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ノ
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》

原
田
に

お

い

て

自
由
な

行
為
の

実
行
行
為

小

松

進

一

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
と

は
､

構
成
要
件
を

直
接
実
現
す
る

行
為

自
体
は

行
為
者
が

一

時

責
任
能
力
を

失
っ

た

状
態
に

お
い

て

な
さ

れ

た

挙

動
で

あ

る

が

一
つ

ま

り
､

行
為
に

お

い

て

は
(
i

n

邑
江
○
)

自
由
で

は

な

い

-
し

か

し
､

行

為
者
が

そ
の

よ

う
な

状
態
に

陥
る

か

ど

う
か

に

つ

い

て

は
､

自
由
に

決
し

え

た

+
つ

ま
り

､

原
因
に

お
い

て

ほ
(

F
O

a

宏
P
)

自
由
で

あ
っ

た

場
合
を
い

う
と

説
明
さ

れ

て

き

た
｡

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

取
扱
い

に

つ

い

て

学
説
は

多
岐
に

分
か

れ

て

い

る
｡

そ
の

主
な

理

由
は

､

原
因
に

お

い

て

自
由
な

行
為
が

､

近

代

刑
法
の

二

大
原
則
を

ア

ン

チ

ノ
､

､

､

-

と

し
て

背
負
わ

さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ

に

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

佐
伯
教
授
は
こ

の

点
を

鮮
か

に

指

摘
さ

れ

る
｡

｢

『

原
因
に

お
い

て

自
由
な

る

行
為
』

と
い

ふ

法
概
念
の

底
に

ほ

頗
る

大

き

な
.

刑
法
思
惟
上

の

問
題
が

ひ

そ

ん
で

ゐ

る

や

う
に

思
は

れ

る
｡

そ

れ

は

一

方
犯

罪
行
為
と

責
任
の

同
時

存
在
を

絶
対

的
要
請
と

す
る

近

代
的
責
任

原
理

と
､

他
方
罪
刑
法
定
主
義
の

要
求
に

基
い

て

罪
と
な

る
ぺ

き

行
為
の

明

確
な

限
界
づ

け

を

重

視
す
る

所
謂
構
成
要
件
の

理

論
と

の

相
克
矛
盾
が

(

1
)

そ
こ

に

表
明
せ

ら

れ

て

ゐ

る

と
い

ふ

こ

と
で

あ

る
｡

+

さ

て
､

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
を

め

ぐ
る

理

論
的
支
柱
は

次
の

四

点
に

要
約
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

①
原
因
に

お
い

て

自
由
な

｢

行
為
+

の

存
在
性

､

㊤
責
任
主
義
の

要
請
す
る

実
行
行
為
と

責
任
の

同
時
存
在
の

原

則
､

④
罪
刑
法
定
主
義
の

要
請
す
る

実
行
行
為
の

明
確
性

､

い

わ

ゆ

る

構

成
要
件
論
の

行
為
の

定
型
性

､

④
原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

当
罰
性

｡

そ
こ

で
､

こ

の

メ

ル

ク
マ

ー

ル

に

従
っ

て

学
説
を

分
類
し

ょ

う
｡

A

原

因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
否
定
説

-
こ

れ

は

行
為
の

一

貫
性
と

い

う

観

点
か

ら

①
の

原
因
に

お

い

て

自
由
な

｢

行
為
+

の

存
在
自
体
を

香
足
す
る

も
の

で

あ
る

｡

こ

れ

は

サ

ブ
ィ

ニ

ー

や

精
神
病
学
者
の

主
張
す
る

と
こ

ろ

(

2
)

で

あ

る
｡

そ
の

他
の

学
説
ほ

①
の

点

を

積
極
的
に

解
し
っ

つ

④
以

下
の

点

を

め

ぐ
っ

て

分
か

れ

る
｡

B

不
可

罰
性
説
-
-
-

同
時
存
在
の

原
則
を

絶

対

的
な

も
の

と
し
､

更
に

､

行
為
の

厳
格
な

定
型
性
を

要
求
す
れ

ば
､

原

因
設
定
行
為
も

結
果
惹
起
行
為
も

実
行
行
為
と

認
め
る

こ

と
が

で

き

ず
､

(

3
)

結
局

､

④
の

当
罰
性
を

犠
牲
に

せ

ざ

る

を

え

な

く
な

る
｡

C

原
因
設
定

行
為
を

犯

罪
行
為
と

す
る

可
罰
性
説
-
1
同

時
存
在
の

原
則
を

維
持
し

な

が

ら

当
罰

性
を

認
め
よ

う
と

す
れ

ば
､

原
因
設
定
行
為
に

実
行
行
為
性
を

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

行
為
の

定
型
性
を

緩
く
解
す
る
こ

と
に

な
る

｡

D

結
果

惹
起
行
為
を

犯

罪
行
為
と

す
る

可
罰

性
説

-
行
為
の

定
型
性

と

当
嗣

性
を

満
足
し
ょ

う
と

す
れ

ば
､

結
果
惹
起
行
為
を

重

視
し

な
け

れ

ば

な

ら

ず
､

同
時
存
在
の

原
則
を

離
れ

る
こ

と

に

な

る
｡

行
為
の

一

貫
性
か

ら

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

存
在
を

香
定
す
る

見
解

が
結
果
を

不

作
為
に

よ
っ

て

実
現
す
る

事
例
で

破
綻
を

き
た

し

て

上

し

ま
っ

た
｡

ま
た

､

カ

ブ

ツ
ェ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

ら
の

不

可
罰
性
読
も

､

そ

指
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れ

以

後
有
力
な

支
持
者
を

得
て

い

な
い

｡

そ

れ

は
､

自
ら

犯

罪
を

も

く
ろ

ん

で
､

あ
る

い

は
､

そ

の

罪
を

免
れ

る

た
め
に

､

責
任
無
能
力
状
態
を

招

来
し

､

そ
の

状
態
の

下
で

犯

罪
を

行
な
っ

た

者
に

罪
を

問
い

え

な
い

と

す

る

こ

と

は
､

一

般
の

法
感
情
に

著
し

く
背
馳
す
る

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

近

時
､

こ

の

理

論
を

生

ん

だ
ド

イ

ツ

に

お
い

て

も

日

本
に

お
い

て

も
､

可
罰
的
で

あ

る

と
い

う
点
で

は
､

学
説

･

判
例
と

も

に
一

致
し

て

い

る
｡

し
か

し
､

そ
の

理

由
づ

け

は

必

ず
し

も

軌
を

一

に

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

本
稿
で

は
､

ど
の

時
点
に

実
行
行
為
が

あ
る

か

と

い

う
観
点
か

ら
､

そ
の

理

論
構
成
を

(

5
)

検
討
し

て

み

た
い

と

思
う

｡

(

1
)

佐

伯
･

原
因
に

お

い

て

自
由
な

る

行

為
､

刑

事

法

講
座

第
二

巻

(

昭

和
二

七

年
)
､

三

〇
五

1
六

頁
｡

(

2
)

サ

ブ
ィ

ニ

ー

は
､

従

来
､

不

可
罰

性

説

を

唱

え
る

も

の

と

見
ら

れ

て

来

た
が

､

む

し

ろ

原

因

設

定

行

為
と

結
果

惹
起
行

為

と
の

心

理

的

連
関

を

疑
い

､

原

因
に

お

い

て

自
由
な

行

為

と
い

う

犯

罪
実

現
の

形

愚

を

香
足

す

る

も
の

で

あ

る

と

い

え

る
｡

内
a
t

N

e

ロ
S
t

e
-

ロ
}

U
-

e

S
t

冒
･

ロ
O
S
-

町

村
e

芹
(

訂
1

琶
t
-

○

-
i

訂
冒

F
O

巴
-

∽

p
-

-

苫
-

､

∽
.

記
f

.

(

3
)

こ

の

立

湯
を

と
る

も

の

は
､

カ

ブ

ツ
ェ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

､

ベ

ル

ナ

ー

､

古

賀

廉

造
､

谷

野

椿

等
で

あ

る
｡

(

4
)

戸

田
P

l
､

G
e
s

e
t

N

戸
n

P

∽
O

F

已
P

-

2
∽
t

l

巳
1

2
0

F
十

-

ロ
P

戸

-

苫
り

ー

S
.

岩
¢

.

(

5
)

紙
数
の

関

係
上

､

比

較
的
こ

の

理

論
の

適
用
の

認

め

ら
れ

易
い

過

失
犯

､

不

作
為
犯
よ

り

も
､

問
題
性
の

多
い

故

意
の

作
為
犯

に

つ

い

て

み

た

い

と

思

う
｡

〓

ま

ず
､

戚
因
設
定
行

為
を

実
行
行
為
と

み

る

諸
見
解
を

検
討
し

ょ

う
｡

こ

の

立
場
は

､

原
因
設

定
行
為
を

実
行
行
為
と

す
る

の

で

あ

る
か

ら
､

行

為
と

責
任
の

同
時
存
在
の

原
則
は

満
た

し
て

い

る

が
､

原
因

設

定

行

為

(

た

と
え

ば
､

飲
酒
行

為
)

自
体
が

､

犯

罪
行
為
と

し

て

構
成
要
件
該
当

の

評
価
を

受
け

る

適
格
が

あ

る
か

と
い

う
疑
問
が

生

ず
る

｡

構
成
要
件
論

の

立

場
か

ら
い

う
い

わ

ゆ
る

定
塑
性
が

認
め
ら

れ

る

か

と
い

う

疑

問
で

あ

る
｡

こ

の

問
題
は

犯

罪
が

未
遂
に

終
っ

た

場
合
に

も
っ

と

も

鮮
明

な
か

た

ち
で

あ

ら
わ

れ

る
｡

こ

の

立

場
の

代
表
的
見
解
は

､

原
因
に

お

い

て

自
由
な

行

為
を

間
接
正

犯

と
の

類
似
性
を

も
っ

て

説
明

す
る

も
の

で

あ

る
｡

間

接
正

犯
が

他
人
を

道
具
と
し

て

犯

罪
を

実
行
す
る
の

に

対

し
て

､

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行

為
は

責
任
無
能
力
状
態
に

あ

る

自
己
を

利
用
し

て

犯

罪
を

行
な

う
も
の

で

(

1
)

あ
る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

見
解
を

採
ら

れ

る

団
藤
教
授
ほ

次
の

よ

う
に

説

明

さ

れ

る
｡

｢

間

接
正

犯
が

他
人
を

道
具
と

し

て

利
用
す
る

も
の

で

あ

る
の

に

対

し

て
､

原

因
に

お

い

て

自
由
な

行

為
ほ

自
己
の

責
任
の

な
い

状
態
を

道
具
と

し

て

利

用
す
る

も

の

で

あ

る

点
に

ち
が

い

が

あ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

間

接
正

犯
で

ほ

他
人
を

利
用
す
る

行

為
が

実
行
行
為
と

し

て

の

定
型
性
を

も
つ

か

ど

う
か

が

問
題
で

あ
っ

た

と

同
様
に

､

､
こ

こ

で

は

自
己
を

利
用
す
る

行
為
つ

ま

り

原
因
行
為
が

実
行
行

為
と

し

て

の

定
型
性
を

具
備
す
る

か

ど

う
か

が

問
題

(

2

)

の

要
点
を

な

す
の

で

あ

る
｡

+

そ
し

て
､

原
因
に

お
い

て

自
由

な

行

為
と

さ

れ

る

た

め

に

ほ
､

自
己

を

全
く
弁
別
能
力
の

な
い

状
態
に

ぁ
と

し
い

れ

7 雀β
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る

こ

と

と

利
用
行

為
が

構
成
要
件
的
定
型
性
を

具
備
す
る
こ

と
の

二

つ

を

(

3
)

要
件
と

さ

れ
る

｡

第
二

の

要
件
に

つ

い

て

は
､

｢

過
失
犯

や

不

作

為

犯

に

つ

い

て

は

原
因
行
為
に

実
行
行
為
と

し
て

の

定
型
性
を

認
め

る
の

が

比

較

(

4
)

的
容
易
で

あ

る
｡

+

こ

れ

に

反
し

て
､

故
意
に

よ

る

作
為
犯

に

つ

い

て

は

そ
の

困
難
な

ば

あ
い

が

多
い

と
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

原

因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
を

間
接
正

犯

と
の

論
理

構
造
の

同
一

性
を

も
っ

て

説
明

す
る

見
解
に

対
し

て

は
､

構
成

要
件
の

明

確
性
を

保
持
す
る

か

ぎ

り
こ

の

理

論

は

き
わ

め

て

狭
い

範
囲
に

し

か

機
能
し

ぇ

な
い

と
い

う
ほ

か

に
､

次
の

よ

う
な

批
判
が

あ

る
｡

｢

犯

罪
の

成
立

要
件
中
責
任
能
力
だ

け
を

欠
く

他

人
,

の

行
為
を

利
用
す
る

ば

あ
い

､

共
犯

論
に

お

い

て

制
限
従
属
形
態
を

と

る

な

ら
ば

､

そ
の

よ

う

な

利
用
行
為
は

間
接
正

犯
で

ほ

な

く
教
唆
犯
と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

に

対
し

､

責
任
能
力
な

き

自
己
の

行
為
を

利
用
す
る

と

き

は

『

原
因
に

お

い

て

自
由
な

行
為
』

と

な

る

の

で

あ

る
｡

し
た

が
っ

て
､

こ

の

よ

う
な
ば

あ
い

に

は
､

『

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行

為
』

を

間

接
正

(

5
)

犯
と

同
じ

論
理

構
造
を

も
つ

も
の

と

し

て

説
明

す
る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

+

次
に

､

原
因
設
定
行
為
と

責
任
無
能
力
状
態
に

お

け

る

挙
動
と

を

全
体

的
に

観
察
し

て

実
行
行
為
と
い

え

る

場
合
に

は
､

行

為
者
に

責
任
を

問
い

う
る

と

す
る

見
解
を

み

ょ

う
｡

こ

れ

は

小

野
博
士
の

説
か

れ

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

離
酎
す
れ

ば
､

乱
暴
を

働
き

､

他
人
を

傷
つ

け

る

性
質
の

あ
る

こ

と

を

知
っ

て

い

る

者
が

､

他
人
を

傷
つ

け

る
つ

も

り

で

解

酎
し

た

場

合

｢

現
実
に

乱
暴
な

行
為
に

出
た

と

き
､

そ

の

前
後
の

行
為
を

併
せ

て

殺
人

又

は

傷
害
の

実
行
と

み

る
こ

と
が

で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

(

中

略
)

そ

の

と

き
､

結
果
発
生
の

危
険
性
が

実
現
さ

れ
て

い

る
｡

こ

れ

を

殺
人

又
は

傷
害

(

6
)

の

実
行
と

見
る

合
理

性
ほ

充
分
に

あ

る
｡

+

■

博
士
の

所
説
は

原
因
設
定
行
為
と

結
果
惹
起
行

為
を

併
せ

て

考
察
し

ょ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

解
酎
し

て

乱
暴
に

出
る

行
為
を

実
行
行
為
と

み
る

点
で

は
､

や

は

り
､

責
任
と

行
為
の

同
時
存
在
を

主

張
す
れ
ば

責
任

を

負
わ
せ

る
こ

と

は

で

き

な
い

｡

従
っ

て
､

責
任
主
義
に

対

し

て

部
分

的

へ

7

)

譲
歩
を

す
る

も
の

で

は

な
い

か

と
い

う
批
判
が

な

さ

れ

て

い

る
｡

更
に

､

実
行
の

着
手
に

つ

い

て

は

｢

酒
を

飲
む

だ

け
で

は
､

ま
だ

そ

の

危
険
性
(

結
果

発
生
の

可
能
性

-
引
用
者
)

が

明

ら

か
で

あ
る

と

は

い

ぇ

な
い

｡

や

は

り

心

神
喪
失
の

状
態
に

お
い

て

暴
行
を

始
め
た

と
き

､

は

じ
め

て

暴

行
罪
で

あ

り

…

…

殺
人
罪
に

つ

い

て

も
､

や

は

り

人
を

殺
す
に

足
り

る

暴

(

8
)

行
を

し

た

と

き
､

そ
の

実
行
の

著
手
が

あ

る

と

し

な

け
れ

ば

な

ら
な

い

+

と

さ

れ

る
｡

行
為
者
に

対

す
る

非
難
は

全

行
為
か

ら

認
め

ら

れ

る
が

､

実

行
の

着
手
は

結
果
惹
起
行
為
に

求
め
る

こ

と

に

な

り
､

緒
論
に

お
い

て

は
､

後
に

の

ぺ

る

責
任
と

実
行
行
為
の

分
離
を

認
め

る

西
原
教

授
の

所
説
に

等

し

く
な

る

の

で

は

な
い

か

と

思
わ
れ

る
｡

同
じ
ょ

う
に

､

原
因
設
定
行
為
と

結
果
惹
起
行
為
の

全
体

的
考

察
を

前

提
と

し
な

が

ら
､

原
因
設
定
行
為
を

重

視
さ

れ

る

の

が

植
松
教
授
で

あ

る
｡

原
因
に

お

い

て

自
由
な

行
為
に

お
い

て

は

｢

行
為
者
は

原
因
設
定

行
為
の

当
時
に

お

け

る

責
任
能

力
の

程
度
に

応
じ

て

責
任
を

負
う
ぺ

き

ぢ
の

と

解

せ

ら
れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

れ

は

原
因
設
定
行
為
の

開
始
を
も
っ

て

犯

罪
行
為
の

開
始
す
な

わ

ち

実
行
の

着
手
と

解
し

な

け

れ
ば

､

同
時
存
在
の

原
則
は

維
持
さ

れ

な

い
｡

そ

の

た

め

に

は
､

原
因
の

設
定
か

ら

事
実
の

実

現
ま

で

の

全
行
為
を

犯

罪
行
為
と

し

て

捉
ら

え
､

原
因
設
定
行
為
を

構
成

(

9
)

要
件
の

実
現
に

密
接
し
た

行
為
と

し

て

理

解
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
+

と

説
明
さ

れ

る
｡

7 4 3
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こ

の

よ

う

な

原
因
設
定
行
為
を

実
行
行

為
と

み

る

見
解
に

対

し
て

は
､

特
に

故
意
の

作
為
犯
の

場
合
鋭
い

批
判
が

な

さ

れ

る
｡

そ
れ

は

原
因
行
為

が
､

犯

罪
行
為
と

し

て

構
成
要
件
の

予
想
す
る

定
型
に

あ
た

ら

な
い

の

で

は

な
い

か

と
い

う
疑
問
で

あ

る
｡

｢

泥
酔
中
に

人
を

殺
す
つ

も

り

で

飲
酒

し

た

と
い

う
ば

あ
い

､

そ
の

飲
酒
行
為
に

殺
人

罪
の

構
成
要
件
該
当
性
を

み

と

め

る

の

は

無
理

で

あ

る

…

…

も
し

こ

れ

を

み

と

め

る

と

す
れ

ば
､

か

よ

う
な

目

的
で

飲
酒
し
た

以

上
は

､

人
を

殺
す
に

至
ら

な
か

っ

た

と

き
で

も
､

殺
人

未
遂
を

み

と
め

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な
る

｡

し
か

し
､

こ

れ
は

社
会
通
念
か

ら

考
え

て

無
理

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と
は

､

飲
酒
行

為
そ
の

も
の

+

遠
人
罪
の

構
成
要
件

的
定
型
性
を
み

と

め
る

こ

と

が

で

き

な
い

こ

と

を

示
す
+

と

か
､

｢

飲
酒
行
為
は

､

い

か

な
る

意
味
に

お

い

て

も
､

日

常
用
語

的
意
味
に

お
い

て
､

刑
法

一

九

九

条

幹
『

人

ヲ

撃
ン

タ

ル

』

と
い

う
構
成
要
件
的
行
為
の

一

部
と
は

い

い

得
な

い
｡

+

こ

の

よ

う

な

批
判
は

､

結
果
が

発
生
し

な
い

場
合
に

は

最
も

鮮
明

と

な

る
｡

つ

ま
り

､

飲
酒
を

し

た

だ

け
で

殺
人
の

未
遂
と

な

る

の

か

と
い

う

疑
問
で

あ
る

｡

カ

ッ

ッ

ェ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

が

当
時
の

可

罰
性
説
に

対

し

て

行
な
っ

た

批
判
も
+

ま
さ

し

く
､

未
遂
を

通
じ

て

考
え

る

な

ら
ば

､

原
因
淵

尭
行
為
ほ

せ

い

ぜ

い

予
備
行
為
に

す
ぎ

な
い

と
い

う
点
に

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

批
判
に

対

し

て

植

松
教
授
は

次
の

よ

う
に

反
論
さ

れ

る
｡

｢

も

と

も

と
､

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

理

論
の

適
用
さ

れ

る

事
件
は

､

そ

れ

自
体

と

し

て

す
で

に

通

常
予
想
さ

れ

る

と
こ

ろ
の

い

わ

ゆ

る

定
型
に

は

当
た

ら

(

1 3
)

な
い

も
の

な
の

で

あ
る

｡

+

今
一

つ

の

批
判
は

着
手
に

関
す
る

も

の

で

あ

る
｡

平
場
教
授
は

､

原
因
設
定
行
為
で

あ

る

飲
酒
行
為
を

実
行
行
為
と

認

め
る

と

す
れ

ば
､

完
全
離
酎
に

至
ら
ぬ

う
ち
に

､

激
昂
し
て

殺
害
す
る

と
､

(

1 4
)

実
行
の

着
手
が

二

度
あ

る
｡

と

に

な

ら

な
い

か

と

矛
盾
を

指
摘
さ

れ

る
｡

悩

(

こ

れ

ら
の

批
判
に

つ

い

て

は

後
述

､

四

参
照
)

(

1
)

こ

の

見
解

は
ベ

ー

リ

ン

グ

の

提
唱
し

た

も

の

で

あ

る

と
い

わ

れ

る

が
､

わ

が

国
で

は

明

治
三

〇

年
代

に

紹

介
さ

れ

た

(

魅
原

一

雄
･

刑

法

新

論
､

七

〇

-
七

一

頁
)

｡

そ

の

後
､

こ

の

見

解
を

採

る

者

が

多
く

現

在

多
く
の

支

持
を

得
て

い

る

と
い

え

る

(

滝

川
･

犯

罪

論
序

説
､

一

二
一

頁
､

泉
二

･

刑

法

大

要
､

一

五

六

頁
､

牧
野

･

日

本
刑

法
､

九
七

頁
､

大

塚
･

刑
法

概

説
､

一

三

二

頁
､

福
田

･

刑
法

稔
論

､

一

五
一

頁

等
)

｡

ま

た
､

ド
イ

ツ

に

お

い

て

も

有
力

な

学

者

に

こ

の

立

場
を

採
る

者
が

多
い

(

句
→

岩
村

-

繁
昌
f

g
e

m

e
什

N

ぎ
O

F
-

-

00

A

邑
t

〉

S

+

早
呂
e

N

g
e

?

望
2
-

､

S
t

⊇

ぎ
○

ぎ

A
-

-

叫

P

→
e
i

-
､

-

O

A

邑
J

叩

-

か

∫

W
e
-

N

阜
じ
声
∽

d
2

ま
琶

訂

繁
昌
f

l

e

O

ぎ
叫

A

邑
.

､

抑
-

ネ

ロ
e

首
空

電
→

R
O

m
ヨ
e

ロ
t

弓
-

監
一

H
-

-

¢

ざ

S
.

窒
仇

､

ロ
e

→
∽

､

繁
昌
℡
d

旨
t

)

A
-

-

g
e
･

→
e

羊
A

A

邑
.

､

-

設
N

〉

∽

+
£
.

)

｡

(

2
)

団

藤
･

刑
法

綱
要

冷

静
､

昭

和
三

七

年
版

､

一

一

〇

頁
｡

(

3
)

第
一

の

要
件
は

､

心

神

耗
弱
の

状

態
で

結

果
を

惹

起

し

た

場
合

に

ほ

原

因

に

お

い

て

自

由

な

行

為
と
い

え

る

か

と
い

う

点

か

ら

問

題

に

な

る

が
､

本

稿
で

は

論
じ

な

い

｡

拙

稿
･

原

因

に

お

い

て

自

由

な

行

為
の

理

論
の

適
用

範
囲

､

響
論
集

､

二
一

巻
一

二

号
､

一

三

五

頁

参
照

｡

(

4
)

団

藤
･

前

掲
書

､

一

一

一

頁
｡

同

旨
､

吉

川
･

刑
法

総
論

､

昭

和
三

八

年
､

一

〇
一

頁
｡

(

5
)

前

野
･

｢

原

因

に

お

い

て

自
由
な

行

為
+

概
念
の

再

検

討
､

法

経
研

究
､

一

七

巻
二

号
､

五

九

1
六

〇

頁
｡
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(

6
)

小

野
･

原

因

に

お

い

て

自

由
な

行

為
､

綜
合

法

学
､

創
刊

号
､

一

七

頁
｡

(

7
)

伊
達

･

原

因

に

お

い

て

自

由
な

行

為
､

響
論
集

､

三

春
六

号
､

七

-
八

頁
｡

(

8
)

小

野
･

故

意

犯

と

｢

原

因
に

お

い

て

自
由
な

行

為
+

､

法

学

研

究
､

創
刊
号

､

八

頁
｡

(

9
)

植
松

･

全

訂

刑

法

概
論
Ⅰ

､

昭

和
四

一

年
､

一

九

八

1
九

頁
｡

(

1 0
)

団

藤
･

前

掲

香
､

二
一

頁
｡

(

1 1
)

木
村

･

刑
法

冷

静
､

昭

和
三

四

年
､

三

四

七

頁
｡

(

1 2
)

内
p
t

諾
口

許
e
i

ロ
､

;
i

d
一

､

∽
.

訟

声

も
っ

と

も

彼
が

リ

ス

ト

を

批

判
し

た
の

は

不

作

為

犯
の

易
合
で

あ
っ

た
｡

(

13
)

櫨

放
･

前
掲

香
､

二

〇
一

-
二

頁
｡

(

1 4
)

平

場
･

斬
酎

と

刑

事
責
任

､

刑
法

講
座
三

巻
､

五

七

-
八

頁
｡

三

さ

て
､

次
に

結
果
惹
起
行
為
を

犯

罪
行
為
と

み

る

見
解
に

移
ろ

う
｡

カ

ッ

ッ
ェ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

の

研
究
に

よ

れ

ば
､

現
行
ド

イ
ツ

刑
法
の

成
立
に

至
る

ま

で

の

各
邦
の

洪
制

･

学
説
は

責
任

無
能
力
の

状
態
に

お

け

る

挙
動

(

1
)

を

可
罰
的
行
為
と
み

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

し
か

し
､

そ

れ

は

と

も

か

く

も

原
因
に

お

い

て

自
由
な

行

為
を

処
罰
す
る

規
定
を

も
っ

た
一

九
世
紀
前

(

2
)

半
ま
で

の

法
制
の

下
に

お

け

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

後
､

当
該
規
定
の

な

く
な
っ

た

ド

イ

ツ

に

お
い

て

も
､

日

本
に

お

い

て

も

原
因
設
定

行
為
を

犯

罪
行
為
と

み

る

立

場
が

支
持
者
を

増
し
た

の

で

あ

る

が
､

そ
の

中
で

佐

伯
教
授
は

異
な
っ

た

方
向
を

志
向
さ

れ

る
｡

｢

原
因
に

お

い

て

自

由
な

る

行
為
に

つ

い

て

も
､

実
行
々

為
を

遡
ら

す
か

わ

り

に
､

実
行
々

為
と

責
任

能
力
と
の

同
時
存
在
が

必

ず
し

も

必

要
で

な
い

と

考
へ

る

余
地

は

な
い

で

あ

ら

う
か

｡

責
任
と

は

行

為
の

非
難
可

能

性
で

あ

り
､

責

任

能

力
･

故

意
･

過
失
は

こ

の

非
難
可
能

性
の

一

応
の

推
定
根
拠
に

す
ぎ

ず
､

そ

れ

ら

が

責
任
自
体
で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

さ

れ
ば

原
因
に

お

い

て

自
由
な

る

行

為
の

実
行
々

為
は

無
能
力
の

と

き
の

挙
動
で

あ
る

と

し
つ

～

､

な

ほ

そ

れ

に

つ

い

て

そ

れ

以

前
の

能
力
の

あ
っ

た

と

き
の

行
為
者
の

意
思
態
度
に

鑑

み

て

非
難
可
能
性
の

有
無
を

間
ふ
こ

と

も
一

向
差
支
へ

が

な
い

の

で

は

あ

(

3
)

る

ま
い

か
｡

+

か

よ

う

に
､

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
を

責

任

主
義
の

要
請
で

あ

る

同
時
存
在
の

原
則
の

例
外
と

し

て

考
え

る

論
拠
と

し

て

次
の

点
を

挙
げ

ら
れ

る
｡

第
一

は
､

原
因
設
定
行
為
を

実
行
行
為
と

す
る

と
､

予
備
と

実
行
の

着
手
と
の

区

別
が

主
観
化

･

唾
昧
化
さ

れ

る

と
い

う
点

､

第
二

は
､

現
行
刑
法
三

九
条
Ⅰ

は

｢

心

神
喪
失
者
ノ

行
為
+

と
い

う
文
言

を

用
い

て

お

り
､

従
っ

て
､

刑
法
の

予
定
す
る

行
為
は

必

ず
し

も

能
力
者

の

有
意
的
態
度
に

限
ら

な
い

と
い

う
点
で

あ

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

団
藤
教
授
の

反
論
が

あ
る

｡

｢

行
為
の

意
義
を
ひ

ろ

く
解
し

て

心

神

喪

失

中
の

挙
動
そ

の

も
の

を

実
行
行
為
と

考
え

､

か
つ

､

責
任
能
力
の

存
在
は

実
行
行
為
の

時
で

な

く
て

も

よ
い

と

し
て

､

こ

の

種
の

ば

あ
い

(

原
因
に

ぉ

い

て

自
由
な

行

為

-
引
用
者
)

の

語
罰

性
を

基

礎
づ

け

よ

う

と

す
る

見
解
が

あ

る

が
､

正

当
で

な
い

と
お

も

う
｡

+

佐

伯
教
授
は

多

数
の

学

者

が

絶
対

的
な

も
の

と

考
え
て

い

た

実
行
行
為
と

責
任
能
力
と
の

同
時
存
在

の

原
則
の

例
外
の

可
能
性
を

示
唆
さ

れ

た

が
､

積
極
的
に

責
任
能
力
が

何

時
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

か

と
い

う
点
は

明
ら

か

に

さ

れ

な

か
っ

た
｡

∂

佐
伯
教
授
の

問
題
揚
超
に

応
え
て

､

新
し

く
理

論
を

構
成
さ
れ

る

の

が

指
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西
原
教
授
で

あ

る
｡

教
授
は

佐
伯
論
文
に

あ

る

多
数
説
へ

の

批
判
を

支
持

し
､

｢

責
任
能
力
と

実
行
行
為
と

の

同
時
存
在
の

原
則
が

維
持

し

ぇ

な

い

と

な

る

と
､

責
任
能
力
は

い

っ

た

い

い

つ

あ

れ

ば

よ
い

の

か
､

い

つ

な

け

(

5
)

れ

ば

な

ら

な
い

か
+

と
い

う
問
題
意
識
に

た

た

れ

る
｡

そ
こ

で
､

教

授
は

､

規
範
的
責
任
論
が

刑
事

責
任
の

本
質
と
し

て

把
握
し

て

い

る

行
為
責
任
な
ー

い

し

人
格
形
成

責
任
は

結
局
意
思
責
任
に

帰
着
し

､

責
任
非
難
は

個
々

の

行
為
あ

る

い

は

個
々

の

人

格
形
成
を

導
く
と
こ

ろ

の

意
思
決
定
に

対

し

て

加
え

ら
れ

る

非
難
と

し

て

理

解
さ

れ

る
｡

そ

し
て

､

責
任
能
力
は

｢

行
為

の

と

き
に
+

問
題
と

な

る

概
念
で

あ

り
､

規
範
的
責
任
論
の

立

場
か

ら
は

､

責
任
能
力
の

存
否
は

､

当
該
行
為
者
が

行

為
に

出
る

ぺ

く
意
思
決
定
を

す

る

と

き
に

問
題
と

な
る

と

説
か

れ

る
｡

更
に

､

教

授
は

刑
法
上
の

｢

行
為
+

を
一

個
の

意
息
の

実
現
過
程
(

予
備
以

前
の

行
為

･

予
備
行

為
･

実
行
行

為
)

と

し

て

把
握
さ

れ
､

そ
の

こ

と
か

ら

次
の

二

つ

の

結
論
を

導
か

れ
る

｡

第
一

は
､

行
為
に

つ

い

て
の

責
任
能
力
は

当
該
行
為
へ

の

最
終
的
意
思
決

定
の

と

き

に

あ

れ

ば

よ
い

｡

第
二

は
､

あ

る

違
法
行
為
に

つ

い

て

の

責
任

能
力
は

､

そ

の

違
法
行
為
自
体
の

開
始
時
で

な

く
､

そ

の

違
法
行

為
を

含

む

と
こ

ろ
の

｢

行
為
+

の

開
始
の

と

き
に

あ
れ

ば

よ

い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

又
､

実
行
の

着
手
に

つ

い

て

は
､

い

わ

ゆ
る

折
衷
説
を

と

ら

れ
､

行

為
者
の

計
画
全
体
に

照
ら
し

て

法
益
侵
害
の

危
険
が

必

然
的
で

あ

る

か

あ

る

い

は

そ
れ

に

近
い

ほ

ど

蓋
然
的
と

な
っ

た

と

き

着
手
あ

り

と
さ

れ

る
｡

そ
こ

で
､

教
授
の

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

実
行
の

着
手
ほ

原
因
設
定
行
為
に

も
､

結
果
惹
起
行
為
に

も

認
め

ら
れ

る

場
合
が

あ

る
こ

と
に

な
り

､

又
､

責
任
能
力
は

､

少
く
と

も

予
備
の

段
階
に

あ

れ

ば

よ
い

と
い

う
こ

と
に

な

ろ

う
か

｡

と

す
れ

ば
､

予
備
の

段
階
で

の

み

責
任
が

存
在
し

た

場
合

､

そ

の

後
実
行
の

着
手
が

あ

り
､

結
果
が

発
生

す
れ

ば

基
本
的
構
成
要
件
の

既

胡▲7

遂
犯

と
し

て

罰
せ

ら

れ

る

こ

と

に

な
る

｡

そ
れ

は
､

佐
伯
教
授
や

カ

ッ

ツ

ェ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

が

原
因
設
定

行
為
を

実
行
行
為
と

す
る

多
数
罷
に

対

し

て

行
な
っ

.
た

構
成
要
件
を

曖
昧
化
す
る

と
の

批
判
を

受
け

る

こ

と

に

な

ら

な
い

だ

ろ

う
か

｡

(

1
)

内
P
t
N

e

n
∽
t

e

阜
-

E
払

J

∽

+
訟

芦

(

2
)

拙

稿
･

原

因
に

お

い

て

自
由

な

行

為
の

適

用

範
囲

､

誓
論
集
二

一

巻
一

二

号
､

一

二

五

頁
｡

(

3
)

佐

伯
･

前

掲

論
文

､

三

〇

八

頁
｡

(

4
)

団

藤
･

前
掲

書
､

二
〇

頁
｡

(

5
)

西

原
･

責
任

能
力
の

存

在

時

期
､

佐

伯

博
士

還

暦
祝

賀
､

昭

和

四
三

年
､

四

〇

九

頁
｡

四

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

理

論
は
二

律
背
反
の

状
況
に

お

か

れ

て

い

る
｡

言
う
ま
で

も
な

く
､

罪
刑
法
定

主
義
に

基
づ

く
可
罰
的
行
為
の

明

確
性
の

要
求
と

責
任
主
義
の

帰
結
で

あ

る

同

時
存
在
の

要
請
と
の

ア

ン

チ

ノ
､
､

､

-

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
の

当
罰
性
を

否

定
し

な
い

か

ぎ

り
､

両
原
則
の

い

ず
れ

か
の

要
件
を

緩
く

解
す
る

か
､

排

除
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

三

に

述
べ

た

見
解
は

責
任
主
義
の

要
請
を

拒
香
す
る

も
の

で

あ

る
が

､

佐
伯
教
授
は

積
極
的
に

責
任
能
力
が

何
時
あ

れ

ば

よ
い

か

ま

で

は

論
じ

て

お

ら
れ

ず
､

ま

た
､

西
原
教
授
の

所
説
は

何
故
予
備
の

責
任
で

既
遂
犯

と

し
て

罰
せ

ら

れ

る

の

か

説
明
の

難
し
い

点
が

あ

る

よ

う

に

思
わ

れ

る
バ

涙



因
に

お
い

て

自

由
な

行
為
を

同
時
存
在
の

原
則
の

例
外
と

す
る

に

は
､

や

は

り

明

文
の

規
定
を

倹
た

ね
ば

な

ら

な
い

と

思
わ

れ

る
｡

二

で

扱
っ

た

見
解
は

可
罰
的
行
為
を

明
確
に

と
い

う

要
請
を

考
慮
し

な

が

ら
､

原
因
設
定
行
為
を

実
行
行
為
と

評
価
で

き

る

か

と
い

う
も
の

で

あ

っ

た
｡

そ
こ

で

は
､

故
意
の

作
為
犯
の

場
合
に

は

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
は

認
め

ら

れ

な
い

と

す
る

見
解
と

､

全
行
為
か

ら

危
険
性
を

判
断
す

べ

き

で
､

犯

罪
の

型
態
に

関
わ

り

な

く

原
因
に

お
い

て

自
由
な

行
為
を

認

め
る

見
解
が

対

立
し

て

い

る
｡

後
説
に

依
る

ぺ

き

と

思
わ

れ

る

が
､

こ

れ

に

は

既
に

指
摘
し

た

よ

う
に

､

構
成
要
件
を

主
観
化

･

曖
昧
化
す
る

も
の

だ

と
い

う

批
判
が

あ

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は

次
の

よ

う
に

考
え

る
｡

｢

泥
酔
中
に

人
を

殺
す
つ

も

り

で

飲
酒
し

た

と
い

う
ば

あ

い
､

そ
の

飲
酒

行
為
に

殺
人

罪
の

構
成
要
件
該
当
性
を

認
め

る
の

は

無
理
で

あ

る
+

と
い

う
場
合

､

そ

こ

で

考
え

ら
れ

て
い

る

飲
酒
行
為
と

は
､

抽
象
的

二
般
的

意
味
に

お
い

て

酒
を

飲
む

と
い

う
行
為
を

拍
称
し

て

い

る

と

思
わ

れ

る
｡

換
言
す
れ
ば

､

飲
酒
行
為
の

イ

デ
ア

ル

テ
ィ

ブ

ス

を

扱
っ

て

い

る

と

い

え

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ
こ

で

は
､

具
体
的

･

個
別
的
に

惹
起
す
る

行
為
を

意

味
し

て

は
い

な
い

｡

刑
法
が

規
定
す
る

犯

罪
構
成
要
件
は

､

結
果
惹
起
の

危
険
性
の

高
い

行

為
の

類
型
で

あ

る

と

考
え
る

な

ら
ば

､

構
成

要

件

的

行

為
と

は
､

一

般

的
･

抽
象
的
な

行
為
で

あ
っ

て
､

現
実
に

発
生

す
る

行

為
の

も
つ

特
殊
性

を

捨
象
し

た

も

の

で

あ

る
｡

構
成
要
件
が

行
為
の

抽
象
的
類
型
で

あ

る

こ

と
は

そ

の

点
で

重

要
な

機
能
を

果
た

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

構
成

要
件
該

当
の

評
価
を

す
る

際
､

そ
の

行
為
の

特
殊
性
を

考
慮
す
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

具
体
的

･

個
別
的
行
為
の

行
な
わ

れ

る

背
景
あ

る
い

は

場
と
い

え
よ

う
｡

通

常
は

､

構
成
要
件
的
行
為
に

は

当
ら
な
い

行
為
で

あ
っ

て

も
､

そ

の

行
為
が

な

さ

れ

る

場
如
何
で

は

反
対
の

評
価
も

可
能
で

あ

ろ

う
｡

例
え
ば

､

飲
酒
し

て

刃

物
を

振
り

回

す
性
癖
の

あ

る

者
が

､

対

坐
す
る

人
を

殺
傷
す
る

意
思
で

傍
に

短
刀

を

置
い

て

暴

飲

す
る

行

為
や

(

1
)

｢

時
限
爆
弾
を

積
載
す
る

飛
行
機
へ

の

搭
乗
勧
奨
+

行
為
は

充
分
構
成
要

件
を

充
足
す
る

の

で

は

な
い

か

と

考
え

る
｡

(

1
)

植
松

･

前
掲
書

､

二

〇

〇

-
一

頁
､

平

場
･

前
掲
論
文

､

三
二

頁
以

下
｡

(

山

形

大

学
講
師
)
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