
論

説
量
刑
事
情
と
評
価
方
向

l
l
-
「
刑

を
重

く
す

る
事

情

の
不

存

在

」

に
関
す
る
ド
イ

ツ
の
議
論

林

美
月
子

六 五 四 三 二

目

次

は
じ
め
に

大
法
廷
決
定
以
前
の
ド
イ
ツ
の
判
例

大
法
廷
決
定

学

説

規
範
的
通
常
事
例
と
統
計
的
通
常
事
例

結

語

は

じ

め

に

135

従
来
、
ド
イ

ツ
で
は
量

刑
は
事
実
問
題

と
し

て
捉
え
ら
れ
、
基
本

的

に
は
事
実

審
裁

判
官

の
裁
量

に
任

さ
れ
、
事
実
審
裁
判
官

が
法
定

刑

の
限
界
を

越
え
る
等

の
不
当
な
法
的
前

提

か
ら
量
刑
し
た
と
き
に

の
み
上
訴

は
可
能

だ
と
さ
れ

て
き
た
。
量
刑

の
内
容

に

つ
い
て
は
上
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訴

は
で
き
な

か

っ
た
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、

一
九
四
五
年
以
後
は
、

と
く
に
、
占
領
法

に
よ
る
過
酷
な
刑
罰

の
禁
止

と

の
関
係

で
事
実
審

裁
判
官

の
量

刑
を
上
訴
審

で
再
検
討
す

る
道

が
拓

か
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
は

一
定

の
態
度

の
評
価

に

つ
い
て
の
立
法
者

の
基
本
的
決

定

に
は
反
し
な
得
な

い
こ
と
、
さ
ら

に
、
矛
盾

や
思
考
上

の
誤

り
な
し

に
量
刑
事
実
を
評
価

し
、
衡
量
す

る
必
要
が
あ
る

こ
と
等

が
認
め

ら
れ
る
よ
う

に
な

つ
(尼
・

現
在

で
は
・
量
刑

は
基
本
的

に
事
実

問
題

と

い
う
よ
り
も
法
適
用

で
あ

る
と
す

る
見
解
も

み
ら
れ
、
量
刑
は
事

実
審
裁
判
官

の
裁
量

に
任

せ
ら
れ

る
と
す
る
裁
量

説
も

こ
の
裁
量

は
法
的

に
拘
束
さ
れ

た
裁
量

で
あ
る
と
し
、
裁
量
説

に
た

つ
判
例
も
上

訴

の
範
囲
を
次
第

に
拡
張
し
、
完
全

で
矛
盾

の
な

い
量
刑

理
由

の
説

明
を
求

め
て

い
る
と
さ
れ
る
。

そ

こ
で

こ
の
拘
束

の
範
囲

や
法
適
用

ヘ
ワ
ご

と
さ
れ
る
範

囲

が
問
題
と
な
る
。

本
稿

で
検
討
し
よ
う
と
す

る
個

々
の
量
刑
事
情

の
評
価
方
向
、
す

な
わ
ち
、
個

々
の
量
刑
事
情

が
刑
を
重
く
す

る
か
軽
く
す
る
か

の
評

価
に

つ
い
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う

か
。

ド
イ

ツ
で
は
現
行
刑
法

の
立
法
過
程

で
議
論

は
あ

っ
た
も

の
の
、

ど
の
よ
う
な
行
為

に
つ
い
て
そ

の

旦里
刑
事
情

が
考
慮

さ
れ

る
の
か
に
よ

っ
て
評
価
方
向

は
全
く
異
な

っ
て
く

る
と

い
う
意

見
が
強
く
、
刑
法
典

に
お

い
て
個

々
の
量
刑
事
情

の
評
価
方
向

を
決
定
す

る

こ
と
は
し
な

か

っ
た
。
例

え
ば
酩
酊

は
交
通
犯
罪

で
は
刑
を
重
く
す

る
方
向

で
考
慮
さ
れ
る
が
、
侮
辱
罪

で
は

刑
を
肇

す
る
方
向
で
慮

さ
れ
る
の
で
騒

し
か
L

事
実
嚢

判
官
は
評
価
方
向
を
令

の
裁
旦里
に
鯵

て
決
め
る
の
で
は
な
く
、

刑
法
四
六
条

の
量
刑

の

一
般
規
定

か
ら
上
位
原
則
を
明
ら

か
に
し
、

そ

こ
か
ら
評
価
方
向
を
決
め
る

の
で
あ

る
。

量
刑

で
は
ま
ず
、
量

刑
事
実
を
確
定
し
、
右

の
よ
う
な
評
価
方
向
を
決
め
、
行

為
者

に
有
利
な
事
情
と
不
利
な
事
情
を
衡
量
し
、
最
後

に
具
体
的
な
刑
を
決
定

す
る
が
・

こ
の
ど
れ
も

が
法
適
用

麹

琴

但
し
、
そ

の
上
訴
可
能
性

に
は
差

が
あ
る
.

ド
イ

ッ
刑
事
訴

訟
法

二

六
七
条
三
項

一
号

は
量
刑
理
由

の
真
実
性
を
保
障

し
、
上
訴
を
可
能

に
す

る
と

い
う
訴
訟
法
的
観
点

か
ら
量
刑
理
由

の
提

示
を
求
め
て

い

る
。

ま
た
、
実
体
法
的
観
点

か
ら

は
、
事

実
審

裁
判
官

が
ど

の
よ
う

に
し

て
具
体
的
な
刑

に
至

っ
た
か
を

明
ら
か
に
さ
せ
る
た
め
に
正
し

い
完

全
な
量
刑

理
由

が
求

め
ら
蟻

ご

〕
の
よ
う

に
し
て
要
求

さ
れ
た
量
刑
理
由
か
ら
上
馨

に
お

い
て
審
査
可
能

な
も

の
の
み
が
上
訴
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の
対
象

に
な

り
得

る

こ

と

に
な

る

の

で
あ

る
。

す

な

わ
ち

、

直

接

の

口
頭

弁

論

に
よ

る

公
判

な

し

に
、

上

訴

審

で
審

査

し

、

正

し

い
処

理

(
7

)

が

で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
個

々
の
量
刑
事
情

の
評
価
方
向

は
量
刑

の

一
般
規
定

や
そ

の
他

の
規
定

か
ら
導

か
れ
得

る
と
さ
れ
、
量
刑

事
実

が
事
実
審
裁
判
官

に
よ

っ
て
量
刑
理
由

に
明
確

に
示
さ
れ

て

い
る
限
り
、
上
訴
審

で
審
査
可
能

で
あ
り
、
上
訴

が
で
き
る
と
さ
れ

て

(8
)

い
る
。

そ

れ

で
は

、

実
際

に
、

量

刑

の

一
般

原

則

等

に
照

ら

し

て
個

々

の
量

刑

事

情

の
評

価

方

向

を

決
定

す

る

と

は

ど

の
よ

う

な

こ
と
な

の
だ

ろ
う

か
。

も

ち

ろ

ん
、

例

え

ば
、

被

害
者

の
責

任

の
様

に
、

多

く

の
場

合

に

は
個

々

の
事

情

の
量

刑
関

連

性

が

肯
定

さ

れ

れ

ば
直

ち

に
評

(
9

)

価

方

向

も

決

ま

る
場

合

が
多

い
の

で
あ

ろ
う

。

し

か
し

、

そ

れ
以

外

の
場

合

に
は

ど

の
よ
う

に
判

断

さ
れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
点

に

つ

い
て
再

考

の
機

会

を
与

え

た

の
が
、

刑

を

軽

く

す

る
事

情

の
不

存

在

は
刑

を

重

く

す

る
も

の
と

評

価

し

て
は

な

ら
ず

、

刑

を
重

く
す

る
事

情

の
不

存

在

は
刑

を

軽

く

す

る
も

の

と
評

価

し

て

は

な

ら

な

い
と

い
う

原

則

で
あ

る
。

以

下

で

は

こ

の
原

則

に

つ

い
て

の
ド

イ

ツ

の
判

例

.
学

説

の
見
解

を

紹

介

し

・
検

討

し

、

個

々
の
量

刑
事

情

の
評
価

が

ど

の
よ

う

な

形

で
可
能

な

の
か

を
探

っ
て

み
た

い
。
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刑

を

重

く
す

る

事

情

の
不
存

在

は

刑
を

軽

く

す

る
も

の
と

評

価

し

て
は

な

ら
ず

、

刑

を

軽

く

す

る
事
情

の
不

存
在

は
刑

を
重

く

す

る
も

の
と
評

価

し

て
は

な

ら

な

い
と

の
原

則

は
、

ド

イ

ツ

で

は
比

較

的

以
前

か

ら

認

め

ら
れ

て

い
た
。

た
と

え

ば
、

強
姦

の
比

較
的

重

く

な

い

事

態

二

七
七
条

二
項
)
に

つ

い
て
、

被

告

人

は
被

害
者

に
暴

力

を

振

る

っ
て
お

ら
ず

、

虐

待

も

し

て

い
な

い
こ
と
を

刑

を

軽

く
す

る

と
評

価

し

た
原

判

決

に
対

し

て
、
連

邦

最

高

裁

は

こ
れ

は
傷

害

罪

(二
三
一二
条
)

や
危

険

な

傷

害

罪

(二
三
三
条

a
)

を
実

現

し

て

い
な

い
こ
と

を

理
由

と
す

る
も

の
で
、

刑

を

重

く

す

る

こ
と

を
妨

げ

る

が
、

刑

を

軽

く
す

る

も

の
と

は

で
き

な

い
と
し

た
。

ま

た
、

犯
行

が
困

窮

そ

の

他

の
理
解

し
得

る
動

機

か

ら
な

さ

れ

た
場

合

に
は
刑

を

軽

く

す

る
も

の

と
評

価

で
き

る

が
、

そ

の
よ

う

な

事

情

が
な

い

こ
と

は
刑

を

重

く

は

し

な

い
と

し

て

㌫

・

し

か
し

・

こ
れ

ら

の
判
例

は

ほ

と

ん

ど
公

刊

さ
れ

て

い
な

か

っ
た

の
で
、

事

実

審

裁

判
官

は

し

ば
し

ば

こ

の
原

(
2

)

則

に
違

反

し
、

そ

の
判

決

が
連
邦

最

高

裁

で
破

棄

さ

れ

る

こ
と

と
な

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

こ

の
原

則

の
存

在

が
広

く
知

ら
れ

、

ま

た
、

論
議

を

呼

ぶ
よ
う

に

な

っ
た

の
は
、
被

告

人

は

な

ん

ら
性

的

窮

乏

状

態

で

は
な

か

っ
た

の

に
強
姦

し

た

こ
と

を
刑

を
重

く
す

る

と
評

価

し

た

の
は
法

的

に

誤

っ
て

い
る

と
し

た
連
邦

最
高

裁

の
公

刊

さ

れ

た
判
例

か

ら

で
あ

ろ

う
。

連

邦

最

高

裁

は

、

た

し

か

に
性
的

窮

乏

状

態

に
あ

っ
た

こ
と

は

刑

を

軽

く
す

る

が
、

そ

の
反

対

に
、

そ

の
よ
う

な

事

情

の
単
な

る
不

存

在

ハ
ヨ

ね

は
刑

を

重

く

す

る

と

は
言

え

な

い
と
し

た

の

で
あ

る
。

し

か
し

、

例

え

ば
、

被

害
者

に
重

大

な

傷

害

を

負

わ

せ
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

は
、

重

い
傷

害

罪

(二
二
四
条

)
を

実

現

し
な

か

っ
た

に
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ハ
　

や

す
ぎ
な

い
か
ら
刑
を
軽

く
す

る
も

の
と
は
評
価

で
き
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
軽

い
傷
害

で
あ

っ
た
と
積
極
的

に
表
現
す

れ
ば
刑

を
軽
く
す

る
も

の
と
評
価

で
き
る

の
で
あ
ろ
う

か
。
す
な

わ
ち
、

こ
の
原
則

は
、
単

に
消
極
的
表
現

を
禁
じ

る
も

の
な

の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
疑

問
に
答
え
た

の
が
次

の
連
邦
最
高
裁

の
第
三
刑
事
法
廷

の
判
例

で
あ

る
。
・被

告
人
は
殺

人
未
遂
罪
と
さ
れ
た
が
、
被
害

者

で
あ

る
被

告
人

の
妻
は
何

ら
犯
行

に
き

っ
か
け
を
与
え

て

い
な

い
の
に
、

た
め
ら
わ
ず

に
武

器
を
使
用
し

た
こ
と
、

お
よ

び
、
被
告
人

自
身

扶
養
義

務
を

は
た
し

て

い
な

い
の
で
妻

に
扶
養

料

に

つ
い
て
問

い
正
す
権

限
は
な
か

っ
た
の
に

こ
れ
を
問

い
正
し

た

こ
と
を
原
審

は

刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価
し
た
。
第
三
刑
事
法
廷
は

こ
れ
ら

の
事
情

は
、
行
為
者

が
被
害
者

に
よ

っ
て
繰

り
返
し

て
刺
激
さ
れ
て
憤
激

し
た
場
合

と
は
異
な

る
こ
と
を
示
し

て

い
る
と
し
て
、
次

の
よ
う

に
判
示
し

た
。
す
な
わ
ち
、
刑
を

軽
く
す

る
事
情

の
不
存
在

は
刑
を
重

く
し
得
な

い
と

の
判
例
は
、
量

刑
上
重
要
な
事

実

の
考
慮

に
お

い
て
判
決
に
消
極

的
表

現
を
用

い
る

の
は
常

に
誤

っ
て

い
る
と

い
う

よ
う

に
解
釈
し

て
は
な
ら
な

い
。
仮
定
的

な
事
情

で
あ

っ
っ
て
現
実
と
関
係

の
な

い
事
情

に

つ
い
て

の
単
な

る
仮
定

的
な
考
慮

、
例
え
ば
、
経

済
的
窮
乏

の
不
存

在
や
性
的
窮
乏

の
不
存
在
を
量
刑

の
出
発
点
と
し
、

そ
れ
ら
が
行
為
を
何
ら
特
徴
付
け
て

い
な

い
の
に
責
任
を
重
く
す

る
も

の
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
他

方

で
、
実
際

に
存
在
す

る
内
心
的

・
外
部
的
事
情

を
消
極
的

に
表
現
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
財
産
犯

の
行
為
者

が
経
済
状
態

が
良

く

て
何

ら
犯
行

の
糸

口
が
無

い
の
に
犯
行
し

た
こ
と
は
と
く
に
非
難
し
得

る
の
で
あ
り
、
消

極
的
表
現
を
用

い
て
も
よ
く
、
経
済
的
困
窮

で
犯
行

へ
の
強

い
糸

口
が
あ
る
場
合
と
は
量

刑
上
区
別

さ
れ
る
。
但
し
、
経
済
的
窮
乏

の
不

存
在
と

い
う

表
現

で
は
上
訴
審

は
ど
ち

ら
の
場
合

か
を
明

ら
か
に
で
き
な

い
の
で
、
事
実
審
裁
判
官

は
で
き

る
だ
け
量
刑

上
重
要
な
事

実

バ
ら

ノ

に

つ
い
て
積
極
的
表
現
を

用

い
る
べ
き

で
あ

る
と
す

る
。

そ

の
後
、
第
三

刑
事
法
廷
は

こ
の
判
例

に
そ

っ
て
、
保
護

を
命
じ

ら
れ
た
者

の
性
的
虐
待
罪

二

七
七
条
)
の
被
害
者
が
自
分

か
ら
は
行

為
者

に
親
切

に
は
せ
ず
、
性
的
関
係

へ
の
糸

口
を
与

え
て

い
な

い
こ
と
を
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評

価
し
た
原
判
決
を
、

こ
れ
は
右

の
判

例

が
言
う
量

刑
上

重
要

な
存
在
す

る
事
実

で
は
な
く
、
も
し
仮

に
存
在
し
た
な
ら
刑
を
軽
く
す

る
要
素

(被
保
護
者

の
方
か
ら
行
為
者
に
接
近
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へ
の
糸

口
を
与
え

る
こ
と
)

の
不

存

在

を

刑

を
重

く
す

る

も

の
と

し

た
も

の
で
、

誤

っ
た

評

価

基

準

に
よ

っ
て

い
る

と
し

て
破

棄

し
た
。

ま

た
、

第

四
刑

事

法

廷

も

、

詐

欺

罪

と
背

任

罪

で
経
済

的

窮

乏

の
不

存

在

を

刑

を
重

く
す

る

も

の
と
し

た
原

判

決

を
破

棄

し

た

が
、
被

(
7

)

告

人

の
経
済
状
態

が
良
く
、
他

人

の
物

の
利
得

に
向
け
ら

れ
た
犯
行

へ
の
何
ら

の
糸

口
が
な

い
場
合

は
非

難
し
得

る

こ
と
は
認
め
て

い
る
。

そ

の
後

は
、
実
際

に
存
在
す

る
量
刑
上
重
要

な
事

実

で
あ
れ
ば
消
極
的
表

現
を
用

い
て
も
良

い
と
す

る
判
例

は
多
く
な

っ
た
。
第
五
刑

事
法
廷

も
、
経
済
的
窮
乏

の
不
存
在

と

い
う

表
現

が
用

い
ら
れ

て
い
て
も
、
他

の
確
定
さ
れ

た
事
実
か
ら
、
被
告
人

は
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ

の

用
益
賃

借
人

で
あ

り
、
飲
食
店

の

マ
ネ
ー

ジ

ャ
ー
と
し

て
相
当

の
金
額

を
自
由

に

で
き

た
こ
と
が
明
ら
か
な
ら

ば
、
経
済
状
態

が
特

に
良

ハ
8

)

(
9

)

い
の
に
他
人

の
物

を
利
得

し
た

こ
と
は
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価
し
得

る
と
し
た
。
第

三
刑
事
法
廷
も

こ
の
趣
旨

を
繰

り
返
し

て

い
る
。

さ
ら

に
、
第
二
刑
事
法

廷
も
、
例

え
ば
、
経
済
的
窮
乏

の
不
存
在
が
、
被

告
人

の
経
済
状
態

が
良

い
に
も
拘

ら
ず
、
強

い
利
益
追
求
意
思

(
10

)

が
存

在

す

る
よ
う

な

、
非

難

し

得

る
動

機

を

示
す

場

A
口
に

は
、

消
極

的

表

現

も
許

さ
れ

る

と

し

た
。

し

か

し

、

消
極

的

表

現

を
用

い
た
原

判

決

を
破

棄

す

る

判
例

も

か

な

り
多

い
。

例

え

ば

、

薬

物

取

引

が
自

己

使

用

の
た
め

で

は
な

く

、

自

分

の
必

要

性

を

満

た
す

た

め

で
は

な

い

こ
と

は
、

刑

を

軽

く

し

う

る
事

情

の
不

存

在

で
あ

り
、

刑

を

重

く
す

る
も

の
と
評

価

で
き
な

い

と
さ
翫

・

そ
し

て
・

こ
の
よ
う
な
判
例

の
多

は
第

二
刑
事
法
廷

の
も

の
で
あ

る
.
刑
を
事

す

る
も

の
と
は
評
価

で
き
な

い
と
さ
れ

〔
12

)

た
事
情

と
し
て
は
、
薬
物

犯
罪

で
特

別
な
必
要
状
態

に
な
く
又

は
中
毒

で
は
な
か

っ
た

こ
と
、
性
的
強
要
罪

に
お

い
て
被
害
者

が
性
的
行

(
13

)

為

に

つ
い
て

の
糸

口
を
与
え

た
の
で
は
な
く
、
被
告
人
も
性
的
窮
乏
状
態

に
な
か

っ
た

こ
と
、
経
済
状
態

が
良

く
行
為
は
経
済
的
窮
乏

か

へ
け

ね

ら

で

は

な

く
、

利

益

追

求

か

ら

な

さ

れ

た

こ
と
、

特

別

な

窮

乏

状

態

に
な

く

、

他

人

の
財

産

を

必

要

と

せ
ず

、

労

働

に
よ

っ
て
生
計

を

維

(
15

)

持

で
き
た
は
ず

で
あ
る

こ
と
、
強
姦

罪

に

つ
い
て
行

為
者

は
同
棲
を
し

て
お
り
何
ら
暴
行

・
脅

迫

に
よ
る
性
的
満
足

に

つ
い
て

の
理
解

し

(
16

)

(
17

}

得

る

糸

口

が
な

い

こ
と
、
窃

盗

罪

に

つ

い
て
、
行

為

へ
と
導

い
た

経
済

的

必
要

性

が
窮

乏

と
言

え

る
ほ

ど
強
く

な

い

こ
と

等

を
あ

げ

得

る
。

そ

し

て

、

こ

こ

で
破

棄

さ

れ

た

判
決

が
第

三

刑
事

法

廷

の
判
例

の
言

う

、

仮

定

的

な

事
情

で
あ

っ
て

現
実

と
関

係

の
な

い
事

情

に

つ

い
て



{503}量刑事情 と評価方向

の
単
な

る
仮
定
的
考
慮
、
例

え
ば
、
経
済
的
窮
乏

の
不
存
在

や
性
的
窮
乏

の
不
存
在
を
量
刑

の
出
発
点

と
し
、
そ
れ
ら
が
行
為
を
何
ら
特

徴
付
け

て

い
な

い
の
に
刑

を
重

く
し

た
と
言
え
る

か
に
は
疑
問

が
あ

る
。
利
益
追

求

の
動
機

は
存
在
す

る
事
情

で
あ

る
し
、
そ

の
他

の
消

(
18

)

極

的
表
現

に
よ
る
事
情
も
ま

っ
た
く
量
刑

に
関
係

が
な

い
と
は
言
え
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

量

刑

に
関
係

の
な

い
事

情

は
も
ち
ろ
ん
量
刑
上
考
慮

で
き

な

い
。

こ
の
点

で
第

三
刑
事
法
廷

の
判
例
が
単
な

る
仮
定
的
事
情

を
量
刑

の

出
発
点

と
し

て
は
な
ら
な

い
と
し
た

の
は
妥
当

で
あ
る
。
し
か
し
、
量
刑

に
関
係

の
あ

る
事
情

は
消
極
的
表
現

に
よ
る
も

の
で
も
考
慮
し

て
よ

い
は
ず

で
あ
る
。
第

三
刑
事
法
廷

の
判
例

は
、

こ
れ
が
許
さ
れ

る
場
合

の
例

と
し

て
、

経
済
状
態

が
良
く

て
何
ら
犯
行

へ
の
糸

口
が

な

い
場
合
は
特

に
非
難
さ
れ

る
の
で
刑
を
重
く
し
得

る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
特

に
刑

を
重

く
す

る
様
な
場
合

は
考
慮
し

て
良

い
と
し
た

も

の
と
も

理
解

で
き
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
す

る
と
、
消
極
的
表

現
を

用

い
て

い
る
が
、
な

お
量

刑
上
関
係

の
あ

る
事
情

が
読

み

取

れ
る
場
合

に
、
そ

の
事
情

が
特

に
刑
を
重
く
す

る

(又
は
軽
く
す
る
)
と
も

言
え
な

い
よ
う
な
場
合

に
は
結
局
、

そ
の
事
情
は
考
慮

で
き

(
19

)

な

く
な

る

の
で

は
な

い
か

と

の
疑

問

が
生

じ

る

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

第

二
刑

事

法

廷

は

こ

の
よ
う

な
見

解

で
あ

る

と
も

解

し
得

る

の
で

あ

る
。
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ω
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三

大
法
廷
決
定

第

一
刑
事
法
廷
は
窃
盗
罪

に

つ
い
て
被
告

人
が
金
銭
的
窮

乏

に
な

か

っ
た

こ
と
、
労
働

の
機
会

が
あ
り
、
窃
盗

は
絶
対
的

に
必
要

な
わ

け

で
は
な

か

っ
た
こ
と
を
刑
を
重
く
す

る
要
素

と
し

た
原
判
決
を
維
持
す

る
に
あ

た

っ
て
、

こ
れ
が
第
二
刑
事
法
廷

の
判
例

と
異
な

る

こ

と
を
理
由

に
、
憲
法

一
三
六
条

一
項

に
よ

っ
て
大
法
廷

に
判
断
を
求

め
た
。

第

一
刑
事
法
廷

は
次

の
よ
う

に
述

べ
た
。
「
連
邦
最
高
裁

の
多

く

の
判
例

は
、
刑
を
軽
く
す

る
事
情

の
不
存
在

は
刑
を
重
く
し
得
ず
、
刑

を
重
く
す

る
事
情

の
不
存
在
は
刑
を
軽

く
し
得

な

い
と
し

て

い
る
。

こ
こ
で
、
多

く

の
判
例

で
経
済
状
態

が
悪

い
こ
と
は
刑
を
軽
く
す

る

事
情
と
さ
れ
て

い
る
が
、
経
済

状
態

が
特

に
良

い
場
合

に
刑
を
重
く
す
る

こ
と
は
許

さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
通
常

の
、
普

通

の
、
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な

お
良
好

な
経
済
状
態

は
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
は
評
価

で
き
な

い
。
結
論
的

に
、
量
刑
上
重
要

で
は
な

い
こ
と

に
な
る
。

こ
の
原
則
が

一
般
的

に
正
し

い
か
ど
う

か
は
1

当
刑
事
法

廷
は

こ
れ
を
疑
う

が
1

不
問

に
付
し
得
る
。

こ
れ
と
は
関
係
な
く
、
通
常

の
経
済
状
態
を
刑

(
1

)

を
重
く
す

る
も

の
と
評
価
し

て
は

い
け
な

い
と

の

一
般
原
則

は
な

い
。
」
刑
法
四
六
条

二
項
は
行
為
者

の
経
済
状
態

を
特

に
考
慮

す

べ
き
量

刑
事
情

と
し

て
お
り
、
判
例

で
も
行
為
者

の
人
的
関
係

・
経
済
的
関
係

の
詳
し

い
把
握

が
量
刑

の
前

提
と
さ
れ
、
特

に
所
有
権

犯
罪

・
財

産
犯

に

つ
い
て
は
そ
う

で
あ

る

こ
と
は

一
致
し
て

い
る
。
「
そ

の
よ
う
な
詳

し

い
把
握

が
意
味

が
あ
る

の
は
、
事
実
審
裁
判
官

が
得
ら
れ

た

結

論
を
量
刑

で
有
意
義

に
評
価
し
得

る
場
合

の
み
で
あ

る
・
当

刑
事
法
廷

が
問
題
と
し

て
い
る
判
例

は

こ
れ
を
妨
窺

・
」

「
事
実
審
裁
判
官

が
犯
行

の
ど

の
よ
う

な
事
情
を
刑
を
重

く
し
又

は
軽
く
す
る
と
評
価
す

る
か
は
彼

の
仕
事

で
あ
り
、
彼

に
は
広

い
裁

量
権

が
あ

る
。
同
じ

こ
と
は
経
済
状
態

の
評
価

に
も
言
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
上
訴
審

が
介

入
し
得
る

の
は
法
的

誤
り
が
存
在
す

る
場
合

の

み
で
あ

る
。

事
実
審
裁
判
所

が
普
通

の
経
済
状
態
を
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価

し
た
と
き

に
ど

こ
に
法
的

誤
り
が
あ

る

の
か
は
従
来

の

(
3

)

判
例

で
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
」
刑
を
軽
く
す

る
事
情

の
不
存
在
は
刑
を
重

く
し
得
な

い
と

の
原
則

は
、
量
刑
事
情

の

2
0
「ヨ
巴

閃
⇔
一一
(規

範
的
通
常
事
例
)
を
前

提

と
し
、

こ
れ
に
よ

っ
て
重
く
す

る
か
軽
く
す
る

か
が
調

べ
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は

(規
範
的
に
)
通
常

の

犯
行
現
象

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ
、
法
的

誤
り

の
根
拠

と
し
て
刑
法
四
六
条
三
項

の
二
重
評
価

の
原
則

の
規
定

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
行
為
者

の
経
済
状
態

は
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
で
は
な

い
の
で
、

こ
れ

は
適
切

で
は
な

い
。

次
に
、
法
的

誤
り

は
経
験
則

の
範
囲
外

で
の
量
刑

で
あ

る

こ
と

に
求

め
ら
れ

る
。
例

え
ば
.
補

助
的
仕
事

の
収
入
が
異
常

に
高

く
評
価

さ
れ
、
そ

こ
か
ら
刑

が
重
く
さ
れ
る
場
合

で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
す

べ
て
の
量
刑
事
情

に

つ
い
て
生
じ
得

る
も

の
で
あ

り
、
ま
た
、

=
疋
の
高

さ
の
収
入
を

一
定

の
場
合

に
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価
す

る

こ
と
を
何
が
妨
げ
る

の
か
明
ら
か
で
は
な

い
。

こ
の

こ
と
は
普

通

の
収
入
、
普
通

の
経
済
状
態
を
事
実
審
裁

判
官

が

(4

)

評
価
す

る
場
合

に
も
同
様

で
あ

る
。

「
さ
ら

に
、
経
済
状
態
を
他

の
量
刑

の
観
点

か
ら
離
し

て
考
察

し
、
評
価
し
得
る

こ
と
も
前
提

と
さ
れ

て

い
る
が
、

こ
れ
も
不
可
能

で
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あ
る
。
行
為
者

の
経
済
状
態
と
そ

の
他

の
量
刑
事
情

(被
害
者
の
経
済
状
態
も
含
む
)
は
し
ば
し
ば
相
互
関
係

に
あ
る
。
行
為
者

は
比
較
的

経
済
状
態

が
良

い
が
貧
乏

人
か
ら
盗
る

の
か
、
金
持

ち

の
余
剰

か
ら
盗

る

の
か
、
行

為
者

の
経
済
状
態

に
照
ら
し
て
、
余

分
を
盗

る
の
か
、

必
要
な
も

の
を
盗

る

の
か
は
区
別
し

て
良

い
は
ず

で
襲

・
L
事
実
審

裁
判
官

が
行
為

と
行
為
者

の
全
体
評
価

を
し
て
、
そ

の
中

で
行
為
者

の
経
済
状
態
を
調

べ
、

そ

の
他

の
量
刑
事
情

に
関

係
さ

せ
て
、
被

告
人
に
不
利
な
事
情

と
し

て
評
価
す

る
な

ら
、

こ
れ
を
重

く
す

る
と
表

現
す

る
か
ど
う

か
は
二
次

的
な
問
題

で
あ
る
。
同
様

に
、
犯
行

が
理
解

で
き

る
と
す

る
な
ら
、
経
済
状
態

に

つ
い
て
の
絶
対
的
評
価
を
し

な

い
で
、
軽
く
す
る

こ
と
も
で
き

る
。
「
重
く
す

る
又

は
軽
く
す
る
と

い
う
表
現

そ
れ
自
体

は
法
的
検
討

に
と

っ
て
決
定
的

で
は
な

い
。
決

定
的
な

の
は
、
そ
れ

に
よ

っ
て
把
握

さ
れ
た
事
情

の
量
刑

で
の
意
義

・
影
響

が
法
的

に
擁
護
し
得

る
方
法

で
検
討
さ
れ
、
衡
量

さ
れ
、
評

価

さ
れ
て

い
る

か
で
あ

る
。

こ
こ
で
刑
法
四

六
条

二
項

の
行
為
者

に
有
利

な
事
情

と
不
利
な
事
情

の
衡
量

の
概
念
は
、
す

べ
て

の
量
刑
上

重
要

な
事
実
を
ま
ず
そ
れ
自
体

で
評

価
し
、
重

い
又

は
軽

い
の
欄

に
記
入
す
る
と

い
う

よ
う

に
解
釈
し

て
は
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
経
済

状
態
を
他

の
事
情

と
と
も

に
全
体
像

の
中

で
考
慮

し
、
行
為

に
対
す

る
意
義

を
明
ら
か

に
し
、
量
刑

で
有
意

義

に
評
価
す

る
こ
と
を
命
じ

ハ
　

ロ

て

い
る

の
で
あ

る
。
」

第
二
刑
事
法

廷
は

こ
れ
と
異
な

っ
た
判
決
を
し

て

い
る
が
、
第

三
刑
事
法
廷
は
個

々
の
判
決

の
当
不
当

は
表
現

の
形
式

に
依

る
の
で
は

な
く
、
実
際

の
事
情

が
そ

の
形
式
を
満

た
す

た
め
に
あ

げ
ら
れ
て

い
る
か
否

か
で
あ
る
と
す

る
。
第

四
刑
事
法
廷

は
薬
物
取
引

に

つ
い
て

経
済
的
困
窮

に
な
か

っ
た

こ
と
は
刑
を
軽
く
す

る
事
情

の
不
存
在

で
あ

り
、
刑
を
重
く
す
る
も

の
と
で
き
な

い
と
判
示
し

た
上

で
、

こ
の

よ
う
な
原
則

が
、
行
為
者

の
経
済
状
態

は
犯
行
を
必
要

と
し
な
か

っ
た
と

の
考
慮
を
も
妨
げ

る
か
は
、
刑
事
法
廷

に
よ

っ
て
異
な

る
と
し
、

第

四
刑
事
法
廷

は

こ
れ
を
否
定

す
る
方
向

で
あ

る
と
し

た
。
第
五
刑
事
法

廷
は
経
済
的
窮
乏

の
不
存
在
を
刑

を
重
く
す
る
も

の
と
評
価
す

　
　

　

る

こ
と
に
異
議
を
と
な
え

て
は
お
ら
ず
、
消
極
的
表
現
も
単

に
言
葉

の
問
題
で
あ

る
と
す

る
。

こ
の
第

一
刑
事
法
廷

の
決
定
は
、
金
銭
的
窮
乏

に
な

か

っ
た
と

い
う
量
刑
事
情
自
体

の
評
価

に
意
義
を
認

め
な

い
も

の
と
解

し
得

る
。
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第

一
に
、
二
重

評

価

の
問

題

で
は

な

い
と

の
見

解

の
影

に
隠

れ

て

い
る

が
、
経

済

状

態

に

つ

い
て

の

2
0
「ヨ
巴

「
餌
一閣
は
存

在

し

な

い
と

し
、

経

済

状

態

に

つ

い
て

の
評
価

の
基

準

が
な

い
と
し

て

い
る
。

第

二

に
、

個

々
の
量

刑

事

情

に

つ

い
て
絶

対

評

価

は

せ
ず

、

他

の
量

刑

事

情

と

の
相

互
関

係

の
中

で
、
行

為

と
行

為
者

の
全

体

像

の
中

で
評

価

す

る
も

の

と
し

て

い
る
。

第

三

に
、

ヘ

ッ
テ

ィ

ン
ガ
ー

の
指
摘

す

る

よ

ら
お

ヒ

う

に
、
本
件

で
は
事
実
審
裁
判
官

が
実
際

に
存
在
す

る
事
情
を
誤

っ
て
消
極
的

に
表

現
し
た
か
ど
う

か
は
明
ら
か
で
は
な

い
の
に
、
事
実

審
裁
判
官

の
量
刑
を
維
持

し
て

い
る
。
上
訴
審
は
事
実
審
裁
判
官

の
表
現
か
ら
量
刑
を
審
査
す
る
し
か
な

い
の
で
、
思
考
上

の
誤
り
の
疑

い
が
あ
る
な
ら
破
・棄
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
は
ず

で
あ

る
。
差
戻

し
後

の
事

実
審

が
同
じ
量
刑
を
す

る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ

の
時

に
初

め
て
始
め

の
量
刑

が
誤

っ
て
は

い
な
か

っ
た

こ
と
が
判

明
す

る

の
で
あ

る
。
第

一
刑
事

法
廷
が
消
極
的
表
現

の
問
題
そ
れ
自
体

に
は
取
り

組

ん

で
い
な

い
の
は
、
消
極
的

に
表

現
さ
れ
た
量
刑
事
情
そ
れ
自
体

の
評
価

に
は
・意
義

が
な

い
こ
と
を
前

提

と
し
て

い
る
か
ら

で
は
な

か

ろ
う

か
。

こ
の
よ
う

に
消
極
的
表

現

の
問
題

と
は
異
な

っ
た
量

刑

の
根
本

問
題
を
内
包
し
な

が
ら
、
大
法

廷
に

「
被
告

人
が
金
銭
的
窮
乏

に
な

か

っ
た
、
又
は
、
労
働

の
可
能
性

が
あ
り
、
窃

盗
は
絶
対
的

に
は
必
要

な
か

っ
た
と

い
う

事
情

は
刑
を
重

く
す

る
も

の
と
評
価
し
う

る
か
」

が
問
わ
れ
た
。
大
法
廷

は
次

の
よ
う

に
述

べ
た
。

ま
ず
、
提

出
さ
れ

た
問
題
は

一
般
的

に
は
答
え
ら
れ
ず
、
個

々
の
場
合

に
よ

る
と
す

る
。
次

に
、
上
訴
審

の
量
刑
審
査

は
事
実
審
裁
判

官

の
量
刑

の
説

明

の
実
質
的
内
容

に
よ
る

の
で
あ

っ
て
、
積
極
的
表
現

か
消
極
的
表

現
か

に
よ
る

の
で
は
な

い
と
す

る
。
「
刑
を
重

く
す

る

事
情

の
不
存
在

は
刑
を
軽
く
し
な

い
と

の
原
則

に

つ
い
て
も
同
じ

こ
と

が
言
え
る
。
第

三
刑
事
法
廷

が
適
切

に
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
裁

判
所

は
確
定
さ

れ
た
事
実

に
基

づ

い
て
量
刑

し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
判
断
さ
れ
る

べ
き
事
実

と
関
係

の
な

い
仮
定
的
事
実

に
よ

っ
て
量
刑

ハ
　
こ

し

て

は
な

ら

な

い
こ
と

を

こ
の
原

則

は
表

し

て

い
る
。
」

「
こ

の
量

刑

に

つ

い
て

一
般

的

に
妥

当
す

る
原

則

は

行
為

者

の
経

済
状

態

に
も

あ

て

は
ま

る
。

そ

れ

が
当

該

事

例

で
量

刑
」

重

要

で
あ
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る
な
ら
ば
、
右

に
あ
げ
た
限
界
内

で
は
そ
れ

が
被
告
人

の
有
利

に
な
る
か
、
不
利

に
な

る
か
を
決
定
す
る

の
は
事
実
審
裁
判
官

の
役
目

で

あ
り
、

法
違
反

が
あ

る
か
否

か
の
審
査

で
は
上
訴
審

は
判
決
理
由

の
実
質
的
内
容
を
確
定
す

べ
き

で
あ
り
、
消
極
的
表

現
か
否

か
に
は
固

執
す

べ
き
で
は
な

い
。
被
告
人

が
金
銭
的
窮
乏

に
な
か

っ
た
、

又
は
、
労
働

の
可
能
性

が
あ
り
、
窃
盗

は
絶
対
的

に
は
必
要

な
か

っ
た
と

い
う
確

定
は
他

の
同
内
容

の
表
現

と
同
様

に
、
し
ば
し
ば
、
被
告

人
は
普

通

の
経
済
状
態

に
あ
り
、

こ
れ
を
考
慮
す

る
と
、
理
解

で
き
な

　
り

　

い
動

機

か
ら

犯

行

し

た

こ
と
を

被

告

人

の
不

利

に
評

価

し

た
と

も
解

さ

れ

る
。
」

「
事

実

審

裁

判

官

は

一
定

の
経

済

状

態

の
評

価

方

向

の
決
定

に

お

い
て
1

他

の
量

刑

上

重

要

な
事

情

や
量

刑

一
般

に
お

け

る

の
と
同
様

に

Z
o
「
ヨ
巴

閃
偉。
=

(規
範
的

な
通
常
事
例
。

こ
れ
は
経
験
的

に
現
れ
る
平
均
的
事
例

と
混
同
し

て
は
な
ら
な

い
)
か

ら
出

発

す

る

の
で
は

な

い
。

こ
れ

と

異

な

る

見
解

は
法

律

は

菊
Φ
αq
①
一
閃
巴
一
と
そ

れ

に
相

応

の

Z
o
「日
巴

な

刑

罰

を
知

っ
て

お

り
、
そ

こ
か

ら
差

し

引

き

に
よ

っ
て
刑

を

確

定

す

る

と

い
う

仮

定

に

基

づ

い
て

い
る
。

こ

の
見

解

は

必
然

的

に
個

々
の
点

ま

で

の
上

訴

審

裁

判

官

に
よ

る
量

刑

コ

ン
ト

ロ
ー

ル
に

観

・
」
「
z
。
塁

閃
巴
あ

確
定

は
さ
ら

に
、
そ
れ
を
特
徴

づ
け

る
事
情
と
そ
れ
と

の
相
違
を
特
徴

づ
け

る
事
情

の
区
別
を
強

い
る
.
後
者

は
量

刑

で
考
慮

す

べ
き

だ

が
、

前

者

は
考
慮

す

べ
き

で
は

な

い
こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は

行
為

を

形
成

す

る
事

象

.
事

情

を
分

割

す

る

こ
と

に
な

る
。

刑

を

重

く
す

る

事
情

、

軽

く
す

る
事

情

と

い
う

カ
テ

ゴ

リ

ー

に
第

三

の
カ

テ

ゴ
リ

ー

と

し

て
、

量

刑

上
重

要

で

は
な

い
事

情

が

　
レ

　

加
え
ら
れ
る
と

い
う
ブ

ル
ン
ス
の
分
析
は
、

そ

の
よ
う
な
考

え
方

の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し

て

い
る
。
」
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な

Z
。
『
ヨ
m
一

閃
巴
一
の
承
認

は
事
実
審
裁

判
官

に
広

い
法
定

刑
を
任
せ

て

い
る
ド
イ

ッ
刑
法

の
体
系

に
反
す

る
。

広

い
意
味

で
の
財
産
犯

で
は
、
行
為
者

の
行
為
時

の
経
済

状
態

は
行
為

の
動
機
と
心
情

を
理
解

で
き

る
、
理
解

で
き
な

い
、
非
難
し
得

る
な
ど
と
特

徴
付
け
る

の
に
適
し

て

い
る
。
そ

の
場
合
、

こ
の
事
情

は
被
害
者

の
経
済

状
態
等
他

の
事
情

と
相
互
関
係

が
あ

る
。
特
別
予

防

の
観
点

で
は
、
判
決
時

や
将
来

の
経
済
状
態
等
が
重
要

で
あ

る
。
「
個

々
の
場
合

の
量
刑
事
情

の
複
A
口
性
は
規
範
的
な

Z
。
「
∋
巴

閏
餌
=
が

(
13

)

法

律

と

は
あ

ま

り
関

係

の
な

い

こ
と

を
示

し

て

い
る
。
」
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大
法
廷
決
定

は
、
第

三
刑
事
法
廷

の
見
解

に
賛
成
し
、
刑
を
重

く
す

る
事
情

の
不
存
在
は
刑
を
軽
く
し
な

い
と

の
原
則

は
実
際
的
事
情

の
み
を
旦里
刑

の
基
礎

と
し
得

る

こ
と
を
示
し

た
も

の
で
あ
る
と
す

る
。

そ
し

て
、
被
告
人
が
金
銭
的
窮
乏

に
な

か

っ
た
と

い
う
事
情
も
、

被
告

人
は
通
常

の
経
済
状
態

で
あ

っ
た
の
で
窃
盗

の
動
機

が
理
解

で
き
な

い
と

い
う
実
際
的
事
情
を

示
す

の
で
量
刑
上
刑
を
重

く
す
る
も

の
と
し

て
考
慮

し

て
良

い
と
す

る

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
第

一
刑
事
法

廷
と
は
異
な
り
、
実
際

に
存
在
す

る
も

の
で
あ

れ
ば
経
済
状
態

そ

へ
る

　

れ

自

体

に

つ

い
て

刑
を

重

く
す

る
も

の
と
評

価

し

得

る
と

の
前

提

が

と

ら

れ

て

い
る

と

い
え

よ

引
。

但

し
、

そ

の
評

価

に
あ

た

っ
て
、

規

範

的

な

Z
。
『ヨ
p。
一
閃
山
一}
を

基

準

と
す

る

こ
と

は

で
き

な

い
と
す

る

の

で
あ

る
。
そ

れ

は
第

一
に
、
過

度

の
上

訴
審

に
よ

る
量

刑

へ
の
介

入

を
避
け
、
第

二
に
、
あ
る
濤

が
量
型

関
連
性

が
あ

る
が
、
刑
を
重
-
も
軽
-
も
し

な

い
場
合
を
塁

晒

第

三
に
・
あ

る
量
刑
事
情

は
他

の
量

刑
事
情

と

の
相
互
関
係

で
事
例
毎

に
異

な

っ
た
評
価

が
与

え
ら

れ
る
と
す

る
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
ら
は
量
刑
上
重
要
な
観
点

で

あ
り
、

こ
の
大
法
廷
決
定

は
量
刑
法

の
誕

に
貢
献

し
た
三

い
襲

・
し

か
し
・
と
く

に
・
規
範
的
な

2
。
塁

竃

と
区
別
す

べ
き

経
験
赫

通
華

例

に

つ
い
て
は
詳
し

い
…言口
及

が
穿

、
何

が
量
刑
事
情

の
評
価
方
向

の
決
定
葦

な

の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か

っ
た

の

で

あ

る

。

147
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・
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(
8
)

寓
①
三

コ
讐

〉
毒

Φ
き

コ
哩

じ。
〇
三

田

㊤
・.
温

』

。
ご

。。
5

.
蕊

記

』

畢

。。
」

お
・

(
9

>

じロ
O

寓

Z

Q。
魯

お

。。
N

Q。
・
ホ

ピ

(
10

)

じd
O

=

Z

Q∩
叶
N

一
㊤
oQ
担

匂∩
'
腿
切
一
・

(
11

)

cロ
O

国

2

ω
け
N

一
〇
。。
8

ψ

自

.

(
12

)

ゆ

O

=

Z

ω
酔
N

一
㊤
Qc
メ

Q∩
.
み
㎝
一
・

(
13

"

Oロ
Ω

臨

Z

ω
け
N

一
ゆ
OG
8

Qo
幽
幽
凹

・

(M

)

謬

2

=
ρ

N
§

㏄
冨

ぐ
§

霧

・
唄丙

§

影

霞

塁

Φ
冨

。
9

器

けN

一
㊤
。。
刈
・
ψ

畠

・。
・

(
15

)

じ巳
「
琶

9

>

ロ
∋

2

ざ

轟

扇

○

訟

Z

ω
良

一
〇
。。
N

㏄
.
ホ

()ご

Z

Q∩
{
N

お

。。
8

Qり
・
ホ

P

(
16

)

じご

「
¢
コ
6疏
.
Z

ω
轡
N

一
㊤
Qo
N

㏄
.
軽
切
N
■

ハ
ー7
)

↓
冨

§

Φ
.
N
¢
ヨ

ω
q
駄

N
ニ
ヨ
①
。。ω
ド三
励q
盈
邑

ζ

餌
ご。
円
罐

Φ
一「Φ
。
夏

}
Z
ω
け
N

一
㊤
。。
メ

¢

お

隠
{・
Q∩
」

¢
ω
・

な

お
、

第

一
刑

事

法

廷

決
定

後

、
第

四

刑

事

法

廷

は
、

通

貨

偽
造

罪

に

つ

い
て

、
被

告

人

が
経

済

的

窮

'之

に
な

く

利

益

追

求

的

態

度

だ

、
た

こ
と
を

珊

を
事

す

る
も

の
と
評
価
し

た
原
判
決
を
、
刑
を
軽
ー
す

る
事
情

の
不
存
在

に
よ

そ

刑

を
専

し

い
イ、
い
る
可
能

性

が
あ
る
ン
こ

イ
、
破
棄

し

た

零

=

]Z

Q∩
什
N

一
㊤
OQ
8

0り
」

ω
卜⊇
QQ
'

ま

た
・
第
二
刑
事
法
廷
は
大
法
廷
決
定

の
後

に
、
重
強
盗

の

く
。
讐

歪

藷

と
恐
喝
未
遂

に

つ
い
て
、
被
告
人
が
親

の
生
重

、
生
活
し
て
お
り
、
月

に

三

〇
〇
D
M
を
稼
ぎ
;

.○
O
D
M

の
債
務
を
支
払
わ

ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
よ

り
確
固

と
し

た
地
簸

、
働

≦

レ
な

、
キ
、、
決
』

、
経
済
的
窮
り
偏

に
な

か

っ
た

こ

と
を

重

く

す

る

の
は
法

的

に
誤

り
て

い
る
と

し

た

(じU
Ω
訟

2
Q∩
叶
N

角

ゴ
Φ
=
=
Φ
}
一
㊤
Q。
メ

ω
。
お
9

四

学

説

(51⑪)

こ

の
問

題

に

つ

い
て

の
学

説

は
大

き

く
三

説

に
分

け

る

こ
と

が

で
き

る

よ

う

に
思

わ

れ

る
。

三

第

は
フ
ォ
ス
の
見
解

で
あ

る
、

フ
ォ

ス
は
連
邦
最
高
裁

の
判
事

で
あ

っ
た
.

フ
ォ
あ

見
解

は
個

々
の
、塙

事
情
そ
れ
自
体

に

つ

い

て

は

一
定

の

評

価

を

特

に
行

わ

な

い

も

の

と

い
、噌凡
る

。
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ま
ず

、

刑

を

軽

く
す

る
事

情

の
不

存

在

は
刑

を

重

く

す

る

も

の
と

は
評

価

で
き

な

い
と

の
判

例

の
原

則

は
、

量

刑

の
出

発

点

と
し

て
、

ノ
ー

マ

ル
な
始

点

と
な

る
評

価

が
あ

り

、

こ
れ

が
刑

を

重

く

ま

た

は

軽

く
す

る
方

向

で
修

正

さ
れ

る

の

で
あ

り

、

軽

く
す

る
事

情

が
あ

れ

ば

こ
れ

よ

り
軽

く
な

る

が
、

そ

の
よ

う

な

事

情

が
存

在

し

な

い
な

ら

ば

、

そ

れ

は
量

刑
事

実

と
し

て

は
考
慮

の
外

に
置
く

と

い
う
考

え
方

(
1

一

を
前
提

と
す

る
も

の
で
、

こ
れ

は
誤

っ
て

い
る
と
す

る
。

判
例

は
行
為
と
行
為
者

に
付
着
す

る
事
情

の
全
体
評
価
を
要
求
し

て
お
り
、
裁
判
官

の
任
務
は
法
定
刑

の
中

で
そ

の
事
例
に
相
応

の
位

置
を
見

つ
け
る

こ
と
で
あ

る
。

こ
こ
で
初

め
て
平
均
的
事
例
と

い
う
も

の
が
出
て
く
る
、

こ
の
全
体
評
価

に
お

い
て
は
、

こ
こ
で
問
題
と

な

っ
て

い
る
量
刑
事
情
、
例

え
ば
、
行
為
者

の
経
済
状
態
、
性
的
生

活
、
薬
物

取
引
者

の
自
己

の
薬
物

へ
の
関

係
、
殺

人

の
犯
行

の
動
機

等

は
す

べ
て
重
要

で
あ
り
、
行
為

の
全
体
像

を
特
徴

づ
け
、
法
定
刑

の
中

で
そ

の
事
例
を
位
置
付
け
る

の
役

立

つ
。

こ
こ
で
は
刑

を
軽
く

ハ
　

　

し

な

い
事

情

は

刑

を
重

く
す

る

の
で
あ

り

、

そ

の
反

対

も

い
え

る

の

で
あ

っ
て
、

ニ
ュ
ー

ト

ラ

ル
な

領

域

は
存

在

し

な

い
と
す

る
。

個

々
の
量

刑
事

情

は

そ

の
事

例

が
法

定

刑

の
ど

こ
に
位

置

付

け

ら

れ

る
か

に

つ

い
て
は

何

も

い
わ
な

い
。

個

々
の
事
情

は
全

体

的

考
察

に

よ

っ
て
、
法

定

刑

の
上

の
方

に

い
く

場

合

に

こ
れ

を

お

し

と

ど

め

て
軽

く
す

る
方

向

に

し
、

そ

の
反

対

も

い
え

る
。

刑
法

四

六

条

は
行

為

者

に
有

利

な

事

情

と
不

利

な

事

情

を

衡

量

す

る
よ

う

に
規

定

し

て

い
る

が

、

こ
れ

は
、

ま
ず

、
す

べ

て

の
量

刑
事

情

を

刑

を

軽

く
す

る

も

の
と
重

く

す

る
も

の

と

に
分

け

、

こ
れ

を

そ

れ

ぞ

れ

の
欄

に
記

入
す

る

と

い
う

よ

う

な

方

法

で
は

な

く
、

全

体

評
価

を

す

べ
き

だ

と

の

ヘ
ヨ

ぜ

規

定

で
あ

る
。

但

し

、
例

え

ば

、
判

例

は
殺

人

罪

で
直

接

故

意

を

刑

を

重

く
す

る

も

の
と
評
価

で
き

な

い
と

し
、

低

級

な

動

機

か
ら

の
未

必

の
故

意

の

殺

人

は

、

理
解

し
得

る
動

機

に

よ

る
直

接

故
意

の
殺

人

よ

り

も

刑

が

重

く

な

る

と

し

た

が
、

こ
れ

は
全

体

評

価

を

し

て

い
る
限

り

で
正

し

い
が
、

故

意

の
形

態

は

独

立

し

た
量

刑
事

実

と

し

て
は
不

適

格

で
あ

る

と

し

た

の
は
誤

り

で
あ

る
と
す

る
。

五

〇

マ
ル
ク

を

貧

乏

人

か

ら

盗

る

の
は
、

一
〇

、

○

○

○

マ
ル
ク

を
金

持

ち

か

ら

か
盗

る
よ

り

も

責

任

が
重

い
が
、

損

害

額

が
量

刑
事

実

で
あ

る

こ
と

は

明
ら

か

だ

か
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(
4

)

ら

で
あ

る
。

フ

ォ

ス
に

よ

れ

ば
、

判

例

の
原

則

に
従

う

な

ら

ば
、

事

実

審

裁

判
官

は

誤

っ
た
表

現

を

恐

れ

る

あ

ま

り
、

量

刑

事

実

を

あ

げ

な

い
か
、

「
…

…

は
軽

く

で
き

な

い
」
等

の
表

現

を

も

ち

い
て

こ

の
問

題

を

処

理
す

る

よ
う

に
な

っ
て

し
ま

う

の

で
あ

り

、

こ
れ

は
量

刑

の
合

理

化
を

　
ら

　

妨

げ

る

こ
と

に

な

る
。

こ
の
よ
う

に
、

フ

ォ

ス
は
個

々

の
量

刑

事

実

に
独

立

し

た
意

義

を

認

め
る

が
、

独

立

の
評
価

は
し

な

い

の
で
あ

り
、

評
価

は
す

べ

て
全

体

的

評

価

に
よ

る

の

で
あ

る
。

ま

た

、

消
極

的

表

現

を

用

い
て
も

、

そ

れ

が
実

際

に
存

在
す

る
量

刑

事

実

な

ら

ば

許

さ

れ

る

こ
と

よ
肱

ろ

う

。

こ
れ

は
第

一
刑

事
法

廷

決
定

と

同

じ
論

理

で
あ

り
、

フ

ォ

ス

の
見

解

が
第

一
刑

事

法

廷
決

定

に
影

響

し

た

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

る
.

(二

)

第

二

の
見

解

は
個

々
の
量

刑
事

情

そ

れ
自

体

に

一
定

の
評

価

を

し

よ

う

と
す

る

も

の

で
あ

り
、

そ

の
評

価

の
基

準

と

し

て
、

統

計

上

通

常

の
場

合

か
否

か
を
あ

げ

る

見
解

で
あ

る
。

ホ

ル

ン
は
、

法

定

刑

の
中

で
通
常

の
平

均
的

事

例

を

考

え

る

こ
と

は
量

刑

の
合

理

化

へ
の
唯

一
の
期

待

で
き

る
方

法

で
あ

る

と
す

る
。

フ

ォ

ス
も
平

均

的

事

例

の
存

在

は
認

め

て

い
た
が

、

そ

れ
を

全

体

評
価

の
後

で
用

い
よ
う

と
し

て

い

た

の

に
対

し

て
、

ホ

ル

ン
は
全

体

評

も
ア

ぜ

価

の
前

に
こ
れ
を
個

々
の
量
刑
事
情

の
評
価

の
基
準
と
し
て
用

い
よ
う

と
す

る
の

で
あ
る
。

こ
の
平
均
的
事
例

に

つ
い
て
は
判
例
も
思
考
上

の
通
常

事
例
や
規
範
的
な
通
常
事
例

(法
定
刑
の
中
央
に
位
置
す
る
)
と
統
計
上

の
通
常

ム
お

も

事

例

(多

く
は
法
定

刑

の
下

限
よ

り
の
三
分

の

一
の
と
こ
ろ

に
位

置
す
る
)
を
区

別

し

て

い
る
。

ト

イ

ネ

は
判

例

は
前

者

に
よ

っ
て

お
り

、
例

え

　
　

ヒ

ば

ヘ
ロ
イ

ン
中

毒
者

の
行
為
も
限
定
責
任
能
力
者

の
行
為
も
規
範
的
な
通
常

事
例

に
あ

た
ら
な

い
と
し

て

い
る
と
す

る
。
し

か
し
、
ホ

ル

ン
に
よ
れ
ば
、
事
実
審
裁
判
官

は
規
範
的

な
通
常
事
例
を
考
え

て

い
る
の
で
は
な
く
、
例

え
ば
中
毒
者

の

ヘ
ロ
イ

ン
取
引
を

む
し
ろ
実
務

上

の
通
常
事
例

と
考
え
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
場
合

は
法
定

刑

の
下
方

に
位
置
す

る
が
、

こ
れ
を
法
定

刑

の
中
央

に
置

い
て
し

ま
う

と
例
外
的

に
生
じ

る
重
大
な
場

合

に

つ
い
て
責
任

と
不
均
衡

に
軽
く
処
断
す

る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
判
例

は
規
範
的
な
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通
常
事
例

か
ら
出
発
し

て

い
る
と

の
ト
イ
ネ

の
理
解

は
誤
り

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
通
常
事
例

に
固
執
す
る
者

は
、
刑
を
軽
く
す

る
事
情

の
不
存
在

に
刑
を
専

す

る
効

果
を
否
定
す
る

た
め
に

の
み
そ
う
し

て

い
る
ヒ
の
疑

い
が
生
じ

る
と

い
や

ど

の
よ
う

な
事
例

が
通
常

の
事
例
な

の
か
に

つ
い
て
は
事
実

審
裁
判
官
が
判
断

し
得

る
。
し
か
し
、

ホ
ル

ン
に
よ
れ
ば
、
刑
を
軽

く
す

る
事
情

の
不
存
在

は
刑
を
重
く
し
得
な

い
と

い
う
原
則

に

つ
い
て

の
判
例

か
ら
は
、
連
邦
最
高
裁

が
ど

の
よ
う
な
場
合
を
通
常
事
例

に
属

す

る
と
考

え
て

い
る
か
が
判

る
と
す

る
。
上
訴
審
裁
判
官

は
、
事
実
審
裁
判
官
が

こ
の
統
計
的
な
通
常
事
例
を
正
し
く
と
ら
え
て

い
る
か

に
疑

い
を
も

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
窃
盗

で
経
済
的
窮
乏

の
不
存
在
は
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価

で
き
な

い
と

の
判
例

は
、

経
済
的
窮
乏

は
窃
盗

の
通
常
事
例

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
で
は
な

い
と
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
所
有
権

犯
罪
、
財
産
犯

に
お

い
て
窮
乏

か
ら

の

行
為

が
統
計
上

の
通
常
事
例

で
あ
る

と

い
う

こ
と

に
な
れ
ば
、
窮
乏

が
な

い
場
合

は
刑
を
重

く
し

て
良

い
こ
と
に
な

る
。

こ
の
よ
う

に
統

計
的
な
通
常
事
例

の
特
別

の
量
刑
事
情

の
欠
如

に
よ

っ
て
、
法
定

刑

の
中

の
そ
れ
以
外

の
部
分

で
の
量
刑
が
基
礎
付
け
ら
れ

る
事

に
な
罷
・

こ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
刑

を
軽

く
す

る
事
情

の
不
存
在

は
刑
を
重

く
す
る
も

の
と
評
価

し
て
は
な
ら
な

い
と

の
原
則

は
、
そ

の
事
情

(例

え
ば
窃
盗
罪
で
の
窮
乏
)
の
存

在
又
は
不
存
在

が
統
計
的
な
通
常

事
例

の
記
述

に
実
際
上
意
味

が
な

い
か
ら

で
あ

る
と

の
観
点
か
ら

の
み
正

(
12

)

当
化

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

(三
)

第
三

の
見
解

は
個

々
の
量
刑
事
情

そ
れ
自
体
を
評
価
す

る
が
、

そ

の
評
価

に

つ
い
て

一
般

的
基
準
を
用

い
ず

、
個

々
の
場
合

の

中

で
あ

る
事
情

が
刑
を
重

く
す

る
か
軽
く
す

る
か
が
決
定
的

で
あ
る

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

ブ

ル

ン
ス
は
ま
ず
、
全
体
的

評
価

の
み
を
行
な
う

フ
ォ

ス
や
第

一
刑
事
法

廷
決
定

の
見
解

に
反
対
す
る
。
あ
る
事
情

が
刑
を
軽
く
す

る

か
重
く
す

る
か
は
事
案

に
よ

っ
て
異
な
り
、
ま
た
、
行
為
者

の
経
済

状
態

は
被
害
者

の
経
済
状
態
と

の
関
係

に
お

い
て
考
慮

さ
れ
る
が
、

他

の
量
刑
事
実
、
特

に
異
質

な
量
刑
事
実

(例
え
ば
、
財
産
犯
で
の
武
器
の
使
用
)
の
存
在

に
よ

っ
て
は
影
響
さ
れ
な

い
と
す
る
。
秤

の
二

つ

の
皿
が
正
し
く
満
た
さ
れ

て

い
る
場
合

に

の
み
秤

は
有
効

に
機
能
す

る

の
と
同
様

に
、
刑
法
四
六
条

の
行
為
者

に
有

利
な
事
情

と
不
利
な
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お

　

事

情

の
衡

量

は
個

々

の
量

刑

事

情

の
正
当

な

評

価

の
後

に
初

め

て
な

し

う

る

と
す

る
。

個

々

の
量

刑
事

情

の
評

価
方

向

の
決

定

に

つ

い
て

は
通
常

の
事

例

(2
0
「ヨ
巴
一
閏
帥
一一)
は
基

準

と
は

な

ら

な

い
。

例

え

ば
、

通
常

の
経
済

ハ
ね

ね

状

態

と

い
う

も

の

は
存

在

し

な

い
。

刑

法

四

六
条

二

項

は
経

済

状
態

の
考

慮

を

要

求

し

て

い
る

の
で
、

ま
ず

、

考
慮

は
す

る

が

そ

れ

が
事

案

の
内

容

に
照

ら
し

て
、

刑

を
重

く
も

軽

く
も

し

な

い
場

合

が
あ

る

と

い
う

こ
と

を
前

提

と
し

て

い
る
、

大

法

廷

決
定

は
刑

を
重

く

す

る

か
又

は

軽

く
す

る
も

の

に
限

っ
て

ハ
め

ロ

量
刑
関
連
性
を
認

め
る
が
、
そ

の
よ
う

な
考

え
方

に
は
従

え
な

い
。

結
局

、

こ
の
見
解

に
よ

れ
ば
、
刑
を
軽
く
す

る
事
情

の
不
存

在
は
刑
を
重
く
す

る
も

の
と
評
価
で
き
な

い
と
の
原
則

は
、

こ
の
消
極
的

表
現

に
よ

っ
て
、
実
際

に
存
在
し
な

い
仮
定
的
な
量
刑
事
情

に
量
刑
関
連
性
を
否
定
す

べ
き

こ
と
を
述

べ
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
に
な

る
。
金

銭
的
窮
乏

に
な
か

っ
た
と

の
表
現
も
普

通

の
経
済

状
態

で
あ

っ
た
と

い
う
実
際

に
存
在
す
る
事
情

を
意
味
す
る
と
解

し
得

る
場
合

に
は
・
量
刑
関
連
性

が
認
め
ら

雛

・
後

は
そ

の
事
案

に
照
ら
し
て
そ

の
事
情

が
刑
を
ぞ

す

る
の
か
軽

-
す

る
の
か
を
決
定
す

る
こ
と

に

な

る
。

(四

)

第

一
刑

事

法

廷

お
よ

び

フ

ォ

ス

の
見
解

は
個

々
の
量

刑

事

情

の
評
価

を

認

め
ず

、

当

該
事

例

の
全
体

の
印

象

に
よ

っ
て
量

刑
す

る

こ
と

に
な

る
。

し

た

が

っ
て
、

量

刑

自

体

が
上

訴

審

に

お

い
て
擁

護

さ

れ

る

範

囲

に
於

い
て
は
量

刑

方

向

の
誤

り

は
是

正
さ

れ

な

い
こ

ハリ

リ

と

に
な

る
。

こ

れ

は
、

個

々

の
量

刑
事

情

の
評
価

を

認

め

る
判

例

に
反

す

る
し

、

ま

た

、

そ

の

こ
と
を

通

し

て
、

量

刑

の
合

理
化

を

図

ろ

う

と
す

る
学

説

の
正
当

な

潮

流

に
逆

行

す

る

こ
と

に
な

り
、

妥

当

で

は
な

い
と

言

え

よ

う
。

次

に
、

ホ

ル

ン

の
見

解

は

一
定

の
比

較

対

象
事

例

を
前

提

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

ホ

ル

ン
は

こ

の
消
極

的

表

現

の
問
題

を

通

じ

て
、

量

刑

一
般

の
考

え

方

と

し

た
。
例

え

ば

直

接

故
意

で

の
殺

人

は
通

常

事

例

な

の
で
、
法

定

刑

の
半

分

以

下

の
領

域

で

の
量

刑

に
な

る

と
す

る
。

(
18

)

こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
事
実
審
裁
判
官

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
大
法
廷
決
定

は
規
範
的
通
常
事
例
を
量
刑
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の
基
準

と
す

る

こ
と

に
反
対
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
第

三
刑
事
法
廷

は

(統
計
的
)
通
常
事
例
と
思
考
上

の
平
均
的
事
例

(規
範
的
通
常
事

例
)
を
区
別
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、

(統
計
的
)
通
常
事
例
を
旦里
刑

の
基
準
と
す

る

こ
と
を
認
め
て

い
る
。
す
な
わ
ち

「
法
定
刑

は
立
法
者

の
拘
束
的
決
定

に
よ

っ
て
、
思
考
上

の
最
も
重

い
場
合
を
も
包

括
す

べ
き
な

の
で
、
裁
判
官

は
当
該
事
例

の
判
断
に
お

い
て
は
、
刑
罰
を

法
定

刑

の
正
し

い
領
域

に
お

い
て
見

い
だ
す

べ
き
と
き

に
こ
の
事
例

グ

ル
ー
プ

に
も
目
を

む
け

ね
ば
な
ら
な

い
。

こ
れ

に
対
し

て
、
行
為

の
重

大
さ
が
、

経
験
的

に
常

に
繰
り
返
し

て
現
わ
れ
る
事
例

の
中
間
領
域

に
あ

る
場
合

に
、
法
定
刑

の
中

間
か
ら
刑
を
選
択
す

る

の
は
誤

り

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
構
成
要

件

は
広

い
容
量
を

備
え
て

い
る

の
で
、
犯
行

の
大
部

分
は
比
較
的
重
大
性

が
少
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
多
く

の
場
合
を
、

は
る
か
に
稀
な
重
大
な

な

い
し

は
最
も
重
大
な
場
合

と
と
も

に
行
為

の
重
大
性

の
平
均
的
評
価

の
探
求

に
お

い
て

用

い
る
な
ら
ば
、
通
常

の
場
合

の
評

価
は
必
然
的

に
、
立
法
者

が
考
慮

し

た
構
成
要
件
実
現

の
、
す
な
わ
ち
、
最
高
刑

と
最
低
刑

で
限
界

(
19

)

付

け
ら
れ
た
法
定

刑
を
予
定
す

る
構
成
要
件
実
現

の
中
間
よ
り
下

の
領
域

に
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し

た
。

大
法
廷
お
よ

び
ブ

ル
ン
ス
の
見
解

は
、
個

々
の
量
刑
事
情

の
評
価
を
重
視
す

る
点

で
、
量
刑

の
合

理
化

を
め
ざ
す

も

の
と
評
価

で
き
る
。

し
か
し
、

そ

の
判
断

は
個

々
の
事
例

の
中

で
行
わ
れ

る
の
で
、
明
確

な
基
準

が
な

い
点

が
問
題

と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
大
法
廷
も
経
験
的

通
常
事
例
を
基
準

と
す

る
こ
と
を
全

く
否

定
し
て

い
る
と
は

い
え
な

い
。
し

か
し
、
事
例
毎

の
判
断
が
強
調
さ

れ
て

い
る
。

ま
た
、
ブ

ル

ン
ス
も
法
定
刑

が
責
任
と
不
法

の
重

さ

に
よ

っ
て
決
ま

っ
て
お
り
、
法
定

刑

の
中

で
の
量
刑

に
お

い
て
も
責
任

と
不
法

の
重

さ
に
よ

っ
て

〔
20

}

段
階
付
け
を
す

べ
き

で
あ
り
、

そ

の
際
、

経
験
上

の
通
常
事
例

と
の
比
較
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と
す

る
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁

の

(統
計
的
)
通
常
事
例

と
思
考
上

の
平
均
的
事
例

(規
範
的
通
常
事
例
)
の
区
別

に
賛
成
し
、
ま
ず

、
思
考
上

の
平
均
的
事
例
を
考

え
、
次

に
、

そ
れ
と
は
異
な
る
通
常
事
例
を
法
定

刑

の
ど
こ
に
位
置
付
け
る

べ
き
か
を
考

え
、
当
該
事
例

の
量
刑
を
す

る
と
き
に
正
し

い
法
適
用
と
な

る
と
す

る
。
し

か
し
、
通
常
事
例

の
判
断

に
あ

た

っ
て
は
、
限
定
責
任
能
力

の
よ
う

に
立
法
者

の
意

思

に
よ

っ
て
通
常
事
例

か
ら
除
外
す

べ
き
も

の
も
あ

る
と
す

る
。

こ
こ
で
は
通
常
事
例

が
規
範
的
通
常
事
例
的

に
考
え

ら
れ
て

い
る
よ
う

で
も
あ

る
。
も

っ
と
も
、
限
定
責
任
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能

力
は
法
定
刑

の
変
更
を
伴
う

の
で
別

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
も
言
え
る
。
し

か
し
、
他
方
、
事
実
審

裁
判
官

の
経
験
か
ら
も
、

犯
罪
統

計
的
に
も
得
ら
れ
な

い
基
準
も
あ
る

と
し
、
上
訴
審

の
最
終
的

な
全
体
的
考
察

に
よ

っ
て
基
準

が
設
定

さ
れ
る
と

い
う

メ
ー

ス

ル

(
21

)

の
見
解

を
正
当

と
す

る

の
で
あ

る
。
通
常

事
例

の
判
断
基
準

は
曖
昧
な
ま
ま

で
あ
る
。

(
-

)

閃
o
け
買

ω
昏

o
h
ω
o
ゴ
似
臥

=
口
αq
＼
Qり
需

蝉
眺
ヨ

凶己

Φ
「
=
コ
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I
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貯

①

笥
o
o
7

二
昌
臼
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匹
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8

閃
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曽
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Φ

血
Φ
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ω
耳
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哺
N
ロ
ヨ

①
ω
ω
=
=
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璃
]
菊

一
⑩
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9

ω
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QQ
ゆ
国

(
2

)

閃
o
滑
戸

一
カ

一
㊤
QQ
g

Qつ
・
ω
り
刈
暁
.

(
3

)

閃
o
轡
貫

}
幻

一
㊤
QQ
9
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・
ω
ゆ
oQ
■

(
4

)

剛
9

ゴ
し

閑

お

。。
押

ψ

ω
㊤
。。
■

(
5

)

閃
0
9

こ

閃

6

。。
μ

ψ

ω
㊤
㊤
.

(
6

)

口σ
歪

昌
ρ

C

σ
臼

虫

Φ

二
じu
Φ
≦

。
「
ε

轟

ω
誉

冥

§
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器

ひq
巴

く

8

§

島

Φ
冨

2

Q。
骨
「
駄

弩

ヨ

Φ
。。
。。
巷

。q
ω
鼻

臣

9

①
P

舅

6

。。
メ

ω
・
8

.

(
7

)

類

。
β

ω
q

駄

ω
ヨ

臥
呂
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巨

匹

Q。
け
錘

ぎ

ま

Φ
≡

謁

⊥

ヨ

く
霞

鼠

一
匿

白。

芝

。
N
5

Q。
需

く

ち
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9

ω
5
ま

。。
h
{
.矯
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」

①
㊤
・

(
8

)

し尊
O

}山
Q∩
σ

しd

阜

悼
8

ω
・
卜o

(蒔
唾
・)
・

(
9

)

↓
冨

舅

ρ

O
毎

&

。。
葺

N

o
口
恥

国
ぎ

N
Φ
年

簿
αq
魯

侮
2

Q。
耳

帥
{
窪

ヨ

Φ
㎝
。・
琶

,q

脳
窪

の

9

「

寄

9

け
ω
唱
「
Φ
9

巷

ゆq

号

ω

O⇔
慧

匹
Φ
。。
。q
①
「
凶9

叶
。。
7
9

。。
嘗

く

ら

。。
押

ψ

一
①
錬

戸

ω
■
N
O
諏

b

ω
・
N
O
㎝
・
ト

イ

ネ

自

身

は

、

ホ

ル

ン

と

同

様

に

統

計

的

な

通

常

事

例

を

基

準

と

す

る

見

解

と

い

え

よ

う

。

(
10

)

国

自

戸

ω
q

<

一
㊤
。。
ρ

ω
・
一
①
濠

・

ヘ

ッ

テ

ィ

ン

ガ

ー

も

思

考

上

の

通

常

事

例

は

机

上

の

空

論

で

あ

り

、

実

際

に

は

存

在

し

な

い

と

批

判

す

る

。

ヘ

ッ

テ

ィ

ン

ガ

ー

も

経

験

上

通

常

の

事

例

を

基

準

と

し

よ

う

と

す

る

が

、

そ

れ

を

ど

の

よ

う

に

定

義

す

る

か

に

つ

い

て

は

明

ら

か

に

し

て

い

な

い

。

》

コ
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Φ
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コ
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し尊
O

団

一
閃

一
Φ
QQ
8

ω
畢
一
一
ゆ
ご

Qり
一
「
<

一
㊤
oo
メ

Q∩
闇
一
心
刈
{
h

く

ひ自
一
二

=

①
梓
鉱
鵠
閃
①
ゴ

U
曽
ω
O
o
O
O
①
一く
①
「
≦

Φ
詳

ニ
コ
αq
¢
ω
<
Φ
「
<
o
叶
σ
①
一
ω
窪

m
ヰ

鋤
『
ヨ

Φ
口
鳥
①
口

d
ヨ

ω
叶
似
語
匹
Φ
P

一
⑩
QQ
bo
}
oり
`
に

ω
脚
↓

凶ヨ

O
ρ

ω
q

鋤
暁
日

一
嵐

Φ
『
コ
コ
αq

血
Φ
ω

〉

↓

ユ
Φ
白自

ω
肯
O

しd

=
コ
飢

位
①
o。

じ
o
セ
℃
Φ
一
く
①
「
薯

Φ
博
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ゆ
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ρ

ω
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一
蒔
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噛

(
11

)

団
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P

Q∩
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ω
9

日

讐

一
Q。
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Φ

閑
o
]B

]ヨ

Φ
諺
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「

N
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Qo
け
O
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噌
じσ
山
.
一
`

》
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〉
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ゆ
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Q。
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ゴ
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①
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"
ω
什
『
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ρ

Qo
.
霜

P

(
12

)
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o
『
P
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#

<

一
㊤
Qo
O
〕
QD
・
一
圃
O
.

(
13

)

ゆ
コ
』
箒
ρ

卑

P

O
;

』
閑

一
㊤
Q◎
N

Qり
・
㊤
ω

脚
飢
Φ
崩

二

〉

コ
ヨ

①
「
パ
ロ
ロ
αq
珊
Z

Qり
砕
N

一
㊤
QQ
S

Qつ
・
心
切
P

(
14

)

じσ
「
ロ
コ
ロ自
曽
一
菊

一
㊤
QQ
メ

ω
.
㊤
幽
.

(
15

)

ゆ
「
ロ
コ
oo
一
』
閑

一
㊤
Q◎
8

ω
・
㊤
軽

旧
飢
Φ
「
ω
こ

Z

Q∩
け
N

一
㊤
oQ
8

Q∩
.
心
切
N
.
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(
16

)

¢⇔
「
§

ρ

窯

ω
什
N

一
㊤
o。
N

ω
●
δ

N
■

(
17

)

じロ
歪

昼

O

g。
ω

閃
Φ
9

こ

①
「

Q。
仲
邑

N
¢
ヨ

Φ
。。
。。
琵

ひq
甲
。。
・
b。
鼓

暁
騨

(18
)

国
o
「
戸

Qり
網
。。
冨
ヨ
卑

一ω
冨

「
図
o
ヨ
ヨ
①
三
鋤
「』

&

力
鳥
戸

8

旧
じロ
O
鵠

Q∩
#
<

一
㊤
。。
♪

Qっ
」

一
野

(
19
)

しロ
Ω
頴
q白
け

切冒
鳥
』

N

ψ

錠
戸

ω
.
餅

そ

の
後

、

連

邦

最

高
第

三

刑
事

法

廷

は

、
最

低

刑

も
思

考

上

の
最

も

軽

い
場

合

を

予

定

し

て

い
る

の
で

は
な

い
と

し

た
。

O弓
O
鵠

Z
ω
叶N

}
O
。。
♪

QQ
・
ω
$

'
ツ

ィ

ッ
プ

は

こ
れ

に
賛
成

し
、

裁

判
官

の
評
価

に

よ

っ
て
、

当

該

事
例

の
不

法

内

容

が
そ

の
犯

罪

類

型

の
と
く

に
軽

い
形

で

の
実

現

と
さ

れ

る
場

合

に
最
低

刑

が

適

用

さ

れ

る

と

い
う

。

N
な
b

>
コ
ヨ
①
蒔

ロ
コ

ぴq

(¢尊
O
工

Z
Q∩
酢
N

一
⑩
。。
典

ψ

ω
㎝
㊤
ご

Z
ω
魯

一㊤
。。
《

Qり
願
ω
$

.

し

か
し

、

統

計

上

の
通
常

事

例

を

基

準

に
す

る

と
、

第

一
に
、

現

在

の
量

刑

実

務

を

是

認

し

、
前

提

と
す

る

こ
と

に
な

り

、

現

在

の
実

務

が
誤

っ
た

方

向

に
あ

る

と
し

て

も

こ
れ

を

是

正
す

る
糸

口

が

な

い

こ
と

に
な

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

第

二

に

、
統

計

上

の
通

常

事

例

を

基

準

に
す

る
見

解

は
量

刑

は

責

任

の
幅

の
中

で

予
防

の
観

点

か

ら
行

な

う

と

の
通

説

的

見

解

か

ら
離

れ

て

、

と

く

に
自

由

刑

で

は
刑

の
高

さ

を

決

定

す

る

の
は
責

任

に
限

界

付

け

ら

れ

た

不
法

の
量

で
あ

る

と

の
前

提

に

立

つ
場

合

に

よ

り

説

得

的

で
あ

る

よ
う

に
思

わ

れ

る

。
通

常

事

例

を

構

成

し
、
ま

た
、
通

常

事

例

と
比
較

が
容

易

な

の

は
、

特

に
特

別

予

防

的

観

点

か

ら

の
行

為

者

の
評

価

を

離

れ

た
行

為

の
事

情

で
あ

ろ

う

。

ま

た
、

ツ
イ

ッ
プ

が
主

張

す

る

よ

う

に
、

行

為

者

自
身

に

つ
い
て

の

評
価

は
上

訴

審

で

は
不

可
能

な

の
で
、

上

訴

の
対
象

と

し

に
く

い
か

ら

で
あ

る
。

N
督
h

Q∩
需
鼠
讐

ヨ
窃
。。
§

伊q
矯

一
㊤
刈
8

堕

㎝
O
◎

㎝
ω
ρ

も・
切
ご

匹
Φ
「
9

"

ω
茸
駄
ヨ
鋤
守

o
≦
ω
δ
戸

一
㊤
$

鴇
ω
・
卜。
N
ω
hh

(20

)

卑

量

ρ

》
類
ヨ
o
鱒

§

四

(口U
O
鵠
ω
樽
.
尊口
鮮

鐸

ω
・
卜。
ご

』
幻

一
㊤
§

ω
」

$

(21

)

ロσ
毎

鍔

9

。。
㌘

畠

乙

①
あ

茸
簿
暁窪

ヨ
Φ
。。
ω
§

mq
層
Q。
・
8

拝

竃

α
ω
摂
ω
嘗
㌶
N
¢
ヨ
Φ
ω
㎝
雪

伽q
2

Q。
暦N
一
ゆ
。。
・。
φ

冨
。。
一
筥
α
。。
一あ

q
鋤
h
鐸

ヨ
Φ
ω
ω琶

αq
を

Qり
叶N
6

。。
幽
庸

ω
・
8

.

規

範
的

通

常

事

例

を

基

準

と
す

れ

ば
、

量

刑

実

務

の
方

向

が
誤

っ
て

い
る

場

合

の
是

正

は

可
能

に
な

る
。

な

お
、

ブ

ル

ン

ス
は

ホ

ル

ン
と

は
異

な

り

、

量

刑

一
般

で

は
責

任

の
幅

の
中

で

の
弄

防

を

考

え

る

の
で
あ

り
、

責

任

と

予

防

を

明
確

に
区
別

し

て
扱

う

と

の
立
場

を

と

ら

な

い
。

じロ
鑓

霧

糟
O
器

幻
Φ
6
窪

O
臼

Q∩
q
9。
{窪

ヨ
Φ
。。
。。¢
ロ
堕

ω
.
一
〇
蟄
h
層

五

規
範
的
通
常
事
例
と
統
計
的
通
常
事
例

155

法
定
刑

は
裁
判
官

の
量
刑
裁
量
を
上
限
と
下
限

と

に
よ

っ
て
限
界
付
け

て

い
る
だ
け

で
な
く
、
そ

の
構
成
要
件

に
該
当
す
る
す

べ
て

の
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ハ
ェ

ヒ

可

能

な
事

例

に

つ

い
て

の
重

大

性

の

ス
ケ
ー

ル
を

含

ん

で

い
る

と

考

え

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち

、

法
定

刑

は
不

法

と
責

任

の
程
度

に

よ

る
段

階

的

ス

ケ
ー

ル
で
あ

り

、

上

限

が
考

え
得

る

最

も
重

大

な
事

例

を

特
徴

づ
け

、

下

限

が
考

え
得

る
最

も

軽

い
事

例

を

特

徴

づ

け

、

そ

の
中

間

の
刑

は
両

極

端

か
ら

次

第

に
離

れ

て

い
く

事

例

に
相

当

す

る

の

で
あ

る
。

し

か
し

、

ド

レ
ー

ア

ー

の
よ

う

に
、

こ

の
不

法

と
責

任

の
程
度

に

つ
い
て

の
評

価

や

、

そ

こ

か
ら

具
体

的

な
刑

を

導

く
事

は

裁

判
官

の

(
2

)

創

造

的
活

動

で
あ

る

と

し
、

裁

判

官

に
全

く

任

せ
ら

れ

て

い
る

と
す

る

の

で
は
、

量

刑

基

準

に
欠

け

、
量

刑

の
公
平

性

に
欠
け

る

こ
と

に

な

り

か

ね
な

い
。

あ

る

い
は
、

事

例

に
直

面

し

て
、
法

定

刑

の
中

央

に
位

置
す

る
刑

が
適

当

で
あ

る

と

の
判
断

か

ら
、

行

為

を
中

間

的
な

ヘ
ヨ

リ

も

の
と
し

て
評
価
し
、
法
定
刑

の
中
央

に
位
置
付
け

る
と

い
う

循
環
論
法

に
陥

っ
て
し

ま
う
。

や
は
り
、
裁
判
官

は
行
為
と
行
為
者

の
全

体
像
か
ら
直
接

に
具
体

的
な
刑
を
量
刑
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
当
該
事
例
を
判
断
す

る
基
準
、
よ
り
具
体
的

に
は
比

較

の
基
準

が
必
要

な

の
で
あ
る
。

こ
の
比
較

の
基
準
を
提
供

し
う

る
と
さ
れ
て

い
る

の
が
先

に
述

べ
た
規
範
的
通
常
事
例

と
統
計
的
通
常

事
例

で
あ

る
。

規
範
的

通
常
事
例

と
は
、
立
法
者

の
評
価
を
基
礎

に
し

て
、
法
定
刑

の
中

央
に
位
置
す
る
刑
罰
を
相
当

と
す

る
事
例

で
あ

る
。
統
計
的
通
常
事
例

と
は
、
実
際

に
最
も
頻
繁

に
現
わ
れ
る
事
例

で
あ
り
、
そ
れ
に
相
当
す

る
刑
罰
は
法
定
刑

の
下
限
よ
り

の
三
分

の

一
に
属
す

る
こ
と
が
多

い
と
さ
れ
る
。

こ
れ

ら

の
事
例

の
研
究

は
新
し

い
も

の
で
は
な

い
が
、

こ
こ
で
は
比
較
的
最
近

の
研
究
を
検
討
し

て
み
た

い
。

O

規
範
的
通
常

事
例

の
主
張
者

は

モ

ン
テ

ン
ブ

ル
ッ
ク
で
あ

る
。
彼

は
裁
判
官

が
具
体
的

刑
罰
を
導
く
際

の
最
も
有
用
な
基
準
と
し

て
通
常
事
例
を
あ
げ
る
。
も

っ
と
も
、

モ

ン
テ

ン
ブ

ル
ッ
ク

は
、
算
術
的
意
味

で
の
法
定

刑

の
中
間

に
相
当
す
る
事
例
を
基
準
と
す

る
の

で
は
な

い
。

モ

ン
テ

ン
ブ

ル
ッ
ク

に
よ
れ
ば
、

ド
イ

ツ
で
は
立
法
者

は
不
法

と
責

任

に
関
係
す

る
量
刑
理
由
を
構
成
要
件

に
照
ら
し

て
三

ハ
　

　

つ
に
区

別

し

て

い
る
。

す

な

わ

ち

、
特

に
重

大

な
事

態

・
比

較

的

重

大

で

は
な

い
事
態

・
通
常

の
事

態

で
あ

る
。
特

に
重

大

な

事

態

と
比

較

的

重

大

で
な

い
事

態

は
法
定

化

さ

れ

て

い
る

も

の
と

い
な

い
も

の
が
あ

る

が
、
法

定

化

さ

れ

て

い
る
も

の

の
法

定

刑

は
、

同

様

の
法
定
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う

　

刑

を
規

定

さ

れ

て

い
る
犯

罪

類

型

に
お

い
て
も
考

慮

し

う

る

と
す

る

の

で
あ

る

。

も

ち

ろ

ん
、

法

定

化

さ

れ

て

い
る
特

に
重

大

な

事
態

を

法

定

化

さ

れ

て

い
な

い
事

態

と
全

く

同

様

に
扱

う

べ
き

だ

と

い
う

の

で
は

な

い
-

た

だ
、

量

刑

に

つ

い
て

の

一
つ
の
指

針

と

し

よ
う

と

い

う

の

で
あ

る
。

た

と

え

ば
、

裁

判
官

が

法
定

化

さ

れ

て

い
な

い
特

に
重

大

な

事

態

を

認

め
た

に

も
拘

ら
ず

、
比

較

し

う

る
法

定

化

さ

れ

て

い
る
特

に
重

大

な

事

態

の
最

低

刑

よ

り

も
軽

い
量

刑
を

す

る

な

ら

ば
、

法

定

刑

の
範

囲
内

の
量

刑

で
は
あ

る

が
、

軽
す

ぎ

る
刑

と

し

て
上

訴

し

う

る

と
す

る

。

も

ち

ろ

ん
特

別

予

防

の
観

点

か
ら

、

こ

の
よ

う

な

量

刑

も

可
能

で
は
あ

る

が
、

少

な

く

と

も

判
決

理

由

で
そ

の

こ
と

を

説

明

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
、

ま

た
、

裁

判

官

が
法
定

化

さ

れ

て

い
な

い
特

に
重

大

な

事

態

を

見

落

と

し

た
場

合

は
量

刷

上
本

質
的

な

　
　
ど

観
点
を
考
慮
し

て

い
な

い
の
で
、
量
刑
理
由

は
誤
り

で
あ

る

こ
と

に
な
る
、

と

こ
ろ

で
、
判
例

は
特

に
重
大
な
事
態

を
定
義

し

て
、
行
為
者

八
格
を
含
め

た
行
為

の
全
体
像

が
、
経
験
的
な
通
常
事
例

と
異
な

っ
て

い
て
、
例
外
的
な
法
定
刑

の
適
用
が
必
要

と
思
わ
れ
、
行
為

の
特
別

の
当
罰
性

に
照
ら
す
と
通
常

の
法
定
刑

で
は
十
分

で
は
な

い
場
合

で

ハ
ァ

　

あ

る
と
す

る
。

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

に
よ

れ

ば
、

こ
れ

は
通
常

の
法

定

刑

と
あ

わ

せ
た
全

体

的

法

定

刑

を

想

定
す

る
も

の
で
あ

る

が
、

こ

の
考

え
方

に
よ

る

と
、

法

が
特

に
重

大

な

事

態

に

つ

い
て

下

限

だ
け

を

切

り
上

げ

、

上

限

は
切

り
上

げ

て

い
な

い
場

合

に

は
、
特

に
重

大

(
8

」

(
9

)

な
事

態

の
概

念

は
不

要

に
な

る

と
し

て

批

判

す

る
。

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

は
、

判

例

・
通

説

も

特

に

重

大

な
事

態

を

、

す

べ

て

の
具

体

的

事

態

の
衡

量

に
よ

っ
て

で

は
な

く
、

事

態

の
特

殊

性

に
よ

っ
て
、

特

に
、

法

の
他

の
条

文

に
お

い
て
例

示

又

は
加

重

事

由

と

し

て
示

さ

れ

て

い
る
事
情

に
よ

っ
て
根

拠

づ
け

よ

う

と

し

て

い
る

と
し

、

こ
れ

は
妥

当

で
あ

る

と
す

る

。
例

え

ば

、
動
機

と
し

て
は

、
利

得

目
的

(二
七

二
条

)、

犯

行

隠

蔽

目

的

(三

一
五
条

三
項
)、

性

的

満

足

の
目

的

(二

工

条
)
等

を

あ

げ

得

る
。

次

に
、

特

別

の
責

任

に
も

拘

ら
ず

行

為

し

た
場

合

と
し

て
、

特

別

の
信

頼

の
破

壊

二

二
〇
条

、
二
四
六
条
等
)
、

親

に
対
す

る

行

為

(二
二

一
条

二
項

)
等

が
あ

る
。

さ

ら

に
特

殊

な
規

範

関

係

で

の
損

害

の
惹

起

と
し

て
、

営
業

性

(二
四
三
条

一
項
三
号
、
二
六
〇
条
等

)、

経

済

的

困

窮

状
態

の
惹

起

(三
〇
二
条

a
二
項
)
等

が

あ

る
。

ま

た
、
身

体

.
生

命

に
危

険

な

行

為

と

し

て
、

銃

器
携

帯

二

二

一
条
三
項
、

一
二
五
条

a

一
号

)
、

死

の
危

険

や
重

大

な
傷

害

の
惹
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起

二

=
二
条
二
項
二
号

、

一
二
五
条

a
三
号
)

等

が
あ

る
。

特

別

の
保

護

措

置
を
破

っ
た
行

為

と
し

て

は
、

侵

入

窃

盗

(二
四
三
条

一
項

一

号
)
等
を
あ
げ
う

る
と
恥

・
全

体
的
衡
量

で
は
な

文

こ
れ
ら

の
メ
ル
ク

了

ル
の
存
否

に
よ

っ
て
特

に
重
大
な
事
態

の
刑

で
量
刑
す

る

(
11

)

場

合

の

み
、

上

訴

審

が
比

較

事

例

に
照

ら

し

て
原

審

の
量

刑

を

再
検

討

す

る
余

地

が
生

じ

る
。

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

は
、

比

較

的

重

大

で

は
な

い
事

態

に

つ

い
て
も

同
様

に

し

て
、

一
定

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル

の
存

否

を

決

定

的

と
す

べ

き

で
あ

る

と
す

る
。

例

と

し

て

は
、

所
有

権

犯
罪

・
財

産

犯

罪

に
お
け

る
盗

品

の
価

値

の
少

な

さ

(二
四
八
条

a
)
、
親

族

相

盗

(二
四
七
条
)
、

ハ
む

ソ

特

別

の
挑
発

(二

一
三
条
)
等
を
あ
げ

て

い
る
。
例
え

ば
、
特
別

の
挑

発
は
傷
害

致
死
で
も
比
較
的
重
大

で
は
な

い
事
態

と
さ
れ

る
こ
と

に

(
13

)

な
る
。

最
後

に
、
特

に
重

大
な
事
態

の
法
定
刑

と
比
較
的
重
大

で
は
な

い
事

態

の
法
定

刑
が
重

な
る
部

分
が
規
範
的

な
通
常

の
事
例

(虫
三
m
∩
げ

閃
巴
一)
と
な

る
。
五
年
以
下

の
自
由
刑

が
法
定

刑

の
犯
罪

の
場
合
、
特

に
重

大
な
事
態

の
法
定
刑

の
下
限

は
六
ヵ
月

で
あ
り
、
比
較
的
重
大

で
は
な

い
事
態

の
法
定
刑

の
上

限
は
三
年
九

ヵ
月

(四
九
条
)
な

の
で
、
六

ヵ
月
以
上
三
年
九

ヵ
月
未
満

の
自
由

刑
が
通
常
事
例

に
相
当

の

刑
と
雛

・

こ
れ
を
構
成
要
件

の
観
点

か
ら
見

る
と
・
通
常
事
例

と
な
る

の
は
、
特

に
重
大

な
事
態

と
比
較
的
重
大

で
は
な

い
事
態

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
が
存

在

し

な

い
場

合

、

あ

る

い
は

そ

れ

ぞ

れ
対

立

す

る

メ

ル
ク

マ
ー

ル
が
相
殺

し

あ

い
、

刑

を

重

く
す

る

メ

ル
ク

マ
ー

ル
と

刑

を

軽

く

す

る

メ

ル
ク

マ
ー

ル
が
対

立

し

あ

っ
て

い
る

場
合

で
あ

る
。

統

計

的

に
通
常

の
事

例

は
、
比

較

的

重

く

な

い
事

態

の
メ

ル
ク

マ

(
15

㌔

ー

ル
を

含

ん

で

い
る
も

の

が
多

く

、

こ

の
規

範

的

な

通
常

の
事

例

の
刑

の
範

囲

に

は
な

い
。

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

が
、

行

為

と
行

為
者

の
全

体

像

に
よ

る
量

刑

で

は
な

く

、

一
定

の

メ

ル
ク

マ
ー

ル

の
存

否

を

量

刑
上

重

視

し

た
点

は
評

価

す

べ

き

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

な

方
法

に
よ

っ
て

上
訴

審

で

の
量

刑

審

査

が
容

易

に
な

り

、

類
似

し

た
事

例

に
類

似

し

た
刑

を

科

す

こ
と

が

可
能

に
な

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

ま

た
、

そ

の
基

準

を
、

規

範

的

な
、

す

な

わ

ち

ド

イ

ツ
刑
法

そ

の
も

の

か
ら
導

か

れ

る
、

理

想

と
す

べ
き
事

例

の
分

類

に
求

め

て

い
る
点

で
特

徴

が

あ

る
。

統

計

的

な

通

常

事

例

を

基

準

に

せ
ず

、
現

在

の
量

刑

実

務

を
前

提

に
し

て

い
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な

い
点

で
、

量

刑

を

理

想

的

な

も

の
に

、

ド

イ

ツ
刑
法

の
立
法

者

が
想

定

し

た

で
あ

ろ

う
も

の
に
近

付

け

る

こ
と

が

で
き

る

と

の
考

え

に

よ

る

の
か
も

し

れ

な

い
。

こ

の

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

の
立
論

は
、

ド

イ

ッ
刑

法

の
法
定

刑

の
体

系

は
、

基

本

と

な

る
事

態

、

特

に
重

大

な

事

態

、

比

較

的

重

大

で
は

な

い
事

態

の
区

別

を

確

固

と
し

て
確

立

し

て

い
る
と

の
前

提

に

た

ち
、

各

犯

罪

の
法
定

刑

の
関

係

を

入

念

に
分

析

し

て
生

み
出

さ

れ

た
も

の
な

の
で
あ

る
。

し

か
し

、

わ

が
国

の
現

行

刑
法

は

こ

の
よ
う

な

三

分

類

に
よ

っ
て

お
ら
ず

、

統

}
的

な
非

常

に
幅

の
広

い
法

定

刑

を

規

定

し

て

い
る
点

で
異

な

る
。

し

た

が

っ
て
、

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

の
立

論

を

わ

が
国

の
量

刑

論

と

し

て

そ

の
ま

ま
受

け

入

れ

る

こ
と

は

で
き

な

い
の

で
あ

る
。

ま

た

、

モ

ン
テ

ン
ブ

ル

ッ
ク

の
主

張

は
も

と
も

と
刑

罰

枠

に
関
す

る
も

の

で
あ

る

点

に
注

意

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
で
あ

ろ
う

。
す

な

わ

ち

、
特

に
重

大

な

事
態

等

が
存

在

す

る

と
き

は

刑

罰
枠

そ

の
も

の
が
変

更

さ

れ

る

の
で
あ

り
、

処

断

刑

の
問

題

で
あ

る

。

こ
れ

に
対

し

て
、

特

に
重

大

な

事

態

が
法

定

さ

れ

て

い
な

い
構

成

要

件

に

お

い
て
、

他

の
規

定

の
特

に
重

大

な
事

態

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
を

満

た
す

場

合

は
、

刑

罰

枠

の
変

更

で
は

な

く
、

具

体

的

な
刑

罰

を

導

く

基

準

の
問

題

と
解

し
得

る
。

し

か

し
、

そ

の
場

合

も

、

そ

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
の

存

在

に
よ

っ
て
導

か
れ

る

刑

罰

は
広

い
幅

を
も

っ
た
枠

で
あ

る

こ
と

に

は
変

わ

り

は

な

い
。

し

た

が

っ
て
、

具

体
的

な
刑

罰
を

導

く

た

め

に
は

さ

ら

に
、

基
本

と
な

る
事

態

、

特

に
重

大

な

事

態

、

比

較

的

重

大

で
は

な

い
事

態

と

い
う

三

種

の
事

態

の
中

で
、

事

例

を

メ

ル
ク

マ

ー

ル
に
よ

っ
て
細

分

化

す

る

こ
と

が
必

要

に
な

ろ
う

。

⇔

統

計

的

通
常

事

例

を

量

刑

の
基

準

に
し

よ
う

と
主

張
す

る
論

者

の
基

本

的

前

提

は
、

理

念
的

な
責

任

相

当

刑

の
存

在

を
否

定

す

る

か
、

少

な

く

と

も
疑

う

こ
と

に
あ

る
。

た

と
え

ば

、

ぼ
リ

ン

ス
キ

ー

は
、

点

の
理

論

を

採

用
す

る

か
、

幅

の
理

論

を
採

用
す

る

か

の
論
争

に
は
実

際

上

の
意

味

は
な

い
と
す

る
。

ロ
リ

ン

ス
キ

ー

に
よ

れ

ば

、

正
当

な
刑

罰

と

は
、

そ

の
犯

罪

に
対

す

る

そ

の
時

点

で

の
社

会

の
抽

象

的

認

識

を

最

も

よ

く

具

体

化

し

て

い
る
刑

罰

な

の

で
あ

る
。

裁
判

官

は

そ

の
様

な
刑

罰

を

認

識

し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
の

で
五

縛
・

ロ
リ

ン

ス
キ

ー

に
よ

れ

ば

、

絶

対

的

刑

罰

や
極

端

に
狭

い
法

定

刑

は
平

等

で

は
あ

る

が
、

あ

ま

り

に
も

個
別

的

正
義

を
排

除
す

る

こ

と
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に
な

り
妥

当

で
は
な

い
。

ま

た
、

犯

罪

の
細

か

い
類

型

化

も

あ

ま

り

に
も

硬

直
的

で
あ

り
、

犯

罪
的

態
度

の
変

化

や
社

会

の
変

化

に
合

わ

な

い
し

、

そ

れ

に
対

応
す

る
刑

罰

観

の
変

化

に
も

適

合

し
な

い
。

こ
う

し

て
裁

判
官

の
あ

る

程
度

広

い
裁

量

の
下

で
、

こ
れ
を

コ
ン
ト

ロ

(
17

)

ー

ル
す

る
様
な
量
刑
論
が
妥
当
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
現
在

の
通
説
的
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、
統
計
的
通
常

事
例

の
探
求

と
互

い

(
18

)

に
補

い
合

う

も

の
で
あ

る

。

と

こ
ろ

で
、

法

定

刑

を

出

発

点

と
し

て
規

範

的
通

常

事

例

を

量

刑

の
基

準

と
す

る

こ
と

は
な

ぜ
妥

当

で

は
な

い
の

だ
ろ
う

か
。

ロ
リ

ン

ス
キ

ー

は

そ

の
根

拠

と
し

て
次

の
三

点

を

あ

げ

て

い
る
。
第

一
は
、

立
法

者

が
法

定

刑

や

重

大

な

犯

行
態

様

等

に
よ

っ
て
示

し

た
犯

罪

の

重

大

性

の

ス

ケ
ー

ル
は
非

常

に
粗

雑

で
あ

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

た
と

え

ば
、
傷

害

罪

は

二

二
三
条

一
項

、
、
二

二

三
条

a
、
二

二
三

条

b

、

二

二

四
条

等

に
別

れ

て

い
る

が
、

下

限

は

区

別

で
き

て

も
上

限

は
同

じ

五
年

の
自

由

刑

で
あ

り

、

こ
れ

に
よ

っ
て
、

立
法

者

は
傷

害

の
重

大

性

を

考
慮

す

べ
き

だ

と
し

て

い
る

こ
と

は

わ

か

る

が
、

さ

ら

に
細

か

い
段
階

付

け

は
不

可
能

で
あ

る
。

第

二

に
、

法
定

刑

は
量

刑

の
指

針

と
な

る

だ
け

で
は

な

く
、

一
般

予

防

の
要

素

も

入

っ
て

い
る

の

で
、

こ

の
よ
う

な

威

嚇

的

刑

罰

か
ら
平

均

的

な

刑

を

導

く

の
は
妥

当

で

は
な

い
と

い
う

点

で
あ

る
。

第

三

は
、

立
法

者

は
法

定

刑

を

ど

の
よ

う

に
充

足
す

る

か

を

裁

判
官

に
任

せ
て

い
る

の
で
、

実

際

の
平

ロ
ゆ

り

均
的
事
例

と
そ
れ
に
対
応
す
る
刑
罰
を
量
刑

の
基
準
と
す

べ
き

だ
と
す

る
の
で
あ
る
。

裁
判
官

は
同
じ
管
轄
区
さ
ら

に
は
異
な

っ
た
地
域
間

で
も
量
刑
格
差
を
な
く
す
よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

ロ
リ

ン
ス
キ
ー

に
よ
れ
ば
、

民
主
主
義

に
お

い
て
は
多
数
決
原
理

は
重
要

で
あ
り
、
具
体
的
量
刑

は
個

々
の
裁
判
官

に
権

限

が
あ

っ
て
も
、
彼
も
全
体

と
し

て

の
判
例

戸
20

)

の
機

能

に

一
致
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

ま

た

、

こ

の
よ
う

に

し

て
得

ら

れ

た
通

常

事

例

を

立

法
化

し

て

し
ま

う

こ
と
も

考

え

ら

れ

る

が
、

こ

の
方

法

だ
と

、
常

に
そ

の
時

点

で

の
刑

罰

観

の
変

化

に
対

応

す

る

た

め

の
立

法

作

業

が
必

要

に
な

る
。

し

か

し
、

こ
れ

は
不

可

能

で
あ

る
。

ま

た
、

通
常

事

例

を
法

律

に
掲

げ

れ
ば

裁

判

官

を

強

く

こ

の
評

価

に
拘

束

す

る

こ
と

が

で
き

、

こ
れ

か

ら

離

れ

る
場

合

に

は
詳

し

い
理
由

付
け

を

必

要

と
す

る

こ
と

に
な
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る
が
、

こ
の
よ
う
な
理
由
付
け
は
上
訴
審

で
の
原
判
決

の
再
検
討

の
可
能

性

に
よ

っ
て
も
強
制
す

る
こ
と

が
で
訟
総
・

シ

ュ
ト

レ
ン
グ
も
、
統
計
的
通
常
事
例

の
重
要
性
を
強
調
す

る
。

シ

ュ
ト

L

〆
グ

は
正
当
な
刑
罰
と
は
責
任
相
当
刑

で
あ
り
、

そ
れ

は

社

会

の
安
定
化

の
要
求

に
合

っ
た
刑
罰

で
あ
る
と
す

る
が
、

こ
の
前
提

か
ら
外
れ
な

い
限
り
、
裁
判
官

の
間
主

観
的
評
価

の

一
致

と

い
う

「
22

}

糠
煽
講

蠕
謹
戦
額
ポ議

駒媚酷

晒

の輪
難
過

鵠
肪宛
袴
耀
鯉

胤

上

学

的

な

意

味

で
絶

対

的

に

正
し

い
責

任
相

当

刑

は

存
在

し

な

い
と
考

え

ら
れ

て

い
る

と

い

、
て
よ

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

シ

ュ
ー

レ
ン
グ

の
調
査

に
よ
れ
ば
、
裁
判
官

と
検
察
官

は
同
様

の
事
例
と

の
比
較
を
重
視
し
て
腿

・
ブ

ル
ン
垂

,あ

よ
う
な
比
較

は
量
刑
実
務
を
統

一
す

る

た
め

の
最
も
重
要
な

手
段
で
あ
る
と
し

て

い
る
と
す

る
。
比
較

に
よ
る
超
個
人
的
な
基
準

の
設
定

は
相
対
的

正

義

を
す
す

め
る

の
に
役

だ

つ
だ
け

で
は
な
く
、
超
主
観
的
な
、

正
し

い
刑
罰
に

つ
い
て

の
合
意

は
当
該
事
例

に

つ
い
て

の
責
任
相

当
刑
と

(
27

)

い
う

意
味

で
の
絶
対
的

正
義
を
も
特
徴

づ
け
る

と
す

る

の
で
あ

る
。

シ

ュ
ト

レ
ン
グ
も

ロ
リ

ン
ス
キ
ー
と
同
様

に
、
立
法
者

の
評
価

に
裁
判
官

を
拘
束
す

る
規
範
的
通
常
事
例

の
考
え
方

は
、
立
法
者

の
評

価

が
明
ら

か
で
は
な

い
点

、
さ
ら
に
、
立
法
者

自
身

が
歴
史

の
変
化
を
考
慮

し
た
判
断
を
裁
判
官

に
求

め
て

い
る
点

か
ら
し

て
、
妥
当

で

(28

)

は

な

い
と
す

る
。

た

だ
し

、

シ

ュ
ト

レ

ン
グ

は

ロ
リ

ン
ス
キ
ー

の
よ
う

な
統

計

的

通

常

事

例

と

の
比

較

を
基

本

的

に

は
肯

定

し

つ

つ
も

、

こ

の
よ
う

な

方

法

だ
と

ど
う

し

て
も

非

類

型

的

な
事

例

に
対

処

で

き

な

い
と

こ
ろ

か
ら

、

刑

罰

・
構

成

要

件

・
行

為

の
特
徴

・
行

為

者

の

特

徴

等

を

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

に
イ

ン
プ

ッ
ト

し

て
お

い
て
、

裁

判

官

が

そ
れ

に
当

該
事

例

の
諸
要

素

を

イ

ン
プ

ッ
ト

し

て
ど

の
よ

う

な

刑

に

(
29

〕

な
る
か
を
調

べ
る
方
法
を

と
る

べ
き

だ
と
し

て

い
る
。

ド
イ

ツ
の
連
邦
最
高
裁
も
統
計
的
通
常

事
例

を
必
ず

し
も
否
定

し

て
い
な

い
。
ま

た
、

わ
が
国

の
よ
う

に
と
く
に
広

い
法
定

刑
が
規
定

さ

れ
て
お
り
、
規
範
的

通
常
事

例
を
求

め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
統
計
的
通
常

事
例
は
量

刑

の
基
準

と
し

て
有

用

で
あ
ろ
う
。
他
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方

、

統

計

的
通

常

事

例

を
基

準

と
す

る

こ
と

の
最

大

の
問

題

点

は
、

こ

の
方

法

は
現

状
肯

定

的

に
な

る

の
で
は

な

い
か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
・

し

か
し

、

シ

ュ
ト

レ

ン
グ

の

い
う

よ
う

に
、

比

較

事

例

に

つ

い
て

の
情

報

は
裁

判

官

が
法

定

刑

の
ど

こ
に
当

該
事

例

を

位

置

付

け

る

か

を
決

め

て
し

ま
う

も

の
で

は
な

く

、

量

刑

の
展
開

に
従

っ
て
新

た

な
基

準

を

基

礎

に
置

く

こ
と

も

可
能

な

の
で
あ

る

。

む
し

ろ
量

刑

相

(
30

)

場

を
見

な

お
す

た

め

に
も

一
定

の
量

刑

の
傾

向

を

と
ら

え

て

置

く

こ
と

は
必

要

な

の
で
あ

る
。
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。

(
23
)

q。
魯

ヨ
こ
戸

O
①
ω
昏

琶

鳥

¢
§

一こ

り
鐸

Q。
引
三

5

(24
)

ω
。
Φ
琶

9

ぎ

。。
鴇

喜

Φ
器

ω
け邑

N
§

①
ω
誓

α・

曾

尋

酢四
三

。
ぎ

「
謬

①
。・
①
騨

鱒

。
葺

巳

ρ

o
>

§

幽
矯
ω
』

薬

。。
・
N
8

阜

(
25

)

ω
電

①
謁

魯

聾

甲
P

ω
・
器

P

ω
.
。。
O
㎝
・

(
26

)

じd
歪

3

ω
9

鴎
N
ロ
ヨ

霧

§

ひq
。・
「
①
6
暮

卜。
・
〉

猛

`

6

鐸

ψ

①
φ
.

(
27

)

Q。
q

。
凝

、
餌
6

・
P

ω
.
ω
8

費

(
28

)

ω
#

。
躍

も

噸
P

ρ

ψ

舞

(
29

)

。。
竃

贔

m
』

.
P

ω
.
ω
O
。。
・
Q。
・
竃

P

(
30

)

ω
耳

①
轟

も

』

・
ρ

℃
Q。
.
も。
F

rs3
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六

結

甥
口口

 

本

稿

は
、

ド

イ

ツ

の
判

例

上

の
量

刑

原

則

、
す

な

わ

ち

、

刑

を
重

く
す

る
事

情

の
不

存

在

は
刑

を

軽

く
す

る
も

の
と

評

価

し

て

は
な

ら

ず

・

刑

を
軽

く

す

る
事

情

の
不

存

在

は
刑

を

重

く

す

る
も

の

と
評

価

し

て

は
な

ら

な

い
と

の
原
則

を

め
ぐ

る
議

論

を

通

じ

て
、

一
定

の
事

情

の
量

刑

上

の
評

価

方

向

に

つ

い
て
検

討

し

た

も

の

で
あ

る
。

基

本

的

な

方

向

と
し

て
、

次

の
よ
う

に
考

え

た
。

犯

罪
行

為

と
行

為

者

の
全

体

像

の
印
象

か

ら

の
量
刑

は
実

際

的

で
は
な

く

、

一
定

の

メ

ル
ク

マ
ー

ル

の
存

否

に
し

た

が

っ
て
他

事
例

と

比

較
す

る

こ
と

に
よ

る
量

刑

が
必

要

と

な

る

。

こ

の
よ
う

な

量

刑

に
よ

っ
て
、

上

訴

審

は
比

較
事

例

に
照

ら
し

て
原
審

の
量

刑

を

再

検

討

す

る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に
な

り
、

類

似

の
事

例

に
類
似

し

た

量

刑

を
す

る

こ
と

が

で
き

る
よ

う

に
な

る

と

い
え

よ

う

。

そ

し

て
、

こ
の

メ

ル
ク

マ
ー

ル
に
該

当
す

る

か
否

か

と

の
角

度

か
ら

、

一
定

の
事
情

に

つ

い
て

独

立

し

た
評

価

を

下

す

必
要

が
生

じ

る
。

こ

の
メ

ル
ク

マ

ー

ル

の
捉

え

方
、

こ
の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
に
該

当

す

る

か
否

か

の
判

断

基

準

は
統

計

的

通

常

事

例

に
求

め

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

形

而

上
学

的

な
意

味

で

の
正

当

な
刑

罰

や
責

任

相

当

刑

は

ほ
と

ん

ど
認

識
不

可
能

で
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

社

会

的

認

識

か

ら

あ
ま

り

に

か
け

離

れ

た
量

刑

実

務

は

是

正

す

る

必
要

が
あ

る

が

、

そ

の
よ

う

な

事

情

が
な

い
限

り
、

裁

判

官

の
間
主

観

的

量

刑

評

価

の

一
致

は

尊

重

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ

う
。

個

々
の
量

刑

に

つ

い
て
も

立

法

者

の
評

価

を

基
準

と
す

る

こ
と
は
、

と

く

に
、

わ

が
国

の
よ
う

に
広

い
法

定

刑

が

規
定

さ
れ

て

い
る
場

合

に
は

、

そ

の
よ

う

な

評
価

を

探

す

こ
と

が
困

難

で
あ

り
、

ま

た
、

犯

罪

に
対

す

る
社

会

の
認

識

の
変

化

に
対

応

で

き
な

い
こ
と

か

ら
、

妥

当

で

は
な

い
と

い
え

よ
う

。

統

計

的

通

常

事

例

の

メ

ル
ク

マ
ー

ル
を
検

討

し
、

そ

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
の
存
否

に
よ

っ
て

(し
た
が

っ
て
、
刑
を
重
く
す

る
事
情

の
不

存
在
は
刑
を
軽
く
す
る
も

の
と
評
価
し
て
は
な
ら
な

い
と

の
ド
イ

ツ
法

の
原
則

に

つ
い
て
は
、
消
極
的
表

現

に
よ

っ
て

こ
の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
に
該
当
す

る
存
在
す
る
事

実
が
述

べ
ら
れ

て

い
る
か
ぎ

り
は
、
こ
の
事
実
を
量
刑

上
・
考
慮

し
て
よ

い
こ
と
に
な

る
)
、
統

計

的

通
常

事

例

に
対

応

す

る
量

刑

に
す

る

か
、
法

定

刑

の
他

の
部

分

で

の
量
刑

に
す

る

か
を

考

え

る
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と

い
う
方

法

が
妥

当

な

よ

う

に
思

わ

れ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

以

上

に
述

べ

た

こ
と

は
基

本

的

な
考

え
方

に

と

ど

ま

る

の
で
あ

っ
て
、

こ
こ
か

ら
直

ち

に
具

体

的

な
事

情

を

量

刑

上

重

く

評

価

で
き

る

か
否

か

の
答

え

は
得

ら

れ
な

い
。

す

な

わ

ち
、

比

較

の
基

準

と
な

る

メ

ル

ク

マ
ー

ル
を

ど

の

よ
う

に
し

て
設
定

す

べ
き

か

が

大

き

な

問

題

な

の

で
あ

る

。
第

一
に

、

二
重

評

価

禁

止

の
原

則

か
ら

し

て
、

構

成
要

件

を
充

足
す

る
す

べ

て

の
行
為

に
あ

て

は
ま

る

よ
う

へ
　

ぱ

な

、

そ

の
構

成

要

件

の
本

質

と
な

っ
て

い
る

事

情

は

こ

の

メ

ル
ク

マ
1

ル
と

は

で
き

な

い
で
あ

ろ

う

。

立

法
者

を
構

成

要

件
定

立

へ
と
導

い
た
事

情

以

外

の
事

情

に

よ

っ
て
裁

判
官

は

量

刑
す

べ
き

な

の

で
あ

る
。

第

二

に
、

そ

の

メ

ル
ク

マ
ー

ル
は
行

為

責

任

に
関

係

す

る
も

の
で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
か

が

問
題

と

な

る
。

こ
れ

は
、

周

知

の
よ

う

に

量

刑

上

の
重

大

問

題

で
あ

り

、

ド
イ

ツ
に

お

い
て
も
様

々
な

見

解

が
主

張

さ

れ

て

い
る

。

わ

が
国

に

お

い
て
も

、

井

田
助

教

授

か
、

罪

刑

法

定

主

義

は
量

刑

に

お

い
て

は
、

犯

罪

構

成

要

件

に
記

述

さ

れ

、

行
為

者

が
実

行

し

た
有

責

な

行

為

を

対

象

と
す

る

こ
と
を

要
請

す

る

と

ハ
　
こ

さ
れ
、
量
刑
事
情

は
有

責

の
前
提

と
し
て
、

ま
ず

、
違
法
す
な

わ
ち
法
益
侵
害

に
関
す

る
事
情

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と
さ
れ
た
。

た
だ

し
、
傷
害
罪

で
ピ
ア

ニ
ス
ト

の
指

を
傷
害

し
た

こ
と
は
二
次
的
法
益
侵
害

と
し

て
、
殺

人
罪

で
の
被

害
者

の
遺
族

へ
の
影
響

等
は
反
射
的

利

益

の
侵
害
と
し

て
、

ま
た
、
名
誉
棄
損
罪

で
被
害
者

が
職
業
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た

こ
と
は
法
益
侵
害

の
徴
表

と
し

て
考

ロ
ヨ

リ

慮

し

得

る

と

さ

れ

る
。
さ

ら

に
、
予

防

の
観

点

か

ら

は
、
非

構

成

要

件

事

実

も

考
慮

し

得

る
場
合

が
あ

る

と

さ
れ

る
。
し

か
し

、
例

え

ば
、

行

為

者

が
特

に
良

い
経

済

状

態

で
あ

っ
た

の

に
財

産

犯

を

犯

し

た

と

い
う

事

情

は
、

責

任

の
み

に
関

係

す

る
事
情

だ

が
、

量

刑

上

考
慮

し

得

る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

こ

の
量
刑

上

の
重

要

問

題

に

つ
い
て

本
稿

で
検

討

す

る
余

裕

は
な

か

っ
た

。

な

お
、

今

後

の
課

題

と

さ

せ

て

い
た
だ

き

た

い
。

第

三

に
、

基

準

と
す

る

メ

ル
ク

マ
ー

ル
の
数

を

ど

の
程

度

に
す

る

か

が
問

題

と

な

る

。

ア

メ

リ

カ
合

衆

国

の
連
邦

刑
事

犯

罪

に
対

す

る

量

刑

指

針

は
、

特

別

の
犯

罪

に
固
有

の
ま

た

は

す

べ
て

の
犯

罪

に
共

通

の
行

為

の
特

徴

に
関

す

る

い
く

つ
か

の

メ

ル
ク

マ
ー

ル
と
被

告

人
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の
過
去

に
受
け

た
刑
罰

の
種
類

と
回
数

に
よ
る
量
刑
を
基
本
と
し
、
そ

の
よ
う

な
量
刑

か
ら
外

れ
る
場
合

に
も
原
則

と
し
て

　
定

の
メ
ル

ク

了

ル
の
存

否

に
蒙

・

こ

の
よ
う

な
量

刑

に

お

い
て

は
、

異

な

っ
た
事

例

に

つ

い
て

少

な

い
メ

ル
ク

ア

ル
を

基

準

と
し

て
、

同
様

の
刑

罰

を

科

す

こ
と

に
も

な

り

、

個
別

的

正
義

は

か
な

り
後

退

せ

ざ

る
を

得

な

い
。

し

か

し
、

社

会

復

帰

思

想

の
後

退

、

ま

た
、

そ
れ

と

　
ら

　

関

連

す

る
裁

量

権

行

使

の
不

平

等

性

等

の
問

題

は
、

量

刑

の
公

平

を

要

請

す

る

の

で
あ

る

。

シ

ュ
ト

レ

ン
グ

の
指
摘

す

る

よ
う

に
、

こ

の

ρ
6

)

よ

う

な

量

刑

指

針

に
よ

る
量

刑

は

ア

メ
リ

カ
合

衆

国

で

は
欠

点

を

埋

め
合

わ

せ

て
余

り
有

る

と

い
え

よ
う

。

他

方

、

個

別

的

正
義

を

重

視

す

る

と
す

れ

ば
、

こ

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
の
数

を
多

く

し

な

け

れ

ば
な

ら

な

い
が
、

こ
れ

を

突

き

進

め

る
な

ら

ば
、

ロ
リ

ン
ス
キ

ー

の

い
う

よ
、弘
臣

・

刑

罰

.
構

成

要

件

・
行

為

の
特
徴

・
行

為
者

の
特

徴

等

を

コ

ン
ピ

ュ
ー

タ

に
イ

ン
プ

ッ
ト

し

て

お

い
て
、

裁

判

官

が
当

該

事

例

の
諸
特

徴

を

イ

ン
プ

ッ
ト

し

て
刑

罰

を

求

め
る

と

い
う

方

法

が
必
要

に
な

ろ

う
。

し

か
し

、

現

段

階

で
は

、
裁

判

官

に
あ

る
程
度

の
裁

量

権

を

認

め

て
、

そ

の
上

で
、

そ

れ
を

上

訴

審

が

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
す

る
方

法

が
現

実

的

な

の

で
あ

り
、

い
く

つ
か

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
に

つ
い

て
そ

の
量

刑

の
対

象

と

し

て

の
適

確

性

を
上

訴

審

が
判

断

す

る

の

が
望

ま

し

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

(
1
)

拙
稿

「
量
刑

に
お
け

る
二
重
評
価

の
禁
止
」
神
奈
川
法
学
二
六
巻

一
号

(平
成

二
年

一
二
月
)

=
二
五
頁
以
下
参
照

な
お
、

二
重
評
価

の
禁

止
は
本

文

に
述

べ
た
よ
う
な
理
由

に
よ
る

の
で
、
犯
行
ガ
通
常

の
形
態

か
否

か
と

い
う

こ
と

と
は
直
接
関
係
す

る
も

の
で
は
な

い
。

犯
行

が
通
常

の
形
態

で
あ

る

と
き
に
刑
を
重
く

で
き
な

い
こ
と

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
基
準

と
さ
れ
た
通
常
事
例
と
全
く
重
な
る
た
め
に
、

そ
の
基
準
よ
り
重

く
で
き
な

い
と

い

う
別

の
理
由

に
よ

る

こ
と
に
な
ろ
う
。

(
2
)

井

田
良

「
量
刑
事
情

の
範
囲
と
そ

の
帰
責
原
理

に
関
す

る
基
礎
的
考
察

(四
ご

法

学
研
究
五

六
巻

一
号

(
昭
和
五
八
年
)
六

二
頁
以
下
。

(
3
)

井

田

・
前

掲
論

文

(五
)
法
学

研
究
五
六
巻
二
号

〔昭
和
五
八
年
)

七

一
頁
、

八
四
頁
以
下
、
七
五
頁
、
瓦

一
頁
、
六

一
頁
。

(4
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
連
邦

の
量
刑
指
針

に

つ
い
て
は
、
篠
塚

一
彦

「
合
衆
国
連
邦
量
刑

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
上
智
法
学
論
集
三

一
巻

(昭
和
六
三
年
)

.

三

一
頁
以
下
、
清
水
隆
雄

「
新
量

刑
指
針

は
合
憲
」

ジ

ュ
リ
ス
ト
九
三

一
号

(平

成
元
年
)
九
四
頁
、
鈴
木
義
男

.
岡
上
雅
美

「
ア

メ
リ
カ
A
口
衆
国
量
刑
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委
貝
会
制
度
と
そ

の
合
憲
性
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
九
八
六
号

(平
成
三
年

)
六
四
頁
以
下
等
。

(5
)

中
村
秀

次

「
刑

の
量
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