
論

説
実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
無
能
力

林

美
月
子

八 七 六 五 四 三 二

目

次

は
じ
め
に

わ
が
国

の
判
例

わ
が
国

の
判
例

の
検
討

ド
イ
ツ
の
判
例
と
通
説

既
遂
故
意

概
括
的
故
意

実
行
行
為
途
中
か
ら

の
責
任
能
力
の
減
弱

・
喪
失

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為

は

じ

め

に

283

被
告
人

が
実
行

行
為
途
中
か
ら
責
任
無
能
力

・
限
定
責

任
能

力

に
な

っ
た
場
合

の
刑
事
責
任

に

つ
い
て
・
最
近
董

要
な
判
決

が
あ

つ
(旭
・

事
案

は
以
下

の
と
お
り

で
あ

る
。
被
告

人
は
犯
行
当

日
、
午
前

=

時
頃
か
ら
焼
酎
を
生

の
ま
ま
で
飲

み
始

め
た
が
、
午
後
二
時
頃

に
、
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妻

と
簡
易
生
命
保
険

の
剰
余
金

の
引
き
出
し

の
件

で
口
論
と
な
り
、
妻

の
頭
部

・
顔
面
等
を
手
拳

で
殴
打
し
た
。

三
時
四
〇
分
頃
に
新

し

い
焼
酎

が
配
達

さ
れ
る
ま

で
の
飲
酒
量

は
八
合
以
下

で
あ
り
、
妻
は
な
お
そ

の
時

点
で
は
立
ち
歩
く

こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
そ

の
後

も
午
後

一
一
時
頃

の
ま

で
の
間
、
腹
立
ち
紛
れ

に
焼
酎
を
飲
ん

で
酩
酊

の
度
を
強
め
な
が
ら
、
数
次

に
わ

た
り
、
手
拳

で
頭
部

.
顔
面
等

を
殴
打

し
、
背
部
等
を

足
蹴

り

に
し
、
居
間

に
向

か

っ
て
押
し
倒
し
、
居
間

に
う

つ
伏

せ
に
倒

れ
た
妻
を
な
お
も
叩

こ
う

と
、
居
間

に
入

ろ
う

と
し
た
際
、
敷
居

に

つ
ま
ず

き
、

ア

ル
ミ
サ

ッ
シ
ガ
ラ

ス
戸

に
頭
を
強
打
し
た

こ
と
か
ら
、

一
層
激
昂
し
、
妻

の
背
部

.
磐
部
等
を

踏

み
付

け
、
肩
叩
き
棒

で
頭
部

を
滅
多
打

ち
す

る
等

の
暴
行
を
加
え
、
よ

っ
て
、
頭
部

・
顔

面
部

及
び
胸
部
打
撲

に
よ
る
皮
下
出
血
を
負

わ

せ
、
傷
害

に
基
づ
く
外
傷

性

シ

ョ
ッ
ク
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。

判
決

は
、
屠
間

で
の
暴
行

に
よ
り
致
命

傷
を
負

わ
せ
た
時
点

で
は
、
被
告

人
は
複
雑
酩
酊

に
よ
る
心
神
耗
弱
状
態

に
あ

っ
た
と
し

た
。

そ

の
理
由

は
、
第

一
に
、
飲
酒
量

は
午
前

一
一
時

過
ぎ
か
ら
焼
酎
を
少

な
く
と
も

一
升
以
上
、
被
告
人

の
供
述

に
よ

れ
ば
約

一
升
八
合

で

あ
り
、
平
素

は
焼
酎

の

一
升
瓶
を
三

日
位

で
あ
け
る

こ
と

に
比
し
て
極

め
て
多
量

で
あ

る
こ
と
、
第
二

に
、
最
初

の
暴
行
を
振
る

に
至

る

ま
で

の
経
過

に

つ
い
て
は
比
較
的
詳
細

に
記
憶
し

て

い
る
が
、
暴
行
開

始
後

の
記
憶

に
関

し
て
は
欠
落

が
多

い
こ
と
、
第
三

に
、
犯
行
態

様

が
外
傷
性

シ

ョ
ッ
ク
に
よ
り

死
に
至
ら
し

め
る
程
強
力

か

つ
執
拗

で
あ

っ
て
、
動
機

と
著
し
く
不
均
衡

で
あ
る

こ
と

の
三
点

に
ま
と
め

る

こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
、
判
決
は
刑
法
三
九
条

二
項
を
適
用
し
な

か

っ
た
。
す
な
わ
ち

「
本
件

は
、

同

一
の
機
会

に
同

一
の
意

思

の
発
動
に
で
た
も

の

で
、
実
行
行
為

は
継
続
的
あ

る

い
は
断
続
的

に
行
な

わ
れ
た
も

の
で
あ

る
と

こ
ろ
、
被

告
人
は
、
心
神
耗
弱
下

に
お

い
て
犯
行
を
開
始
し

た
の
で
は
な
く
、
犯
行
開
始
時

に
お

い
て
は
責
任
能

力
に
問
題

は
な

か

っ
た
が
、
犯
行
を
開
始
し
た
後

に
更

に
白
ら
飲
酒
を
継
続
し

た
た

め
に
、
そ

の
実
行
行
為

の
途
中

に
お

い
て
複
雑

酩
酊
と
な
り
心
神
耗
弱

の
状
態

に
陥

っ
た
に
過
ぎ
な

い
も

の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な

場
合

に
、
右
事
情
を
量
刑
上
掛

酌
す

べ
き

こ
と
は
格

別
、
被
告

人
に
対

し
非
難

可
能
性

の
減
弱
を
認
め
、
刑
を
必
要
的

に
減
弱
す

べ
き
実
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質
的
根
拠
が
あ

る
と
は
言

い
が
た

い
」

と
し

た
。

筆
者

は
以
前

に

こ
の
間
題
を
検
討
し

た
際

に
、

一
応

の
結
論

と
し

て
、
故
意

犯

の
場
合

に
は
、
被
告
人

に
結
果

及
び
責
任
能

力

の
減
弱

・

喪
失

状
態

に
陥

る

こ
と
の
認
識

が
あ
る
場
合
を
除

い
て
は
、
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

に
な
る
前

に
致
命
傷
を
与
え
る
よ
う
な
行
為

を
行
な

っ
て

い
た
場
合

(
か

つ
、
そ

の
後

の
因
果

経
過

が
相
当
性

の
範
囲
内

に
あ

る
場
合
)

に

の
み
、
完
全
な
既
遂

の
責
任
を
負
わ

せ
得

さ
リ
ヒ

る
と
し

た
。

こ
の
立
場

か
ら
す

る
と
、
本

判
決

の
事
案

は
傷
害
致
死

の
事
案

で
は
あ
る
が
、
限
定
責
任
能
力

の
状
態

で
は
じ

め
て
致
命
傷

を
与
え
る
よ
う
な

行
為
が
な
さ
れ
て

い
る
点

で
注
目
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。

本
稿
は
本
判
決

を
契
機

に
、
前
項

の
結
論
、
と
く

に

「
致
命
傷
を
与

え
る
よ
う

な
行
為
」

の
意
義

・
根
拠
を
再
検
討
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

(1
)

長
崎
地
判
平

成
四
年

一
月

一
四
日
判
例
時
報

]
四

一
五
号

一
四

二
頁
。

(2
)

拙
稿

・
情

動
行
為

と
責
任
能

力

(平
成
.二
年
)

一
九
六
頁
。

二

わ
が
国
の
判
例

殺
人

.
傷
害
致

死
等

の
結
果

犯
に

つ
い
て
実

行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

を
扱

っ
た
重
要

な
判
例

は
次

の
も

の
で

匁

・
ま
ず
、
東
京
高
判
昭
和
丘
四
年
五
月

一
五

日
判
例
時
報
九
三
七
号

一
三
頁
を
あ
げ

る
こ
と

が
で
き
る
。
事
案

は
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

被
告

人

(女
性
)

は
被

害
者

(男
性
)

の
頭
部

を
か
ら
瓶

で
二
回
殴
打
し

た
が
、
被
害
者

は

こ
れ

に
反
撃

し
、
被
告
人
を

つ
よ
く
突
き
飛

ば
し
、
頸
部
を
圧
迫
す

る
等
し
た
。

こ
こ
で
被
告
人

は
裁
縫
用

の
洋
鋏

に
手

が
届

い
た
た
め
、
被
害
者

の
上
体
側
部
分
を
力
ま
せ
に
突
き
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刺
し
、

こ
れ
ま

で
の
欝

積
し
た
感
情

が
堰
を
切

っ
た
よ
う

に
送

り
で
た
こ
と
に
よ
り
情

動
性
朦
朧
状
態

に
陥
り
、
倒
れ

た
被
害
者
を

か
え

っ
て
執
拗

に
鋏

で
滅
多

突
き

に
し
、
陰
茎
を
切
断
す

る
等

し
て
、
失
血
死

さ
せ
た
。
第

一
審

は
情

動
性
朦
朧
状
態

に
よ

る
心
神
耗
弱

と
す

る
鑑
定
を
採
用
し
な

が
ら
、
少
な
く
と
も
実
行
開
始
時

に
責
任
能
力

に
欠
け

る
と

こ
ろ

が
な

い
以
上
は
刑
法
三
九
条

二
項
を
適

用
す

べ
き

で
は
な

い
と
し

た
。
し

か
し
、
そ

の
理
由

は
示
さ
な
か

っ
た
。

こ
れ
に
対
し

て
、
第

二
審

は
刑
法
三
九
条

二
項
不

適
用

の
理
由
を
あ
げ

て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
能

力
に
特
段

の
減
弱

の
な

い
状
態

に
お

い
て
す

で
に
積
極
的

に
重
大

な
加
害
行
為

に
及

ん
で
お
り
、
以
後

の
実

行
行
為

は
は
じ

め

の
殺
意

の
継
続
発
展

と
し

て
、
主

と
し
て

同
態
様

の
加
害
行
為
を
開
始
し

て
し
ま

っ
た

こ
と

に
よ

る
精
神
的
興
奮

状
態

に
少
な

か
ら
ず
起
因
し

て
お
り
、

こ
の
精
神
的
興
奮

状
態

は

(
4

)

自
ら
招

い
た
面
が
多

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性
、
そ

の
後

の
行
為

の
反
復
継
続
性
、

心
神
耗
弱
状
態

の
自
招
性

の
三

つ
の
要
件

が
示

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
う
ち
、
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

の
要
件

は
、
犯
行
全
体

の
非
難
可
能
性
を
判
定
す

る
の
に
無
視

で
き
な

い
こ
と

か
ら
、
ま

た
、
犯
行

の
継
続

性

の
要
件

は
当
初

の
殺
意

の
連
続
性

か
ら
、
そ
し

て
心
神
耗

弱

の
自
招
性

の
要
件

は
非

難
可
能
性

の
減
弱
を

認

め
る
べ
き

で
は
な

い
こ
と
か
ら
導
か
れ
て

い
る
。

次

に
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
三
月

一
八
日

一
〇
八
六
号

一
五

八
頁
が
あ
げ
ら
れ

る
。
事
案

は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
傷
害
致
死
事
件

で

あ

り
、
被
害
者

に
頭
突
き
を

か
け
、
顔
面
を
殴
打
し
、
胸
部

や
腹
部
を
足
蹴
り

に
し
、
さ
ら

に
、
倒
れ
た
被
害
者

の
頭
部
や
腹
部
等
を
頭

突

い
た
り
足
蹴
り
に
し

た
後
、
同

人
を
路
上

に
引
き
ず

り
廻
し
、
顔
面
及
び
胸
腹
部
等
を
殴
打
足
蹴
り

に
す

る
等
し

て
死
亡
さ
せ
た
が
、

被

告
人
は
被

害
者
を
引

き
ず
り
廻

し
て
暴
行
を
加
え

て

い
る
間

に
、
酒

の
酔

い
が
深
ま

っ
て
錯
乱
状
態

に
陥

っ
た
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

判
決
は
、
第

一
に
、
転
倒
し

た
被
害
者

に
暴
行
を
加
え

た
段
階

で
は
責
任
能
力

に
疑

い
は
な

か

っ
た
が
、

こ
の
段
階

で
の
暴
行

は
優

に

致
死

の
結

果
を
も

た
ら
し
得

る
も

の
で
あ

る

こ
と
、
第

二
に
、
錯
乱
状
態

は
自
ら

の
飲

酒
及

び
そ
れ
に
先

立

つ
暴
行
等

の
行
動

に
よ

っ
て
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招
か
れ
た
も

の
で
あ

る

こ
と
、
第
三

に
、
錯
乱
状
態

で
の
暴
行
は
前

段
階

の
暴
行

と
態
様
を
異

に
す

る
も

の
で
は
な

い
の
で
暴
行

は
全
部

を

一
体

と
し

て
評
価
す

べ
こ
と
を
あ
げ
、
仮

に
犯
行

の
後
半
部
分

に
お

い
て
責
任
能
力

に
な

ん
ら
か

の
影
響
を

及
ぼ
す

べ
き
精
神
状
態

に

陥

っ
て

い
た
と
し

て
も
刑
法
三
九
条

を
適

用
す

べ
き

で
は
な

い
と
し

た
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
、
実

行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性
、
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

の
自
招
性
、
犯
行

の
継
続
性
が
刑
法

三
九
条
適

用
排

除

の
要
件

と
さ
れ
て

い
る
。

た
だ
、
東
京
高
判
と
異
な
り
、

こ
れ
等

の
要
件

が
な

ぜ
必
要
な

の
か
は
示
さ
れ

て

い
な

い
・

こ
れ
ら
に
対

し
、
冒
頭

の
長
崎
地
判

は
刑
法

三
九
条

二
項
不
適

用

の
理
由

と
し

て
、
第

一
に
、
同

]
の
意
思

に
よ

る
犯
行

で
実
行
行
為

が
継
続
し

て

い
る

こ
と
、
第

二

に
、
心
神
耗
弱
状
態

は
犯
行
後
更

に
自
ら
飲
酒
を
継
続

し
た

こ
と
に
よ
る
も

の
で
自
招
性
が
あ

る
こ
と
を

あ
げ
た
.
そ
し
て
、
笙

の
継
葎

の
要
件
を
当
初
の
意
思
の
霧

歎

縫
・
第
二
の
自
招
性
の
要
件
を
非
難
可
能
性
の
減
弱
を
認
め
る

べ
き

で
は
な

い
こ
と
か
ら
基
礎
付
け

て

い
る
と
言
え
よ
う

。

し
か
し
、
長
崎
地
判

は
右

の
二

つ
の
判
決
と
異
な
り
、

実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

の
要
件
を
あ
げ

て

い
な

い
。
本
件

で

は
、
完
全
責
任
能

力
下

で
の
暴
行

は
被
害
者

は
未

だ
立
ち
歩
け

る
程
度

の
も

の
で
あ
り
、
致
命
傷

を
与

え
得

る
よ
う
な
重
大
な
加
害
行
為

で
は
な

い
。
複
雑
酩

酊
で
心
神
耗
弱
状
態

に
陥

っ
た
後

の
暴
行

が
犯
行

の
中
核

を
な
す
。
長
崎

地
判

は
、
従
来

の
判
例

と
異
な
り
、
継
続

性
と
自
招
性
の
要
件
の
み
で
刑
法
三
九
条
二
項
の
適
用
を
排
除
し
た
点
に
特
色
が
軽

・

2S7

(
3
)

実

行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

に
関
す

る
判
例
と
し
て
他
に
、
大
阪
地
判

昭
和

四
三
年
九
月
六
日
判
例
タ
イ

ム
ス
ニ
ニ
九
号
二

三
四
頁
及

び
大
阪
高
判
昭
和
丘
六
年
九
月
三
〇

日
判
例
時
報

一
〇
二
八
号

一
三
三
頁
が
あ

る
。
前
音

は
酒
酔

い
運
転
中

の
事

故
に
よ
る
業
務
上
過
失
傷

害

に
関
す

る
も

の
で
、
ま
ず
、
限
定
責
任
能

力
下

で
の
酒
酔

い
運
転

に

つ
い
て
刑
法

コ
.九
条

二
項
を
適
用
す

べ
き

で
な

い
と
し
た
。

こ
の
判
決
が
刑
法

三
九

条

二
項
適
用
排

除

の
理
由
を
あ
げ

て
い
な

い
点

、
と
く
に
原
閃

に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
理
論
を
用

い
て

い
な

い
点

に
は
疑
問

が
あ
る
が
、
本
件

の
様

な
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場
合

は
限
定
責
任
能
力
状
態

に
陥
る
以
前

の
運
転

だ
け
で
も
酒
酔

い
運
転

と
し
て
処
罰

が
可
能

で
あ

る
。
ま

た
、
業
務
上
過
失
傷
害

に

つ
い
て
は
、
後
述

の
よ
う

に
完
全
な
責
任
能
力

の
存
在
す

る
時
点

で
危
険
行
為
と
結
果

の
予
見
可
能

性
を

認
め
る

こ
と
も

で
き

る

(曽
根
威
彦

「
実
行
行
為

の
途
中

で
心
神

耗
弱
状
態

に
な

っ
た
場
合

と
刑
法
三
九
条

二
項
適
用

の
可
否
」
判
例
時
報

一
四
三
〇
号

(
平
成
五
年
)

一
九
五
頁
参

照
)
。
よ

っ
て
、
本
稿

の
検
討
対
象

か

ら
は

一
応
除
外

し
た

い
。

後
者
は
限
定
責

任
能

力
ド

で
の
覚

醒
剤
使

用
罪
及
び
所
持
罪

に

つ
い
て
、
覚
醒
剤

の
譲
り
受
け
及
び
当
初

の
使
用
時

に
完
全
責
任
能
力

が
あ

り
、
譲
り

受
け
時

の
反
復
使

用

の
意

思
及
び
使
用
残
量

を
継
続

し
て
所
持
す

る
意
思

の
実

現

に
す
ぎ

な

い
の
で
刑
法

三
九

条

二
項
を
適

用
す

べ
き

で
は
な

い
と
し

た
。
本
判
決

は
実
行
行
為
途
中
か
ら

の
責

任
能

力

の
減
弱

・喪
失
を
原
因
に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
理
論

に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う

と
し

た
も

の
で
あ
る
が
、

原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
理
論

の
内
容

の
捉
え
方

に
は
疑

問
が
あ
る
。

し
か
し

い
ず

れ
に
せ
よ
、
本
件
で
は
、
傷
害
や
殺
人

(致
死
)
等

の
結
果
を

も
た
ら
す
行
為

が
問
題

と
な

っ
て

い
る

の
で
は
な
く
、
し

た
が

っ
て
、
完
全
責
任
能
力
時

の
行
為

の
重
大
性
も
問
題
と
な
ら
な

い
。
し

た
が

っ
て
、
本
稿

の
検
討
対
象

と
は
し
な

い
こ
と
と
す

る
。

(
4
)

判
例
時
報
九

三
七
号

=

一
六
頁
。

(5
)

岩
橋
義

明

「
傷
害
致
死
事
件

に
お
け

る
実
行
行
為

の
途
中

で
心
神
耗
弱

の
状
態

と
な

っ
た

が
、
刑
法
一、一九
条
二
項
を
適
用
す

べ
き
で
な

い
と
さ
れ
た
事

例
」
研
修

五
二
七
号

(平
成
四
年

)
三
四
頁
。

(
6
)

曽
根

・
前
掲
論
文

一
九
七
頁
。

三

わ
が
国
の
判
例
の
検
討

(288}

わ

が
国

の
判
例

が
あ
げ
る
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

・
責

任
能
力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

の
自
招
性

.
犯
行

の
継
続
性

の

要
件

は
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
根
拠

に
基

づ
く
も

の
と
考
え

る

べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
自
招
性

・
継
続
性

の
要
件

は
客

観
的
因
果
関
係
を

認
め
る
た
め

の
要
件

で
あ

る
と
解
す

る

こ
と
も

で
き
る
。

行
為
者

が
実
行
行

為

を
開
始

し
、
そ

の
故

に
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

に
陥
り
、
そ

の
故

に
結
果
行
為

に
及
ん
だ
と

い
う
関
係
、
と
く

に
条
件
関
係
を

認
め
る
た
め

の
要
件

で
あ

る
と
す

る

の
で
毅

・
し
か
し
・

春

行
為

が
な
け

れ
ば
責
任
能
力

の
減
弱

喪

失
状
態

に
陥
ら
な

か

っ
た
か
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は
、

お
そ
ら
く
証
明

で
き
な

い
事
柄

で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

に
陥
ら
な
け
れ
ば
結

果
行
為

に
で
な
か

っ
た
か

が
証
明

で
き
な

い
こ
と

は
、
す

で
に
精
神
障
害

の
所
産

と
し
て

の
犯
行
を
責
任
無
能

力

に
す
る
も

の
と
し
た
ダ
ラ

ム

・
ル
!

ル
に
対
す

る

批

判

の

一
つ
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

わ
が
国

の
判
例

が
そ

の
よ
う
な

こ
と
ま

で
要

求
し

て

い
る
と
は
考

え
ら
れ
な

い
。
ま
た
、

こ
の
よ
う

な
場
合

は
、
実
行
行
為

が
な
け

れ
ば
結
果

が
発
生
し
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う

か
を
問
う

場
合

に
、
被
告

人

の
完
全
責
任
能
力

下
で

の
違
法
行

為
を
仮
定
的

に
付
け
加

え
る

こ
と
に
は
疑
問

が
あ

る
。

次

に
、
自
招
性

に

つ
い
て
は
、
と
く

に
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為
を
心
神
喪
失

状
態

の
自
己
を
利
用
す

る
間
接
正
犯

と
考
え

る
場
合

(
8

)

に
は
、
間
接
正
犯

の
実
行
行
為
性

・
故
意

を
認
め
る
た
め

の
要
件

と
し

て
重
要

で
あ

る
。

し
か
し
、
判
例

は
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為

及

び
実
行
行
為
途
中
か

ら
の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

に

つ
い
て
間
接
正
犯
類
似
説

を
採
用
し

て

い
な

い
。
ま

た
、
飲
酒
酩
酊

や
先
行
す

る
暴
行

に
起
因
す

る
情
動

に
よ

っ
て
責
任
能

力

の
減
弱

・喪
失
状
態

に
陥

っ
た
場
合

に
刑
法
三
九
条
を
適

用
す

る

こ
と
は
法
感
情

に
反
し
、

一
般
予
防

の
観
点

か
ら
も
妥
当

で
な

い
こ
と
を
根
拠

と
し
て
、
自
招

性

の
要
件
を
考

え
る

こ
と
も

で
き
る
。
前

掲

の
東
京
高
判

・
長
崎

地

判
は

こ
の
意

味

で
こ
の
要
件
を
用

い
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
慮

は
、
可
罰
性

を
基
礎
付
け

る
方
向

で
用

い
る

べ
き

で
は
な

い
。

さ
ら

に
、
自
招

性

.
継
続
性

の
要
件

は
、
実
行
行
為
開
始
時

の
決
意

が
連
続
し

て
お
り
、
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失
状
態
下

の
犯
行

が

新

た
な
決
意

に
基

づ
く
も

の
で
は
な

い
こ
と
を

示
す
も

の
と
解
す

る

こ
と
が
で
き
る
。
前

掲

の
東
京
高
判

・
長
崎
地
判
は

こ
の
意

味
で
継

続
性

の
要
件
を
用

い
て

い
る
。

こ
れ

は
、
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失
状
態
下

の
行
為

が
完
全
責
任
能

力
下

で
の
意
思
決
定

の
実
現

過
程

で

あ

れ
ば
責
任
非
難

は
可
能

で
あ
り
、
刑
法
三
九
条
を
適
用
す

る
こ
と
な
く
、
結
果

に

つ
い
て
責
任

を
問

い
得

る
と
す

る
有

力
説

に
従

っ
た

　
　

　

も

の
と

い
え
る
。

こ
の
有
力
説

は
も

と
も
と
実
行
行
為
開
始
前

に
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪

失
状
態

に
陥

る
通
常

の
原
因

に
お

い
て
自
由
な

〔
10

)

行
為

に
関
し

て
主
張
さ

れ
た
も

の
で
あ
る

が
、
判
例

・
有

力
説
は

こ
れ
を
実

行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失
に
も
適
用
し

(
11

)

よ
う

と
す

る
。
通
常

の
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為
と
異
な
り
、
実
行
行
為

を
開
始
し

て
お
り
、

そ

の
意
味

で
十
分
な
違
法
行
為

に
で
て
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い
る
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

の
場
合

は
、
実
行
行

為
開
始
時

の
故
意

の
実
現

と

い
え
れ
ば
責
任
非
難
を
な
し
得

る

こ
と
は
認

め
て
も
よ

い
と
思
わ

れ
る
。
問
題

は
、
当
初

の
故
意

の
内

容
を
ど

の
よ
う

に
捉

え
る
か
、
故
意
内
容

の
実
現
と

は
何

か
で
あ

り
、
当
初

の
決
意

が
継
続
し

て

い
る
だ
け

で
十
分

か
で
あ

る
。

実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

の
要
件

に

つ
い
て
は
、
前

掲

の
東
京
高
判

は
こ
れ
を
非

難
可
能
性
を
判
定
す

る
上

で
無
視

で

き
な

い
こ
と
か
ら
根
拠
付
け

て

い
た
。

し
か
し
、
非
難
す

べ
き

程
の
重
大
行
為

が
あ

っ
た
の
で
刑
法
三
九
条

は
適
用

で
き
な

い
と

い
う

の

で
は
、
刑
法
三
九
条
を
適
用
す

べ
き

で
は
な

い
の
で
適

用
し
な

い
と

い
う

の
と
等

し
く
、
重
大
性

に

つ
い
て
は
別

の
理
論
的
根
拠
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

学
説

に
も
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性
を
要
求
す

る
見
解

が
あ

る
。
内

田
教
授

は
、
継
続
性
と
自
招
性

が
あ

れ
ば
原
則
と

し
て
刑
法
三
九
条

の
適

用
を
排
除
し

て
よ

い
と
さ
れ
る

が
、
重
大
性
も
重
視

さ
れ
、
実
行
着
手
後

に
心
神
耗
弱

.
喪
失
状
態

に
陥

っ
た
と

き

に
と
も

か
く

「
着
手
」

が
完
全
責
任
能
力
時

に
行
な
わ
れ

て

い
る
と

い
う

だ
け

で
刑
法
三
九
条

の
適

用
を
排
除
す

る

の
は
機
械
的

に
す

ぎ
る
と
さ
れ
る
。
前
述

の
東
京
高
判

の
事
案

に

つ
い
て
も
心
神
耗
弱
下

で
の
突

き
刺
し

が
圧
倒
的

に
多
く
強
烈

で
あ

っ
た
な
ら
、
改

め
て

(2ー

)

全
体
と
し
て

一
連

の
心
神
耗
弱
下

で

の
殺

人
と
考
え

る
べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

最
近
、
曽
根
教
授
も

、
完
全
責
任
能

力
時

に
結
果

に
直
結
す

る
重
大
行
為

が
行

な
わ
れ

て

い
る
場
合

は
因
果
関
係

の
錯
誤

と
し
得
る

が
、

実
行
行
為

の
本
質
的
部
分
が
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失

状
態

下
で
な
さ
れ

た
と
き

は
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
理
論

を
援
用
せ
ざ
る

を
得
な

い
と
さ
れ

た
上

で

「
心
神
耗

弱
状
態

で
の
暴
行
行
為

が
量
的

に
み
て
全
体

の
大
半
を
占
め
、
し
か
も
そ

の
段
階

で
の
行
為

が
致
死

結
果

の
発
生

に
対
し
直
接
的
な
原
因
と
な

っ
て

い
る
よ
う

な
場
合

に
は
、

一
連

の
暴
行
行
為

の
開
始
時
点

に
完
全
な
責
任
能

力

が
認
め
ら

(
13

)

れ
る
と
し

て
も
、
結
果
を
含

む
行
為
全

体

に

つ
い
て
改

め

て
三
九
条

二
項

の
適
用

の
是
非

が
問
わ
れ

る
べ
き

で
あ

る
」
と
さ
れ

た
。

判
例

の
言
う
重
大
性

の
要
件

は
、
客
観
的
な
致
命
傷

を
与
え
た
行
為

ま
で
を
意
味
し

て
は

い
な

い
。

む
し
ろ
、
完
全
責

任
能
力
下

の
行
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為

と
致
死

の
因
果
関
係

が
証

明
で
き
な

い
と
き

に
こ
そ

こ
の
要
件

は
機
能
を
発
揮
す

る

の
で
あ

る
。
内

田
教
授
も
曽
根
教
授
も
、
判
例

の

言
う
重
大
性

の
要
件
を
越
え

て
、
客

観
的

に
致
命
傷

を
与

え
た
行
為
を
要
求
さ
れ

る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ

の
理
由

は
示
さ
れ

て
い
な

い
。

筆
者
も
前
稿

で
は
、
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失

の
場
合
、
す

で
に
そ

の
よ
う

な
状
態

に
な

る
前

に
致
命
傷
を
与

え

る
よ
う

な
行
為

を
行
な

っ
て
い
た
と
き

に
の
み
因
果
関
係

の
錯
誤

の
理
論
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外

の
場
合

は
、
二
重

の
故
意

が
あ

る

(
M

)

場
合

に
の
み
既
遂

の
完
全

な
責
任
を
負

わ
せ
得

る
と
し

て

い
た
。
し

た
が

っ
て
、
長
崎

地
判

が
重
大
性

の
要
件
を
欠

く
場
合

に
も
刑
法
三

九
条

二
項
を
排
除

し
た

こ
と
に
は
疑
問
を
も

つ
。
し

か
し
、
問
題
は
な

ぜ
重

大
性

の
要
件

が
必
要
な

の
か
で
あ
る
。
筆
者

は
前
稿

に
お

い

て
、

そ

の
根
拠
を
、
実
行

の
着
手
は
未
遂

の
段
階
を
画
す

る
概
念

に
す

ぎ
な

い
の
で
、

そ

の
時
点

で

の
完
全
な
貴
任
能
力

は
な

お
既
遂

の

(西

完
全

な
責
任
を
基
礎
付
け

る
に
は
不

十
分

で
あ
る

こ
と
に
求

め

て
い
た
。
し

か
し
、
そ

こ
で
は
、
客
観
的

に
致
命
傷
を
与
え

た
行
為
と
、

結
果

と

の
因
果
関
係
を
証

明
で
き
な

い
が
な
お
致
命
傷

を
負

わ
せ
る
よ
う
な
行
為

と

の
異
同
、
重
大
性

と
故
意

と

の
関
係
、
故
意
と
責
任

能
力

の
関
係

等

に

つ
い
て
十
分
な
検
討

が
な
さ
れ
て

い
な

か

っ
た
。
以
下

で
は
前

稿
脱
稿
後

に
接
し

た
ヴ

ォ
ル
タ
ー

と
ブ
リ

ッ
シ

ュ
の
見

解
を
紹
介

.
検
討
し
な

が
ら
、
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

の
要
件

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

(
7
)

林

幹
人

「
原
閃

に
お

い
て
自
由

な
行
為

(三
ご

警
察

研
究
六
三
巻

一
二
号

(平
成
四
年
)
二
六
頁
以
下
。

中
空
壽
雅

「
実
行
行
為

の
途
中

で
行
為
者

が
心
神
耗
弱
状
態

に
陥

っ
た
場
合
と
刑
法

三
九
条

二
項

の
適

用

の
是
非

」
法
学
教
室

一
四
九
号

(
一
九
九
三
年
)

七
五
頁

は
未
遂

と
実
行
行
為
を
分
離

し
、
実
行

行
為
を
結
果

へ
の
相
当
因
果
関
係
を
始
動
す

る
行
為

と
理
解
す

る
と

(山

口
厚

「
原
因

に
お

い
て
自
由
な

行
為

に

つ
い
て
」
団
藤
重
光
博
士
古
希
祝
賀
論
文
集
第
二
巻

《
昭
和
五
九
年
)
一
六
二
頁
以
下
)
、
本

文
に
述

べ
た
様
な
因
果
関
係

が
必
要

に
な
る
と
す

る
。

(
8
)

団
藤
重

光

・
刑
法

綱
要

総
論

(第

三
版

・
平
成

二
年
)

一
六

一
頁
。

(
9
)

岩
僑

・
前

掲
論

文
三
一一.、頁
。
曽
根

・
前
掲
論

文

一
九
七
頁
。

(
10
)

西
原
春
夫

・
刑
法
総
論

(昭
和
況

二
年
)
四

一
二
頁
。
平
野
龍

皿
・
刑
法
11
総
論

(昭
和
五
〇
年
)
三
〇
四
頁
、
三
〇
五
頁
。
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(11
)

中
空

・
前
掲
論
文

一
六
八
頁
。

(12
)

内

田
文
昭

「
一
連

の
殺
人
行
為

に

つ
き
、
そ

の
前

半
部
分
は
誤
想

過
剰
防
衛

で
あ
る
と
し
て
刑
法
=
、六
条

二
項
を
適
用
し
、

そ

の
後
半
部
分

は
心
神
耗

弱
状
態
下

の
も

の
で
あ
る
が
刑
法
三
九
条

二
項

の
適
用
は
な

い
と
し
た
事
例

」
判
例
時
報
九
.二
七
号

(昭
和
五
四
年
)

一
八
六
頁
。
中
神

正
義

噛
殺
人

に

つ
き
誤
想
過
剰
防
衛
を
認
め
、
殺
人

の
実
行
行
為
開
始
後
そ

の
継
続
中

に
行
為
者

か
心
神
耗
弱

の
状
態

に
陥

っ
た
場
合

に
お
け
る
刑
法
三
九
条

二
項

の
適

用
を
否
定

し
た
事
例
」
研
修
三
七
〇
号

(昭
和
五
四
年
)
六

一
良

は
東
京
高

判

の
事
案

に

つ
い
て
、
心
神

耗
弱

に
陥

る
前

の
加
害
行
為

で
被
害
者

が
死

に

至

る
危

険
性
が
十
分

に
伺

い
得

る
と

い
う
事
実
認
定
を
前
提

と
す

る
と
刑
法

一,、九
条
二
項
を
適

用
し
な

い
と

い
う
結
論

で
よ

い
と
さ
れ
る
。

(
13
)

曽

根

・
前

掲
論

文

一
九
七
頁
。

(14
)

拙
稿

一
九
八
頁
、

一
九
九

頁
。

(
掲
)

拙
上稿
一
一〇
」ハ
百
(、
二
〇
卜
〕
百
ハ。

四

ド
イ
ツ
の
判
例
と
通
説

ド
イ

ツ
の
判
例
は
、
実
行
行
為
開
始
時

の
加
害
行
為

が
客
観
的

に
致
命
傷
を
与

え
る
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
結
果

と

の
因

果
関
係

は
証
明

で
き
な

い
が
致
命
傷

を
与

え
る
よ
う

な
重
大
な
も

の
で
あ

る
こ
と
も
要
求
し

て

い
な

い
。

こ
れ

は
、
ド
イ

ツ
の
判
例

が
、

実
行
行
為
途
中
か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

の
問
題

を
概
括
的
故
意
事
例

と
同
様

に
、
因
果
関
係

の
錯
誤

の
理
論

に
よ

っ
て
処
理
し

よ
う

と
す

る
た
め
で
あ
る
と

い
え
よ
う

。
概
括
的

故
意
事

例
で
は
、

た
と
え

ば
、
殺
人

の
故
意

に
よ

る
殴
打

で
被
害
者

が
死
亡
し
た
と
思

っ
た
被
告

人
が
、
こ
の
被

害
者

を
死
体
隠
蔽

の
た
め

に
土

の
中

に
埋

め
た
が
、
実
は
被

害
者

は
そ

の
時

に
初

め
て
死
亡
し
た
と

い
う
場
合
、

途
中

か
ら
殺

人

の
故
意

は
な
く
な

る
が
、
そ

の
後

の
隠
蔽

行
為

は

一
般
的
生

活
経
験

か
ら
外

れ
る
よ
う
な
突
飛
な
事

で
は
な
く
、
当
初

の

殺
人

の
故
意

が
実

現
さ
れ
た
と

い
え
る

の
で
、
被
告
人

に
既
遂
責
任
を
負

わ
せ
得

る
と
さ
れ
る
。
同
様

に
、
実
行
行

為
途
中

か
ら

の
責
任

能
力

の
減
弱

・
喪

失

の
場
合
も
、

そ

の
後

に
相
当
性
を
逸
脱
す

る
よ
う

な
経
過

が
な
く
、
当
初

の
殺

人
等

の
故
意

が
実
現
さ
れ
た
と

い
え
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(
16

}

る
な
ら
、
既
遂
責
任
を
負

わ
せ
得

る
と
す

る

の
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、
連
邦
最
高

裁

の

じd
O
頃
Qり
け
刈
"
ω
卜。
㎝
は
、
殺
人

の
故
意

に
よ
る

ハ
ン

マ
ー

で

の
殴
打

の
後

に
情
動
性
朦
朧
状
態

に
陥

り
、
責

任
無
能

力
状
態

で
斧

で
被
害
者
を
殺
害
し

た
事
案

に
関
す

る
も

の
で
あ

る
が
、
原
審
は
、
責
任
無
能
力

と
な

っ
た
後

の
行
為
に
よ

っ
て
致

命
傷

が
加

え
ら
れ
た
か
不

明
で
あ

る

の
で
、
被
告
人

の
有
利

に
解

し
て
殺

人
未
遂

と
し
た
。
し

か
し
、
連
邦
最
高

裁
は
、

因
果

経
過

が

一

般
的
生
活
経
験

に
よ

っ
て
予
見
し
得

る
範
囲
内

に
あ
れ
ば
故
意

は
阻
却
さ
れ
な

い
と
し
た
。
そ

し
て
、
本
件

で
も

「
行
為

経
過
が
被
告
人

の
認
識

と
ず

れ
て

い
る

の
は
、
自
分

の
行
為

に

つ
い
て
の
興
奮

が
意
識

を
曇
ら
せ
た
と

い
う
点

の
み
に

つ
い
て
で
あ

り
、
他
方

で
被
告
人

は
責
任
能
力
状
態

で
始

め
た
の
と
同
様

に
行
動
し
続

け

て

い
る
。
…

殺

人

の
故
意

で
責
任
能

力
状
態

で

ハ
ン
マ
ー

で
殴
打
し
て
お
り
、

そ

の
故

に
血

の
酩
酊

に
陥
り
、

こ
の
状
態

で

(斧

で
の
1

筆
者
注
)
殴
打
を
行
な

っ
た
」

の
で
、
既
遂
責
任

を
負

わ
せ
得

る
と
し

て
原

判

(
17

)

決
を
破

棄
差
戻
し
と
し
た
。

こ
こ
で
は
継
続
性
も
自
招
性
も
、
当
初

の
故
意

が
実
現
さ
れ

て

い
る
と

い
う

た
め

の
要
件

と
し

て
用

い
ら
れ

(18

)

て

い
る
。

た
し

か
に
、

ハ
ン

マ
ー

で
の
殴
打
-

血

の
酩

酊
ー

斧

で

の
殴
打

の
細

か
な
条

件
関
係

を
要
求
す

る
か

の
よ
う

で
あ
も
あ
る
が
、

そ

の
よ
う

な
経
過
が
相
当
性

の
範
囲
内
な
ら
故
意

の
実
現

と

い
え

る
と
す

る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
当
初

の
故
意

の
実
現

か
を
問
う

場
合

に
は
、

実
行
行
為
開
始
時

に
故
意

が
あ

れ
ば
、
そ

の
実
行
行
為

の
重
大
性
は
問
題

で
は
な

い
と
も

い
え
る

の
で
あ

る
。
も

っ
と
も
、

本
件

で
は
、
当
初

の
実
行
行
為

は
客
観
的

に
致
命
傷

だ

っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
も

の
の
、

そ
れ
自
体
重
大
な
加
害
行
為

は
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対

し
て
連
邦
最
高
裁

の

じσ
O
団
ω
け
N
ω
一
一
ω
ω
の
事
案

は
、
被
害
者

を
刺
殺

し
よ
う

と
し
て
、
ナ
イ

フ
を
取
り
出
し
た
が
、
三
八

回
刺
し

た
時
点

で
は
情
動

に
よ
る
責

任
無
能

力
状
態

に
あ

っ
た
と

い
う
も

の
で
あ
り
、
長
崎
地
判

の
事
案

と
同
じ
く
、
致
命
傷
を
与
え

る

行
為

は
も
ち
ろ

ん
、
重
大
な
加
害
行
為
は
す

べ
て
責

任
無
能

力
状
態

で
行
な

っ
て

い
る
。
連
邦
最
高
裁

は
、
責
任
能

力
状
態

で
旧
西
ド
イ

ツ
刑
法
四
三
条

の
意
味

で
の
実
行
行
為
を
開
始
す

れ
ば
ト
分

で
あ

り
、
こ
の
時
点

で
本
質
的
な
傷

害
行
為
を
行
な
う
必
要

は
な

い
と
し
た
。

本

件

で
は
、

殺
人

の
故
意

は
、
必
要

な
回
数

だ
け
ナ

イ

フ
で
刺

そ
う

と

い
う
も

の
で
あ

る
が
、
現
実

の
行
為
経
過
も
情

動

の
た
め
に
せ

い
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ぜ

い
よ

り

早

く
、

よ

り
多

く

刺

し

た

と

い
う

点

で
認
識

と
ず

れ

て

い
る

に
す

ぎ
ず

、
責

任

無
能

力
も

先

行

行

為

か
ら

展

開

し

た
も

の
で
、

(
19

)

外
部
的
な

(人
格

と
関
係

の
な

い
)
影
響

に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
結
局
、
当
初

の
故
意

と

一
致
す

る
と
し

た
。

こ
の
よ
う

に
ド
イ

ツ
の
判
例

は
実
行
行
為

開
始
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性
を
必
要
と
し
な

い
。
行
為
者

が
完
全
責
任
能
力

の
状
態

で
予

(
20

)

備

と
未
遂

の
限
界
を
越
え

る

こ
と
で
十
分
な

の
で
あ
る
。
通
説

も

こ
の
結
論
を
支
持
し

て

い
る
。
判
例

・
通
説

は
、
現
実

の
因
果
経
過
が

行
為
者

の
完
全
責
任
能
力

下

で
の
故
意

の
内
容

と
本
質
的

に
ず

れ
て

い
な

い
と
き
に
、
当
初

の
故
意

の
実
現
を
認
め
て
既
遂

と
す

る

の
で

あ

る
か
ら
、
完
全
責
任
能

力
時

に
故
意

が
存
在
す

れ
ば
よ

い
の
で
あ

っ
て
、
故
意

が
実
行

の
開
始

と

い
う
形

で
現
さ
れ
て

い
れ
ば
よ

い
の

で
む
罷
・
し

か
し
・
長

崎
地
判

の
事
案

が
仮

に
殺

人
に
関
す

る
も

の
で
あ

っ
た
場
合
や
、

しd
O
=
Qo
け

ト。
ω
"
一
ω
し。
の
事
案

で
既
遂
責
任
を
負

わ
せ
る

こ
と
に
は
疑

問
が
あ

る
。

た
し
か
に
、
完
全
責
任
能
力
時

の
故
意

が
実
現
さ
れ
れ
ば
既
遂
責
任
を
問

い
得

る
こ
と
じ
た

い
は
認

め

得

る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら

の
事
例

で
は
、
故
意

は
結

果
発
生

の
可
能
性

の
認
識
を
含

む
も

の
の
、
そ

の
実
現

に

つ
い
て
は
結
果
発
生

の
危

険
性

の
低

い
行
為
を
行
な
う
認
識
し

か
な

い
。

(
16
)

O
Φ
膏

炉

ω
鼻

N
N
Φ
ω
凶く
①
N
自

Φ
6
げ
2

謁

ω
巷

錠
露
要

Φ
一戸

¢
ヨ

Φ
「
σ
ユ
躍

墾

αq

8

ユ

幻
9

ζ

葺

叶
-
ゆ
Ω
国
Q。
樽
・。
ω
る

α
9

言

ω

一
㊤
認

・
ω
鳥

㊦
・

(17
)

口口
O
工
ω
酔
幽
刈
一
ω
誤

(ω
卜。
㊤
)
.

(18
)

林

幹

人

・
前

掲
論

文

二

六
頁

。

(
19

)

じU
O
出
曽

.
N
ω
け
一
。。
ω

(一
ω
累

)
・
同

見
解

の

も

の
と

し

て
、

○
偉
P

》
o
に
o
一一σ
Φ
轟

一口
o
山
=
ω
P

言

轟

一¢
。。
◎

Q∩
'
ホ

。。
・
新

た
な

決
意

に
基

づ

く
行

為

が
あ

っ

た
場

合

は
当

初

の
故

意

の
実

現

は

未

遂

に
終

わ

る

と
す

る
。

<
}q
一・
しd
O
瓢

O
>

一
綜

9

ω
』

①
旧
勺
¢
O
O
ρ

O
歪

a

N
=
ひq
Φ
血
①
「
霧

口
o
=
σ
o
轟

ぎ

8

=
舞

こ

二
ω

一
㊤
QQ
ρ

ω
・
ω
軽
刈
・

(
20

)

菱

塵
。
ぢ

三

蕾

。
ヨ

＼
N
且

(カ
¢
血
。
一℃
三

)
噂

o。
《
。。
8

ヨ

巴

ω
筈

Φ
「

囚

。
ヨ

∋

①
葺

p・
「
ふ

畳
》

魯

こ

一
㊤
。。
P

吻
・。
O

菊
身

』

コ

ω
筈

9

冨

＼
ω
。
ぼ

&

①
『
＼
O
『
鋤
ヨ

Φ
「

(
9

国
ヨ

①
「
)
"
ω
q

緯

勃q
Φ
N
①
言

げ
=
9

閑

o
ヨ

ヨ

Φ
三

鋤
「
層
卜。
心
.
〉

ξ

ダ

一
㊤
Φ
一
』

一
切

ヵ
曾

.
観

・
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(
21
)

図
薮

o
ぢ
算

螢
.
卸
・
o
二
吻
卜。
O
幻
α
戸

N
刈
は

、
完

全

な

行
為

無

価

値

の
実

現

か
あ

る

と
す

る
。

五

既

遂

故

意

実行行為途中かちの責任無能力295

ド
イ

ツ
の
判
例

.
通

説
に
反
対
し
、
既
遂
故
意

と

い
う
概
念
を
用

い
て
、
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

に

つ
い
て

未
遂

と
な
る
場
合

が
あ

る

こ
と
を
示
そ
う

と
し

た

の
は
ヴ

ォ

ル
タ
ー
と

ブ
リ

ッ
シ

ュ
で
あ

る
。
ま
ず
、
彼
ら

の
既
遂
故
意

に

つ
い
て

の
見

解
を
検
討

し

て
み
た

い
。

ヴ
ォ

ル
タ
ー

の
前
提

は
、
刑
法
規
範

に
は
態
度

決
定

規
範

と
評
価
規
範

の
機
能

が
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
態
度
決
定
規
範

は
、
客

観
的

に
も
主
観
的

に
も
法
的

に
重
要

な
法
益
侵
害

の
相
当

の
危
険
を
も

た
ら
す
よ
う

な
行
為
を
意
識
的

に
実
行

に
移
し

て
は
な

ら
な

い
と

翻

禁
止

を
内
容

と
し
、

こ
れ

に
反
す

る

こ
と
で
態
度

決
定
規
藝

遅
反

と
な

る
.
行
為
無

価
値

と
責
任

は
こ
の
魏

違

反

に

の
み
関

係

す

る
。
他

方
、

こ
の
実
行
行
為

(態
度
決
定
規
範
違
反
)

に
よ

っ
て
結
果

へ
の
危
険

が
惹
起
さ

れ
、
さ
ら

に
こ
の
危

険
が
結
果

に
実
現
し

(
23

)

た

こ
と
は
、
結
果
無
価
値

の
問
題

で
あ
り
、
評
価

規
範

に
関
係
す

る
。

ヴ
ォ

ル
タ
走

よ
れ
ば
、
既
遂
犯

は
完
全

な
行
為
無
価
値

・
責
任

と
結
果
無
価
値
を
前
提

と
菱

・
行
為
無
価
値

.
責
任
は
ま
ず
・
結

果
を
螺

す
る
吉

な
犯
罪
を
実
現
す
る
意
思
活
動
に
よ
・
て
基
礎
付
け
ら
幾

し
か
」

未
終
了
未
遂
に
は
部
分
的
な
行
為
無
摺

し
か
な

い
。

行
為
者

は
実
行
開
始
時

と
終

～
時

に
刑
法
上
重
要
な
危
険

を
発
生

さ
せ
る

こ
と
を
真
剣

に
考
え

て

い
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
実

行

終
了
時

に
危
険

が
発
生
し

た
と
思

っ
て

い
な

い
な
ら
、
行
為
無
価
値

は
部
分
的

に
し

か
実
現

さ
れ

て

い
な

い
か
ら

で
紮

・

つ
ま
り
・

未
遂
を
越
え

て
既
遂

と
な
る

か
は
既
遂

の
行
為
無

価
値

・
責
任

が
あ

る
か
に
か
か

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
発
生

に
適
し

た
危
険

を

も

た
ら
す

こ
と
、
結

果
発
生

に
必
要
な
す

べ
て

の
こ
と
を
行
な

っ
た

こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し

(既
遂

故
意
)
、
そ

の
時
点

で

責
任
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
よ
う

な
認
識

・
責
任
を
も

っ
て
行
為
を
終
了
さ

せ
る
と
き

に
の
み
既
遂
を
基
礎

付
け
る
完
全
な
行
為
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無
価
値

と
責
任

が
存
在
す

る
。

未

遂
は
多
あ

犯
罪

で
は
不
可
罰

で
あ

る

の
で
、
判
例

.
通
説

の
よ

つ
に
、
実
行
を
開
始

さ
え
す
れ
ば
そ

の
罐

本
質
的
な
因
果

の
ず

れ
な
し

に
結
果

が
発
生

し
た
以
上

は
既
遂

と
す

る
立
場

こ
そ
、

既
遂

の
要
件

を
明
ら
か
に
す

る
責
任

が
あ
る
と
す

る
。

終
了
未
遂

と
未
終

了
未
遂

で
は
中

止
犯

に
お
け

る
危
険
防
止
義
務

の
内
容
も
異
な
り
、

終
了
未
遂

の
方

が
不

処
罰
と
な
る
た
め
に
多

く

の
こ
と
を
行
な

わ
な

ハ
　

　

け

れ
ば
な

ら

い
の
は
、
終
了
未
遂

の
方
が
不

法
と
責
任

が
高

い
か
ら
で
あ

る
と
す
る
。

ブ
リ

ッ
シ

ュ
も
既
遂
故
意

を
有
力

に
主
張
し

て

い
る
。

ブ
リ

ッ
シ

ュ
の
前
提

は
ヴ

ォ

ル
タ
ー

と
は
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
ヴ

ォ

ル
タ
ー

は
既
遂
犯

に

つ
い
て
客
観
的

帰
責

と
し
て
相
当
因
果
関
係
を
要

求
し
、
他
方

で
主
観
面

で
は
既
遂
故
意
を
要

求
し
た
が
、
そ
れ
ら

が
併
行

的

に
存
在
す
れ
ば
セ
分

と
し

て

い
た
。

こ
れ

に
対

し
て

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
客
観
的
帰
責

の
内
容
を
豊
富

に
す

る

こ
と
と
既
遂
故
意
を
要
求
す

る

こ
と

に
は
賛
成
す

る
が
、
既
遂
犯

の
刑
罰

が
未
遂
犯

の
刑
罰

よ
り

の
高

い
の
は
、
既
遂

が
客
観
的

に
高

い
不
法

の
み
な
ら
ず
、
客
観
的

　
　

　

不
法
と
主
観
的
不
法
の
単
な
る
結
合
以
上
の
特
別
の
無
橿

を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
.
す
な
わ
ち
、
鑛

的
蔑

要
件
的
態

度

と
客
観
的

に
帰
責

し
得

る
結
果

が
特

に
無
価
値
な
決
意

の
実
現

で
あ
る
と
き
に

こ
の
特
別

の
無
価
値

が
あ

る
と
す

る
。

ブ
リ

ッ
シ

ュ
に
よ
れ

ば
、
既
遂
犯

に
お
け
る

こ
の
特

に
無
価
値

な
決
意
と

は
、
結
果

発
生

の
危
険

の
あ

る
行
為
を
行
な

っ
て

い
る
と

い

う

だ
け

で
な
く
・

一
定

の
法
益
客
体
を
支
配

で
き
な

い
因
果
経

過
に
曝
す

こ
と
を
内
容

と
す

る
。

客
観
的
事
象

が

こ
の
決
意

の
実

現
と

い

え

る
場
合

に
既
遂
と
」

髄

・
既
遂
故
意

が
あ

る
と

い
う

た
め

に
は
、
行
為
者

が
自
分

の
行
為

が
結
果
招
致

に
適
し
て

い
る
と
田
心
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、
毒
殺

で
毒
を

少
し
つ

つ
与
え

る
場
合

で
行
為
者

は
ま
だ
致
死
量

で
は
な

い
と
思

っ
て

い
る
場
合
や
、
気
絶

さ
せ

て
か
ら
殺
そ
う

と
思

っ
て
ま
ず

殴
打
し

た
と
き
被
害
者

が
死
亡
し

た
よ
う

な
場
合

は
、
結
果

招
致

に
適
し

た
行
為

の
認
識

に
欠
け
既

遂

に
は
で
き
飽

.
こ
れ
ら

の
場
A
暑

為
者

に
は
予
備

と
未
遂

の
限
界
を
越
え
る
璽

の
認
識
は
あ

る
の
で
未
遂

に
は
な
る
。
し

か
砿

結
果
招
致

に
適
し
た
行
為

の
認
識
を
放
棄
し

て
既
遂
を
根
拠
付

け

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
行
為
者

の
そ
れ
以
上

の
行
為
な
し

に
結

果
発
生
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に
至

る
危

険
行
為
を
行

な

っ
た

こ
と

の
認
識

が
必
要

で
あ
る
。

ブ
リ

ッ
シ

ュ
に
よ
れ
ば
、
通
説

に
し
た
が
う
と
、
予
備
と
未
遂

の
曖
昧
な

限
界
付
け

が
既
遂

の
可

罰
性
を
根
拠
付
け

る

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。
因
果
関
係

の
錯
誤

の
理
論
も

、
客

観
的

に
帰
責

で
き

る

結
果

と
既
遂
故
意

が
完
全

で
あ

る
が
両
者

に
不

一
致

が
あ

る
時

に
は
じ

め
て
問
題

と
で
き
る

の
で
あ

っ
て
、
既
遂
故
意

が
欠
け

る
場
合

を

(36

)

因
果
関
係

の
錯

誤

の
理
論

に
よ

っ
て
解
決
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
し
、

こ

の
理
論

の
濫

用
で
あ

る
と
す
る
。

わ

が
国

で
も
終
了
未
遂

と
未
終
了
未
遂

の
区
別

は
中
止
未
遂

の
中
止
行
為

の
違

い
を
も

た
ら
す
も

の
と
考
え

ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

中

止
未
遂

の
刑

の
減
免

の
根
拠

が
違
法
性

の
減
少

(危
険
性

の
減
少
)

に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

一
般

に
終

了
未
遂
は
未

終
了
未

遂

よ
り
も
高
度

の
結
果
発
生

の
危

険
を
す

で
に
発
生
さ

せ
、
違

法
性
が
高

い
の
で
、
そ
れ
を
減
少
さ
せ
る
に
は
未
終
了
未
遂
よ
り
も
多
く

の
こ
と
を
必
要

と
す

る
と

い
え
る

の
で
あ

る
。
故
意

既
遂

の
刑

罰
が
未
遂

の
刑
罰

(任
意
的

減
軽
)

よ
り
も
高

い
の
は
、
ま
ず
、

こ
の
よ

う
な

終
了
未
遂
を
前
提

と
し

て
結

果
が
発
生

し
た
と

い
う
違
法

性

の
高

さ

に
求

め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ

に
対
応
す

る
責
任
も

こ
の
高

い
刑
罰
を
根
拠
付
け

る
も

の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す

な
わ
ち
、

終
了
未
遂

の
高

い
違
法
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
は
じ

め
て
高

い
責
任

が
認

め
ら

れ
、
既
遂

の
責
任
を
問

い
得

る
の
で
あ

る
。
結

果
発
生

の
認
識

の
点

で
は
既
遂
故
意

も
未
遂
故
意
も
変
わ
り
は
な

い
が
、

終
了
未
遂

の
認
識

の
点

で
は
両
者

は
異
な

る

の
で
あ

る
。
結
果
発
生

の
危
険
性

の
認
識

の
み
を
故
意

の
内
容
と
し
、
後

は
客
観
的

に
相
当

に
結

果

が
発
生
し

た
か
否
か

だ
け

で
既
遂

か
否

か
を
決

め
る
だ
け

で
は
、
既
遂

の
責
任

に
f
分
な
考
慮

を
払
わ
な

い
こ
と
に
な

る
よ
う

に

思

わ
れ
る
。
ヴ

ォ
ル
タ
ー
や

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
既
遂
故
意

を
行
為
無
価
値

か
ら
説
明
す

る
が
、

一
般

に
故
意

を
責
任
要
素

と
し

た
上

で
、
高

度

の
危
険

性
を
も

つ
行
為

口
高
度

の
違
法

行
為

の
認
識

と
し
て
、
既
遂
故
意

を
責
任
要
素

と
理
解
す

る

こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
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「
『
葺

b

.
鋤
.
。
`
ω
・
α
。・
興

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
決
意

は

結

果

を

実

現

す

る

力

が
な

け

れ

ば

な

ら

い
と
す

る

費

ご

.

た

と
え

ば

、

水
泳

の
達

人
を

泳

げ

な

い
と
思

っ
て
橋
か
ら
突
き
落
と
し
た
ら
、
橋
桁

に
頭
を
打

っ
て
死
亡
し

た
よ
う
な
場
合

に
は
、
行
為
者

に
相
当
な
危
険

の
認
識

.
相
当
因
果
関
係

の
認

識

は
あ

る
の
で
、
故
意

は
あ
り
、

そ
の
故
意

の
内
容

と
し

て
の
危
険

が
実
現
さ

れ
て

い
な

い
と
す

る
こ
と

に
な
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
場
A
口
橋

桁

に
頭
を

打

つ
こ
と
は
突
飛
な

で
き

ご
と
で
は
な
く
、
相
当
性

の
範
囲
内

に
あ

る
と
す

れ
ば
、
橋

の
上

か
ら
の
突
き
落
と
し
行

為

の
危
険
性

に
は
溺
死

の
危
険
性

の

他

に
橋
桁

に
頭
を
打

っ
て
死
亡
す

る
危

険
性
も
含

ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
行
為
者

が
特
定

の
危
険
性
し

か
念
頭
に
置
か
な
か

っ
た
場
合

に
、
特

に
そ

の
危

険

の
実
現
が
な
け

れ
ば
相
当

因
果
関
係

の
範
囲
内

の
結
果

で
あ

っ
て
も
帰
責

で
き
な

い
と

い
う

の
は
妥
当

で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
後
述

の
概
括
的
故
意

事
例

に
お

い
て
も
、
ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
第

一
の
殴
打
行
為

の
危
険
性

は
実
現
さ
れ
て

い
な

い
の
で
既
遂

と
で
き
な

い
と

い
う

(爲
一
b
)
。
こ
こ
で
は
た
し
か
に
、

第

一
行
為

の
危
険
性

は
殴
打
行
為

の
危
険
性

と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ

こ
か
ら
、
相
当
性

の
範
囲
内

に
第

二
行
為

と
そ

の
結
果

が
あ
る

の
で
、
第

一
行
為

の

危
険
性

の
認
識

と
既
遂
故
意

が
あ

れ
ば
既
遂

と
し
て
よ

い
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
第

一
行
為

の
危
険

が
実
現
し
た

こ
と
は
必
要
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
行

為
者

が
故
意

の
内
容

と
し
て
特
定

し
た
危
険

や
、
行
な

っ
た
実
行
行
為

の
危
険

の
実
現

は
必
要

な

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
な

お
、
山
本

光
英

「
実
行

の
着
手

後

の
責

任
無
能

力
」
中
央
大
学
大
学

院
研
究
年
報
第

一
六
号
1
1

2

(昭
和

六
二
年
)

一
〇
三
頁
、
井

田

良

「
因
果
関
係

の
錯

誤
」

刑
法
判
例
百
選
-
総
論

(平
成
三
年
)
三
五
頁
参
照
。

(33
)

「
「
δ
O
戸

鉾

寧

O
こ
Q6
■
㎝
Q。
戴
{
.Ψ
留
O
ま

(
34
)

閃
ユ
ωO
戸

禽o
.
騨

○
ご
ω
。
Φ
O
トこ
h
.
》
コ
ヨ
↑
一
8
畠



(299)

(
35

)

等

凶零

戸

騨
』

.
○
こ

ω
.
8

ω
噂

(
36

)

閲
「
画
胃

貫

餌
』

.
O
」

ω
・
①
O
轟
唱

実行行為途中からの責任無能力299

六

概
括
的
故
意

概
括
的
故
意
事
例

で
は
、
行
為
者

は
殴
打
等

の
殺
人
行

為

の
時
点

で
、
ま
さ
に
そ

の
行
為

に
よ

っ
て
被
害
者

を
死
亡
さ
せ
る
と

い
う
認

識

が
あ
り
、
原
則
と
し
既
遂
故
意

は
存
在
す

る
。
し
た

が

っ
て
、
概
括
的
故
意
事
例

を
故
意
既
遂

と
す

る
か
は
、

こ
の
既
遂
故
意

が
実
現

さ
れ

た
と

み
う

る
か

に
か
か

っ
て
く
る
。

ヴ

ォ
ル
タ
ー
は
既
遂

故
意

の
内
容

と
現
実

の
因
果
経
過

が
同
価
値

で
あ
れ
ば
既
遂

と
し
得

る
と

ハ
即

)

い
う

。
行
為
者

は
被
害
者

が
殴
打

に
よ

っ
て
死
亡
し
た
と
思

っ
て
死
体
を
埋

め
た
が
、
実

は
そ

の
時

に
初

め
て
死
亡

し
た
と

い
う
事
例
は

(
38

)

既
遂

だ
と
す

る
。

こ
れ
に
対

し
て

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
、
既
遂
故
意

の
実
現

は
な
く
、
殺
人
既
遂

と
過
失
致

死
に
な
る
と
す

る
。
す
な

わ
ち
、
第

一
の
殴
打
行

為

に
は
隠
蔽
行
為

に
よ

る
死
亡

の
危
険

は
な

く
、
第

一
行
為

に
隠
蔽

に
よ

る
死
亡

の
危
険
も
含
ま
れ
る
と
す

る
見
解
肥
・
漠
然
と
し
た
危

(
40

)

険

で
満
足
し

て

い
る
と
批
判
す

る
。
第
二

に
、
隠
蔽
行
為

は
有

責
的
な
、
規
範

に
従
う
能
力

の
あ
る
者

の
行
為

で
あ

っ
て
、
責

任
無
能
力

下

の
行
為

と
は
異
な
り
、
支
配

で
き
な

い
因
果
経
過

と
は

い
え
ず

、
行
為
者

の
第

一
行
為

の
故
意

に
よ

っ
て
は
カ
ヴ
ァ
!
さ
れ
な

い
別

の

(
41

斗

規
範

的
基
礎

に
よ
る
行
為

で
あ
る
と
す

る
。
し

た
が

っ
て
、
行

為
者

が
殴
打

に
よ
る
殺
人

だ
け

で
な
く
、
隠
蔽

に
よ

っ
て
は
じ
め

て
死
亡

す

る
か
も
し
れ

い
な

い
こ
と
を
意

識
し

て
第

二
行
為
を
行
な

っ
た
場
合

に
の
み
、
故
意

は
隠
蔽

に
よ
る
死
を
カ
ヴ

ァ
ー
し
て

い
る

の
で
既

(
42

)

遂

に
な
る
と
す

る
。

筆

者
も
前
稿

に
お

い
て
、
個

々
の
行
為

に

つ
い
て

の
行
為
者

の
主

体
的
対
応
を
厳
密

に
考

え
る
な
ら

ば
、
概
括
的
故
意
事
例

で
は
殺
人

(
43

」

未
遂

と
過
失
致
死

が
成

立
す

る
と
し
て

い
た
。

そ

の
際
、
第

一
行
為

は
客
観
的

に
は
致
命
傷

で
は
な

か

っ
た

こ
と
を
重
視
し

て

い
た
。
客
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観
的

に
致
命
傷
を
与
え

る
行
為

の
時
点

で
、
完
全
な
故
意
責
任

が
必
要

で
あ

る
と
考
え

て

い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
為

の
結
果

へ
の

相
当

の
危
険
性

の
認
識

と
既
遂
故
意

を
も

っ
て
実
行
行
為

を
行

い
、
そ

こ
か
ら
相

当
因
果
関
係

の
範
囲
内

で
結
果
が
生

じ
た

の
で
あ
れ
ば

既
遂
責
任

を
負

わ
せ
得

る
と

い
え
よ
う

。
も
と
も
と

こ
の
場
合

、
客
観
的

に
は
相
当
因
果
関
係

が
あ

り
、
結
果

は
客

観
的

に
は
帰
責

で
き

る
の
で
あ

っ
て
、
あ
と

は
責

任

の
問
題

で
あ
る

と
考
え
ら

れ
る
。
行
為
者

の
故
意
内
容

の
結
果
発
生

の
危
険
性

(殴
打

に
よ
る
死
)

と
実

際

の
危
険

と
結
果
発
生

(土

に
埋

め
ら

れ
た

こ
と
に
よ

る
窒
息
死
)

は
完
全

に

一
致
し
な
く
て
も
既
遂

の
責
任

は
負

わ
せ
得
る
。

た
だ
、

結
果
発
生

の
相
当

の
危
険
性

の
認
識

と
既
遂
故
意

は
前
提

と
さ
れ
る

の
で
あ

る
か
ら
、
単

に
数
回
顔
面
を
殴
打

し
た
だ
け

で
は
、
そ

の
後

に
被
害
者

が
動

か
な
く
な

っ
た
よ
う

に
見
え
た

の
で
土

に
埋
め
た
と

い
う
場
合

で
も
、
第

一
行
為

の
時
点

で
の
相
当

の
危
険
性

の
認
識
と

既
遂
故
意

に
欠
け

る
場

合
が
あ
る
恵

紀

罷
・

そ

の
場
A
・
は
璽

口
致
死
あ

る

い
は
殺

粂

遂

と
過
失
致
死

に
な
り
得

る
.

(
37

)

芝

o
詳
Φ
ゴ

騨

卑

○

`

ピ
臥

①
「
窪

N
-
閃
①
ω
辞
ω
o
ぼ

一沖

QD
6

お

暁
・

(
38

)

♂
<
o
犀
Φ
き

動
.
卑

ρ

導
N
Qり
辞
く
5

ω
'
刈
〇
一
・

(
39

)

芝

o
搾
Φ
さ

費

鋤
・
O
」

い
Φ
暁
①
H
Φ
コ
『

閃
Φ
ω
富

6
訂

葺

冒
ω
」

お

{
・

(40
)

「
ユ
ω
∩
戸

餌
・
鋤
・
O
`
ω
・
①
卜Q
一
.

(
41
)

「
ユ
ωo
戸

p。
・
穿

ρ

'
Qo
・
①
曽

h

同

様

の
見

解

と
し

て
、

山

本

・
前

掲

論

文

一
〇

〇

頁

。

但

し

、

山
本

説

は

概

括

的
故

意

事

例

も

実

行

行

為

途

中

か

ら

の
責

任

能

力

の
減
弱

・
喪

失

事

例

も

継

続

性

(行

為

態

様

の
同

一
性

)

に

よ

っ
て
、

当

初

の
決

意

の
実

現

か

を

判

断

さ

れ

る

の
で
あ

り

、

既

遂

故

意

を

必
ず

し

も
要

求

さ

れ

な

い
よ
う

で
あ

る
。

(42
)

閃
ユ
ω
O
戸

卑

pρ
.
○
`
ω
.
①
B

・

(43
)

拙

稿

一
九

八

頁

。

(44
)

<
伽Q
ド
妻

o
犀
①
が

p。
・
卑

O
`
じ
o
h㊦
「
Φ
言

肉

Φ
。。
房
9

ユ
{戸

ω
ひ

α
一
・
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七

実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
能
力
の
減
弱

・
喪
失

実

行

行
為

途

中

か

ら

の
責

任

能

力

の
減

弱

・
喪

失

に
関

し

て
も

、

既
遂

故

意

を

不
要

と

し
、

故

意

既

遂

の
責

任

を
負

わ

せ
得

る

と
す

る

の
が

ド
イ

ツ

の
通

説

で
あ

る
。

た

と

え

ば
、

エ
ー

ラ

ー

は

じσ
O
瞭
ω
け
刈
"
ω
卜。
㎝
の
事

例

に

つ

い
て
、
行

為

者

が
と

に
か
く

自

分

の
行

為

に
よ

ら

っ
て
被
害
者
を
死
亡

さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ

る
か
ら
既
遂

に
で
き

る
と
t
撰
。

こ
の
考
え

に
よ
れ
ば
、
行
為
者

に
そ

の
よ
う
な
故
意

が

あ
る
限
り
、
実
行
行
為
開
始
時

の
加

害
行
為

の
重

大
性
は
問
わ
な

い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
既

に
述

べ
た
よ
う

に
、

こ
の
よ
う

な
考

え
方

に
は
疑
問

が
あ

る
。
概

括
的
故
意
事
例

で
は
多

く

の
場
合

、
行
為
者

は
結
果
発

生

に
必
要
な
す

べ
て

の
こ
と
を
行
な

っ
た
と
思

っ
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失

の
事
例

で
は
、
実
行
行
為
開
始
後
比
較
的

早

い
段
階

で
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

が
生
じ

る
こ
と
が
あ
り
、
実
行
行
為
開
始
時

に
完
全
な
責

任
能

力

が
あ
り
さ
え
す

れ
ば
よ

い
と
す

る

の
は
、
ガ
イ

レ

ン
の

い
う

よ
・つ
に
責
任

の
滑
り
台

募

縛
・

た
だ
・
既
遂
時
点
ま

で

の
完
全

な
責
任

能
力

は
必
要
な

い
.

一
般

に
、

ガ
イ

レ

ン
は
既
遂
時

ま
で
完
全

な
責

任
能
力

を
必
要
と
す

る
と
考
え

ら
れ
て

紅

麗
・
ガ
イ

レ
ン
も
事
後

的

に
責
任
能

力
を
排
除
す

る
情
動

の
よ
う
な
場
合

は
既
遂
解
決
も
あ

り
う

る
と
し
て

撫

・

既
遂
故
意

が
あ
り
、
完

全
責

任
能

力
下

の
行
為
と
結
果

と

の
間

に
相
当
因
果
関
係

が
あ

れ
ば
既
遂

と
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
責
任

の
問

題
と
し
て
は
、
完
書

任
能
力
の
時
点
で
既
遂
故
禁

あ
れ
ば
鹸

・
完
全
責
任
能
力
下
で
自
己
の
殴
打
行
為
を
整

暑

の
死
を
招
致
す

る
の
に
適
し
魂

の
と
認
識
し
た
躍

は
、
よ
り
先
の
支
配
で
き
な
い
軍

慧

.
危
険
生
.同
め
る
因
果
猛

に
被
害
者
を
投
げ
込
も

つ

と
し

た

の
で
あ
り
、
既
遂
故
意

が
あ

る
。
既

に
生
命

に
危
険
な
刺
傷
を
与
え

た
後

に
責
任
無
能
力

と
な

っ
て
さ
ら

に
刺
傷

を
加
え
た
よ

う

な
場

A
口
で
あ
る
。

但
し
、
そ

の
よ
う
な
場
合

で
も
、
行
為
者
人
格

と
関
係

の
な

い
影
響
力
、

た
と
え

ば
酩
酊
薬
を
騙
さ
れ
て
飲
ま
さ
れ

た

こ
と

に
よ

っ
て
責

任
無
能

力
と
な

っ
た
様
な
場
合

に
は
、
相
当
因
果
関
係
が
な
鐸

既
遂
故
禁

あ

っ
て
も
未
遂

と
な

ろ
う
・
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既
遂
故
意
と
客
観
的

に
帰
責
し
得

る
結
果
発
生
を
も

っ
て
既
遂

と
し
得

る
と

い
う
立
場

か
ら

は
、
完
全
責
任
能
力
下

で
の
加
害
行
為

の

重
大
性

は
既
遂
故
意
認
定

の
た
め

の
要
件

と

い
う

こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
しu
O
国
ω
け
刈
H
ω
卜。
㎝
の
事
案

の
よ
う

に
、
完
全
責
任
能

力
下

で
既

に
致
命

傷
を
負

わ

せ
得

る
よ
う

な
行
為

を
行
な

っ
て

い
れ
ば
、
結

果
発
生

に
適
し

た
行
為

の
認
識

が
あ

る
と

い
え

る
。
反
対

に
、

しu
O
工
ω
什
■
器

"
一
ω
ω
の
事
案

で
は
、
ナ
イ

フ
を
取
り
出
す

だ
け

で
は
結
果
発
生

に
適
し
た
行
為

と
は

い
え
ず
、
し

た
が

っ
て
重
大
行
為

の

認
識
、

す
な
わ
ち
既
遂
故
意

が
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
重
大
性

の
要
件

は
、
既
遂

故
意

認
定

の
根
拠
な

の
で
、
客
観
的

に
重
大

な
行
為

で
あ

る

こ
と
必
要

で
あ

る
が
、
実
際

の
結
果

(被
害
者

の
死
等
)

の
原
因

で
な
く
と
も
よ
く
、
客
観
的
致
命
傷

で
あ
る
必
要

は
な

い
。
客
観
的
致
命
傷

は
責
任
無
能
力
下

の
行
為

に
よ
る

の
で
も

よ

い
。

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
ヴ
ォ

ル
タ
ー
を
客
観
的

致
命
傷
を
要
求
す

る
も

の

で
あ

る
と
し
て
批
判
す

る
。

た
し
か
に
ヴ

ォ
ル
タ
ー
は
既
遂
故
意

の
例

と
し

て
完
全
責
任
能
力
下

で
既

に
致
命

傷
を
字

え
て

い
た
場
合
を

あ
げ
、
既
遂
故
意

の
な

い
例
と
し

て
未

終
了
未
遂

の
場
合
を
あ
げ

て

い
る

の
で
、
そ

の
よ
う

に
も
解
釈
し
得

る
。
し

か
し
、
概
括
的
故
意

事
例

で
は
、
第

一
行
為
が
客
観
的
致
命
傷
を
与
え

る
も

の
で
は
な
く

と
も
既
遂

と
す
る

の
で
あ
り
、
ヴ
ォ

ル
タ
ー

が
常

に
客

観
的

致
命
傷

を
与
え

る
行
為
を
要
求
す

る
と
は

い
え
な

い
。

筆
者
も
前
稿

で
は
、
完
全
責

任
能
力
下

で
致
命
傷

を
与

え
る
よ
う

な
行
為

を
行
な

っ
た

こ
と
を
必
要
と
す

る
だ
け

で
な
く
、
客
観
的
致

(
53

)

命
傷

が
責
任
無
能

力
下

で
与

え
ら
れ

た
か
も
し
れ
な

い
よ
う

な
場
合

に
は
未

遂
と
す

べ
き

だ
と
し
て

い
た
。
し

か
し
、
既
述

の
よ
う

に
、

ごd
O
=
ω
↓・
刈
"
ω
卜。
㎝
の
事
案

及
び
前
述

の
東
京
高

判

の
事
案

で
は
、
完

全
責

任
能

力
下

で
重
大

な
加
害
行
為

が
あ

る

の
で
既
遂
故
意
を
認

め

る
こ
と
が
で
き
、
既
遂

と
で
き

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

傷
害
致

死
が
問
題

と
な

っ
て

い
る
前
述

の
大
阪
高
判

の
事
案

で
は
、
・
完
全
責
任
能
力
下

で
の
暴
行

が
優

に
致
命
傷
を
負
わ

せ
得

る
も

の

で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
、
致

死

の
予
見

可
能
性

が
認

め
ら
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、

こ
こ
で
は
重
大
性

の
要

件
は
致
死

に

つ
い
て
の

過
失
の
予
見
可
能
性
の
認
定
根
拠
と
し
て
の
嚢

が
ん
魏
・
こ
れ
に
対
し
て
、
長
崎
地
判
の
妻

で
は
、
完
全

貝
任
能
力
下
の
暑

は
致
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死
を
予
見
さ

せ
る
よ
う

な
も

の
で
は
な

い
。
し

た
が

っ
て
、

こ
の
事
案

で
は
、
飲
酒
す

る
と
致
死

に
至
る
よ
う
な
暴
行
を
振
る
等

の
危

険

な
習
癖
が
な
い
限
り
、
予
見
可
能
性
の
認
定
根
拠
が
な
い
考

に
思
わ
舞

本
件
の
精
神
鑑
定
書
に
よ
る
と
疲

告
人
は
飲
酒
の
上
で

暴
葡

銚

こ
と
は
何
回

か
あ

る
よ
、つ
で
あ
る

が
、
致

死
を
も

た
ら
す

よ
、つ
な
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
り
、
右

の
考

な
習
癖

は
な

い
よ

う

で

あ

る

。

実行行為途中か ちの責任無能力343

(
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)

O
①
巨

Φ
噌
・
≧

露

「
鼻

§

αq

(
⇔ロ
O

鵠

G∩
酔

ご

ω
・。
切
)
こ

N

一
㊤
ざ

層
。。
.
。。
。。
・。

旧
O
①
幕

び

N
・
∋

鱒

艮

「
藁

晋

①
ω

ぎ

9

αq
「
彗

伊q
2

》
脇
眺
①
葬

ω

蓄

町

①
&

号

「

〉
爆
。。h
¢
7
「
広
コ
ゆq
。。7
餌
コ
隻
信
昌
αq
"
O
》

お
㎝
ρ

ω
」

甲
工
ー

ラ
ー

は

O口
O
国

O
>

お

㎝
ρ

ω
』

①
の
事

案

(妻

と
心

中

し

よ

う

と

し

て

銃

を
数

回
発

砲

し

た

が
死

な

な

か

っ
た

た

め

、
妻

の
求

め

に
応

じ

て
今

度

は

ハ
ン

マ
ー

で
殺

害

し

た

が
後

の
行

為

の
時

に

は
情

動

に
よ

る
責

任
無

能

力

と

な

っ
て

い
た

事

案

)
も

既

遂

に

な

る

と
す

る
。

(46

)

O
o
一一①
P

黛ρ
.
騨

O
`
』
¢
ω

一
〇
刈
N

ω
,
酎

・
山

本

・
前

掲

論

文

一
〇

〇

頁

参

照

。

(
47
)

菊
&

o
剛9

一.
勲

P

ρ

吻
卜。
O
幻
曾

.
留

旧
芝

。
ぎ

噌
も

』

・
○
`
冨

騰臼

9

N
肉

Φ
ω併
鴇
町

澤

博
ω
・
誤
ω
・

(
48

)

○

①
臨
①
員

P

卸
.
O

`

H
¢
oり

一
零

卜。
り
Qっ

.
刈
o。
●

(
49

)

<

『q
囲・
O

o
置

①
「
'
g。
.
印
.
○

`

O

>

一
㊤
㎝
◎

ω
唱
も。
引

(50
)

堵

。
岸
①
噌
・
餌
・
ロ
・
P

更

①
曇

島

Φ
ω
葺

ユ
{戸

ψ

謹

途

。
貫

鋤
』

.
ρ

N
ω
静≦

ω
.
¶
霞

ヴ
ォ

ル
タ
ー

は

じ⇔
昆

。
と

馨

ω
.
ま

は
既
遂
故

意

が
あ

る
の
で
既
遂

に
で
き

る
と
す

る
。
薯

o
#
角
'
鉾

P

ρ
"
N
ω
け芝

℃
ω
.
刈
O
一h

>
ロ
ヨ
.
舘
O
.

(
51
)

閃
噌
繭誇
買

鉾

鋤
・
ρ
・
ψ

2
舞

但
し
、

ブ
リ

ッ
シ

ュ
は
完
全
責
任
能

力
下

の
既
遂
故
意

で
の
行
為

が
客
観

に
も
因
果
経
過

へ
の
投
げ
込
み
で
あ

る
こ
と
を

要
求
す
る
よ
う

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
客
観
的

致
命
傷

で
な
く
て
も

よ

い
が

(ω
・
2
①
〉
コ
ヨ

b。
O
。。
)
、
殴
打
等

が
責
任
無
能

力

に
い
た
る
血

の
酩
酊

の
危

険

と
結

び

つ
い
て

い
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と
す

る

(ψ

Φ
一
Φ
)
。

こ
れ

は
既
述

の
よ
う

に
、
既
遂
故
意

の
内
容

の
実
現

の
み
を
既
遂

と
し
得

る
と
の
考
え
方

の
帰
結

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
対
し

て
、
既
遂
故
意

と
相
当
因
果
関
係

で
既
遂

と
し
得

る
と
考
え
れ
ば
、
既
遂
故
意

で
の
殴
打
行
為

か
ら
相
当
因
果
関
係

を

経

て
結
果

が
発
生
し

て

い
れ

ば
、
客
観
的
な
終
了
未
遂

は
よ
り
後

の
時
点

と
捉
え
る

こ
と
も
で
き
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
・

(
52
)

<
αq
一.
芝

o
騨
Φ
「
噂
p
.
即

O
二
い
駄
Φ
「
2

N
-
閃
Φ
ωけ
鴇
訂
葺

"
ψ

誤
ω
・
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(
53
)

拙
稿

二
〇
三
頁

、
二
〇
四
頁
。

(
54
)

曽

根

・
前
掲
論

文

一
九
七
頁
。
岩
井
宜

子

「
実
行
行
為
と
責
任
能

力
」
刑
法
判
例
百
選
-
総
論

(第
三

版

.
平
成
三
年
)
七
七
頁
。

(55
)

曽

根

・
前

掲
論
文

一
九
七
頁
。

(56
)

金
澤

彰
氏
作
成

の
精
神
鑑
定
書
二
〇
頁
、
二

一
頁
、
二
三
頁
、

一
五
七
頁
。
本
鑑
定
書

の
入
手

に

つ
い
て
は
畏
崎
地
検
記
録
係
並

び

に
山
本
真
弓
弁

護
士

に
お
世
話

に
な

っ
た
。

(
57
)

な

お
、
重
大
性

を
過
失
認
定

の
根
拠

と
考
え
る
と
、
完
全
責
任
能

力
時

の
過
失

(及

び
過
失
行
為

の
)
責
任
を
間

つ
こ
と
に
な

り
、
通
常

の
過
失
犯
と

変

わ
り
な
く
、
自
招
性

・
継
続
性

の
要
件

は
、
当
初

の
故
意
行
為

と
結
果

の
間

の
相
当
因
果
関
係
を
示
す

に
す
ぎ
な

い
も

の
と
な
ろ
う
。
故
意
犯

で
は
、

実
行

行
為
は
結
果
発
生

に
よ
り
近

接
し
た
行
為
と
考

え
ら
れ
る
た

め
、
完
全
責
任
能
力
時

の
加
害
行
為

の
重
大
性

に
よ

っ
て
既
遂
故
意

が
認

め
ら
れ
る
と

し

て
も
、
実
行
行
為

は
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失
状
態
下

の
行
為

に
も
ま
た

が

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
自
招
性

.
継
続
性

の
要
件

は
や
は
り
相
当

因
果
関
係
を
示
す
も

の
と

い
え
よ
う
。
山

口

・
前
掲
論
文
参
照
。

八

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為

前
稿

で
は
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
場
合

と
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

.
喪
失

の
場
A
口
、
行
為
者

に
責
任
能
力

の

減
弱

・
喪
失
状
態

と
そ

の
状
態

で

の
結
果
惹
起

に

つ
い
て
認
識

が
あ

れ
ば
、
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
二
重

の
故
意

が
あ
れ
ば
故
意

の
既
遂

(
58

)

犯
と
し
得

る
と
し
、

そ

の
場
合
完
全
責
任
能
力
下

で

の
行
為

の
重

大
性
を
問

わ
な

い
と
し

た
。
し

か
し
、
既
述

の
よ
う

に
、
行
為

の
重
大

性

の
要
件
は
既
遂

故
意
認
定

の
根
拠
だ
と
す

る
と
、

二
重

の
故
意

も
既
遂
故
意

で
あ
る
か
が
問
題

に
な

る
。

ま
ず
、
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失
状
態

に
自
ら
入

っ
て

い
く
行
為
は
、

後

に
は
自
己

が
規
範

に
従
う
意
思
や
能
力
を
働

か
す

こ
と
が
非

常

に
困
難

に
な

る

こ
と
を
考
慮

す

る
と
、
結
果
発
生

の
危
険
性

及
び
そ

の
ま
ま
結

果
発
生

に
至

る
可
能
性
を
高

め
る
行
為

と

い
え
る
。

二

重

の
故
意

の
理
論

は
、
構
成
要
件
該
当
結
果

の
認
識

だ
け

で
は
な
く
、
自
己

が
責
任
能
力

の
減
弱

.
喪

失
状
態

に
陥

る
こ
と

の
認
識
を
要

求
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
自
己

の
行
為

の
相
当

の
危

険
性

の
認
識
及
び
そ

の
ま
ま
結
果
を
発
生
さ

せ
る
よ
う
な
危
険
性

の
認
識

が
あ
る
場
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合

に

の
み
、
故
意

犯
と
す

る
も

の
と
解
す

る

こ
と
が
で
き

る
。

し
か
し
、
後

に
な

っ
て
も
自
己
を
抑
制

し
得

る
よ
う
な
人

の
場
合

に
は
、

た
と
え
ば
、
飲
酒
時

に
結
果
行
為

へ
の
危
険
性

は
な

く
、
飲

酒
す

る
と
自
己
を
抑
制

で
き
ず

に
暴
行
等

に
出
る
習
癖

が
あ
る
よ
う
な
場
合

で
な

い
と
、
飲
酒
等

は
結
果
発
生

に
至

る
可
能
性

の
あ
る
行

為
と

は

い
え
ず

、
ま

た
、
行
為
者

に
危
険
性

の
認
識
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
特

に
情
動

の
よ
う
な
場
合
は
、
情
動

の
展
開

に
よ

っ
て
後
に
責

任
能
力

の
減
弱

.
喪

失
状
態

に
陥

る

こ
と
を
認
識
し

て
も
、

そ
れ
ま
で
に
、
行
為
者

自
身

の
様

々
な
規
範
的
行
為

が
介
入
す

る

の
で
、
盾

動

の
展
開
過
程

に
入

っ
て

い
窃

期

の
段
階

で
の
暴
行
等

は
、
結
果

へ
の
相
当

の
危

険
性

の
あ

る
行
為

と
は
言

い
に
凶

場
合

が
麺

・

二
重

の
故
意

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪

失
状
態

の
認
識
は

こ
う

し

て
ま
ず

、
行
為

の
相

当

の
危
険
性

の
認
識

に
関
係
す

る
。

問
題

は
、
二
重

の
故

意
が
既
遂
故
意
を

代
替
す

る
か

で
あ

る
。

ヴ

ォ
ル
タ
ー
は
、
行
為
者

が
被

害
者

と

は
場
所
的

・
時
間
的

に
な
お
距

離

が
あ
り
、
当
分

の
間
本
質
的

な
実
行
行
為

は
行
な

わ
な

い
こ
と
を
認
識
し

て

い
る
場
合

は
、
行
為
者

に
は
結
果
招
致

に
必
要
な
す

べ
て

　
　

　

の
こ
と
を
行
な

っ
た
と

い
う
認
識

は
な

い
と
す

る
。
し

か
し
、
原
因

に
お

い
て
自
由
な
行
為

の
多
く

の
場
合
、
責
任
能
力

の
減
弱

・
喪
失

状
態

に
陥

っ
た
後

に
本
質
的
な
実
行
行
為

を
行
な
う

の
で
あ
り
、
責

任
無
能
力

下

で
の
既
遂
故
意

は
非
難

で
き
な

い
の
で
、

ヴ
ォ

ル
タ

ー

の
見
解

に
し
た
が
う

と
、
結
果

が
発
生

し

て
も
ほ
と
ん
ど
既
遂
責
任

は
問

え
な
く

な
る
お
そ
れ

が
あ

る
。

責
任
能
力

の
減
弱

.
喪
失
状
態

に
陥

る

こ
と
は
、
自
ら
を
因
果

の
流
れ

に
投
げ
込

む

こ
と

で
あ
り
、

そ

の
認
識

に
よ

っ
て
、
結

果
発
生

に
必
要
な

こ
と
は
す

べ
て
行
な

っ
た
と

い
う
認
識

は
な

い
に
し

て
も
、
結

果
発
生

に
関

し
て
自
己

の
力

で
は
支
配

で
き
な

い
状
態

に
す

る

こ
と
の
認
識

は
あ
り
、
自
己

の
規
範
的

行
為

が
規
範

に
反
す

る
行
為

に
対
抗
す

る

こ
と
な
く
結
果

が
発
生
す

る
で
あ

ろ
う

こ
と

の
認
識

は

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、

二
重

の
故
意

は
既

遂
故
意

を
代
替
す

る
と
言
え
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
二
重

の
故
意
を
も

っ
て
相
当
因
果
関
係
内

の
結

果
を
発
生

さ
せ
れ
ば
既
遂
責
任
を
問

え
る
で
あ
ろ
う
。
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

の
場
合
も
二
重

の
故
意

が

あ

れ
ば
既
遂
故
意
を
代
替
し
得

る
で
あ
ろ
う

が
、
実
際

に
は
、
多
く

の
実
行
行
為
途

中

か
ら

の
責
任
能

力

の
減
弱

・
喪
失

の
場

合
は
予
見



な
く
責
任
能
力

の
減
弱

喪

失
状
態

に
陥

る
と

い
む
罷
・

し
た
が

っ
て
、
特

に
実
行
行
為
途
中

か
ら

の
責
任
能
力

の
減
弱

喪

失

の
場
合

泌

に
は
・
完
全

な
既
遂
責
任

を
問
う

た
め

に
は
完
全
責
任
能

力
時

の
既
遂
故
意

が
必
要

に
な
ろ
う
.
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