド
が
下
っ
た
」

(
島
市
吋
弘
川
町
民
F
Eロ
ロ
寝
間
門
田
仏
海
山
口
母
国
間
ロ
品
目
ロ
ロ
間
口
即
応
門
広
町
三
者
間
る
と
い
う
メ
ル
ク
マ
I

ル
を
つ
か
う
考
え

が
、
そ
れ
で
あ
る
。

〔

4
〕

第
四
の
考
え
は
、
中
止
未
遂
に
よ
っ
て
、
刑
罰
の
正
当
性
や
そ
の
意
味
の
前
提
条
件
が
欠
け
て
く
る
、

と
す
る
考
え
で
あ
る

(
刑
罰
目
的
説
)
。
こ
れ
も
、
そ
の
表
現
の
ち
が
い
か
ら
、
さ
ら
に
、
一
一
一
つ
の
考
え
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(1) 

「
当
罰
性
」

(ω
仲門田崎
d
S
E山何回
8
5
が
欠
け
て
く
る
、
と
す
る
考
え
と
、

(3) (2) 

「
刑
罰
の
必
要
性
」

(ω
仲
吋
問
診
巾
血
管
同
口
町
田
)
が
欠
け
て
く
る
、
と
す
る
考
え
と
、

(ω
岬吋担同
N
d弓

2w)
が
欠
け
て
く
る
、

「
刑
罰
の
目
的
」

と
す
る
考
え

が
、
そ
れ
で
あ
る
@



〔

5
〕

第
五
の
考
え
は
、
と
く
べ
つ
な
方
法
論
に
た
っ
点
に
特
徴
の
あ
る
も
の
で
、
実
行
行
為
と
中
止
行
為
と
を
一
体
の
も
の
と
し

「
全
体
的
な
観
察
」
宙
開
帥
即
日
5
2
5
n
z
s
m
)
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
考
え
で
あ
る
(
統
一
的
観
察
説
)
。
こ
の
考
え
は
、

罰
を
基
礎
づ
け
る
は
た
ら
き
を
す
る
実
行
行
為
と
、
刑
罰
を
く
わ
え
な
い
こ
と
に
し
た
り
、
ゆ
る
め
た
り
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
中
止
未

遂
と
を
、
別
々
に
わ
け
で
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
二
つ
を
一
体
の
も
の
と
し
、
実
行
行
為
の
は
じ
ま
り
(
実
行
の
着
手
)
か
ら
中
止
行

て、

い
わ
ば
刑

為
ま
で
を
「
全
体
的
に
観
察
し
て
」
、

一
つ
の
行
為
と
考
え
、

そ
の
全
体
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
こ
れ
ま
で
の
四
つ
の
考
え
の
ど
れ
か
に
還
元
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
「
実
質
的
に
は
」
、
こ
れ
は
、
あ
た

ら
し
い
も
の
で
は
な
い
(
も
っ
と
も
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、
こ
う
し
た
全
体
的
な
観
察
を
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
し
た
ラ
ン
グ
・
ヒ
ン
リ
タ

〈

3
)

「
全
体
的
な
観
察
を
す
る
こ
と
」
は
「
実
質
的
な
」
基
準
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
)
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
考
え
が

セ
ン
は
、

一
つ
の
独
立
の
立
場
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
考
え
が
そ
の
ベ

l
ス
に
お
い
て
い
る
メ
ト
l
Jア
が
、
「
形
式
的
に
は
」
、
こ
れ
ま
で
の
四
つ
の

考
え
と
本
質
的
に
ち
が
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
で
は
、

ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ

l
は
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
基
本
的
な
考
え
を
こ
う
い
う
よ
う
に
シ
ア
i

マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
五
つ
の
基
本
的
な
考
え
に
わ
け
て
、
そ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
中
止
未
遂
は
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
の

か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
、

ま
ず
、
大
き
く
、

ω純
粋
説
官
庁

szgHby吋

g)
(
一
元
説
)
(
一
つ
の
理
由
だ

け
で
説
現
し
よ
う
と
す
る
考
え
)
と
、
凶
結
合
説
(
品
目
担
問
。
自
立
国
丘
町

g
a
v
g門

戸

g
)
(二
つ
以
上
の
理
由
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
考
え
)
と
、
幽
統

一
的
観
察
説
言
。
関
山
ロ
宮
山
g
Z可
宮
伊
丹

g開
田

5
2江
口
町
)

(
統
一
説
門
品
目
冊
目
g
宮
山
富

Z
o
p〕
)

〈
実
行
の
着
手
か
ら
中
止
ま
で
を
統
一
的
に
み
て

い
こ
う
と
す
る
考
え
)
の
三
つ
に
わ
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
刑
事
政
策
説
と
功
労
説
と
犯
罪
意
思
減
少
説
と
刑
罰
目
的
説
を
考
慮

〈

4
〉

し
な
が
ら
、
こ
ま
か
く
わ
け
て
実
質
的
に
理
解
し
て
い
こ
う
、
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
い
ま
の
西
ド
イ
ツ
の
有
力
な
学
説
は
、
こ

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
〈
1
)

七



J¥ 

の
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
!
の
分
析
を
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
説
の
整
理
と
し
て
注
目
し
な

ハ
5
〉

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、

(
す
で
に
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
て
、
)
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
マ
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、

ふ
つ
う
は
、
中

止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
基
本
的
に
は
、
①
刑
事
政
策
説
と
、
@
違
法
性
消
滅
減
少
説
と
、
③
責
任

消
滅
減
少
説
に
わ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
ふ
つ
う
の
や
り
方
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
西
ド
イ
ツ
の
有

力
な
学
説
も
い
う
よ
う
に
、

ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
よ
う
な
や
り
方
が
、
中
止
未
遂
が
な
ぜ
寛
大
な
取
り
扱
い
を
う
け
る
の
か
と
い
う
理

出
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
、

よ
り
実
質
的
な
観
点
か
ら
、
分
析
し
整
理
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

よ
り
ベ
タ
!
な
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
ウ
ル
ゼ
シ
ハ
イ
マ

l
の
中
止
未
遂
の
法
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で

の
考
え
の
ベ

I
ス
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
の
シ
ェ
ー
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
分
析
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
中
止
未
遂
が
ど
う
し
て
寛
大
に
取
り

扱
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
整
理
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

(
1
)
d
E何
ロ
宮
市
山
容
刊
♂
の
円
ロ
ロ
【
同
片
岡
同
ぬ

2
H
円
山
柏
田
知
位
向

HHaユ
芹
印

40HHH
〈
巾
門
田
口

nH岡
山
口
吋
町
内
W
C
円
山
由
ロ
ロ
島
司
門
田
岡
山
田
・

ω・
ω白
州

:

(
2
)
の
民
『

R
p
d
t
R
切
出
門
戸
内

HHgロ
m
百
ロ
品
回
目

mh円
出
品
開
門

3m，
円
柏
町
耳
目
山
口
何
回
州
立
仲
良
ぴ
冊
目
居
間

t
n
w仲
2
2
4
D
B
〈
開
門
田
口
口
町
民
ロ
品
品
開
吋
件
位
件
目
的
役
回
開

2
H
P

口
町
田
・
の
む
什
片
山
口

m
m
p
〕{申品

mwwω
・一戸出・

(
3
)
戸
田
口
勾
間
山
口
氏

n
y凹
2
f
H
W
2
M
M
O吋
}
内
ロ
ロ

m四
回

N
ロ

HUHω
丘
町
吋
即
時
品

2
1門出
F
H
4
2
2
n
yユ
吟
怠
吋
初
出
岡
山
田

n
v・
Mmvgwω
・

ω
3・

(
4
)
d
-
m
m
H
H
v
a
g目
♂
回
忌
・

0
・
wω
・

ぉ

1
2・

(
5
)
何
回
開
円
二
口
日
間
出
口
志
口
付

?ω
口
げ
円
豆
町
吋

w
m
a
F
M
M
M
〉
口
出
・
・

5∞
印
・
河
品
ロ
ア

N

N

ロ

叩

N
A
F
U

沼
田
口
門
田
ロ
ゲ
の
ん
い
田
山
内

H
a
N
M
M
F
g
g同
円
台

}MFkc-m-

吋
白
山
「
、

Haag恒
国
島

N
W

由
・
〉
ロ
一
応

J
S∞
品
切
岡
山
仏
国
一
円
・

H
5
3・

A
F
M
W
)

・



中
止
未
送
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
学
説
の
ス
ケ
ヴ
チ

ど
う
し
て
中
止
未
遂
は
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
の
で
唱
の
ろ
う
か
、
と
い
う
需
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
は
、

(
ま
え
に
も
い
っ
た
よ

う
に
、
)
こ
れ
を
、

(
西
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
l
の
す
る
よ
う
に
、
)
ま
ず
、
大
き
く
、

川
純
粋
説
と
、

出
結
合
説
と
、
脳
統
一
的
観
察

説
の
二
つ
に
わ
け
、

さ
ら
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
①
刑
事
政
策
説
と
、
②
功
労
説
と
、
@
犯
罪
意
思
減
少
説
と
、
④
刑
罰
目
的
説
を
考

慮
し
な
が
ら
、
こ
ま
か
く
わ
け
て
実
質
的
に
分
析
し
て
い
く
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま

で
の
考
え
を
、
こ
う
い
う
わ
け
方
に
し
た
が
っ
て
、

み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(1) 

「
純
粋
」
説

(
E
f
h
-ロ
g公
ピ
可
。
)

中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
理
由
な
た
だ
一
つ
の
理
由
で
説
明
し
て
い
こ
う
と
す
る

「
純
粋
」
説
(
一
一
冗
談
〉
に
は
、

つ
ぎ
の
四

つ
の
考
え
が
あ
る
。

〔

i
〕

刑
事
政
策
説

中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
「
刑
事
政
策
的
な
」
考
慮
に
も
と
め
る
純
粋
説
で
あ
る
「
刑
事
政
策
説
」
は
、

よ
く
し
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
一
八

O
四
年
に
、
「
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ッ
ト
の
刑
法
草
案
の
批
判
」
で
し
め
し
た
の
に
は
じ
ま

(
1
)
 

る
も
の
で
あ
る
が
、

刑
事
政
策
的
な
考
え
の
ほ
か
に
、
報
奨
的
な
考
え
も
し
め
し
て
い

ハ
2
〉

た
と
い
う
理
解
も
あ
り
、
こ
れ
に
疑
問
を
だ
す
理
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
こ
れ
を
肯
定
す
る
考
え
〔
グ
l
ト
マ
ン
〕
と
、
②
こ
れ
を
否
定
す
る
考
え

(
3〉

〔
ギ
フ
ホ
ル
ン
、
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
7
1
〕
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
否
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
、
)
こ
の
考
え
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
八
七
一
年

(
も
っ
と
も
、
西
ド
イ
ツ
に
は
、

フ
会
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

J

が、

の
い
ま
の
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
の
つ
く
ら
れ
る
ま
え
に
、
す
で
に
し
ば
し
ば
、

い
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
フ
1
フ
ナ
ゲ
ル
〔
一

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
〈
1
)

九



。

ハ
4
V

八
四

O
年
〕
、
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
〔
一
八
四
六
年
〕
、
ゴ
ル
ト
ダ
マ

I

〔
一
八
五
一
年
〕
、

ォ
ー
ゼ
ン
ブ
リ
ュ
ゲ
ン
門
一
八
五
七
年
〉
〕
。
そ
う
し
て
、
す
で

に、

一
八
七
一
年
の
い
ま
の
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
の
つ
く
ら
れ
る
ま
え
に
、
基
本
的
に
は
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
刑
事

政
策
的
な
考
慮
に
も
と
め
る
立
場
に
た
つ
考
え
も
、
く
わ
し
く
い
う
と
、
三
つ
に
わ
か
れ
、
①
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
と
、
行
為

ハ
ル
テ
ィ
ッ
チ
ュ
)
と
、

者
は
そ
の
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
い
わ
ば
「
消
極
的
に
」
考
え
る
立
場
〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、

②
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
に
そ
の
は
じ
め
た
行
為
を
や
め
る
た
め
の
衝
動
を
あ
た
え
よ
う
と
、

(
6〉

「
積
極
的
に
」
考
え
る
立
場
(
バ
ォ
ア
l
、
ホ
1

へ
1
ギ
l
)

と、

ハ
7
V

と
考
え
る
立
場
〈
ヤ
ル
ケ
)
と
が
あ
っ
た
。

い
わ
ば

③
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、

「
目
的
に
適
う
こ
と
」
だ

一
八
七
一
年
の
い
ま
の
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
が
つ
く
ら
れ
た
あ
と
で
も
、
こ
の
考
え
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
一
ニ
つ
の
形
で
主
張
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、

(1) 

第
一
は
、
中
止
未
遂
の
規
定
は
、

い
っ
た
ん
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
行
為
者
に
「
引
き
返
す
た
め
の
黄
金
の
橋
」
を
か

け
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
プ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の
一
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
考
え
で
あ
る
。

く
わ
し
く
い
う
と
、
リ
ス
ト
は
、
一
八
八
一
年
の
そ
の
「
ド
イ
ツ
刑
法
教
科
書
」
の
第
一
版
で
、
実
行
の
着
手
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
、
刑
罰
は
科

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
中
止
未
遂
に
よ
っ
て
、
も
は
や
、
遡
っ
て
、
そ
の
効
力
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
し
か
し
、
刑
罰
阻
却
事
由

と
し
て
、
立
法
に
よ
っ
て
、
刑
事
政
策
的
な
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
す
で
に
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
行
為
者
に
黄
金
の
橋
を
か
け
る
こ
と
は

円

sv

で
き
る
、
と
い
っ
た
の
で
あ
る
〈
も
っ
と
も
、
こ
の
「
黄
金
の
橋
」
と
い
う
フ
ォ
1
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
す
で
に
、

p
ス
ト
よ
り
も
ま
え
に
、
ブ
1
ゴ
1
・マ

ハ
9
〉

イ
ア
1

2

八
七
五
年
〕
や
ラ
ム
門
一
八
七
六
年
〕
も
、
つ
か
っ
て
い
た
)
。
そ
う
し
て
、
こ
の
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
考
え
は
、
西
ド
イ
ツ

で
、
か
な
り
多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
き
た
(
た
と
え
ば
、
カ
ツ
ツ
Z

ン
ス
タ
イ
ン
〔
一
九
O
一
年
〕
、
ト
ム
ゼ
ン
〔
一
九
O
六
年
〕
、
ヴ
ア

イ
γ
〔
一
九
O
九
年
〕
、
日
ア
ッ
プ
ル
ス
〔
一
九
一
一
年
〕
、
レ
l
プ
〔
一
九
二
ニ
年
〕
、
グ
ル
ナ
1

〔
一
九
二
七
年
〕
、
シ
ュ
テ
イ
ル
ケ
〔
一
九
二
八
年
〕
、

ツ
ィ
ム
マ

l
ル
〔
一
九
三
一

O
年
〕
、
ハ
イ
ム
ベ
ル
ガ
1

2

九
一
三
年
〕
、
ゲ
ル
ラ
ン
ト
門
一
九
三
二
年
〕
、
グ
ェ

l
グ
ナ
1

〔
一
九
一
三
一
年
〕
、
オ
ル
ス



門
川
山

V

ハ
オ
ゼ

γ
H
m
一I
ト
ハ
ム
マ

1

2
九
回
二
年
〕
、
メ
ツ
ガ

1

2
九
四
九
年
〕
な
ど
)
。

(2) 

第
ニ
は
、
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
わ
な
い
と
、
行
為
者
は
、

い
つ
ま
で
も
刑
罰
を
く
わ
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
に
と
ら
わ

れ
、
既
遂
と
未
遂
と
で
の
刑
罰
の
ち
が
い
を
考
え
に
い
れ
ず
、
既
遂
に
た
つ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、

と
こ
の
考
え
を
消

極
的
な
表
現
で
い
い
あ
ら
わ
す
考
え
で
あ
る
(
こ
の
考
え
を
と
っ
た
の
は
、

ハロ〉

二
年
〕
で
あ
る
)
。

た
と
え
ば
、
ハ
ッ
ツ
ィ
ヒ

門
一
八
九
七
年
〕
や
パ
グ
ェ
ル
ケ
〔
一
九

(3) 

第
三
は
、
く
わ
し
い
分
析
を
し
な
い
で
、

拘

w
q
m

】、

ふ
/
み
J

「
刑
事
政
策
的
な
理
由
」
が
、
中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
根
拠
で
あ
る
、

と
す
る
考
え
で
あ
る
〈
こ
の
考
え
を
と
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば
、
ピ
ル
グ
マ
イ
ア
l

〔
一
九
O
四
年
〕
や
デ
ラ
キ
〔
一
九

O
四
年
〕
や
マ
カ
レ
ヴ
イ
ツ
チ

〈ロ》

〔
一
九

O
六
年
〕
や
オ
ス
ヴ
ア
ル
ト
・
マ
イ
ア

1

2
九
一
四
年
〕
な
ど
で
あ
っ
た
)
。

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
よ
く
、
①
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
担
ヒ
ト
の
判
例
は
、
中
止
未
遂
の
規
定
を
一
貫
し
て
刑
事
政
策
的
な
考
慮

(
刊
叫
)

に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
(
グ
1
ト
マ
ン
)
と
か
、
②
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
F
ヒ
ト
の
判
例
は
、
一
八
八
二
年
六
月
六
日
の
第
一
一
一
刑
事
部
の
判
決
(
ラ
イ
ヒ
ス

グ
リ
ヒ
ト
刑
事
判
例
集
六
巻
三
回
頁
)
以
来

l
i一
八
八
六
年
一
一
一
月
一
五
日
の
第
二
刑
事
部
の
判
決
〈
ラ
イ
ヒ
ス
グ
リ
ヒ
ト
刑
事
判
例
集
一
回
巻
九

〈

H
H
)

頁
)
を
除
い
て
は

l
l、
中
止
未
遂
の
法
的
な
性
絡
を
刑
事
政
策
的
な
配
慮
に
も
と
づ
い
て
考
え
て
い
る
(
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
、
ブ
ッ
シ
ュ
)
と
い
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
比
較
的
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
は
た
し
て
、
そ
う
い
い
き
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
論
議
の
章
一
点
は
、
あ
き
ら
か
に
、
刑
事
政
策
の
領
域
に
あ
る
。
し
か
し
、
(
あ
と
で
や
や
く
わ
し
く
ふ
れ
る
よ
う

〈
日
)

に
、
)
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例
を
や
や
く
わ
し
く
検
討
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
刑
事
政
策
的
な
配
慮
以
外
の
配
慮
も
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

" II 
¥_j 

功
労
説

中
止
未
遂
を
寛
大
に
取
り
扱
う
に
は
、
行
為
者
に
「
報
奨
」
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
「
功
労
と
い
う
考
え
」

2
2
a
g器

E

ぬ
作
品
開
口
町
開
口
)

。
肋
)

て
い
た
。

に
も
と
づ
く
純
粋
説
は
、

す
で
に
、

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
に
、
〈
「
恩
恵
」
宙
開

mgamsm〕
と
い
う
形
で
)
で

し
か
し
、

〈
あ
と
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
J

ほ
か
の
考
え
と
む
す
び
つ
い
た
形
で
は
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
純

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)



粋
な
形
で
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
す
く
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
考
え
は
、
中
止
未
遂
に
よ
っ
て
、
行
為
者
は
将
来
も
は
や
犯

罪
を
お
こ
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
期
待
を
世
間
に
も
た
せ
、
そ
れ
に
く
わ
え
ら
れ
る
責
任
非
難
の
度
合
い
は
一
定
の
程
度
ま
で
償

わ
れ
る
の
で
、
行
為
者
は
報
奨
を
う
け
る
の
に
値
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
す
る
ボ
ツ
ケ
ル
マ
シ
の
考
え
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で

(
げ
)

あ
る
(
い
ま
こ
の
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
の
考
え
を
〔
ほ
か
の
考
慮
も
し
な
が
ら
も
〕
基
本
的
に
と
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
ブ
ッ
シ
ュ
や
グ
リ
品
ン
ヴ
ア
ル
ト
や

(
m
v
 

ザ
ル
ム
な
ど
で
あ
る
)
。
こ
の
考
え
は
、

「
報
奨
」
と
か
「
恩
恵
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
か
に
、
実
質
的
に
向
じ
こ
と
に
な
る
「
褒
賞
」

(
刊
日

)

(

m

v

ケル
U
F
i
ブ
マ
ン
、
バ
オ
マ
ン
日
グ
ェ

1
バ
1
0
実
質
的
に
同
じ
も
の

i
lリ
ュ
テ
ィ
ヒ
ア
オ
)
と
か
、
(
ハ
ル
)
と
か
、

(
幻
〉

(
ゲ
ミ
ン
ゲ
ン
、
グ
ラ
マ
ー
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、
ヴ
ェ
ツ
セ
ル
ス
)
と
か
、

〈
幻
〉

ト
レ
プ
リ
ン
)
と
い
う
い
い
方
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
。

(メル

「
報
酬
」

「
功
労
」

「
公
平
と
正
義
」
(
シ
ュ
ツ
ツ
品
、
バ
オ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
ク
ラ
レ
ナ
I

ぺ

〔…

m〕

犯
罪
意
思
減
少
説

中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
の
は
、
行
為
者
の
犯
罪
意
思
の
つ
よ
さ
が
よ
わ
ま
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
こ
の
考
え
は
、
現
代
で

は
か
な
り
す
く
な
い
も
の
で
あ
る
が
〈
ト
ラ
オ
ブ
、
グ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
。
事
実
上
向
じ
趣
旨
の
も
の
l
ヤ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
〔
法
益
に
対
す
る
危
険
が

(お〉

な
く
な
る
と
す
る
〕
)
、
か
つ
て
は
、
か
な
り
ひ
ん
ぱ
ん
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
有
力
で
あ
っ
た
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
考
え
は
、
く
わ
し
く
い
う
と
、

つ
ぎ
の
三
つ
の
考
え
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、第

一
一
は
、
行
為
者
の
意
思
の
つ
よ
さ
の
よ
わ
ま
り
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
つ
か
う
考
え
で
あ
り
〈
へ
フ
タ
l

門
一
八
五
七
年
〕
や
シ

〈

μ〉

ユ
テ
!
?
ン
〔
一
八
九
六
年
〕
な
ど
)
、

(1) (2) 

第
二
は
、
行
為
者
の
危
険
性
の
よ
わ
ま
り
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
つ
か
う
考
え
で
あ
り
(
ヒ
ョ
ッ
プ
〔
一
八
回
二
年
〕
や
グ
ル
i
グ



三
八
五
八
年
〕
な
ど
)
、

第
一
一
一
は
、
行
為
の
危
険
の
グ
レ
ー
ド
が
下
る
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
つ
か
う
考
え
で
あ
る
(
ケ
ス
ト
リ
ン
門
一
八
四
五
年
〕
や
テ
メ

(
お
)

〔
一
八
五
一
一
一
年
〕
や
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
l

〔
一
八
五
八
年
〕
〔
氾
説
〕
な
ど
)
。

(3) 

こ
ま
か
な
点
で
は
ず
ア
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
し
め
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
い
る
考
え
を
し
め
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ラ

マ
ツ
シ
ュ
(
一
八
七
九
年
)
、
ェ
ド
ウ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
(
一
九

O
五
年
)
、
ベ
ロ
ル
ツ
ハ
イ
マ

l

(
一
九
O
七
年
)
、
へ

1
グ
ラ
l

〈
一
九

〈
幻
〉

一ニ

O
年
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
レ
ホ
ロ
ヴ
ィ
チ
(
一
八
八
二
年
)
、
グ
ラ
イ
ス
パ
ツ
ハ
(
一
九
一
四
年
)
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
マ
イ
ア

i

〈
一
九

一
間
平
)
、
リ
リ
エ
ン
タ
ー
ル
(
一
九
二
在
宅
ケ
ム
ジ
1
ス
(
一
九
一
一
八
年
)
た
品
~
か
い
た
。

〔

-
W
〕

刑
罰
呂
的
説

中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
罰
の
目
的
が
欠
け
て
く
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
、
こ
の
考
え
を
、

純
粋
な
形
で
と
ら
え
、
こ
れ
だ
け
で
中
止
未
遂
の
法
的
な
性
格
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
ひ
，
し
よ
う
に
す
く
な
い
〈
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ

(
叫
却
)

マ
i
)
。
し
い
て
形
式
的
に
だ
け
い
っ
て
み
る
と
、

五
年
)
の
考
え
や
、

②
中
止
未
遂
で
は
、
行
為
の
「
当
罰
性
」
が
問
題
に
な
る
、

①
中
止
未
遂
は
「
刑
罰
の
必
要
性
」
と
矛
盾
す
る
、
と
し
た
ど
ソ
デ
ィ
ン
グ
(
一
八
八

〈
ぬ
)

の
考
え
が
、

と
し
た
シ
ェ

l
フ
ァ

l

(
一
九
一
一
一
八
年
)

〕
れ
に
属
す
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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n
 des 

Reichstages 
des 

N
o
r
d
・-

deutschen 
B
u
n
d
e
s
，

 I. 
Legislaturperiode

，
 Sitzungsperiode 

1870，
 1870，

 S. 
53. 

(
凶
)

F
e
u
e
r
b
a
c
h，

 a.a. 
0.

，
 S. 

103; 
v. 

Hartitsch
，

 Da
s
 Criminalgesetzbuch 

fur 
das 

K
孟
nigreich

S
a
c
h
s
e
n
，

 1841
，

 S. 
63. 

(
坦
)

B
a
u
e
r，

 En
t
w
u
r
f
 eines 

Strafgesetzbuchs 
fur 

das 
K
凸
nigreich

H
a
n
n
o
v
e
r
 
m
i
t
 
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
，
 1826，

 S. 
284; 

ders.
，
 

L
e
h
r
b
u
c
h
 
des 

Strafrechts
，

 2. 
Aufl.

，
 1833，

 S. 
110 

A
n
m
.
 
C
;
 
ders.

，
 Ab
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 
a
u
s
 
d
e
m
 Strafrecht u

n
d
 d

e
m
 

Strafprozess 巴，
1. 

Bd.
，

 1840，
 S. 
358; 

H
o
c
h
e
d
e
r，

 Da
s
 Strafgesetzbuch 

fur 
das 

Konigreich 
B
a
y
e
r
n
，

 1. 
Bd.

，
 AU
g
.
 
Teil，

 

1862，
 S. 
202 

f.. 

(
ド
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Jarcke
，

 Ha
n
d
b
u
c
h
 des 

g
e
m
e
i
n
e
n
 deutschen 

Strafrechts
，

 1. 
Bd.

，
 1827，

 S. 
218. 

(
∞
)
 
v. 

Liszt，
 Le
h
r
b
u
c
h
 des 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts

，
 1881

，
 S. 
143. 
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v. 
Liszt，

 Le
h
r
b
u
c
h
，

 2. 
Aufl.

，
 1884，

 S. 
192; 

ders.
，

 Le
h
r
b
u
c
h
，

 21.
-22. 

Aufl.
，

 1921
，

 S. 
298; 

Li
szt-Sc

h
m
i
d
t，

 

L
e
h
r
b
u
c
h
 des 

D
e
u
t
s
c
h
邑
n

Strafrechts，
 26. 

Aufl.
，

 1932
，

 S. 
315 
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H
u
g
o
 M
e
y
e
r，

 Le
h
r
b
u
c
h
 des 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts，

 1. 
Aufl.

，
 1875，

 S. 
210; 

L
a
m
m，

 Gu
t
a
c
h
t
e
n
 z

u
m
 13. D

J
Z，

 Bd. 

1，
 1876，

 S. 
158. 

(
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Katzenstein
，

 De
r
 agent provocateur v

o
m
 S
t
a
n
d
p
u
n
k
t
 
des 

Reichsstrafgesetzbuchs
，

 Z
S
t
W
，

 Bd. 
21
，
 1901

，
 S. 

407; 

T
h
o
m
s
e
n
，

 Da
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
 Strafrecht

，
 Allg. 

Teil
，

 1906，
 S. 

180; 
W
e
i
n
，

 Rucktritt v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 u

n
d
 tatige 

R
e
u
e
，
 Diss. 

W
u
r
z
b
u
r
g，

 1909，
 S. 

15; 
L
a
z
a
r
u
s
，

 Die sog. 
Sc

hulふ，
Strafausschliesungs

・u
n
d

S
t
r
a
f
a
u
f
h
e
b
u
n
g
s
g
r
u
n
d
e
，

 Strafr. 
A
b
h
.
，

 

Heft 135
，

 1911
，

 S. 
48; 

L
o
e
b，

 De
r
 V
e
r
s
u
c
h
 i
m
 Reichsstrafgesetzbuch u

n
d
 i
m
 V
o
r
e
n
t
w
u
r
f，

 Str. A
b
h
.
，

 He
f
t
 176，

1913，
 S. 

40; 
G
o
r
n
e
r，

 Die 
t註
tige

R
e
u
e
 n
a
c
h
 d

e
m
 geltenden 

R
巴cht

u
n
d
 d
e
n
 E
n
t
w
u
r
f
e
n
 z

u
m
 Strafgesetzbuch

，
 Diss. Jena

，
 1927，

 

S. 
31; 

Stilke
，

 Di
e
 Freiwilligkeit 

des Rucktritts 
v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 n
a
c
h
 
g
e
l
t
e
n
d
e
m
 
u
n
d
 
k
u
n
f
t
i
g
e
m
 
R
e
c
h
t
，

 Diss. 
B
o
n
n，

 

1928，
 S. 

85; 
Z
i
m
m
e
r
l，

 Au
f
b
a
u
 des 

Strafrechtssystems
，

 1930，
 S. 

291; 
H
e
i
m
b
e
r
g
e
r，

 Strafrecht，
 1931

，
 S. 
77; 

G
e
r
l
a
n
d，

 

Deutsches Reichsstrafrecht，
 2，

 Aufi.
，

 1932，
 S. 

181; 
W
e
g
n
e
r，

 An
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g，

 J
W
 1933

，
 S. 

2952; 
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t
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r
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u
m
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das 

D
e
u
t
s
c
h
e
 R
e
i
c
h
，

 12. 
Aufi.

，
 1942

，
 An

m
.
 1

 zu
 {; 
46; 

M
e
z
g
e
r
，

 Strafrecht
，

 3. 
Aufi.

，
 1949，

 S. 
403. 
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Hatzig，
 Ub
e
r
 d
e
n
 Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 u
n
d
 die sog. 

thatige R
e
u
e
，

 Diss. 
B
o
n
n
，

 1987
，

 S. 
82; 

P
a
w
e
l
k
e
，

 De
r
 R
u
c
k
-

tritt 
des 

T
邑
ters

v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h
，

 Diss. 
Breslau

，
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，
 S.33. 
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a
u
c
h
 
H
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 Ve
r
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a
n
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l
u
n
g
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D
J
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，
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25
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v. 
B
i
r
k
m
e
y
e
r
，

 Da
s
 Strafrecht

，
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:
 En
z
y
k
l
o
p
邑
die

der Rechtswissenschaft
，

 hrsg. 
v
o
n
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
，
 2. 

Aufi.
，

 1904，
 

S. 
1117; 

Delaquis
，

 De
r
 untaugliche V

e
r
s
u
c
h
，
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，

 S. 
239; 

M
a
k
a
r
e
w
i
c
z
，

 Ei
n
f
u
h
r
u
n
g
 in 

die 
Philosophie 

des 
Straf-

rechts
，

 1906，
 S. 
419; 

O
s
w
a
l
d
 M

巴
yer

，
D
e
r
 freiwillige 

Rucktritt 
v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 n

a
c
h
 g
e
l
t
e
n
d
e
m
 R
e
c
h
t
，

 de
m
 V
o
r
e
n
t
w
u
r
f
 

({; 
77) 

u
n
d
 d

e
m
 G
e
g
e
n
e
n
t
w
u
r
f
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30)
，

 Diss. 
E
r
l
a
n
g
e
n
，
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 S. 

77. 
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出
)

G
u
t
m
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n
n
，
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0.
，
 S. 

39. 
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o
c
k
e
l
m
a
n
n
，
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n
n
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Rucktritt 

v
o
m
 V

色rsuch
freiwillig?

，
 N
J
W
 1955

，
 S. 

1417 A
n
m
.
 7; B

u
s
c
h
，
 L
K，

 9. 
Aufi.

，
 

Bd. 
1，

 1971，
 Rd
n
r
.
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d
 3
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)
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l
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，
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，
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B
o
c
k
e
l
m
a
n
n
，

 Strafrecht
，

 A
lIg. 

T
e
i!， 

3. 
Auft.

，
 S. 

212)
。
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B
u
s
c
h
，

 L
K
，

 9. 
Auft.

，
 Rd
n
r
.
 4

 z
u
 !l 

46; 
G
r
u
n
w
a
l
d
，

 Da
s
 u
n
e
c
h
t
e
 
Unterlassungsdelikte

，
 seine 

A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
 v

o
m
 

Handlungsdelikte
，

 Diss. 
Gottingen

，
 1957

，
 S. 

96; 
S
a
l
m
，

 De
r
 versucht

邑
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
，
1957

，
 S. 

173. 

(;:.;) 
M
e
r
k
e
l
，

 Le
h
r
b
u
c
h
 des 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts

，
 1889

，
 S. 

135; 
M
e
r
k
e
l

咽L
i
e
p
m
a
n
n
，
D
i
e
 L
e
h
r
e
 v

o
n
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 
u
n
d
 

Strafe
，

 1912
，

 S. 
157; 

B
a
u
m
a
n
n
-
W
e
b
e
r
，

 Strafrecht
，

 A
lIg. 

T
e
i!， 

9. 
Aufi.

，
 1985

，
 S. 
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l. 
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o
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ligkeit 
der 

A
u
f
g
a
b
e
 des V

e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
 als 

V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
 der 

Straflosigkeit 
unter besonderer 

Berucksichtigung des e
 

410 R
A
O
，
 Diss. 

Breslau
，
 1933

，
 S. 

1. 

(
~
)
 

H
a
l!， 

Die A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 v
o
n
 V
e
r
s
u
c
h
 u

n
d
 Vorbereitung i

m
 Willensstrafr

巴
cht，

G
S
，
 Bd. 

110
，
 1938

，
 S. 

115. 

(
~
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v. 
G
e
m
m
i
n
g
e
n
，
 De
r
 Irrtum u

b
e
r
 die 

eigene 
Tatbereitschaft

，
 ZS

t
W
，
 Bd. 

60
，
 1941

，
 S. 
21; 

C
r
a
m
e
r，

 Grundbegriffe 

des R
e
氾
hts

der Ordnungswidrigkeiten
，
 1971

，
 S. 

77; 
S
c
h
r
り
der

，
G
r
u
n
d
p
r
o
b
l
e
m
e
 des Rucktritts v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
，
 Ju
S
 1962，

 

S. 
81; 

Wessels
，
 Strafrecht

，
 Allg. 

Teil
，
 15. 

Aufl.
，
 1985

，
 S. 

175. 

(
~
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Schutze
，
 Le
h
r
b
u
c
h
 des 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
Strafrechts

，
 1871

，
 S. 

115; 
J. 

B
a
u
m
g
a
r
t
e
n
，
 Die

 L
e
h
r
e
 
v
o
m
 
V
e
r
s
u
c
h
e
 
der 

V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
，
 1888

，
 S. 
469; 

Klarenaar
，
 De
r
 .Rucktritt 

des T
e
i
l
n
e
h
m
e
r
s
 v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 n

a
c
h
 g
e
l
t
e
n
d
e
m
 R
a
c
h
t
 u

n
d
 
d
e
n
 

sechs 
E
n
t
w
u
r
f
e
n
，
 Diss. 

Erlangen
，
 1927

，
 S. 

31; 
Treplin

，
 De
r
 Versuch. 

G
r
u
n
d
z
u
g
e
 
des 

W
e
s
e
n
s
 
u
n
d
 der 

H
a
n
d
l
u
n
g，

 

Z
S
t
W
，
 Bd. 

76，
 1964

，
 S. 
466. 

(
お
)

T
r
a
u
b
，
 Die 

Subjektirierung des S
 46 

S
t
G
B
 in 

der neuesten 
R

邑
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
des 

B
G
H，

 N
J
W
 1956

，
 S. 

1183 ff. 
;

 

W
e
Izel

，
 Da
s
 D

邑utsche
Strafrecht，

 11. 
Aufl.

，
 1969

，
 S. 

196. 
N
o
c
h
 
J
a
n
 
Sc

h
r
o
d
巴r，

D
e
r
 
b
巴dingte

Tatentschlus
，
 Diss. 

H
a
m
b
u
r
g ，

 1969，
 S. 

65. 

(
誌
)

H
e
妊
ter

，
L
e
h
r
b
u
c
h
 des 

g
e
m
e
i
n
e
n
 deutschen 

Strafrechts
，
 6. 
Aufl.

，
 1857

，
 S. 

99; 
S
t
e
m
a
n
n
，
 Beitrage 

zur 
Kodifi

糊

kation 
des 

N
o
r
d
d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts

，
 G
A
，
 Bd. 

17，
 1895

，
 S. 

318. 

(
~
)
 

C
h
o
p，

 Ka
n
n
 ein 

V
e
r
b
r
a
c
h
邑
n

m
i
t
 absolut 

untauglichen 
Mitteln 

versucht 
u
n
d
 
a
n
 
e
i
n
e
m
 G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
e
 b

e
g
a
n
g
e
n
 

w
e
r
d
e
n
，
 rucksichtlich 

dessen es 
u
n
m
o
g
l
i
c
h
 ist 

?， 
A
r
c
h
i
v
 des 

Criminalrechts
，
 Ne

u
e
 
Folge

，
 Jg. 

1842
，
 S. 

534; 
K
r
u
g，

 

V
e
r
s
u
c
h
，
 We
i
s
k
e
s
 Rechtslexikon

，
 Bd. 

12
，
 1858

，
 S. 

735. 

(
お
)

Kostlin
，
 N
邑u

e
Revision 

der 
Grundbegriffe 

des 
Criminalrechts

，
 1845

，
 S. 

393 f.; 
T
e
m
m
e
，
 Glossen z

u
m
 Straf-

g
邑
setzbuch

fur 
die 

Preusischen Staaten
，
 1853

，
 S. 
95; 

H
a
l
s
c
h
n
e
r
，
 Sy
s
t
e
m
 des 

Preusischen 
Strafrechts，

 1858
，
 S. 
200. 
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L
a
m
m
a
s
c
h
，
 Da
s
 M

o
m
e
n
t
 objektiver 

G
efahrlichkeit 

i
m
 Verbrechensversuch，

 1879，
 S. 

72; E
d
u
a
r
d
 v. 

Liszt，
 Zu
r
 

L
e
hre v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
，
 ZS
t
W，

 Bd. 
25，

 1905，
 S. 
81; 

B
ero1zheimer，

 Sy
s
t
e
m
 der Rechts

・u
n
d
Wirtschaftsph

i1osophie，
 Bd. 

V
，
 1907，

 S. 
100; 

Hegler，
 Subjektive 

Rechtswidrigkeitsmomente 
i
m
 
R
a
h
m
e
n
 
d
ω
a
I
I
g
e
m
e
i
n
e
n
 
Verbrechensbegriffs，

 

Festgabe fur F
r
a
n
k，

 Bd. 
1，

 1930，
 S. 
329 A

n
m
.
 2. 

(
~
)
 

Hrehorowiα
，
 Grundbegriffe des Strafrechts，

 2. 
Aufl.

，
 1882，

 S. 
272 

f.; 
v. 

Gleispach
，
 De
r
 
Rucktritt 

v
o
n
 
der 

G
e
f
a
h
r
d
u
n
g ，

 Juristische 
Vierteljahresschrift，

 hrsg. 
v
o
n
 der Geschaftsleitung des D

e
u
t
s
c
h
e
n
 Juristenvereins 

in P
r
a
g，

 

Bd. 
46，

 1914，
 S. 
101 

f.; 
H
a
n
s
 J
o
a
c
h
i
m
 M
e
y
e
r，

 Die
 Erscheinungsformen 

des 
krimine

Ilen 
Unrechts 

i
m
 
Lichte der 

m
o
d
e
r
n
e
n
 Strafrechtsschule mit besonderer Berucksichtigung der Versuchslehre 

i
m
 geltenden 

u
n
d
 
i
m
 vorgeschla-

g
e
n
e
n
 R
e
c
h
t ，

 Diss. 
Heidelberg，

 1914，
 S. 
58 f.; 

v. 
Lilienthal，

 An
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 Rechtsprechung，

 J
W
 1926，

 S. 
1167; 

K
e
m
s
i
e
s ，

 Die t制
g
e
R
e
u
e
 als 

Schuldaufhebungsgrund
，
 Strafr. 

A
b
h
.
，
 Heft 259，

 1929，
 S. 
64 f.; 

v. 
G
e
m
m
i
n
g
e
n
，
 De
r
 

Irrtum uber die 
eigene Tatbereitschaft ，

 ZS
t
W，

 Bd. 
60，

 1941
，
 S. 
2
1. 

(
~
)
 

UIsenheimer，
 a.a. 

0.
，

 S. 
45 f.. 

(
詰
)

Binding，
 Ha
n
d
b
u
c
h
 des Strafrechts，

 1. 
Bd.

，
 1885，

 S. 
815; 

Schafer，
 Bem

e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
m
 Straffreiheitsgesetz 

v.30. 

4. 
1938，

 DJ
 1938，

 S. 
818. 

(
N
)
 
r握。

J
縞

(Die
"Kombinations

に
theorien)

*
~
i
終
鯛

ta輯
t
<
u
鮮
.
c
、
再
~
~
l
Q
酎
但
U
0
;
'
ν
Q
糊
*
:
m
.
t
当
常
必
t
J
~
l
Q
'
e
震
悌
醤
棋
羅
.
.
l
J
'

@
i
!
毛
糸
穏
(
若
手
銀
総
)
羽
，

@
~
 

酷
艇
鴎
犠
合
、
縞
心
'
@
l
震
臨
m
童
謡
羽
;
.
"
"
国

0
Q
勲
必

Q
110

苫
斗
お
お
い
も

0
1;:-ν

，
 ~""，...)ν

i
I
-
#
*
鯛
ta眠

t
<
辺
高
.
c
\
輔
~
~

lQ
Q
i
ミ俳人

J;'
"" ~J

心
制
収
>
.
ば
ν
;
.
~J~、..lJ+-lQ

r握。
j
揺
は
士
!
'
v
~

，...)v
ムA('\..lJ'

や
為
o
Q
吋
"
"
~
1
 1
 Q常
必
混
~
l
Q
。

〔・岡〕
騨
鰍
誠
弐
J琵
;
榔
桜
草
妥
結
.
J
J
G
据

網
羅

~J兵
士
f

離
蝋
:
m
.
t
王
国
髄
.
.
l
J
黒
怖
言
語
桜
右
手
f術蝿..lJ必lよ

J+-i:>
0
士
~
$
4
1I謡tJ

~lQ':R' 
~J Q
術

A~1三，
+-tJ

U
'
 
1

 <
 1111
母
Q

を'õ!:l*~慢
Q
~
話童謡~.，t.l~-{〆

Fν(....)
1
平



}¥ 

円

l
v

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
「
註
釈
」
に
し
め
さ
れ
て
い
た
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、

ω一
九
世
紀
に
、

(
2
)
 

ヘ
ル
シ
ュ
ナ

I
〈
一
八
八
一
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
、

ωニ
O
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
、

ヘ
ン
ケ
(
一
八
二
三
年
〉
や

フ
l
ル
マ
ン
(
一
九
O
三
年
〉
や
フ
ィ
シ
ガ

ゲ
ツ
ェ
ラ
〈
一

〈

4
〉

九
五
一
年
)
や
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
(
一
九
五
六
年
〔
旧
説
〕
)
や
ヘ
ル
ム

l
ト
・
マ
イ
ア

1
(
一
九
六
七
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
て
い
た
。

-
〈
一
九

O
四
年
)
や
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
(
一
九

O
九・一一一

O
年
〉
や
ケ

I
ラ
1
〈
一
九
一
七
年
)
や
シ
ュ
ポ

1
ル
(
一
九
二
六
年
)
や
ヒ
ッ
ベ
ル

(
一
九
一
ニ

0
・
三
二
年
)
や
ナ
グ
ラ

1
(
一
九
四
四
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
し
め
き
れ
、
さ
ら
に
、

ω比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、

ハ
5
〉

こ
の
考
え
は
、
一
八
八
一
年
に
、
ラ
l
ス
が
と
っ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
二

O
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
一
九
三

0
年
代
に
か
け
て
だ
さ
れ
た
多
く
の

デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ン
(
学
位
請
求
論
文
)
で
と
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ヴ
7
1
プ
(
一
九
O
四
年
)
、
プ
ラ
ン
デ
ィ
ス
〈
一
九

O
七
年
)
、
シ

ュ
1

(
一
九
一

O
年
)
、
ベ

1
レ
γ
ト
(
一
九
一
二
年
〉
、
ラ
ソ
グ
(
一
九
一
五
年
)
、
へ

1
ア
1
グ
ァ
l
ゲ
γ

(
一
九
二
四
年
)
、
ギ
l
ゼ
ケ
(
一
九
二

ハ
6
V

六
年
)
、
グ
ィ
ム
マ
1

(
一
九
二
九
年
)
、
ジ
ュ

1
フ
(
一
九
一
一
一

O
年)、

P

1
ベ
ス
(
一
九
三
一
年
)
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

つ
い
で
に
い
う
と
、
西
ド
イ
ツ
に
は
、
イ
エ

γ
Z
ヅ
グ
の
考
え
に
つ
い
て
、
一
一
つ
の
ち
が
っ
た
理
解
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
イ
ェ
ジ
エ
ツ
ク
は
、

〈

7
V

い
わ
ゆ
る
報
奨
説
を
と
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
り
(
エ

l
ザ

I
、
一
ブ
グ
ナ
1
、
ヴ
エ
ツ
セ
ル
ス
)
、
も
う
一
つ
は
、
報
奨
説
と
刑
事
政
策
説
と
の
絡
会

〈

8
〉

説
を
と
る
、
と
い
う
理
解
〈
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ

1
)
で
あ
る
。
ま
え
の
理
解
は
、
イ
エ
シ
ェ
ヅ
グ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
恩
恵
な
い
し
は
褒
賞
説
」
は
、
い

ま
の
支
配
的
な
学
説
で
あ
り
、
こ
れ
は
し
た
が
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
勺
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
で
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
あ
と
の
理
解
は
、
イ
ユ
シ
エ
ツ
タ
は
、
そ
う
は
い
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
、
ブ
オ
イ
品
ル
バ
ッ
ハ
に
遡
る
消
極
的
な
形
の
刑
事
政
策
説
は
、

〈

9
)

こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
で
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
あ
と
の
理
解
の
方
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
。

〔

H
U〕

刑
事
政
策
説
と
犯
罪
意
思
減
少
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
刑
事
政
策
的
な
考
慮
と
中
止
未
遂
で
は
犯
罪
意
思
が
よ
わ
ま
る
と
い
う
こ
と
に

も
と
め
る
考
え
で
あ
る
が
、

こ
の
考
え
は
、
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
連
の
・
有
力
な
学
説
に
よ
っ
て
、
と
ら
れ
て
き
て

い
る
も
の
で
あ
る
。



す
な
わ
ち
、
ミ
ツ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
が
、
ま
ず
、

〈

M
N
〉

を
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
が
、

一
八
一
六
年
に
、
中
止
未
遂
の
規
定
は
、
行
為
者
に
引
き
返
す
た
め
の
「
つ
よ
い
衝
動
」

一
八
二
六
年
に
な
っ
て
、
こ
れ
に
く
わ
え
、
中
止
未
遂
を
お
こ
な
う
者
は
、
も
は
や
、

ペコ

よ
い
犯
罪
意
思
を
も
っ
て
い
な
い
、
そ
れ
で
、
そ
れ
が
う
け
る
の
に
値
す
る
刑
罰
の
段
階
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と

〈
口
)

し
た
が
、
こ
の
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
l
の
考
え
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
く
は
、

マ
レ
ツ
オ
ル
(
一
八
五
六
年
)
が
、
や
や
く
だ
っ
て
は
、

フ
ォ

ン
・
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
且
(
一
八
七
一
年
)
や
ベ
ル
ナ
l
〈
一
八
九
八
年
)
や
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
〈
一
九
O
七
年
)
や
フ
ラ
ン
グ
(
一
九
O
八
年
)
や

ハロ
v

コ
1
ラ
l

(
一
九
一
二
年
)
な
ど
が
、
こ
の
考
え
を
と
っ
て
い
た
(
そ
の
ほ
か
に
も
、
メ
l
フ
ェ
ス
〔
一
八
七
二
年
〕
や
シ
ュ
テ
ン
グ
ラ
イ
γ

〔
一
八

七
六
年
〕
や
ブ
i
ゴ
l

・
マ
イ
ア
1

2

八
八
一
・
八
八
年
〕
や
ゼ
1
ガ

l

〔
一
八
九
一
年
〕
や
ク
レ
I

〔
一
八
九
八
年
〕
や
プ
ォ
γ

・へ

γ
テ
ィ
ッ
ヒ

ハロ)

〔一九一一一
O
年
〕
や
リ
i
チ
ュ
〔
一
九
四
一
一
一
年
〕
な
ど
が
、
こ
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
)
。

そ
う
し
て
、
比
較
的
最
近
で
は
、

コ
ー
ル
ラ
ォ
シ
ュ

H

ラ
ン
ゲ
(
一
九
六
一
年
〉
や
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
(
一
九
七
一
年
)
な
ど
が
(
ほ
か
に
、
ダ
ル
ケ
H

フ
1
ル
マ
ン
H

シェ
l

ファ
l
〔
一
九
六
一
年
〕
な
ど
が
)
、

〈

M
V

こ
の
考
え
を
と
っ
て
い
た
。

〔
…

m〕

刑
事
政
策
説
と
刑
罰
目
的
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
刑
事
政
策
的
な
配
患
と
、

「
刑
罰
の
目
的
」
と
か
「
刑
罰
の
必
要
性
」
と
か

「
当
罰
性
」
と
か
が
欠
け
て
く
る
と
す
る
刑
罰
目
的
説
と
に
も
と
め
る
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
全
体
と
し
て
、

ひ
じ
よ
う
に
す
く
な

く
、
主
と
し
て
、
比
較
的
古
い
文
献
で
し
め
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
、

一
九

O
一
年
に
、

ハ
イ
ル
ボ
ル
ン
が
、
「
黄
金
の
橋
」
の
理
論
を
、
疑
い
も
な
く
、
立
法
者
は
、

と
っ
て
い
る

が
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
中
止
未
遂
で
は
、
も
は
や
、
刑
罰
の
必
要
性
が
な
く

ハ日〉

な
る
こ
と
に
も
あ
る
、
と
は
っ
き
り
と
い
っ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
古
い
時
代
に
は
、
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
(
一
八
九
四
年
)

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

九



二

O

が
、
や
や
古
い
時
代
に
は
、

ア
ル
ン
ト
(
一
九
一
一
一
二
年
)
や
ロ

1
ベ
(
一
九
三
三
年
)
が
、
と
り
、

〈
日
目
〉

ェ
ル
ト
(
一
九
七
O
年
・
七
六
年
、
八
一
年
)
が
、
と
っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
代
で
は
、

シ
ュ
ト
ラ
!
日
ア
シ
ヴ

〔

-
W〕

報
奨
説
と
犯
罪
意
思
減
少
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
報
奨
的
な
考
え
と
、
中
止
未
遂
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
る
(
犯
罪
)

よ
わ
ま
り
」
と
に
も
と
め
よ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
少
数
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

1
1
1
多
少
の
疑
問
は
あ
る
が
、

〈

U
V

-
-
-
た
と
え
ば
、
ギ
ブ
ホ
ル
ン
〈
一
九
四
八
年
)
や
ユ
リ
ゥ
ス
・
ゼ

l
ガ

1
〈
一
九
四
九
年
)
が
、
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
菅
川
田
ゅ
の

〔

V
〕

報
奨
説
と
刑
罰
目
的
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
報
奨
的
な
考
え
と
、
刑
罰
目
的
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
に
よ
っ
て
、
説
明

し
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
も
、
や
は
り
、
少
数
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

(
凶
〉

・
ヴ
ア
グ
ナ
ー
が
と
っ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

〈
印
》

オ
ッ
ト
ー
が
と
っ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

一
九
三
九
年
に
、

ヴ
ィ
リ
ィ

マ
1
ス
マ
ン
〈
一
九
四
九
年
)
や
シ
ュ
ル
タ
イ
ツ
〈
一
九
四
九
年
)
が
と
り
、
比
較
的
最
近

で
は
、

〔

.n〕

犯
罪
意
思
減
少
説
と
刑
罰
目
的
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
犯
罪
意
思
の
よ
わ
ま
り
と
、
刑
罰
目
的
と
い
う
考
え
と
に
も
と
め
る
考
え
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ー
ー
ー
こ
れ
も
か
な
ら
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
ー
ー
た
と
え
ば
、
ダ
l
ル
マ
ン
〈
一
九
一
二
年
)
や
ク
ル
マ
ン
(
一
九
一

ハ
mv

二
年
・
一
四
年
)
の
考
え
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、

ラ
ム
(
一
八
七
六
年
)
や
リ
l
プ
マ
ン
(
一
九
O
二
年
)
や
ヨ
ゼ
フ
〈
一
九
一

O
年
)
や
フ
ア

ハれ〉

I
レ
ン
ホ
ル
ス
ト
〈
一
九
二
八
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
基
本
的
に
、
と
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。



〔

-m〕

刑
事
政
策
説
と
報
奨
説
と
犯
罪
意
思
減
少
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
刑
事
政
策
的
な
配
慮
と
、
報
奨
的
な
思
想
と
、
中
止
米
遂
に
よ
っ
て
犯
罪
意

思
が
よ
わ
ま
る
と
す
る
考
え
の
一
一
一
つ
の
立
場
に
も
と
め
る
考
え
で
あ
る
が
、

こ
の
考
え
は
、

(
か
な
ら
ず
し
も
、

ひ
じ
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し

て
い
る
わ
け
で
な
く
、
そ
う
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
)
そ
の
萌
芽
と
い
え
る
考
え
を
、
す
で
に
、

ハ

銘

〉

〈

お

)

に
、
へ
ツ
セ
が
、
ま
た
、
一
八
六
一
年
に
、
フ
リ
ー
ド
ラ
イ
ヒ

H
バ
ル
ト

H
デ
メ
が
し
め
し
て
い
た
が
、

ハ

肘

帥

〉

(

お

〉

し
め
し
、
い
ま
で
は
、
ア
ル
ツ
ト
が
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
五
九
年

一
九

O
八
年
に
、

ツ
ア
ィ
メ
、
が

円

um〕

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
刑
事
政
策
的
な
配
慮
と
、
報
奨
的
な
思
想
と
、
中
止
未
遂
で
は
当
罰
性
な
り

刑
事
政
策
説
と
報
奨
説
と
刑
罰
目
的
説
と
の
結
合
説

刑
罰
の
必
要
性
な
り
が
な
く
な
る
と
す
る
考
え
の
一
一
一
つ
の
立
場
に
も
と
め
る
考
え
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
!
こ
れ
も
少
数
の
考
え
で

(

お

〉

シ
ュ
ポ
ー
ル
が
し
め
し
、
比
較
的
最
近
で
は
、

あ
る
が
、

i
す
で
に
、

ハ幻
V

と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
六
年
に
、

一
九
五
三
年
に
、

ヘ
ル
ム

1
ト
・
マ
イ
ア
ー
が

〔
包
〕

刑
事
政
策
説
と
犯
罪
意
思
減
少
説
と
刑
罰
目
的
説
と
の
結
合
説

こ
れ
は
、
中
止
未
遂
が
寛
大
に
取
り
扱
わ
れ
る
理
由
を
、
刑
事
政
策
的
な
配
慮
と
、
犯
罪
意
思
が
よ
わ
ま
る
と
い
う
考
慮
と
、
中
止
未

遂
で
は
当
罰
性
な
り
刑
罰
の
必
要
性
が
な
く
な
る
と
い
う
刑
罰
目
的
と
い
う
考
え
の
三
つ
の
立
場
に
も
と
づ
く
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、

〈
刊
日
〉

こ
れ
は
、
す
で
に
、
古
く
、
一
八
三
九
年
に
、
ツ
ア
ハ
リ
エ
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
め
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
考
え
は
、
基
本

〈
同
日
〉

的
に
は
、
や
や
あ
と
で
、
ヴ
ア
ツ
ヘ
ン
フ
且
ル
ト
(
一
九
一
四
年
)
や
ボ
イ
ケ
(
一
九
二
四
年
)
に
よ
っ
て
と
ら
れ
、
ま
た
、
比
較
的
最
近
で

〈

鈴

〉

ハ
イ
ニ
ツ
ツ
(
一
九
五
六
年
)
や
フ
ラ
ン
ツ
ェ
ン
〈
一
九
六
四
年
)
や
。
フ
ラ
イ
(
一
九
八
三
年
)
が
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

は

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て

(
1
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s
u
c
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n
d
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W
i
r
k
u
n
g
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Strafbarkeit 
der 

T
e
i1
n
a
h
m
e
，
 Diss. 

Breslau，
 1912，

 S. 

4
3
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L
a
n
g ，

 Rucktritt 
v
o
m
 V

e
r
s
u
c
h
 
bei 

T
e
i
l
n
a
h
m
e
 
u
n
d
 
mittelbarer 

Taterschaft，
 Diss. 

E
r
l
a
n
g
e
n，

 1915
，
 S. 

2
9
 f.; 

H
e
e
r
w
a
g
e
n
，
 De
r
 Rucktritt 

v
o
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 V

e
r
s
u
c
h
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B
e
d
e
u
t
u
n
g
 
fur 

die T
e
i
l
n
a
h
m
e
，
 Diss. 

Heidelberg，
 1924，

 S. 
14; 
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，
 Di
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i
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k
u
n
g
 des Rucktritts v

o
m
 V
e
r
s
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c
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T
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旬
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u
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T
e
i
l
n
e
h
m
e
r
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M
u
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s
t
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 S. 
27 f.; 

W
i
m
m
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v
o
n
 1925 

u
n
d
 1927，

 Diss
，
 Frankfurt，

 1929，
 S. 
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c
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c
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V
e
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s
u
c
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 b
e
s
t
i
m
m
e
n
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n
d
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e
l
c
h
e
 F
o
l
g
e
r
u
n
g
e
n
 e
r
g
e
b
e
n
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d
e
n
 Rucktritt v

o
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V
e
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s
u
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邑
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u
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e
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e
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e
h
r
e
 v

o
n
 der 

Freiwilligkeit 
des Rucktritts v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 u
n
d
 

ihre 
theoretische 

G
r
u
n
d
l
a
g
e，

 Diss. 
Gottingen，

 1949，
 S. 
2
7，

 81. 

(
~
)
 

Willi 
W
a
g
n
e
r，

 De
r
 U

m
f
a
n
g
 der Strafvergunstigung b

e
i
m
 
freiwilligen 

Rucktritt 
v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 Diss. 
Frankfurt 

a
.
M
.
，
 1930，

 S. 
10

弘
.

(
~
)
 

M
e
r
s
m
a
n
n，

 De
r
 Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 Diss. 
Kiel，

 1949，
 S. 
12，

 14; S
c
hultheiz，

 
E
i
n
 neues V

e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
m
e
r
k
m
a
l，

 

S
c
hweizZSt. 

1949，
 S. 
349，

 353; 
Otto，

 Fehlgeschlagener V
e
r
s
u
c
h
 
u
n
d
 
Rucktritt，

 G
A
 1976，

 S. 
150; 

ders.，
 Gr
u
n
d
k
u
r
s
 

Strafrecht ，
 Allg. 

Teil，
 2. 
Aufl.

，
 1982，

 S. 
209. 

(
自
)

D
a
h
l
m
a
n
n，

 De
r
 
freiwillige 

Rucktritt 
v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 Diss. 
Kiel，

 1912，
 S. 

9
8
 
ff.; 

K
u
l1m

a
n
n，

 Strafzweck u
n
d
 

L
量
sionenlehre，

1912，
 S. 
134; 

ders.
，

 Irrtum u
n
d
 S
c
huld i

m
 
Lichte 

der 
S
y
m
p
t
o
m
a
t
i
k，

 Mo
n
K
ri

m
 Biol.， 

Bd. 10，
 1914，

 

S
.
4
8
3
.
 

(
お
)

L
a
m
m，

 Gu
t
a
c
h
t
e
n
 z

u
m
 13. 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Juristentag，

 Bd. 
1，

 1876，
 S. 
158; 

L
i
e
p
m
a
n
n，

 Die R
e
u
e
 v

o
m
 kriminalisti-

schen S
t
a
n
d
p
u
n
k
t ，

 ZS
t
W，

 Bd. 22，
 1902，

 S. 
92; Joseph，

 Die 
W
i
r
k
u
n
g
 
der 

t益
tig，邑

n
R
e
u
e
 
auf 

die 
Strafbarkeit 

des 

Taters u
n
d
 der T

e
i
l
n
a
h
m
e ，

 Diss. 
Rostock，

 1910，
 S. 
27; 

Fahrenhorst，
 D邑
r
Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 
D
i
ss. 

Heidelberg，
 

1928，
 S. 
19 ff.. 

(
~
)
 

Hesse
，
 Bericht 

der 
zur 

B
egutachtung 

des 
E
n
t
w
u
r
f
s
 
eines 

Strafgesetzbuchs 
fur 

das 
G
n
o
s
h
e
r
z
o
g
t
u
m
 H
e
s
s
e
n
 

gewahlten Ausschusse Erster u
n
d
 Zweiter 

K
a
m
m
e
r ，

 2. 
Aufl.

，
 1859，

 S. 
90. 

(
自
)

Friedreich-Barth-Demme，
 Die Grundbegriffe des Criminalrechts u

n
d
 seiner 

leitenden 
Grundsatze，

 1861，
 S. 
434. 

(CS) 
Z
e
i
m
e，

 De
r
 Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 Diss. 
W
u
r
z
b
u
r
g，

 1908，
 S. 
60 f.. 

長-:!:l1於
制
Q
鋭
意
組
事
態
占
~
~
v

ç'ν(.....)
111
司



111
く

(::;5) 
A
r
z
t，

 Zu
r
 Erfolgsabwer油

1時
b
e
i
m
Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
，
 G
A
 1964，

 S. 
8. 

(!:El) 
S
p
o
h
r
，
 Rucktritt u

n
d
 tatige 

R
e
u
e
 
b
e
i
m
 
versuchten 

u
n
d
 
vollendeten 

V
e
r
b
r
巴c

h
e
n

i
m
 A
m
t
l
i
c
h
e
n
 E

n
t
w
u
r
f
 eines 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 D

e
u
t
s
c
h
e
n
 S

t
G
B ，

 Str. 
A
b
h
.
，
 H
巴
ft

215，
 1926，

 S. 
4

任
.. 

(
~
)
 

H
e
l
l
m
u
t
h
 M

a
y
e
r，

 Strafrecht，
 Allg. 

T
e
i!， 

1953，
 S. 

294. 

(:?:l) 
Z
a
c
h
a
r
匂
e，

D
i
e
 L
e
h
r
巴
v
o
m
V
e
r
s
u
c
h
 der 

V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
，
 1I. 

T
h
ei!， 

1839，
 S. 

240 
ff .. 

(gj) 
W
a
c
h
e
n
f
e
l
d，

 Le
h
r
b
u
c
h
 
des 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
Strafrechts

，
 1914，

 S. 
182; 

B
o
y
k
e
，
 Di
e
 
strafrecht1ic

h
e
 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 der 

tatigen 
R
e
u
e
，
 Diss. 

K
o
n
i
g
s
b
e
r
g，

 1924，
 S. 

47. 

(
g
)
 
Heinitz，

 Streitfragen 
der Versuchslehre

，
 JR

 1956，
 S. 
250; 

F
r
a
n
z
e
n
，
 Z
u
m
 Begri

妊
d
巴r

E
n
t
d
e
c
k
u
n
g
 
der 

T
a
t
 i

m
 

Steuerstrafrecht，
 N
J
W
 1964，

 S. 
1062; 

Blei
，
 Strafrecht

，
 1. 
Allg. 

T
ei!， 

18，
 Aufi.

，
 1983，

 S. 
214. 

(
お
)

W
i
t
t
e
n
b
e
r
g
，
 Di
e
 Sc

h
u
l
d
a
u
f
h
e
b
u
n
g
s

・u
n
d

Sc
h
u
l
d
e
r
m
a
s
i
g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
e
 
i
m
 Strafrecht unter 

besonderεr 
Berucksicl

ト

tigung der 
E
n
t
w
u
r
f
e，

 Diss. 
K
o
n
i
g
s
b
巴r
g，

1928，
 S. 

55. 

(
討
)

S
a
l
m
，
 aふ

0.
，
S. 

173. 

(
詰
)

K
r
a
u
t
h
a
m
m
e
r，

 De
r
 Rucktritt v

o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 
(Unter b

巴sonderer
B

巴rucksichtigung
des 

E
n
t
w
u
r
f
s
 
1927)

，
 Str. A

b
h
.
，
 

H
e
f
t
 310，

 S. 
3，

 15
，
 44. 

(
芯
)

Glaeser，
 Kritische 

B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
 des 

"
F
r
e
i
wiI1

igen 
Rucktritts“， 

Diss. 
K
o
l
n，

 1933
，
 S. 

2
2
，
 28

任
.. 

(
~
)
 

G
u
t
m
a
n
n，

 a.a.O.
，
 S. 

69，
 74，

 78 f
 

.. 


