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1法 にお ける過 失 共働 の理 諭

(
本
書

の
著
者
内

田
文
昭
氏

は
周
知

の
よ
う

に
現
に
上
智
大
学
教

授
と

し

て
刑
法
学
を
講

じ

て
お

ら
れ
る
が
、

ま
た
同
時

に
数
年
前

か
ら
本
学

に
お

い
て
も
講
義

を
担
当

さ
れ
、

学

生

の
指
導

に
当

っ
て
お

ら
れ
る
方

で
あ

る
。

ご
多
忙

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ

の
足

ら
ざ

る
と

こ
ろ

を
補

う
た

め
、

積
極

的

に
ご
協
力

下
さ

っ
て
い
る

こ
と

に
対

し
、

感
謝

の
念

を
禁

じ
え
な

い
。

ま
た
、

本
書

を
そ

の
第

二
巻
と
す

る

「
上
智
大

学
法
学
叢
書
」

を
刊
行

さ
れ

る
上
智
大
学
法
学

会
が
、

本
書

が
上
梓
さ

れ

る
や
た
だ
ち

に

こ
れ
を
本
学
法

学
会

に
寄
贈
さ
れ

た

こ
と

に
対

し
、

そ

の

一
員

と
し
て
厚
く
お
礼
申

し
上
げ

た

い
。

か
く

し

て
、

わ

た
く
し

は
内

田
教
授

と
上
智
大
学
法
学

会

に
対
す

る
感
謝

の
念

を
明
ら

か

に
す

る
た

め
、

あ

え

て
本
書

を
本
誌

に
紹
介

し

た
い
と
考
え

た
。
)

わ
が

国

に
お
い
て
、

過
失
共
同

正
犯
を
否

定
す

る
の
が
通
説

で
あ

る
と

い

っ
て
も

よ
い
。

こ
れ

に
対

し
、
本

書

は

こ
れ
を
肯
定

し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
最
近
、
学
説

の
な
か
に
は
こ
れ
を
肯
定
す

る
有
力
な
見
解
が

現
わ
れ
て
き
て
い
る
が

(た
と
え
ば
、

平
野

・

「
刑
法

の
基
礎
23
」
法

セ

ミ

一
四
三
号
三
三
頁
以
下
、
藤
木

・
刑
法

昭
和
四
六
年

一
四
八
頁
)
、
こ

の
よ
う
な
傾
向

に
対
し
て
本
書

の
与
え
た
理
論
的
影
響
は
大
き
い
も
の
が

あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書

は
過
失
共
同
正
犯
論

に
関
し
、
重

要
な
地
位
を
占
め
る
も

の
で
あ
る
。

本
書

は
著
者
が

こ
れ
ま
で
追
究
し
て
こ
ら
れ
た
過
失
共
働
に
関
す
る
諸

成
果
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
三
部
と
補
遺

か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第

一
部

「
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
」、

第
二
部

「過
失
同

時
犯
の
正
犯
性
」、
第
三
部

「過
失
共
同
正
犯
論

の
反
省
」、
補
遣

「過
失

犯
の
構
成
-
素
描
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
過
失
犯
の

一
般
的
理
論
を
展
開

さ
れ
た
補
遺
を
の
ぞ
き
、過
失
共
同
正
犯
を
め
ぐ
る
も

の
に
つ
い
て
、順
次
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紹
介

し

て

い
く

こ
と

に
す

る
。

第

一
部

「
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
」
に

つ
い
て

わ
が
国

に
お
い
て
大

審
院

は
、

共
犯
規
定
が

過
失
犯

の
場
合

に
適
用
さ

れ
な

い
、

と
判
決

し
て

い
た

(
大
判

明
治

四
四

∴

二
・

=

ハ
刑
録

一
七
輯

三
八
〇
頁
、

大
判

大

正
三

・

一
二

・
二
四
刑
録

　
.
○
輯

二
六

一
八
頁
)
。

と

こ
ろ
が
、

最
高

裁
判
所

は
、
共

同
経
営

に
か
か
る
飲
食

店

で
、

ウ
イ

ス

キ
ー
と
称
す

る
液
体

を
、

メ
タ
ノ
ー

ル
が
含
有

さ
れ

て

い
る

か
否

か
を
十

分
検
査

す

る

こ
と
な

し
に
共

に

メ
タ

ノ
ー

ル
は
含

有
さ
れ

て

い
な

い
も

の

と
軽
信

し
て
売
却

し
た

二
人

の
行

為
者

に

つ
ぎ
、
有
毒

飲

食
物

等
取
締
令

四
条

一
項

後
段
ー

メ
タ

ノ
ー

ル
等

含
有
物

の
過
失
的
販
売
-

の
共
同

正
犯

を
肯
定

し

た

(
最
判

昭
和

]
、
八

・

一
・
二
三
刑
集
七
巻

三
〇
頁
。

ま
た
、

失

火
罪

の
共

同
正
犯

を
肯
定

し

た
名

古
屋
高
判

昭
和

三

}
・

皿
○

・
二
∴

高
裁
特

三
巻

一
〇
〇
七

頁
)
。

著
者

は
こ
の
ば
あ

い
に
、
「
共

に

メ
タ

ノ
ー

ル
は
含
有

さ
れ

て

い
な

い
と
軽
信

し
た
」

(
又
は

「
火

の
始
末

を
共

に
怠

っ
た
」
)

と

い
う
点

を
強
調

し
て
ゆ
く
な

ら
ぼ
、

刑
法

六
〇
条
が
共

同

正

犯
を
故
意
行

為

に
限

る
旨

明
言

し
て

い
な

い
の
で
、
理
論

的

に
過
失

の
共

同

正
犯
を
認

め
う

る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
問
題
意
識

か
ら
出
発

さ
れ

る

(
三
頁
)
。

そ

こ
で
、

こ
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
、

ま
ず
共

同
行

為
者

が
共
同
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

一
体

と
な

り
、

は
じ
め
て
実
行
行
為

を
完

成
し

た
ぽ
あ

い

(「
真
正

の
共

同
正
犯
」
)

に
、

一
部
を
実
行

し
た

に
す
ぎ

な

い
者

に
全

部

の
責
任

を
負
わ

せ
る
と

い
う
原
理

の
根
底

に
あ

る
も

の
が
何

で
あ

る
か

が
問

わ
れ

る
こ
と
に
な

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
、
著

者

は
客
観
的

な
行
為

の

不
足
分

を
主
観
的
意

思
が
補
完

す

る
と
考

え
る

の
は
不
十
分

で
あ
る
と
さ

れ

、
つ
ぎ

の
よ
う
に

の
べ
ら
れ

る
。
フ
て
こ
に
は
、
相

互

に
、

他
ん

伽
行

掛

を
聾
肝
み
伽
翻
か
ど
い
で
断
凸
か
が
か
b
帰
愚
い
か
卦
が
お
歩
ゑ
愚

亦

へ

あ

ヘ

へ

つ
な
が

り
が

み

ら
れ
L
、

こ
れ

を
契

機
と

し
て
、

「
各
行
為

者

は
、

単

に

自

己
が
現
象

的

に
行
な

っ
た
と

こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

現
象
的

に
は
他
人

が

行
な

っ
た
と

こ
ろ
に

つ
い
て
も

こ
れ

を
実
行

し

た
も

の
と

し
て
評

価
さ

れ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
」

(
八
頁
)
と
。

そ

し
て
、

こ

の

「
意

思

の

つ
な
が

り
」

11

「
意

思

の
連
絡
」

が
共
同

正
犯
を
同
時
犯
と

よ
ば

れ

る

も

の
か
ら
区
別
す

る
も

の
で
も
あ

る
と
さ
れ

る
。
す

な
わ
ち
、

同
時
犯

は

こ
の
よ
う
な
意

思

の
連

絡
が
欠
け

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

外
観

上

の
共
同
者

を
単
独

正
犯

の
単

な

る
並

立

に
分

離

し
て
し
ま
う
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

そ
れ

で

は
、

こ
の
意
思

の
連

絡

の
刑
法

上

の
性

格

は
い
か
な
る
も

の
で

あ

ろ
う

か
。
故
意
的
意

思

の
連
絡

に
限

ら
れ

る

の
か
、

あ

る
い
は
過
失

的

意

思

の
連
絡
と

い
う
も

の
を
も
含

む
と
考

え
る

こ
と
が

で
き

る
の
か
。
著

者

の
結

論
を
先
取

り
す
れ
ば
、
後
者

す
な
わ

ち
過

失
的
意

思

の
連
絡

を
も

含

む
と
考

え
る
こ
と
が

で
き

る
と

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

そ

の
根
拠

は
ラ
ソ

ゲ

に
示
唆

を
う
け
な
が

ら
、

こ
れ

を
発
展
さ

せ
た
と

こ
ろ
に
も
と

め
ら
れ

て

い
る
。

一
部
実
行

の
全

部
責
任

を
支

え

る
意

思
状
態

を
も

っ
て
主
観
的

違
法
要
素

と
す

る
ラ
ソ
ゲ

は
、
過
失
的
共

働

に
お
い
て
、
そ
れ
自
体

と
し

て

は
構

成
要
件

に
該
当

し
な

い
個

々
の
行
為
も
、
他

の
共
同
者

の
行
為

を
自

己

の
も

の
と

し
、
彼

の
力

を
も

自
己

の
力

の
う

ち
に
加
え
入
れ

よ
う

と
す

る
主
観
的
違
法
要
素

に
支

え
ら
れ
、

一
つ
の
統

一
体

を
形
成
す

る

こ
と

に
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1法 にお け る過失 共 働 の理 論

よ

っ
て
構
成
要
件
的
に
違
法
な
行
為
と
な
る
と
考
え
る
。

こ
れ
を
著
者

は

肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
、
「過
失
的
共
同
そ
れ
自
体

の
う
ち
に
、
し
か
も
、

過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
論
拠

の
中
核
と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
の
違

法
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
点
で
、

こ
れ
ま
で
の
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論

を

一
歩
進
め
た
も
の
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
」

(五
〇
頁
)
と
。
し
か
し
、
著

者
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ラ
ソ
ゲ
が
主
観
的
違
法
要
素
と
考
え
た
も
の

溝
実
は
過
失
的
共
同

の
う
ち
に
も
と
め
ら
れ
る

「
不
注
意
」
に
ほ
か
な
ら

な

い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
違
法
要
素

で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
構
成
要
件
要
素

で
も
あ
る
と
さ
れ
た
う
え
で
、

「
前
法
律
的
な
事
実

ヘ

ヘ

へ

の
意
識
的
共
働
が
不
注
意
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
も
の
自
体

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ミ

ヘ

ヘ

へ

と

し
て
は
構

成
要
件

を
完
全

に
は
実

現

し

な

い

個

々
の
不
注

意
な
行
為

(
…
…
…
)

も
、

さ
ら

に
そ

の
不
注

意
を
他
人

と
共

に
す

る

こ
と

か
ら
、

も

マ

へ

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヨ

マ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

ゐ

ヘ

へ

回
避
可
能
な

一
個
の
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為

(実
行
行
為
)
↓
結

へ果

(
…
…

…
)

を
形
成
す

る
に
至

る
も

の
が
あ

る
こ
と
が
肯
定

さ
れ

る

こ

と
を
知

る
で
あ

ろ
う
」

(
五

一
頁
)
と
さ
れ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
こ
と

か
ら

「
故

意

の
共

同
正
犯
と

パ
ラ

レ
ル
な
関
係

に
た

つ
過
失
共
同

正
犯

の
承
認

を
意
味
す

る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
」

(
五

二
頁
)
と

い
う
結
論

を

え
ら
れ

る
。

す
な

わ

ち
、

「
前
法
律
的

な
事

実

に
関
す

る
意
識
的

・
意

欲
的
共
働

が

不
注
意

の
共
有

と

い
う
契
…機
を
帯
び

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

一
個

の
全
体

と
し

て
の
構

成
要
件
該
当

(
充
足
)

か

つ
違

法
な
行
為
↓
結

果

と
な
る

こ

と
が

で
き

る
で
あ

ろ
う
、

従

っ
て
そ

こ
に
過
失
共
同

正
犯
が
考

え
ら
れ

る

で
あ

ろ
う
」

↑
ハ
一
頁
)
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

そ
し

て
、

現
行
法

上
も
、

過
失
共
同

正
犯

を
肯
定

し
う
る
と
主

張
さ
乳

る

(
六

六
頁
)
。

二

第

二
部

「
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
」
に

つ
い
て

第

一
部

に
お
い
て
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
し
う
る
と
い
う
結
論

を
え

ら
れ
た
著
者
は
、
第

二
部

に
お
い
て
、

二
人
以
上
の
者
が
過
失
共
同
正
犯

を
構
成
す
る
に
足
る
だ
け
の
全
体
的

・
統

一
的
共
同
行
為
な
し
に
、
同

一

の
客
体

に
対
し
不
注
意
に
よ

っ
て
侵
害
を
加
え
た
ば
あ
い
、
彼
ら
を
正
犯

で
あ

る
と
す
る
た
め
の
要
件
は
何
か
を
中
心
に
論

じ
ら
れ
る
。
著
者
は
、

す
で
に
、
第

一
部
に
お
い
て
、
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯
の
ば
あ

い

を
区
別
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
同
時
犯
が
正
犯
と
さ
れ
る
た
め
の
要

件
を
も
と
め
よ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

著
者
は
、

そ
の
第

一
章
に
お
い
て
、
当
該
行
為
が
結
果
に
対
し
因
果
関

係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
ー
そ
れ
が
条
件
説
に
よ
ろ
う
と
、
原
因
説

に

よ
ろ
う
と
、
相
当
因
果
関
係
説
に
よ
ろ
う
と
-
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

肯
定

で
き

な

い
と
さ
れ

る
。

「
因
果

関
係
と

い
う
、
行
為

と
結
果

の

つ
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

マ

あ

が

り

に
重
点

を

お
く
概

念

は
、
行
為

そ

の
も

の
の
性
質

に
重
点
を

お

い
て

理
解

さ
れ

る
べ
き

正
犯

・
共
犯

の
問

題
解
決

に
は
役

立
た

な

い

も

の
」

(
一
四

六
頁
)
で
あ

る

こ
と
を
理
由

と
さ
れ

る
。

し
た
が

っ
て

「
刑
法

上
重

カ

も

ヘ

へ

要
な
行
為

の
型

を
要
素

と

し
て
定

立

せ
ら
れ

た
構

成
要
件

の
解
釈
論

を
展

開

し
、

い
か
な
る
行
為

を

正
犯
、
従

っ
て

ま
た
過
失

同
時
犯
と

み
る
べ
き

か
、

と

い
う
点

に
問
題
を
移

さ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
」

(
一
九
八
頁
V
と
さ

れ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
ば

あ

い
、

「
限
縮

的

正
犯
論

の
基
礎

の
下

で
、
過

失
同
時

犯

の
正
犯
性

を
考
察
す

る

こ
と
が
妥
当

で
」

あ

り
、

こ
の
ば
あ

い

ヘ

ヘ

ヨ

リ

の
実
質
的
基
準

は

「
過
失
犯
の
実
行
行
為

(構
成
要
件
を
実
現
す
る
行
為
)
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の
内
容

い
か
ん
と

い
う
問
題
」

(
二
〇
〇

頁
)
で
あ

る
と

さ
れ
る
。

そ
れ

で
は
、

こ
の
過
失

犯

の
実
行
行
為

と

は
い
か
な

る
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

つ
ぎ

の
よ
う
な
形

を
と

っ
て
表

わ
れ
て
く

る
と
さ
れ

る
。

「
O

具

も

お

ヘ

ヨ

へ

体
的
状
況
の
も
と
の
行
為
の
自
然
的
性
質
が
、
す
で
に
、
構
成
要
件

の
実

現
に
相
当
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
う
る
ほ
ど
危
険

で
あ
る
場
合

(行
為
の
自

然
的
性
質
そ
れ
自
体
が
構
成
要
件
的
危
険
性
を
肯
定
さ
せ
る
場
合
)」

(
二

〇
二
頁
以
下
)
。

「
◎

行
為
の
自
然
的
性
質
か
ら
す
れ
ば
、

構
成
要
件

あ

も

ヘ

へ

ゐ

へ

を
実
現
す
る
に
た
り
る
ほ
ど
危
険

で
な
い
行
為
が
、
状
況

の
危
険
性
に
カ

バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
行
行
為
と
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場

合

(行
為

の
危
険
性
を
状
況
の
危
険
性
が
カ
バ
ー
し
て
、
構
成
要
件
的
危

険
性
を
肯
定
さ
せ
る
場
合
)
」
(
二
〇
四
頁
)
。
そ
し
て
、

こ
の
状
況
の
危
険

性
は
個
別
的

・
具
体
的
な
判
断
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
定
型
的
な
危
険
な
行
為
と

い
う
観
念
を
導
く
こ
と
も

不
可
能
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
著
者
が
考
え
て
お
ら
れ
る
の
は
監

督
者
、
最
高
責
任
者
と
い
っ
た
地
位

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「状
況
の
危

へ

り

険
性

の
発
生
す
る
可
能
性
が
極

め
て
高
い
、
と

い
う
こ
と
を
予
定
し
て
構

う

ぬ

マ

も

へ

成
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
地
位
に
あ
る
者

の
不
注
意
な
行
為
に
お
い
て
は
、

定
型
的
な
実
行
行
為
が
肯
定
せ
ら
れ
る
場
合
も
、
当
然
多

か
る
べ
き
で
あ

る
」

(二
〇
八
頁
)
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者

は
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
き
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
、
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
著
者
は
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
す
る
ば
あ

い
、
す
な
わ
ち
、

全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
を
認

め
う
る
ば
あ

い
と
、

正
犯
と
さ
れ

る

過
失
同
時
犯
の
ば
あ

い
、
す
な
わ
ち
、
個

々
の
不
注
意
な
行
為
と
み
る
べ

ぎ
ば
あ
い
と
の
区
別
に
再
び
論
及
さ
れ
て
い
る
α

三

第
三
部

「
過
失
共
同
正
犯
論

の
反
省
」
に

つ
い
て

こ
れ

は
、

そ

の
標
題

に
示

さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
著

者
が
第

一
部
、

第

二
部

に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
見
解

に
対

し
て
、

そ

の
後
加

え
ら
れ
た
批
判

を
意

識
さ
れ

な
が
ら
、
自

ら

の
理
論

を
反
省

し
、

そ

の
深
化

を
計

ろ
う
と

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

す

で
に
、
著
者

は
過
失
共
同

正
犯
を
肯
定
す

る
立
場
を
明

ら
か
に
さ
れ

て

い
る
わ
け

で
あ

る
が
、

そ

の
ば

あ

い
、

そ

こ
に

「
共
同
行
為

」

の
存

在
、

し

た
が

っ
て
、

意
識
的

・
意

思
的
行

為

の
共

同

の
存
在
が

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ

こ
で
、

著
者

は
ま
ず
過

失
行
為

を
意
識
的

・
目
的
的
行
為

と

し
て
と

ら
え
る

こ
と
が
許
さ
れ

る

か
ど
う

か
を
検
討

さ

れ

る
。

そ
し

て
、

人
間

の
行
為

は

「
意
識
的
な

目
的
活
動

」
、

「
目
的
的
行
為

」

で
あ

り

(
二
二
七

頁
)
、

過
失
行
為
も
行
為

で
あ

る
以

上
、

「
意

識
的

・
目
的
的

行
為
」

(
二
三
〇

頁
)
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
さ
れ
る
。

と

こ
ろ
が
、

こ

の
目
的
的
行

為

の
理
解

に

つ
い
て

で
あ

る
が
、

こ
れ
を

「
社
会
生
活

上

の

目
的
行

為
が
、

た
だ

ち
に
刑
法

上

の
目
的
的
行
為

と
な
る

こ
と

は
で
き
な

い
」

(
二
三

一
頁
)
と
さ
れ

る
。

そ
れ

で
は
過
失
行
為

に

お
け

る
刑
法

上

の

目
的

的
行
為

と

は
い
か
な
る
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
こ
で
、
著
者

は
自
動

車

運
転

の
ば
あ

い
に
例
を
と

り
、
単

な

る
運
転
行
為
と

し
て

の
目
的
的
行

為

と
、

「
居
眠

り
運
転

を
し
そ

う
に
な

っ
た
場
合

に
は
、
車

を
停

め
て
休

息

し
睡

魔
を
払

っ
て

か
ら
運
転

を
開
始
す

る
と

か
、
誰

か
他

の
適
当

な
運

転
者

に
運
転

を
代

っ
て
も

ら
う

と
か
、
賢
明

で
思
慮
深

い
運
転

者
が

そ
の
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殖j法1こお け る過失 共働 の理論

状
況

で
と

る
で
あ

ろ
う

『
注
意
深

い
目
的
的
行
為
』
」

と
を
区
別

さ
れ

(
・
.

三

二
頁
)
、

こ
の

「
不
注
意

な
目
的
的
行
為

」

(
二
三
六
頁
)
が

刑
法
上
重

要
な
目

的
的
行

為

で
あ

る
と
さ
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
著
者

は
不
注
意

な
目
的
的
行
為

と

い
う
観
念

を
考

え
ら
れ

る
わ
け

で
あ

る
が
、

こ
れ
が
過
失

犯

の
構
成
要
件

に
該

当
す

る
の

は
い
か
な

る
ば
あ

い
で
あ

る
か
が
、

つ
ぎ

に
問

題
と
な

る
。
す

な

わ
ち
、

過
失
犯

の
構
成
要
件

が

い
か
な

る
型

の
行
為

を
予

定
し

て
い
る
か

の
問
題

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
、

著
者

は
行
為

の
危
険
性

に
着

目

し
、

「
当
該

構

成
要
件

に
固
有

の
危
険

な
行
為

こ
そ
、

『
実

行
行
為
』
と

し

て
性
格

づ

け

ら
れ
う

る
」

も

の
で
あ

り
、

「
そ

の
行
為

か
ら
、

そ

の
構

成
要
件
的
結

果
が
発

生
す

る
可

能
性

の
極

め
て
大

な

る
行
為

が
と
ら
え
ら
れ

る
べ
ぎ

で

あ

ろ
う
」

(
二
五

四
貰
)
と
さ
れ

る
。
結

果
発
生

を
ま
た
ず

に
、

過
失
行
為

を
個
別
化

し
う

る
と

い
う

主
張

で
あ

る
。

以
上

の
こ
と
を
前
提
と

し

て
、

著
者

は
過
失
共
同

正
犯
肯
定
論

を
農
開

さ

れ

る
。
す

な
わ

ち
、

ま
ず

「
不
注
意
な

口
的
的
行
為

の
共
同

」

(
、
、
六

〇
頁

以
下
)
を
考

え

る
こ
と

は
可

能

で
あ

り
、

そ

の
内
容

に

つ
い
て
、

ロ

ク

シ
ソ
、

団
藤
教
授

に
示
唆
を

う

け

な

が

ら
、

二

個

の
重
複

し
た
保

証
」

(
二
六

三
頁

以
下
)
の
破
棄

で
あ

る
と
さ
れ

る
。

し

か
し
、
著
者

に
よ

れ
ば
、

過
失
行
為

の
共

同
が
存

在
す

る
だ
け

で
は
、

過
失
共

同

正
犯

を
肯

定

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。
す

な
わ

ち
、

「
不
注
意

な
目
的

的
行
為

の
共

同
が

当
該
構
成
要

件

の
実
現
行
為

た
り
う

る
も

の
と

し
て
具
体

化
さ
れ

え

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」

(
二
六

六
頁
)
。
共

同

の
実
行
行

為
が
存
在

す

る
こ

と
が
必
要

と

い
う

わ
け

で
為
る

。

し
た
が

っ
て
、

た
と

え
ば
、

「
ス
ピ

ー

ド
違

反
運
転
を
共
同

し
た

か
ら
と

い

っ
て
も
、

道
路
交
通

法
違
反

の
共
同

は
と

に

か
く
と

し
て
、

た
だ

ち
に
は
過
失

致
死
罪

の
実
行
行
為

の
共
同
あ

り
と

は
な

し
え
」
ず
、

「
人

を
礫
く
可
能
性

が
極

め
て
高
度

な
状

況

の
も

と

で
の

ス
ピ
ー
ド
違
反

の
共
同

が
あ

っ
て
、

は
じ

め
て
過
失
致

死
罪

の
共

同
が
考

、兄
ら
れ

る
こ
と

に
」

な

る
わ
け

で
あ

る
(
二
六
六
頁
)
。

「
当
該

過

失

犯

の
構

成
要
件

を
実

現
す

る
に
た
り
る
、

不
注
意

で
危

険
な
行
為
が
共

同
さ
れ

る
こ
と

に
よ
り
、
共
同

実
行
行
為

を
確
定

し
う

る

こ
と

に
な

る
」

(
.
…
六

八
頁
)
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
過
失
共
同

正
犯
を
肯
定

し
う
る
と
さ

れ

る
。

四

む

す

び

さ

て
、

以
上

で
、
本
書

の
中

心
的
問

題
に

つ
い
て
紹

介

を
お
わ
る
。
本

書

の
全
体

に

つ
い
て
、
個
別
的

に
検
討

を
行

な
う

こ
と

は
、
本
稿

に
お

い

て
は
許

さ
れ
な

い
し
、

ま
た
現
在

の
わ

た
く

し
に
は
そ
れ
を

よ
く
す

る

こ

と
も

で
き

な
い
。

た
だ
基
本
的

な
点

に
お
い
て
、

ま
だ

十
分
理
解

し
え
な

い
と

こ
ろ
が
あ

る
の
で
、

こ
れ
を

の
ぺ
た

い
と
思
う
。

著
者

は
共

同

正
犯

に
お
け

る

{
部
実
行
全

部
貴

任

の
実
体

を
、
相

互
に

他

人

の
行
為

を
も
自
己

の
も

の
と

し
て
自

己

の
う

ち
に
帰

せ
し

め
よ
う
と

す

る
意
思

の
結

び

つ
き

(意

思

の
連

絡
)

に
も
と

め
ら
れ

た
。
し
た
が

っ

て
、

過
失
犯

の
ば

あ

い
に
も
、
共

同

正
犯
が
認

め
ら
れ

る
た
め
に

は
、
相

亙
に
他
人

の
過
失
行

為
を
も
自
己

の
も

の
と

し
て
自

己

の
う

ち
に
帰

せ
し

め
よ
う
と
す

る
意
思

の
結

び

つ
き
が
存

在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

に

な

る
。

し

か
し
、
過
失
行
為

の
鳳
・あ
い
、

こ
の
よ
う
な
意

思

の
結
び

つ
き
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を
考

え

る
こ
と
が

で
ぎ

る

で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
点
、
著
者

は
過
失
行

為
を

不
注
意

な
目
的
的
行
為

(
た
と

え
ば
、

結
果

発
生

の
危

険
性

の
高
度

な
状

況

の
な
か

で
、

ス
ピ

ー
ド
運
転

を
継
続

す
る
行
為
)

と

し
て
と

ら
え
、
過

失

犯

の
構

成
要
件

の
類

型
化

は
可
能

で
あ
り
、

そ

の
実
行
行

為
を
考

え
・。

る
と
さ

れ
て

い
る
の
で
、
特

殊
な
状
況

の
な

か
で
、
相

互

に
運
転
す

る
意

思

の
存
在

じ
た

い
を

こ
の
よ
う
な
意

思

の
結

び

つ
き

で
あ

る
と
考

.苓

り
れ

る
の
で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、
こ

の
よ
う
な
単

に
運
転

す

る
行
為

に

つ
い
て
、

二
れ

を

「
相
互

に
」
自

己

の
も

の
と

し
て
自
己

の
う
ち

に

「
帰

せ
し
め
よ

う
と
す

る
」
意
思

が
あ

る
と

い
え

る
の
か
や
は
り
疑

問

で
あ
る
。

ま
た
、

過

失
共
同

正
犯

を
肯

定
す

る
た

め
に
、
実
行
行
為

の
共
同

と

い
う

こ
と

が

い
わ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
が
、

た
と

え
ぽ
結

果
発
生

の
危
険
が
高
度

な

状

況

の
な

か
で
、

ス
ピ

ー
ド
運
転

を
継
続
す

る
だ
け

で
、

特

定
の
構

成
要

件
を
実

現
す

る
過
失

犯

の
実
行

行
為
が

あ

っ
た
と

い
え
る

の
か
に

つ
い
て

も
疑
問

を
全

面
的

に
消

す

こ
と
が

で
き

な

い
。

し

か
し
、

い
ず

れ

に
し
て
も
、

本
書
を
読
了

L
て
感

じ

る
こ
と

は
、

こ

れ
が

過
失
共
同

正
犯
論

に
関
す

る
最
も
詳
細

な
研

究

で

あ
、
、

二
の
問
題

を
論

じ
る

に
あ
た

っ
て
、
決

し
て
避
け

て
通

る
こ
と

の

で
き
な

い
も

の
で

あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ド
イ

ツ
、

日
本

に
お
け

る

こ
の
問
題

に
関
ナ

る
必
要

な
見
解

は
す

べ
て
本
書

の
な
か

に
紹

介
さ
れ
、
検

討

さ
れ
て

い
る

と

い

っ
て
も

過
冨
で

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ
の
意

味

に
お

い
て
、

本
書

は

著
者

の
見
解

を
明

ら

か
に
し
た
論

文
集

で
あ

る
と

い
う

に
と
ど

ま
ら
ず
、

こ
の
問
題

に
関
す

る
特
殊
事
典

的

な
性
格

を
も

つ
も

の
で
あ

る
と

も

い
え

る
も

の
で
あ

る
。

わ
が

国

の
過
失
共

同

正
犯
論

は

こ
れ

ま
で
も
本
書
所
収

の
論
文

を
多

か
れ
少

な
か
れ
意
識

し
て
農
開

さ
れ

て
き
た
が
、

は
今
後
も
変

る
こ
と

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

{z5s

こ

の

こ

と

62、
■

、


