
　
ゴ判

例

研

究
刑

事

判

例

研

究

匂
,

-

業
務
上
過
失
致
死
罪

(過
失
不
作
為
)

馨

簡
裁
昭
和
五
牽

δ

月
二
吾

判
決

(昭
和
互

年
霧

六
暴

務難

懇

鷺

難

肪警

算
撫鍵

屋

口
.
宣
伝

に
関
す
る

厨

の
霧

に
従
事
す
る
者
で
あ
る
が
・

B
社

よ

り
分
建

宅
を
売
出
中

で
あ
る
鴇日
の
ア
ド

パ

ル
↓

に
よ
る
広
告

の
依
頼

を
受
け
、
昭
和
五
〇
年
四
月
二
吾

、
従
業
員
Y

と
と
も
采

件
現
芝

ア
ド
バ

ル
ー

ン
霧

の
た
め
の
資
材
を
搬
入
し
、
右

Y
に
対

し
・
四
月
二

吉

.
二
九
日
の
曹

ア
ド
パ

ル
↓

を
鋸

す
尋

」
と
・
同
月
二
八
日

ア
ド
バ

ル
↓

を
繋
留
す
る
馨

は
監
視
す
る

レ」
と
を
指
示
し
て
・
そ
の

日
は
別
れ
た
.

な

お
、

x
は
、

同
月
二
吉

昼
頃
か
ら
長

鷺

へ
出
張

し
、
二
八
日
本
華

故
後
現
芝

来

る
ま
で
の
間

憂

も
右
現
場

へ
来

た

麗

壌

く
、
ア
ド
バ

ル
ー
ン
の
繋
留
に

つ
い
て
報
比
・
を
受
け
て
い
な
か

Y
は
、
四
月
二
吉

、
再
び
右
現
場

に
赴
き
、

ア
ド

パ

ル
↓

に
水
素

の
共
同
正
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
事
例
-

長

井

圓

ガ
ス
を
充
響

て
同
所
で
霧

し
、
同

日
午
後
五
時
頃
・
二
箇
暫

杭
を

打

っ
て
右
ア
ド
バ
ル
↓

を
引
薩

う
し
、
右
杭

と
鉄
製
格
子
塀
の
下
部

藷

蕪

簿

溺

讃

廼蕪

錘

の
謬

籍

で
連
絡
し
た
.
翌
二
八
日
、
Y
は
右
ア
ド

パ
ル
↓

を
地
上

に
繋
留

の
套

、
そ
.」
か
ら
徒
歩
で
四
、
五
〇
〇

ず

尤

離
れ
た
別
の

場
所
で
ア
ド
パ
ル
↓

を
鋸

し
、
本
件
現
楚

は
事
故
塞

時
ま
で
四

回
監
視

に
訪
れ
奈

、
附
近
に
は
子
供
の
護

見
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
・

桐裾

藷
測耀
籏
聾

遜
規叢

甥

注
入

口
附
近
が
破
ら
れ
、
中

に
子
供
が

二
人
入

っ
て
い

る

こ

と

を

発
見

し
、
附
近
に
あ
っ
た
B
社
の
霧

所
に
連
絡
し

て
救
出
謹

を
講
じ
た
が

鱒

ザ
難

謬

)
.
M
(当
時
奪

の
両
名
が
酸
素
欠
莚

よ

91 Csr)

　



露

裁鉱、搬

禦

軽

籍

瀞

の犯罪

諺

猫
纏
欝

蕪
馨

洞征製

藻

劉

ば
な
ら
ず
・

こ
の
場
合
共
同
実
行
と
い
う
概
念

に
は
次

の
二
つ
の
型

が
考
え
ら
れ
る
・
そ
れ
は
、
共
同
行
為
老

の
お
の
お
の
が
他
人

の
協
力
を

羅

嫌

謙毒

榊韓
綴

難

馨

雛

藪
蜘繰

騒
難

嶽

を
実
行
し
よ
う
と
い
う
相
互
的
な
意
思

の
連
絡
な
し
に
は
共
同
正
犯
畿

立
し
な

い
が
遍

失
犯
の
讐

か
ら
考
え
て
、
共
同
で
犯
罪

を
実
行
し
よ

う
と
い
う
相
互
的
な
意
思

の
連
頚

し
で
も
、
共
同
行
為
者
の
そ
れ
ぞ
れ

が
各
自
不
注
意
な
行
為
に
出
で
三

れ
そ
れ
の
不
注
音
籍

互
影

響
し

あ
う

こ
と
に
よ
り
全
体
と
し
三

個
の
不
注
意
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
も

と
ず
く
結
果
が
発
生
し
た
と

い
う
評
価
が
成
立
す
る
と
考
.角

れ
る
.(同

旨
法
学
教
室
三
萱

九
二
頁
内
田
文
昭
過
失
共
犯
論
参
照
)
」

「
こ
れ
を
本
件
譲

で
検
討

し
三

る
と
、

前
記
認
定
の
如
く
、

本
件

叢

当
時
被
告
人
x
は
本
件
事
幾

擾

は
い
な
か

.
た
こ
と
、
建

.
人

雛
麺

疑

瓢

臥
賜哩
購

惣

て
A
ア
ド
バ

ル
↓

株
式
会
社

の
被
告
人

の
妻

に
電
話
連
絡
し
た
こ
と
、

鐡灘
欝
難

意
が
形
成
さ
れ
・
そ
れ
塞

つ
い
籍

果
が
発
生
し
た
と
も
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な

い
ぼ

癖
際撫
雛

輪

網黛
齢

し
繋
留
す
る
霧

を
し
て
い
な
い
被
告
合

身
に
当
華

故
の
発
生
を
予

測
す
る
こ
と
が

で
き
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場

に
あ

っ
た
と

は
限
ら
な

い
し
・

こ
れ
を
関
係
老

の
慈

の
点
よ
り
み
て
も
、
現
実
に
ア

ド
バ

ル
↓

を
掲
揚
し
餐

す
る
業
務

を
担
当
し
て
い
る
者
は
、
泊
己
の

業
務
執
行
中
発
生
し
華

故

に
つ
い
て
の
裂

上
の
責
任
畜

己

力
負
う

嬬
義

欝

縫

難
鮮

勧讐

襲

難

難
簸
繋
嬬
籠
糞

醗卿翻
雛

未

熟
で
あ
る
と
か
・
そ
の
者
の
業
務

の
執
行
が
叢

発
生
に
つ
な
が
る
こ

と
が
明
ら
か
に
予
想
さ
れ
・
従
養

の
業
務

の
執
行
を
中
止
さ
苗

ら
業

務

の
執
行
に
あ
た
る

こ
と
霜

当
と
す
る
よ
う
奮

情

の
あ

っ
た
場
合
、

　



メ 網

刑事判例研究(七)

あ
る
い
は
、
管
理
者
が
従
業
員

に
対
し
適
切
な
指
示
助
言
に
よ
り
事
故

の

発
生
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

る
性
質

の
も

の
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
特

殊
な
事
情
を
必
要
と
す
る
と
解

さ
れ
、
(
同
旨
東
京
高
裁

昭
和
四
五
年

一

月

二
九
日
判
決
高
刑
集
二
三
巻

一
号
五
四
頁
参
照
)
管
理
者

の
不
注
意
が

従
業
員

の
不
注
意
と
同
格

の
関
係
に
お
い
て
結
果
発
生

へ
と

一
体
化
し
て

い
る
こ
と
を
要
し
、
相
互

に
同
格

の
形

に
お
い
て
不
注
意
を
促
進
し
あ
い

影
響
し
あ
う
こ
と
が
必
要
と
解
す
る
と
こ
ろ
、
前
記
認
定
事
実

か
ら
み
る

と
、

特
殊
な
事
情
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
被
告
人
の
不
注
意
と
Y
の
不

注
意
と
が
同
格

の
関
係
に
お
い
て
結
果
発
生

へ
と

一
体
化
し
て
い
る
と
は

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
Y
の
不
注
意
の
方
が
重

い
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
。」

〔研
究
〕

一

本
判
決

は
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
し
う
る
こ
と

を
肯
定
し
た
う
え
で
、
本
件
で
は
そ
の
成
立
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
成
立
を
否
定
し
た
。
過
失
犯
の
共
同
正
犯

の
成
立

ま
た
は
そ
の
可
能
性
を
肯
定
し
た
判
例
は
既
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
そ
の

成
否
に
関
す
る

一
事
例
を
加
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
論
拠
を
か
な
り

明
確

に
し
た
う
え
、
特

に
そ
の
成
立
に

「
相
互
的
な
意
思
の
連
絡
」
の
必

要
な
場
合
と
不
要
な
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点

で
、
極
め
て
注
目

に
値
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
過
失
共
同
正
犯

の
成
立
要
件

に
お
け

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る

「相
互
的
意
思
連
絡
」
の
位
置
づ
け

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
晦
立
要
俸
跡

体

の
検
討
が
改

め
て
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連

し
て
、

検
察
官
に
ょ
る
公
訴
事
実

(訴
因
)
が
、

必
ず
し
も
明
ら
か
と
は

い
、兄
な
い
に
し
て
も
、

ア
ド
バ

ル
ー
ン
を

「
Y
を
し
て
十
分
看
守
さ
せ
る

こ
と
な
く
放
置
し
て
お
い
た
」
点

に
X
の
過
失
不
作
為
あ
り
と
す
る
の
に

対
し
て
、
本
判
決
が
、
先
ず
X
を
Y
と
の
共
同
正
犯
に
問

い
え
な

い
か
を

　
　

　

検
討

し
た
後

に
、
X
独
自

の
過
失
責
任
を
論
じ
て
い
る
点
も
興
味
深
く
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

X
に
よ
る
単
独
正
犯
と
し
て
の
業
務
上
過
失
致

死
罪
不
成
立

の
論
拠
が
、
「
X
の
不
注
意

と

Y
の
不
注
意
と
が
同
格
の
関

係

に
お
い
て
結
果
発
生

へ
と

一
体
化
し
て
い
る
と
は
評
価
す
る
こ
と
が
で

き

(な
い
窮

腰
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
失
蕎

正
犯
の
不
成
立
の
撮

に

も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
仮
に
こ
こ
で
は
X
の
過
失
間
接

正

犯

の
成
否
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
不
成
立
の

根
拠
は
間
接
正
犯
不
成
立
の
根
拠
で
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら

に
、

本
判
決
が
、
「
こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、

決

し
て
避
け

て

　
ヨ

　

通
る
こ
と
の
で
き
な

い
も

の
」
と
さ
れ
て
い
る
内
田
文
昭
教
授

の
過
失
共

同
正
犯
肯
定
論

に
依
拠
し
て
い
る
点
で
も
興
味
深

い
も

の
が
あ
る
。

二

大
審
院
の
判
例
は
、
共
犯
に
関
す
る
総
則
は
過
失
犯
に
は
適
用
し

え
な

い
、
と
し
て
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
可
能
性
を
実
定
法
上

・
理
論
b

は
明
示
的
に
否
定
し
て
い
た

(ω
大
判
明
治
四
四

・
三

・
一
六
刑
録

一
七
輯
三

八
舞

②
大
判
歪

三
二

二
三

四
刑
録
二
。
輯
二
六
一
蟻

㈲
大
判
杢

=

二

〇
三

三
法
律
評
論

=

巻
三

号
刑
薩

㏄
翫

)
・

し
か
し
・

こ

れ
ら

の
判
例
は
、
事
実
関
係
自
体
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

い
た
め
、
過

失
同
時
犯
か
過
失
共
同
正
犯
か
と
い
う
二
者
択

一
を
迫
ら
れ
て
、
後
者
を

轟
蚤

も
否
定
し
た
、
と
ま
で
は
断
定
し
え
な
電

反
対
に
遍

失
共
同

正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
と
も
見
え

る

大
審
院
判
例
も
あ

っ
た

(ω
大
判

(9
)

明
治
三
二

.
六

.

=
二
刑
録
五
輯

六
巻
八
頁
、
⑤
大
判
大
正

二

・
一
一
・
六
刑
録

一

(93)93



"尚 晒門h

(10
)

(
11
×
腰
)

九
輯

一
一
三
七
頁
、
⑥
大
判
昭
和

一
〇

・
三

・
二
五
刑
集

一
四
巻
三
三
九

頁
)
。
し

た
が

っ
て
、
大
審

院
判
例
が
過

失
共
同

正
犯

を
実
質

的

に
も
否
定
す

る
立

場

を
と

っ
て

い
た
、
と
断

定
す

る
に
は
疑

い
が

な
お
残

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

最
高
裁

は
、

有
毒
飲

食
物

等
取
締
令

一
条

・
四
条

一
項

後

段

に
つ
い
て
、

共
同

正
犯

の
成

立

を
認

め
た

(
ω
最
判

昭
和

二
八

.
一
.
一
ご
二

裂

七
塗

号
三
q
恥
い・
同
令
四
奎

項
後
段
は
・
「
過
失

二
因
リ
」
同
令

一
条

の
規
定

に
違
反
し
た
者
を
処
罰

し
て
お
り
、
同
令

一
条

一
項
は
、
メ

タ
ノ
…
ル
を
含
有
す
る
飲
食
物
の
販
売
を
禁

止
し
て
い
る
。

し

か

し
、

「
販
売
」
自
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質

か
ら
し
て
過
失
が
考
え
ら
れ
な

(
14
)

い
と

す
れ
ば
、
同
令

四
条

一
項

後
段

に

い
う

「
過
失

」
と

は
、
飲
食

物

に

メ
タ

ノ
ー

ル
が
含
有

す

る

こ
と

に
対

す
る
も

の
で
あ

る
こ
と

に
な

る
。

だ

と
す

る
と
、

本
罪

は
、

過
失

犯

と
故
意

犯
と

の
結

合
犯

で
、

い
わ
ゆ

る

(
15

)

「
混
合
し
た
結
果
惹
起

の
構
成
要
件
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
販
売
罪
と
し

て
は
故
意
犯
で
あ
る
か
ら
、
飲
酒
店
の
共
同
讐

と
液
体
販
蘂

つ
い
て

の
意
思
連
絡
を
根
拠
に
共
同
正
犯
を
認

め
た
と
も
考
え
ら

れ

る
。

し

か

し
、
結
果
的
加
重
犯

の
場
合
と
同
じ
く
、
本
罪

の
過
失
犯
の
部
分

に
つ
い

て
も
共

同
正
犯
の
成
立
を
認
め
な

い
限
り
、
そ
の
全
体
に
つ
い
て
の
共
同

正
犯
も
成
立
し
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
少
く
と
も
そ
の
限
り
で
、
最
高

(
17

)

裁
は
過
失
共
同
正
犯

の
成
立
を
肯
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三

そ
の
後
、
下
級
審

に
は
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
を
巡
る
判
例
が
現

わ
露

)
(⑧
名
古
屋
青同
判
昭
和
コ
=

.
δ

.
量

高
刑
馨

三
巻
三

過

8。

〇
七
頁
、
⑨
佐
世
保
簡
略
式
零

昭
和
三
六
.
八

.
三
下
刑
縫

.八
号
△

六
頁
、

¢◎
広
島
高
判
昭
和
一三

一
・
七

・
二
〇
高
刑
裁
特
四
巻
追
六
九
六
頁
、
⑪
秋
田
地
判
昭

和
四
〇

・
三

.
三

〒

刑
集
七
巻
三
号
五
三
華

⑫
京
都
地
判
昭
和
四
〇

・
五

・

(22
)

一
〇
下
刑
集
七
巻
五
号
八
五
五
頁
)。

⑧

は
、
刑
法

一
一
六
条

一
項

の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
。
被
告

人
X

・
Y
が

「
事
務
室

に
素
焼

こ
ん
ろ
二
個
を
持
込
み
之
を
ラ
ワ
ン
材
敷

台
の
上

に
置
き
普
段
よ
り
多
量
に
炭
火
を
入
れ
て
連
続
使
用
す
る
場
合
に

は
右

ラ
ワ
ソ
材
が
過
熱

の
為
発
火
す
る
危
険
が
あ
る
の
に
右
使
用
後
炭
火

が
完
全

に
消
火
し
た
こ
と
を
確
認
し
な

い
で
帰
宅
し
た
」
と
い
う

「
不
作

(
23
)

為
」
が
実
行
行
為
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
失
火

の
原
因
た
る
先
行

行
為
は
X

・
Y
に
よ
り
分
担

・
補
充
さ
れ
て
い
た
。
各
行
為
が
独
立
し
て

失
火
と
因
果
関
係
を
も

つ
と

の
認
定
も
困
難
な
場
合
で
あ

っ
た
か
ら
、
共

同
正
犯
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑨

は
、
刑
法

=

一九
条

一
項
後
段
の
共
同
正
犯

の
成
立
を
肯
定
し
た
。

当
該
船
舶

の
運
航
が
X

・
Y
の
協
力
な
し
に
は
可
能
で
な
か

っ
た
と
す
れ

ば
、
X
の
操
舵
と
Y
の
機
関
操
作
と
は
同
船
破
壊

の
共
同
原
因
を
な
し
て

い
る
。
同
判
決
は
、
X

・
Y
の
共
同
運
航
自
体
を
過
失
と
す
る
が
、
同
船

の
坐
礁
が
専
ら
X
の
操
舵

の
誤
り

(実
行
行
為
)
に
よ
る
と
す

れ

ば
、

Y

に
過
失

(共
同
)
正

犯

の
罪
責
を
認

め
る
の
に
充
分
で
は
な

い
。
Y
を
も

正
犯
と
す
る
に
は
、
結
果
発
生

に

一
条
件
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
X
の

実
行
行
為
に
結
果
発
生
に
向
け
て

一
体
的

に
共
同
し
た
と
い
う
客
観
的
関

係

(実
行
共
同
)
と

X

の

操
舵
の
誤
り
に
よ
る
坐
礁
が

Y
に
予
見
し
え
た

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

α㊥
は
、
二

一
一
条

の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
原
判
決

に
は
、
過

失
競
合
を
共
犯

と
し
て
刑
法
六
〇
条
を
適
用
し
た
法
令
適
用
の
誤
り
が
あ
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檸 判例研究(七)

る
、
と
し
て
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
単
独
正
犯

の
成
立
を
認
め
た
。
外
科

医
X

.
Y
は
患
者

A
を
共
同
し
て
診
察
治
療

し
た
が
、

X
の
提
案

に
よ
り

A
に
全
身
麻
酔
を
施
す

こ
と
に
な
り
、
そ
の
正
当
な
指
示

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
看
護
婦
Z
が
注
射
液

の
誤
認

に
よ
り
ク
ロ
ロ
ホ

ル
ム
を
A
に
注
射
し

て
中
毒
に
よ
る
心
臓
衰
弱
死
を
さ
せ
た
事
案

で
あ
る
。
同
判
決
は
・
本
件

が
過
失
競
合
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
み
で
、
お
よ
そ
過
失
共
同
正
犯
を
否

定
す
る
趣
旨

か
否

か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
過
失
犯
に
も
厳
縮
的

正
犯
論
が
妥
当
す
べ
き

で
あ
る
な
ら
ば
、

直
接

に

は

注
射
を
し
な
か

っ

た
x
に
も
、
同
甥

実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
積
極
的
な
理
由

づ
け
が
必
要
で
あ
齢

同
じ
問
題
は
、
医
師
と
看
護
婦
の
過
失
に
関
す
る

北
大
電
気

メ
ス
禍
事
件

で
も
あ
り
う
る
。

こ
こ
で
は
、
直
接

の
作
為
実
行

行
為
を
欠
く
X
に
は
、
「
間
接
正
犯
」
ま
た
は
本
件
状
況
に
お
け
る

医

師

と
し
て
の
地
位

と
Z
へ
の
指
示

に
由
来

す
る

「
不
作
為
正
犯
」

の
罪
責
を

考
え
る
こ
と
も
必
要

に
な
ろ
う
。

鋤
は
、
実
行
行
為
の
共
同
お
よ
び
意
思
連
絡
を
欠
く
か
ら
過
失
共
同
正

犯

の
理
論
を
適
用
す
る
の
は
相
当
で
な

い
と
し
て
、
刑
法

=

七
条

の
二

後
段
の
単
独
正
犯

の
成
立
を
肯
定
し
た
。
監
督
者
X
と
従
業
員
Y

・
Z
に

よ
る
工
事
中
の
木
造
建
物
屋
上
で
の
喫
煙

の
い
ず
れ
か
に
起
因
し
て
火
災

が
発
生
し
た
事
案

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
失
火
の
具
体
的
危
険
あ
る
喫
煙

(実
行
行
為
)
は
、

各
行
為
者

に
よ
り
独
立
に
な
さ
れ
、

共
同
さ
れ
て
お

ら
ず
、
相
互
に
心
理
的

・
物
理
的
に
影
響

し
合
う
と
い
う
因
果
共
働
も
認

め
ら
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
各
人
の
実
行
行
為
と
本
件
火
災
と

の
因
果

関
係
は
確
定
し
・κ
な
い
か
ら
、

X
も
不
可
罰
的
未
遂

に
留
る
は

ず

で

あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
同
判
決

は
、
X
自
身
の
注
意
義
務
違
反
ま
た
は
Y

・
Z

へ
の
監
督
義
務
違
反
の
い
ず
れ
か
が
結
果
と
の
因
果
関
係
を
持

つ
と
い
う

択

一
的
認
定
に
よ
り
、
X
の
行
為

と
結
果
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

監
督
義
務
違
反
と
い
う
構
成
で
ぼ

か
さ
れ
て
い
る
が
、

X
は

「従
業
員

に

対
し
屋
上
で
の
喫
煙
を
禁

止
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
放
置
」
し
た
過
失
不

作
為
正
犯
の
罪
貴
を
択

一
的

に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

働
は
、
刑
法
一
=

一
条
前
段

の
共
同
正
犯

の
成
立
を
肯
定
し
た
。
踏
切

道
に
お
け
る
列
車
と
他
の
交
通
関
与
者
と
の
事
故
の
防
止
措
置
が
警
手

X

.
Y
に
よ

っ
て
と
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
進
入
し
て
き
た

乗
用
車

の
右
側
面
に
機
関
車
前
部
が
激
突
し
、
乗
用
車
の
運
転
手
A
と
同

乗
者
B
が
死
亡
し
た
事
案
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
X
・Y
の
過
失
不
作
為
犯
が

問
題
と
な
る
。
不
作
為
犯
で
は
、
結
果
発
生
に
向
け
て
直
接

に
働
き
か
け

る
行
為

を
欠

く

た

め
、

実
行
行
為

と
そ
の
共
働
を
把
握
す
る
の
が
難
し

い
。
各
人
が
そ
の
魂

義
楚

違
反
し
た
以
上
、
同
時
犯
の
み
が
成
立
す

る
、
と

の
考
、瓦
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
X
の
不
作
為
が
Y
の
不
作

為
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
よ

っ
て
結
果
回
避
措
置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
X

・
Y
は
単
独
で
も
結
果
を
回
避

し

え
た
。
し
か
し
、

一
人
で
も
持
ち
上
が
る
木
材
を
二
人

で
持
ち
上
げ
て
屋

根
鋸

落
下
さ
せ
て
通
行
人
に
響

を
負
わ
せ
た
場
A
・
と
異
な
る
と
こ
ろ

は
な
い
。
と
も
か
く
、
同
判
決

は
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
け
る
意
思
連
絡

の
意
義

に
つ
い
て
説
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を

「
他

の
者
の
行
為
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
意
思
」
ま
た
は

「
他
の
者

の
行
為
に
自
己
の
行
為
を

補
充
し
よ
う
と
す
る
意
思
」
と
し
た
こ
と

か

ら
、
「片
面
的
」
共
同
正
犯
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を
肯
定
す
る
余
地
す
ら
残
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
例
の
検
討
に
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
⑧

.
⑨

の
判
例
で
は

「
意
思
連
絡
」
の
認
定
な
し
に
過
失
共
同
正
犯

の
成
立
が
肯
定
さ
れ
、
反

対

に
⑳
の
判
例
で
は

「
(暗
黙
の
)
意
思
連
絡
」
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
な
の

に
、
過
失
共
同
正
犯

の
成
立
が
否
定
さ
れ
て

い
る

こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
本
判
決
は
、
⑫
の
判
例
を

一
歩
進

め
て
相
互
意
思
連
絡
な

き
過
失
共
同
正
犯

の
成
立
可
能
性
を
肯
定
す
る
ば
か
り
か
、㈹

.⑩

.ω

.価

の
判
例
と
同
じ
く
、
過
失

「
不
作
為
」

の
共
同
正
犯
の
成
否
が
問
題
と
な

り
・
α①

・
㎝
の
判
例
で
も
問
題

に
な

っ
て
い
た
共
同
正
犯
と
間
接
正
犯
と

の
関
係
を

一
層
明
確

に
示
唆
す
る
点

で
も
、
極
め
て
重
要

で
あ
ろ
う
。

四

学
説
上
、
過
失
共
同
正
犯
の

「
概
念
」
を
肯
定
す
べ

き

か

否

か

は
、

一
般

に
は
従
来
、
行
為
共
同
説
と
犯
罪
共
同
説
と
の
対
立

の
帰
結
で

あ
る
と
蟹

れ
て
毒

"
だ
が
・
両
説
の
内
部
で
も
理
禦

分
か
れ
、
そ

の
対

立
点

は
そ
れ
程
鮮
明

な
も

の
と
は

い
え

な

い
。

し
か
し
、
行
為
共
同

説

は
、
「
共
同

ナ

ル
事
実

ハ
犯
罪

事
実

ノ
法

律
上

ノ
構

成

ヲ

離

レ
テ
考

フ

ヘ
ク
、

即

チ
、
共
同
関
係

ハ
或

ハ
数

個

ノ
犯
罪
事
実

二
跨

リ
テ
成

立

ス
ル

コ
ト

ア

ル

ヘ
ク
、
或

ハ
単

一二

個

ノ
犯
罪

事
実
中

ノ

一
部

二
限

ラ

ル
ル

コ

ト

ア
ル

へ(
29
)
シ
。
」
と

主
張

す
る
・

単

一
の
畿

要
件

に
制
約

さ
れ
た
範

囲

内

で
の
み
行
為

の
共
同
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
す
る

に
す

ぎ

な

い
.
畿

要
件
上
重
要
で
な
い
行
為
の
錯

で
足
り
る
か
ら
実
行
行
為
の

共
同
は
不
要
で
あ
る
と
す
る

の
で
は
な

い
。

つ
ま
り
、
両
説

の
対
立
は
、

「
実
行
行
為

の
共
同
」
の
要
「否
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
同

一
構

成
要
件
内
で
の
実
行
と
故
意

の
共
同
を
必
要
と
し
て
、
複
数
行
為
者

の
行

為
を

「連
帯
的
」
に
合

一
し
て
同

一
構
成
要
件

の

「
共
同
正
犯
」
の
成
立

を
認
め
る
か

(犯
罪
共
同
説
)、
実
行
共
同
を
媒
介
と
し
な
が
ら
も
、

各
行

為
者

の
行
為
の
違
法
性
と
責
任

に
応
じ
て

「個
別
的
」
に
異
な
る
構
成
要

件

の
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
か

(行
為
共
同
説
)
、

に
あ
る
。

犯
罪
共
同
説

は
・
同

一
行
為
を
構
成
要
件
的
に
分
断
し
て
共
同
正
犯
を
認
め
ざ
る
を
、兄

な
い
点
で
疑
問

で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
で
も
、
少
な
く
と
も
罪
名
同

一
性
の

要
求
が
充
足
さ
れ
る
限
り
で
は
、
過
失
共
同
正
犯
を
認

め
る
余
地
が
残
る
。

つ
ま
り
、
共
同
正
犯

の
客
観
的
な
要
素
で
あ
る
実
行
と
因
果
の
相
互

.
補

完
作
用
は
、
故
意

・
過
失
と
い
う
主
観
の
差

に
関
係
し
な
い
な
ら
ば
、
過

失
共
働

に
も
認
め
う
る
。

犯
罪
共
同
説
が
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
根
拠
は
、
実
行
共
同
の
欠

如

に
で
な
く
、
蜘
葱
共
同
の
欠
如
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
故
意
犯

で
は
な

い
過
失
犯
の
共
同
正
犯

の
成
立
要
件

に
、
「
故
意
」
の
意
思
連
絡

を
要
求
す
る
こ
と
は
、
本
来
不
可
能
な
無
理
難
題

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
過

ヘ

へ

失
に
故
意
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
二
律
背
反
で
あ
る
。

故
意

(
の
意
思

連
絡
)
が
欠
け
る
か
ら
、
過
失

(の
意
思
連
絡
)
は
な

い
、

と
す
る
の
は
同

義
反
復
に
過
ぎ
な
い
。
共
同
正
犯
に
は

「故
意

]
の
意
思
連
絡
が
な
ぜ
必

要
な
の
か
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
と
す

る
と
、
な
ぜ
ど
の
よ
う
に

し
て

「
意
思
連
絡
」
が
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
通

説
も
、

お
そ
ら
く
、
「相
互
に
、

他
人
の
行
為
を
も
娼

の
も

の
と
し
て

自
己
の
う
ち
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
思
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
相
互

的
意
思
連
絡
が
各
行
為
者

の
部
分
行
為
を
統

一
的
な
実
行
行
為
と
結
果

へ

と
融
合
さ
せ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
過
失
は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
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刑畜判例研究(七)

的
認
識
ま
た
は
認
容
を
欠
く
だ
け
で
、
無
意
識

・
意
思
を
意
味
し
な
い
か

ら
、
右
の
意
思
連
絡
は
過
失
犯
で
も
当
然
に
存
在
し
転
解

過
失
犯
で
は
・

そ

の
性
質
上
、
他
人
の
行
為
の

「
結
果
」
を
も
自
己
に
帰
属

せ
し
め
る
意

思
が
欠
け
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
意
思
を
過
失
犯

に
要
求
す
る
こ
と
は
、

再
び
過
失
に
故
意
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
・

共
同
意
思
主
体
説
.犯
罪

共
同
説
が

一
般

に
故
意
共
同
を
要
求
す
る
の
は
、

両
説
が
個
人
責
任
を
超
え
る
、
犯
罪
実
現
に
向
け
て
協
心
す
る
共
同
主
体

ま
た
は
蕎

行
為
を
蕎

正
犯
に
不
可
欠
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
塘

こ
れ
と
異
な
り
、
過
失
犯

の
本
質
は
、
行
為

の
意
識
的
部
分
で
な
く
、

そ
の
無
意
識
的
部
分
た
る
意
識
下
の
人
格

に
あ
る
か
ら
、
意
識
的
部
分

の

意
思
連
絡
は
過
失
蕎

正
犯
を
藷

づ
け
え
な
い
・
と
す
る
駄
雛

あ
る
・

だ
が
、
過
失
の
本
質
を
無
蕪

に
求
め
る
見
解
は
、
意
思
行
為
責
任
を
逸

脱
す
る
点
で
、
疑
問
で
あ
る
。
確

か
に
、
不
注
意

つ
ま
り
結
果
予
見
可
能

性
の
共
同
を
意
思
連
絡
に
求
め
る
な
ら
ば
、
前
述

の
意
思
連
絡

に
は
そ
れ

警

注禁
慰
雛
鞍
難
趨
騨
吻籔

に
個
別
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
同
じ
こ
と
は
故
意
に

つ
い
て
も

い
、兄
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
意
味

で
は
過
失
共
同
が
あ
り
え

ヘ

へ

　
れ

　

な

い
の
と
同
じ
く
、
故
意
共
同
も
あ
り
え
な

い
。
責
任
は
連
帯
し
え
な
い

か
ら

で
あ
る
。

そ
う
だ
と

す

る

と
、
(相
互
)
意
思
連
絡
を
共
同
正
犯
に

不
可
欠
な
責
任
要
件
と
す
る

こ
と
自
体
に
疑
問
が
生
じ
る
。
相
手
が
自
己

の
意
思
を
認
識

し
て
い
る
こ
と
は
、

当
該
行
為
者

の
意
思

(跡
缶
)
に
は

無
関
係
な
外
部
的
事
情

で
あ

っ
て
、
相
手
の
責
任

に
と

っ
て
の
み
重
要
な

　
が
ソ

事
清
に
す
ぎ
な

い
。
自
己
に
支
配
不
能
な
相
手

の
認
識
如
何

に
よ
り
、
自

己
の
共
同
正
犯
と
し
て
の

「
責
任
」
が
決
定
さ
れ
る
の
だ

と

す

れ

ば
、

(個
人
)責
任
主
義

に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

意
思
連
絡
は
、共
同
正
犯

の
責
任
要
件
で
は
な
い
が
、
共
同
正
犯

の
違
法

要
件
で
は
あ
り
う
る
。
意
思
連
絡
行
為
に
よ
っ
て
初

め
て
、

一
方

の
行
為

が
他
方

の
行
為

へ
心
理
的
影
響
を
与
え
、

い
わ
ゆ
る
実
行
行
為
に
よ
る
結

果

へ
の
因
果
関
係
を
も

つ
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
撃

・

つ
ま
り
・
意
思
連

絡
行
為
は
、客
観
的
行
為
共
同
を
基
礎
づ
け
る

一
要
素

で
し
か
な

い
か
ら
、

相
互
の
行
為
利
用
関
係
が
客
観
的

に
存
在
す
る
場
合

に
は
、
不
要
と
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
認
識
が
各

(共
同
)
正
犯
者

の
責
任
要
件
と
な
る
に
す
ぎ
な

い
。
意
思
連
絡
が
客
観
的
行
為
共
同
に
還
元
し
え
な
い
共
同
正
犯
に
恥
呼

欠
な
要
件

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
主
観
的
違
法
要
素

と
解
す
る
し
か
な

い
。
し
か
し
、
行
為
に
客
観
化

さ
れ
ず
、
客
観
的
行
為
共
同
に
影
響
力
を

持
た
な
い
超
過
的
内
心
傾
向
を
共
同
正
犯

の
要
件
と
す
る
の
は
、
行
為
者

の
思
想
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
に
相

互
意
思
連
絡
が
共
同
正
犯
に
不
可
欠
の
要
素
と
さ
れ
る
の
は
、
犯
罪
共
同

説
が
各
行
為
者

の
行
為
を
合

一
し
た

「
単

一
の
実
行
行
為
」
か
ら
、
共
同

意
思
主
体
説
が
共
同
主
体
に
よ
る

「
単

一
の
実
行
行
為
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ

急

惣

「嚢

の
正
犯
」
塞

礎
づ
け
よ
う
と
す
る
か
ら
で
教
穂

だ

が
、
行
為
共
同
説
を

一
貫
し
て
、
個
人
責
任

の
原
理
か
ら
、
共
同
し
た
各

行
為
者

の
正
犯
性
を
個
別
的
に
確
定
す
る
な
ら
ば
、
「相
互
」意
思
連
絡

の

存
在
は
必
ず
し
も
共
同
正
犯
の
要
件
で
な
い
。
不
法
共
同
を
共
同
正
犯
の

基
礎
と
考
え
る
限
り
、
意
思
連
絡

の
存
否
も
故
意

・
過
失
の
差
異
も
共
同
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正
犯
の
成
否
に
決
定
的
な
影
響
力
を
持
た
な

い
。

五

本
判
決
は
、
内
田
教
授

の
見
解
に
従

っ
て
、
「
過
失
犯
の
特
質
」
か

ら
相
互
意
思
連
絡
な
し
で
も
過
失
共
同
正
犯
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
肯
定

し
た
。
か

っ
て
、
内
田
教
授
も
、
意
思
連
絡

の
存
在
に
よ
り
共
同
正
犯
と

同
時
犯
と
を
区
別
さ
れ
輸

)
し
か
し
・

後

に
・
遍

失
共
同
正
犯

の
中
核

は
、
『
意
思
の
連
絡
』
そ

の
も
の
に
存
す
る
の

で

は

な

く
、
『意
思

の
連

絡
』
に
基
づ

い
た

『
不
注
意
な
行
為
の
共
同
』
に
存
す
る
の

で

あ

る

か

ら
、

い
わ
ゆ
る

『分
業
』
・
『協
業
』
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
特

に
明
示
的
な

『意
思
の
連
絡
』
な
し
に
も
暗
黙

の

『意
思

の
連
絡
』
は
存

在
す
る
わ
け
で
あ
り
、
従

っ
て
、

『
不
注
意
な
行
為
の
共
同
』
あ
り
と
し

て
、
過
失
共
同
正
犯
に
問
わ
れ
る
場
合
も
ま
た
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

強

)」
と
さ
れ
た
・

さ
ら
に
最
近
で
は
・
「共
同
正
犯
を
決
定
づ

け

る

の

は
、

共
同
行
為

に
対
す
る

『客
観
的
帰
責
』
な
の
で
あ
り
、
『
主
観
的
帰

責
』
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
構
成
要
件

に
該
当
す
る
違
法
な
行
為

の
共
同

あ
り
と
い
う

『
客
観
的
評
価
』
な

の
で
あ

る
。

一
四
歳

に
満
た
な
い
少
年

が
共
同
正
犯
の
頁

を
な
す
よ
う
な
場
盒

も
、
主
観
的
漏
蝋
は
で
差

い
が
、

共
同
正
犯
と
し
て
の
客
観
的
帰
責

は
可
能
な
の
で
あ
る
。」
と

さ

れ
る
。
意
思
連
絡
が
心
理
的
影
響
力
を
も
た
な
い
責
任
無
能
力
者
と
の
共

同
正
犯
の
成
立
を
も
肯
定
す
る
な
融

・
当
然
に
意
思
連
絡
は
共
同
正
犯

の
要
件
で
は
な

い
。だ
と
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
と
同
時
正
犯
と
の
区
別
を
ど

こ
に
求

め
る
か
と
い
う
問
題
が
再
び
生
じ
る
。
し
か
し
、
厳
縮
的
正
犯
論

か
ら
し
て
、
「
正
犯
」

の
要
件
を
充
足
し
う
る
場
合
の
み

に
、

共
同

「
正

犯
」
・
同
時

「
正
犯
」
が
成
立
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の

区
別

は
そ
れ

ほ
ど
重
要
で
は
な
塗

各
行
為
者
を
個
別
的
に
考
察
す
る
限
り
・
い
ず
れ

も
単
独
正
犯
な
の
で
あ
噛

そ
の
限
り
で
は
・
刑
法
六
〇
条
も
薯

心規
定

で
あ
船

)
あ
え
て
・
六
〇
条

の
適
用
範
囲
を
画
定
す
る
と
す
れ
ば
、
客
観

的
行
為
共
同
と
そ
の
立.患

ま
た
は
予
見
可
能
性
が
あ
.霧

A.
と

な

猶
防

か
。

し
た
が

っ
て
、

一
方

的

(
片
面
的
)
共
同
正

犯
も
肯
定

さ

れ

よ

う
。

こ
の
点
で
、
共
同
正
犯
を
、

一
定
の
藷

で
間
接
鑑

、
磐

薩

で
直

接
正
犯
と
構
成
す
る
見
解

に
、
な
お
魅
力
を
感
じ
る
。

本
判
決
が

X
の
共
同
正
犯
と
同
時

に
単
独

(間
接
)
正
犯
と
し
て

の

罪

責
を
否
定
し
た
の
も
、
正
犯
で
あ
る
限
り
実
質
的
に
共
通

.
固
有
の
要
件

を
必
要
と
す
る
と
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
興
味
深

い
。

六

ま
ず
、
本
判
決
は
、
不
注
意
な
行
為
の
相
互
意
思
連
絡
お
よ
び
相

互
的
影
響
が
な
い
と
し
て
過
失
共
同
鏡

の
成
妾

否
定
し
た
.
す
な
わ

ち
、
本
件
は
過
失
不
作
為

の
客
観
的
共
同
す
ら
欠
く
事
案
な
の
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
被
害
者
た
る
K
と
M
が
、
地
上
に
繋
留
し
た
ア
ド
バ

ル
ー

ソ
の
上

に
乗

り
始
め
た
時
点
で
初
め
て
、
両
名

の
死
の
具
体
的
危
険
が
発

生
し
た
と

い
え
る
。
そ

の
時
点
を
実
行
の
着
手
時
と
考
、兄
る
と
、
X
と
Y

に
は
せ
い
ぜ

い
不
作
為

の
実
行
行
為
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
・兄
、

検
奢

も
、
過
失
作
為
霧

違
反
を
護

鏡

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過

失
と
作
為
義
務
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

X

.
Y
に
は
、
ア
ド
パ

ル
ー
ソ
を
当
該
場
所
に
運
び
、
そ

の
繋
留
等
を
指
示
ま
た
は
そ
れ
に
従

っ

て
実
施
し
た
と
い
う
先
行
行
為
お
よ
び
そ
の
監
督
者
と
し
て

の

地

位

か

ら
、
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
K

.
M
の
死

の
危
険
の

時
点
で
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
行
為

に
出
る
こ
と
は
、
そ
の
現
場
に
い
な
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陣 判例研究(七)

か

っ
た
X

.
Y
に
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
の
先
行
行
為
た
る
ア
ド
パ

ル

ー
ソ
の
搬
入
ま
た
は
繋
留
の
時
点

で
は
、
直
接

の
具
体
的
危
険
ま
た
は
そ

れ

へ
と
発
展
す
る
具
体
的
危
険
も
存
在

し
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ

の
時
点
の
X

.
Y
の
行
為

は
実
行
行
為

で
も
そ

の
原
因
行
為

で
も
な
か

っ

た
。
そ
れ
ゆ
、兄
、
ア
ド
バ

ル
ー
ン
の
搬
入
が
共
同
で
な
さ
れ
た
と
い
う
事

実
も
X

.
Y
に
ょ
る

(共
同
)
実
行
行
為
を
基
礎
づ
け
る
こ
と

に
は

な

ら

な
い
。

つ
ぎ

に
、
本
判
決

は
、
X
の
過
失
単
独
正
犯

の
罪
責
を
も
否
定
し
た
。

こ
こ
で
も
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
が
問
題
に
な
る
。
そ

こ
で
、
本

判
決
は
、
被
告
人
に
本
件
結
果
を
予
見
し
結
果
を
防
止
可
能
な
立
場
に
あ

っ
た
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
保
障
人
的
地
位
ま
た
は
作
為
義

務
を
否
定

し
た
。

こ
こ
で
作
為
義
務

の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
は
不

明
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
為
義
務

・
保
障
人
的
地
位

の
問
題

は
、
行
為
者

の

主
観

(結
果
予
見
可
能
性
)
に
関
係
な
く
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。
本
件

の
よ
う
に
X
に
も
Y
に
も
不
作
為
が
あ
る
場
合
に
は
、

作
為
義
務
を
誰
に
認
め
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決
は
、
現
実

・直

接

に
危
険
業
務

に
従
事
し
た
者
に
原
則
的
に
作
為
義
務
が
あ
る
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
根
拠

の

一
つ
と
し
て
、
関
係
者

の
意
思
を
あ
げ

て
い

る
点
も
興
味
深

い
。
さ
ら
に
、
例
外
的
に
業
務
管
理
者
が
従
業
員

の
行
為

の
結
果
に

「
過
失
責
任
」
を
負
う
要
件
と
し
て
、
ω
従
業
員

の
行
為

に
よ

る
結
果
発
生

の
予
測
可
能
性
の
明
白
性
、
お
よ
び
②
そ
の
行
為
を
中
止
さ

せ
自
ら
そ
の
行
為
を
す
べ
き
相
当
な
事
情

の
存
在
、
ま
た
は
、
③
従
業
員

の
行
為
を
通
じ
て
の
結
果
回
避
可
能
性
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
右

の
要
件
が
業
務
管
理
者

の
過
失

(間
接
正
犯
)
と
作
為
義
務

(不
作
為
正
犯
)

の
い
ず
れ
を
基
礎
づ
け
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
従
業
員

の
行

為
を
経
由
し
た
要
件
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
は
従
業
員

の
行
為
を

「
実
行
行
為
」
と
し
て
、
そ
の
間
接
正
犯
者
と
し
て
管
理
者
を

位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ

れ
ゆ
え
、

ω
～
③

の
要
件
は
、

(墾

失
L
不
作
為
直
接
正
犯

の
も
の
で
な
く
、
過
失

「
不
作
為
」
間
整

犯
の

「
作
為
義
務
」
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ω

の
因
果
関
係
が

「
明
ら
か
に
予
想

さ
れ
る
」
と
の
要
件
は
、
客
観
的
な
因

果
予
測
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
、
行
為
者
の
主
観
的
予
見
可
能
性
に
は
不

要
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
管
理
者
と
従
業
員

の

「
不
注
意

の
同
格
的
な
結
果
発
生

へ
の

一
体
化
」
と
両
者

の

「
不
注
意

の
同
格
的
な

相
互
促
進

.
影
響
関
係
」
は
、
過
失
正
犯
の
行
為
支
配
ま
た
は
因
果
共
働

を
意
味
し
、
他
人
の
不
注
意
な
行
為
に
対
し
て
背
後
者

・
共
働
者
が
正
犯

責
任
を
負
う
た
め
の
要
件

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
要
件
は

「
過
失
共

同
正
犯
」
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
間
接

正
犯
」
と

「共
同
正
犯
」
と
は
、
縦

の
共
犯
と
横

の
共
犯
と
し
て
区
別
し
え
て
も
、

「
正
犯
」

で
あ
る
限
り
、
固
有

の
正
犯
要
件

に
お
い
て
共
通
す

べ
き
だ
か

ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
が
述

べ
る

「
同
格
的
」
と
い
う
要
件

は
、
教

唆

.
轄
助
と
区
別
し
て
、
各
行
為
者
を
共
に
正
犯
者
と
す
る
場
合

に
の
み

意
味
を
も

つ
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
は
、
右
の
厳
格
な
要
件
を
充
足
し
な

い
限
り
、
管
理
者

.
監
督
者
は
従
業
員

の
不
注
意
な
行
為

へ
の
罪
責
を
負

わ
な

い
、
と
し
た
点

で
注
目
に
値
す
る
。

そ

こ
で
は
、
厳
縮
的
正
犯
論
か
ら
過
失
共
働
に
お
け
る
行
為
者
の
罪
責
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が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七

本
判
決

の
認
定
に
よ
れ
ば
、

ア
ド
バ

ル
ー
ソ
業
界

に
お
い
て
は
、

本
件
事
故
の
よ
う
に
ビ

ニ
ー
ル
を
破
ら
れ
た
と
い
う
事
故
は

一
度
も
な
か

っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
未
知
の
事
故
の
場
合
に
は
、
基
本
的
な
因
果
経

過

の
予
見
が
可
能
で
あ

っ
て
初
め
て
、
結
果
予
見
が
可
能
と
な
る
。
本
件

行
為
者
に
は
、
被
害
者
た
る
子
供
が
繋
留
中

の
ア
ド
バ

ル
ー
ン
の
上
で
遊

ぶ

こ
と
の
予
見
を
も
欠
く
以
上
、
ビ

ニ
ー
ル
が
破
ら
れ
て
、
そ

の
中
に
子

供
が
落
下
す
る
こ
と
を
予
見
し
え
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
か
ら

は
い
上
が
れ
ず

に
水
素
ガ
ス
で
窒
息
死
す
る
因
果
経
過
は
勿
論
、
お
よ
そ

子
供

の
死
の
結
果
を
予
見
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
、兄
、
X
に

「
不
測

の
事
故

の
発
生
を
未
然

に
防
止
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
」
を

検
察
官
が
公
訴
事
実
中
で
要
求
し
た
の
は
、
極
め
て
疑
問

で
あ
る
。
本
件

X
は
過
失
を
欠
く
。
そ
の
点
か
ら
も
、
本
判
決
が
X
の
業
務
上
過
失
致
死

罪

の
刑
責
を
否
定

し
た
の
は
、
結
論
的

に
も
支
持

で
き
る
と
思

わ
れ
る
。

(
1
)

本
判
決
が
引
用
す
る
東
京
高
判
昭
和
四
五

・
一
.
二
九
高
刑
集
二
三
巻

一

号
五
四
頁

に
関
し
て
、
内
田
文
昭

「過
失
共
犯
論
」
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト
法
学

教
室
く
第

二
期
V
三
号

(
昭
四
八
)

一
九
二
頁
以
下
に
お
け
る
所
説
参
照
。

な
お
、
同
判
決
と
反
対
に
、
技
備
未
熟
な
運
転
無
資
格
者
に
運
転
を
委
ね
て

同
乗
す
る
自
動
車
運
転
者
の
業
務
上
の
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
し
た
例
と
し

て
、
札
幌
高
判
昭
和
四
〇

・
三

・
二
〇
下
刑
集
七
巻
三
号
五
三
六
頁
参
照
。

(
2
)

内
田
文
昭

・
前
掲
誌

一
九
五
頁
は

「
共
同
正
犯
と
い
・兄
る
た
め
に
は
、
な

ん
ら
か
の
意
味
で
不
注
意
で
あ

っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ

っ

て
、
自
己
の
不
注
意
が
、
共
同
者
の
不
注
意
と
同
格
の
関
係
に
お
い
て
、
結

果
発
生

へ
と

一
体
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

(
3
)

山
火
正
則

「
内
田
文
昭
著

『
刑
法

に
お
け
る
過
失
共
働

の
理
論
』
」
神
奈

川
法
学
九
巻
三
号

(昭
四
八
)
六
二
頁
。
な
お
、
同
助
教
授
は
、
「
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
単
に
運
転
す
る
行
為

に
つ
い
て
、
こ
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
。」
、

さ
ら
に
、
「
た
と
え
ば

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
、兄
る
の
か
に

つ
い
て
も
疑
問
を
全
面
的

に
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
さ
れ
、

レ」
の
問

題
に
つ
い
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

(
4
)

同
判
決
は

「
被
告
等

ハ
共
同
的
過
失
行
為

二
因
リ
テ
他
人
ヲ
死

二
致
シ
タ

ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
共
犯

一一
関

ス
ル
総
則

ハ
過
失
犯

ユ
適
用

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非

(
ス
)
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
二
判
示
事
実
が
第

一
判
示
事
実
に
連
続

す
る
も
の
で
あ
る
と
す

れ

ば
、
「
被
告
等

ハ
共
謀

二
出
テ
ス
シ
テ
同
時

二
他

人

二
対
シ
テ
暴
行

ヲ
加

へ
因
テ
之
ヲ
傷
害
シ
而
シ
テ
其
害
ノ
軽
重
ヲ
知
ル
コ

ト
能

ハ
サ
ル
モ
ノ
」
で
、
そ
の

「共
同
的
過
失
行
為

二
因
リ
テ
他
人
ヲ
死

二

致
シ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
被
害
者
の
死
の
原
因
た

る
傷
害
を
行
為
者
の
い
ず
れ
が
加
え
た
か
不
明
な
事
案
だ
と
す
る
と
、
過
失

同
時
正
犯
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
過
失
共
同
正
犯
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
、
行

為
と
結
果
と
の
条
件
関
係
を
確
定
で
き
ず
、
被
告
入
等
を
過
失
致
死
罪
に
処

断
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
右

の
仮
定
が
正
し
い
と
す

れ
ぽ
、
同
判
例
は
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
を
実
質
的
に
は
肯
定
し
て
い
た
こ

と
に
も
な
る
。

(
5
)

同
判
決
は
、
被
告
人
た
る
機
関
手
が
遠
方
信
号
機
の
灯
火
が
消
滅
し
車
掌

の
指
示
も
な
い
の
で
除
行
せ
ず
に
列
車
を
進
行
さ
せ
た
た
め
に
貨
物
列
車
に
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刑事判例研究(七)

衝
突
さ
せ
て
乗
客
多
数
を
殺
傷
す
る
に
至

っ
た
事
案

に
つ
い
て
、
「
二
人

ノ

共
同
過
失

二
因
リ
他
人
ヲ
死
傷

二
致

シ
タ
ル
犯
罪

ハ
共
犯

ニ
ア
ラ
ス
」
と
し

た
。

し
か
し
、

「
故

二
之

二
関

シ
テ
生
シ
タ
ル
公
訴
訴
訟
費
用

ニ
ハ
刑
法
施

行
法
第
六
十
七
条

ノ
適
用
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
す
る
だ
け
で
、
被
告
人
を
刑

法
㎝
二

一
条
で
処
断
し
た
と
は
い
え
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
を
正
面
か
ら

論
じ
た
判
例
で
は
な
い
。

(
6
)

岡
判
決
も
、

列
車
に
よ
る
死
傷
事
故
に
関
す
る
も
の
と
思
わ

れ

る

が
、

「
過
失
犯

脚脚
ハ
共
犯
関
係
ヲ
認

ム
ル
ニ
由
ナ
キ
カ
故

二
自
己
及
他
人
ノ
過
失

力
傷
害

ノ
共
同
原
因
ヲ
為

シ
他
ノ
共
同
過
失
者
力
傷
害
ヲ
被
リ
タ
ル
ト
キ

ハ

之

二
対

シ
責
ヲ
負

ハ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
た
。
し
か
し
、
同
判

決
は
、
共
同
過
失
者
両
名
を
も
被
害
者
で
あ
る
と
認
定
し
た

「
原
判
決

ハ
自

己

二
対

ス
ル
傷
害
行
為
ヲ
有
罪
ト
判
定

シ

(
タ
)」
不
法
あ
り
、

と
す
る

上

告
趣
意
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
結
局
は

「
他
人

二
傷
害
ヲ
被

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ラ
シ
メ
タ
ル
以
上

ハ
其
被
害
者
力
共
同
過
失
者

ナ
ル
ト
否
ト
ヲ
問

ハ
ス
右
傷

害

ユ
付
テ

ハ
各
自
其
貴
ヲ
負

ハ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
(傍
点
筆
者
)
と

判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
掲
判
示
は

「
傍
論
」
に
す
ぎ
な
い
と
い

え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
7
)

内
田
文
昭

「
過
失
と
共
犯
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法
⑳

(
昭
四
〇
)

一

四
四
頁
以
下
参
照
。

(
8
)

前
注

(
4
)
～
(
6
)
参
照
。

(
9
)

同
判
決
は

「
被
告
等

力
A
ノ
身
体
ヲ
打
撃
シ
テ
遂

二
死

二
致
シ
タ
ル
ハ
…

・.・決
シ
テ
同
人
ヲ
害

ス
ル
ノ
意
思

二
出
テ
殴
打
致
死
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
為

ス
ニ

ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
其
事
実

腸一
対
シ
刑
法
第
三
百
十
七
条

ヲ
適
用
シ
テ
処
断
シ

タ
ル
ハ
相
当
」
と
し
た
。
だ
が
、
旧
刑
法
三

一
七
条
自
体
が
故
意
犯
と
過
失

犯
と
の
結
合
犯
の
よ
う
な
規
定
で
あ

っ
た
。

(
10
)

同
判
決
は
、
雇
人
A

・
B
が
法
定

の
比
重
を
有
し
な
い
牛
乳
五
升
を
販
売

し
た
こ
と
に
対
す
る
共
同
営
業
者
X

・
Y
の
牛
乳
営
業
取
締
規
則

(明
治
三

三

.
四

.
七
内
務
省
令

一
五
号
)
二
条

一
項

・
七
条
五
号

・
一
八
条
二
号

・

二
〇
条
二
項
違
反
に
つ

い

て
、
「
被
告

(
X
)
力
右
Y
ト
共
同

シ
テ
本
条
ノ

違
法
行
為

二
及

ヒ
タ
ル
事
ヲ
認

メ
タ
ル
以
上
各
自

二
其
刑
ヲ
科

ス
ヘ
キ

ハ
当

然
」
と
し
た
。
し
か
し
、
本
罪
自
体
が
、
行
為
定
型
の
不
明
確
な
「
営
業
犯
」

で

「
転
嫁
罰
規
定
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
、
し
か
も
、
ω

・
⑦

の
判
例
に
お
け

る
規
定
と
同
じ
く
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
結
舎
犯
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
本
件
を
共
同
正
犯
と
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
美
濃
部
達

吉

.
行
政
刑
法
概
論

(
昭

一
四
)
八
七
頁
参
照
。

(
11
)

同
判
決
は
、
被
告
人
両
名
に
刑
法
二

一
一
条

・
六
〇
条
を
適
用

・
処
断
し

た
原
判
決
を
、
「
被
告
両
名
力
B

二
対

シ
擦
過
傷

ヲ
負

ハ
シ
メ
業
務
上

注
意

義
務
ヲ
欠
キ
タ
ル
為

メ
該
擦
過
傷

ヨ
リ
細
菌

ヲ
侵
入

セ
シ
メ
タ
リ
ト
認
定
シ

タ
ル
コ
ト
明
白
ナ
ル
ヲ
以
テ
所
論
ノ
点
ヲ
判
示
ス
ル
ノ
要

ナ
ク
従
テ
原
判
決

ハ
理
由
不
備
ノ
違
法
ア
ル
ロ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
是
認
し
た
。
な
お
、
上
告
趣

意
は
い
ず
れ

の
行
為
者

の
行
為
に
よ

っ
て
結
果
が
発
生
し
た
の
か
不
明
で
あ

る
か
ら
、
原
判
決
に
は
理
由
不
備
の
違
法
あ
り
、
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
過
失
同
時
犯
の
成
立
は
、
各
実
行
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関

係
を
要
す
る
と
解
す
る
限
り
、
無
理
な
事
案
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

過
失
共
同
正
犯
肯
定
諭
の
立
場
か
ら
、
小
泉
英

一
「
業
務
上
過
央
致
死
と
共

犯
」
法
学
志
林
三
七
巻

一
二
号

(
昭

一
〇
)
八

一
頁
、
佐
瀬
昌
三

「過
失
犯

に
於
け
る
共
同
正
犯
の
成
立
」
法
律
論
叢

一
四
巻

蝋
一
号

(
昭

一
〇
)
六
八

頁
、
共
同
意
思
主
体
説
に
よ
る
過
失
共
同
正
犯
否
定
論
の
立
場
か
ら
、
草
野

豹

囲
郎

「
過
失
犯
と
共
同
正
犯
」
刑
事
判
例
研
究
三
巻

(
昭

一
二
)
八
五
頁

の
本
件
判
例
研
究
が
あ
る
。
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(
12
)

内
田
文
昭

・
前
掲
書

一
四
五
頁
以
下
参
照
。

(
13
)

同
判
決
は

「
原
判
決
は
、
…
…
右
の
ご
と
き
出
所
の
不
確
か
な
液
体
を
客

に
販
売
す
る
に
は

『
メ
タ
ノ
ー
ル
』
を
含
有
す
る
か
否
か
を
十
分
に
検
査
し

ヘ

ヘ

へ

た
上
で
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
の
あ
る
こ
と
を
判
示
し
、
被
告
人

等
幡
い
歩
か
恥
不
注
藤
ゆ
な
ひ
か
嚢
勝
か
齢
い
、必
要
加
検
査
い
レ
加
寒

、

ヘ

モ

ヘ

サ

へ

ゐ

原
判
示
液
体
は
法
定
の
除
外
量
以
上
の

『
メ
タ
ノ
ー
ル
』
を
含
有
し
な
い
も

ゆ
ど
軽
[儲
い
で
こ
れ
を
客

に
販
売
し
た
点
に
お
い
て
有
毒
飲
食
物
等
取
締
令

四
条

一
項
後
段
に
い
わ
ゆ
る

『
過
失

二
因
リ
違
反

シ
タ
ル
』
も

の
と
認
め
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
原
判
決
文
上
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
原
判
決
の

も

も

あ

モ

確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
右
飲
食
店
は
、
被
告
人
両
名
の
共
同
経
営

に

か
か
る
も
の
で
あ
り
・
叢

琢

購
売
啄

い
急

、
馨

か
簿

、
券

愈
暦
む
逢
絡
レ
で
賑
売
か
レ
か
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
此
点

に
お
い
て
被

告
人
両
名
の
間
に
共
犯
関
係
の
成
立
を
認
め
る
の
を
相
当
と

す

る
」
(傍
点

筆
者
)
と
し
た
。
な
お
、
「
過
失
犯
に
は
共
同
正
犯
を
認
む
べ
き
も
の
で

は

な
い
と
信
ず
る
か
ら
、
本
件
に
刑
法
六
〇
条
を
適
用
し
た
原
判
決
は
…
…
破

棄
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
」
と
の
少
数
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
。
過
失
共
同
正

犯
否
定
論
か
ら
の
本
件
判
例
研
究
と
し
て
、
平
場
安
治

「
過
失
共
同
正
犯
1

そ
れ
は
あ
り
得
る
か
」
法
学
論
叢
五
九
巻
三
号

(
昭
二
八
)

=

五
頁
、
斉

藤
金
作

「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
共
犯
判
例
と
共
犯
立
法

(昭
三
四
)
八
八

頁
参
照
。

(
14
)

平
野
龍

一
・
刑
法
総
論
皿

(昭
五
〇
)
三
九
四
頁
参
照
。

(
15
)

出
・
乏
。
一N
①
r

ω
9
象
窪

塁
ヨ

ω
唄
。。仲。
ヨ

鳥
。
の
ω
仲『ゆ
h『
Φ6
犀
。。
・
N
ω
叶≦
`

田

・
切
的
(
ち
ω
。。
ソ

9

呂
Φ
層
い
井
上
正
治

「
過
失
犯
と
共
同
正
犯
」
判
例
に

あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論

(昭
三
四
)
三
二
四
頁
。
な
お
、
西
村
克
彦

.

犯
罪
形
態
論
序
説

(昭
四

一
)
二
三
二
頁
、
時
武
英
男

「
過
失
犯
の
共
同
正

犯
」
判
例
演
習
刑
法
1

(総
論
)
(
昭
四
七
)
二
九
三
頁
参
照
。

(
16
)

植
田
重
正

「
過
失
犯
と
共
同
正
犯
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
巻
三
号

(昭

二
九
)

一
一
八
頁

(た
だ
し
、
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
)
、
小
野
清

一
郎
「
過

失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
」
刑
事
判
例
評
釈
集

一
五
巻

(昭

三
五
)
五
頁
。
な
お
、
本
件
で
は
過
失
同
時
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
も
可

能
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、
団
藤
重
光

「過
失
犯
と
人
格
責
任
論
」
日
沖
還

暦

・
過
失
犯
ω

(昭
四

一
)
八
四
頁
、
西
村
克
彦

・
前
掲
書
二
三
五
頁
、
時

武
英
雄

・
前
掲
書
二
九
四
頁
、
鈴
木
茂
嗣

「過
失
の
共
同
正
犯
」
ジ

ュ
リ
ス

ト
増
刊
刑
法

の
判
例

(昭
四
二
)

一
一
八
頁
な
ど
。

(
17
)

内
田
文
昭

「
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
」
北
大
法
学
会
論
集
八
巻
三

.
四
号

(昭
三
三
)

一
頁
、
同

「過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト
続
判
例

百
選

(昭
三
五
)
九
九
頁
、
同

「過
失
の
共
同
正
犯
」
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト
法

学
教
室
六
号

(昭
三
八
)

一
一
六
頁
、
同

「
過
失
と
共
犯
」
前
掲
書

一
六
〇

頁
、
同

「過
失
の
共
同
正
犯
」
刑
法
基
本
問
題
六
〇
講
(
増
補
版

.
昭
四
四
)

四
五
八
頁
、
同

「過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
法
学
演
習
講
座
刑
法
総
論

(昭
四

五
)
三
四
六
頁
、

同

「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
刑
法

の
基
礎

〔
入
門
編
〕

(昭
五
〇
)

一
七
六
頁
、
同

「
過
失
致
死
と
共
同
正
犯
」
判
例
と
学
説
8

.

刑
法
皿

(
昭
五

一
)
五
三
頁
、
木
村
亀
二

「
過
失
の
共
同
正
犯
」
判
例
演
習

刑
法
総
論

(昭
三
五
)

一
七
九
頁
、
中
義
勝

「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
別
冊

ジ

ュ
リ
ス
ト
刑
法
判
例
百
選

(昭
三
九
)
八
三
頁
、
高
橋
敏
雄

「
過
失
の
共

同
正
犯
」
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト
続
学
説
展
望

(昭
四
〇
)

一
五
四
頁
、
鈴
木
茂

嗣

・
前
掲
誌

一
一
七
頁
、

石
川
才
顕

「過
失
犯

の

共
犯
」
演
習
刑
法
総
論

(
昭
四
六
)
一
一三
四
頁

(
た
だ
し
消
極
説
)
、
西
本
晃
章

「
過
失
犯
の
共
同
正

犯
」
刑
法
総
論
判
例

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク

(
昭
四
七
)
八
四

頁

(
た
だ

し

消
極

説
)
、
西
原
春
夫

「過
失
犯
の
共
同
正
犯
は
あ
り
う

る

か
」
刑
法
二
〇
〇
題
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(昭
四
九
)
六
八
頁
、
萩
原
玉
味

「過
失
犯

の
共
同
正
犯
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
増

刊
刑
法
の
争
点

(
昭
五
二
)

=

酬三
頁
、
な
お
井
上
正
治

・
前
掲
書
三
二
四

頁
、
藤
木
英
雄

「
刑
法
総
論
の
諸
問
題

(
八
)
」
警
察
学
論
集

ニ
ニ
巻
三
号

=

一六
頁

.
新
版
刑
法
演
習
講
座

(
昭
四
五
)
二
二
四
頁

は
、

本
判
例

を

「
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
」
か
ら
の
帰
結
と
す
る
。

(
18
)
.
(
19
)

内
田
文
昭

「
過
失
と
共
犯
」
前
掲
書

一
六
二
頁
以
下
参
照
。

(
20
)

内
田
文
昭

「
看
護
婦
静
脈
注
射
過
誤
と
共
同
担
当
医
の
責
任
」
別
冊
ジ

昌

リ
ス
ト
医
事
判
例
百
選

(昭
五

一
)

輔
八
頁
参
照
。

(
21
)

内
田
文
昭

「過
失
共
犯
論
」
前
掲
誌

一
九
四
頁
参
照
。

(
22
)

内
田
文
昭

「
踏
切
警
手
の
注
意
義
務
」
別
冊
ジ

ュ
リ
ス
ト
交
通
事
故
判
例

百
選

(昭
四
三
)
二
二
八
頁
参
照
。

(
把3
)

井
上
正
治

.
前
掲
壷

三

五
頁
は

暴

焼
の
コ
ζ

を
過
熱
し
た
ま
ま
・

床
上
に
お
く
こ
と
じ
た
い
に
、
過
失
と
し
て
の
違
法
な
行
為
を
求
め
L
う
る

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
段
階
で
失
火
罪
の
実
行
の
着
手
あ

り
と
さ
れ
る

な
ら
ば
、
疑
問
で
あ
ろ
う
。

(
24
)

内
田
文
昭

「
過
失
と
共
犯
」
前
掲
書

一
六
七
頁
。

(
25
)

札
幌
地
判
昭
和
四
九

・
六

・
二
九
刑
裁
月
報
六
巻
六
号
七
四
二
頁
、
札
幌

高
判
昭
和
五

一
.
三

.
輔
八
高
刑
集
二
九
巻

一
号
七
九
頁
。
患
児
の
火
傷
結

果

へ
の
実
行
行
為
は
、
医
師
に
よ
る
電
気

メ
ス
器
の
執
刀
に
あ
る
の
か
、
看

護
婦
に
よ
る
電
気
メ
ス
器

へ
の
ケ
ー
ブ

ル
誤
接
続
自
体
に
あ
る
の
か
。
後
者

に
ま
た
は
両
者
を
併
せ
て
初
め
て
実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
医
師

は
、
ケ
ー
プ

ル
誤
接
続
に
よ
る
傷
害
を
予
見
し
え
た
の
み
で
は
足
ら
ず
、
さ

ら
に
誤
接
続
を
防
止
す
る
保
障
人
的
地
位

・
作
為
義
務
の
存
在
に
よ
り
、
不

作
為
正
犯
ま
た
は
間
接

・
共
同
正
犯
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し
て
初
め
て
、

過
失
費
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
結
果
予
見
可
能
性
と
作
為

義
務
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
26
)

島
田
武
夫

.
日
本
刑
法
新
論

(総
則
)
(大

一
三
)
三
五
六
頁
・

泉
ご
新

熊

.
日
本
刑
法
総
論

(
四
三
版

・
昭
八
)
六
三
六
頁
。
な
お
、
平
井
彦
三
郎

.
刑
法
論
綱
総
論

(昭
五
)
五
九
九

・
六
〇
〇
頁
は
過
失
不
作
為
の
共
犯

の

み
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
不
作
為
と
共
犯
に
関
し
て
は
、
西
村
克
彦

「
不

作
為
に
よ
る
嗣
助
」
共
犯

の
分
析

(
昭
四

一
)

一
一
一
頁
、
阿
部
純
二

「
不

作
為
に
よ
る
従
犯
」
刑
法
雑
誌

一
七
巻
三

・
四
号

(昭
四
五
)

一
頁

・
一
八

巻

一
.
一
一号

(昭
四
六
)
七

一
頁
、
神
山
敏
雄

「
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯

の

研
究
」
同
誌

輔
八
巻

一
・
二
号

(昭
四
六
)
四
頁
、
平
野
龍

一
・
前
掲
書
三

九
五
頁
、
内
田
文
昭

・
刑
法
1

(
総
論
)
(
昭
五
二
)
二
九
五
頁

お
よ
び

後

注

(
50
)
参
照
。

(
27
)

な
お
、
萩
原
玉
味

・
前
掲
誌

一
二
噌二
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
同
時

犯
と
し
て
処
理
が
可
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
<

oq
卜
即

∪
・
属
o
轟
幕
磧
矯

↓
馨
臼
駕
ず
畦
鈴
戸§
島
浮

譜
昌
婁
ヨ
o
(
一㊤
謡
)

噂
ω
甲
ま

摯
"
ω
.
苺

庸
●

(
28
)

そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭

・
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論

(
昭
四
八
)
三
五
頁
以
下
、
鈴
木
茂
嗣

「
過
失
の
共
同
正
犯
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

増
刊
刑
法
の
判
例
第
二
版

(
昭
四
八
)

=

一七
頁
参
照
。
な
お
、
共
同
意
思

主
体
説
と
過
失
共
同
正
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
注

(
33
)
・
(
40
)
参

照
。

(
29
)

牧
野
英

嚇
・
日
本
刑
法
上
巻
総
論

(昭

一
四
)
四
〇
九
頁
。

(
30
)

牧
野
英

一
.
刑
法
総
論

(
昭
二
九
)
四

一
九
頁
、
宮
本
英
脩

・
刑
法
学
粋

(昭
六
)
三
九

一
頁
、
同

・
刑
法
大
綱

(昭

一
〇
)

一
九
四
頁
、
植
田
重
正

.
刑
法
要
説

(
昭
二
四
)
一
一
三
二
頁
、
木
村
亀
二

・
刑
法
総
論

(
昭
三
四
)

四
〇
四
頁
、
同

.
犯
罪
論
の
新
構
造
(
下
)
(
昭
四
三
)
二
四
九
頁
、
平
野
龍

咽
.
前
掲
書
三
六
四
頁
、
佐
伯
千
傍

・
改
訂
刑
法
講
義

(総
論
)
(
昭
四
九
)
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三
三
一
一頁
参
照
。

(
31
)

内
田
文
昭

・
前
掲
書
八
頁
。

(
32
)

大
場
茂
馬

・
刑
法
総
論
下
巻

(
二
版

・
大
六
)

一
〇

=
二
～
四
頁
、
吉
田

常
次
郎

・
日
本
刑
法

(大

一
四
)

=
二
五
頁
、
小
泉
英

一
.
刑
法
要
論

(総

論
)
(昭

一
五
)
二
二
八
頁
、
木
村
亀
二

・
新
刑
法
読
本

(昭
二
五
)
二
七
二

頁

な
ど
・

反
対

・
滝
川
幸
辰

・
犯
罪
論
序
説

(昭
二
二
)
ニ
ニ
九
頁

(「補

充
し
合
う
行
為
に
よ

っ
て

一
つ
の
結
果
に
到
達
し
よ
う
と
ゆ
う
決
心
が
共
同

正
犯
の
綜
合
的
要
素
」
で
あ
る
と
さ
れ
な
が

ら

も
、
「結
果
を
共
同
し
て
引

ぬ

ゆ

起
そ
う
と
ゆ
う
部
分
行
為
を
含
む
決
心
」
つ
ま
り

「
故
意
」
の
意
思
連
絡
を

要
求
さ
れ
る
。)
、
井
上
正
治

・
刑
法
学

(総
則
×
昭
ご
六
)
二
二
七
頁
(「
一

定
の
結
果
を
実
現
す
る

『
行
為
支
配
』
の
意
志
が
欠
け
る
」
)
、
荘
子
邦
雄

.

刑
法
総
論

(
昭
四
〇
)
二
八
八
～
九
頁

(「
結
果
実
現
に
む
か
っ
て

意
思

を

統

一
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
)。

こ
の
意
味
で
は
、
共
同
意
思
主
体
説
の

立
場
か
ら
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
さ
れ
る
植
松
正

・
再
訂
刑
法
概
論
-
総
論

(
昭
五
〇
)
三
七
〇
頁
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
意
思
主
体
説
は
犯
罪

共
同
説
の

一
つ
の
適
用
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
33
)

共
同
意
思
主
体
説
の
立
場
か
ら
過
失
爽
同
正
犯
を
否
定
す
る
も

の
と

し

て
、
草
野
豹

一
郎

・
刑
法
総
則
講
義

(昭

一
〇
)
二
〇
〇
頁
、
斉
藤
金
作

.

刑
法
総
論

(改
訂
版

・
昭
三
〇
)
二
三
三
頁
、
植
松
正

.
前
掲

書

三
〇

五

頁
、
西
原
春
雄

・
刑
法
総
論

(昭
五
二
)
三
三
六
頁
。
な
お
前
注

(32
)
お

よ
び
後
注

(
40
)
参
照
。

(
34
)

団
藤
重
光

・
刑
法
綱
要
総
論

(
昭
三
二
)
二
九
九
頁
、
同

「
過
失
犯
と
人

格
責
任
論
」
前
掲
書

六
五
頁
以
下
、

大
塚
仁

・
刑
法
概
説

(総
論
)
(
昭
三

八
)

一
九
六
頁
、
西
本
晃
章

・
前
掲
書
八
五
頁
。

(
35
)

過
失
の
本
質
を
意
識
的
部
分
に
求
め
る
立
場
か
ら
、
内
田
文
昭

「過
失
共

同
正
犯
論
の
反
省
」
刑
法
雑
誌

一
五
巻
二
号

(昭
四
一
一)
二
五

一
頁
以
下
、

同

・
前
掲
書
二
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
36
)

大
塚
仁

「過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
注
釈
刑
法
②
の
皿

(昭
四
四
)
七
三
五

頁
。

(
37
)

平
野
龍

一
「
刑
法
の
基
礎
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

一
四
二
号

(昭
四
三
)
三
〇

頁
、
鈴
木
茂
嗣

・
前
掲
誌

一
二
九
頁
参
照
。

(
38
)

牧
野
英

一
・
日
本
刑
法
上
巻
総
論
四
四
四
頁
、
市
川
秀

男

.
刑

法

総

論

(昭
三
六
)
二
九
八
頁
、
植
田
重
正

「
片
面
的
共
同
正
犯
」
斉
藤
還
暦

.
現

代
の
共
犯
理
論

(
昭
三
九
)
二
三
三
頁
以
下
、
沢
登
佳
人

「
片
面
的
共
犯
」

ジ

ュ
リ
ス
ト
増
刊
刑
法
の
判
例
第
二
版

一
一
四
頁
、
佐
伯
千
初

.
前
掲
書
三

四
八
頁

な
ど
参
照
。

な
お
、

中
義
勝

・
刑
法
総
論

(昭
四
七
)
二
三
四
頁

は
、
過
失
犯
に
は
片
面
的
共
同
正
犯
が
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。

(
39
)

平
野
龍

一
・
刑
法
総
論
H

三
九

一
頁
。

だ

が
、

同
教
授
が
片
面
的
共
同

「
正
犯
」
を
認
め
な
が
ら
も
こ
れ
を
間
接

「
正
犯
」
と
し
・兄
な
い
と
さ
れ
る

の
は
、
佐
伯
教
授
が
お
よ
そ
間
接

「
正
犯
」
を
否
定
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
共

同

「
正
犯
」
に
還
元
さ
れ
る
と

さ

れ

る

(前
掲
書
三
四
九
頁
)
の
と
同
様

に
・

奇
妙

に
も
思
わ
れ

る
。

な
お
、
界

穿

含

。q
・
豆
。
∪
『㊦
ひ

藍
豆
①
ζ
Φ

鴇
田
津
g
簿
嵩
o
げ
臼

く
o
鑓
馨
毛
o
答
嵩
o
ゲ
冒
①
#
"
鉱
①
『

↓
馨
Φ
『・

ユ
o
「

<
韓
,

霞
超
魯

霞

(
晒甑d
「　7
①
げ
而
「
..)
§

ユ

O
o
三
一貫

O
碧

田

・
芦

(
一8
。。
y

ω
・

一ゼ

は
、
未

だ
決
意

し
て
い
な
い
老

に
犯
罪
的
決
意

を
う
、兄
こ
む
場
合

に
も

共
同

正
犯

に
な
る
と
す

る
。

自
由

に
決
意

し
実
行

し
て
い
る
以

上
、
背
後
者

は
正

犯
に
な
ら
な

い
と

い
う
の
は
、
実

に
奇
妙
な
因
果
関
係

の
切
断

で
は
な

い
か
。

一
定

の
誘
因

に
よ
り
他
人
を
規
定
す
る

の
は
、
犯
罪
目
的

の
た
め
の

最

も
有
効
な
手
段
で
あ

る
。
規
定
者
が
実
行
者

を
有
能
な
道
具

に
す
れ
ぽ
、

実
行

者
が

誤

っ
て
し

た
か
、
意
識
的

に
か
、
奉

仕
者
で
あ

っ
た
か
は
ど
う

で

104CIO4)



刑事判例研究(ヒ)

も
よ
い
こ
と
で
あ

る
と
。
勿
論
、
教
唆
犯
と
正
犯

と

の
明
確
な
限
界
点
は
何

か
と

い
う
問
題

は
残

る
。

(
40
)

下
村
康
正

.
共
謀
共
伺
正
犯
と
共
犯
理
論
(
昭
五
〇
)
一二
三
頁
以
下
参
照
、

な
お
同
書

}
七

二
頁

は
、
過
失
共
同
正
犯
を
否
定

す

る
の
が
共
同
意
思
主
体

説

か
ら
の
論
理
的
に

一
貫

し
た
結
論
で
あ

る
と
さ

れ
る
。

反
対

・
小
泉
英

一

.
刑
法
総
論

(
三
訂
版

・
昭

四
八
)

一
九

三

・
一
八

一
頁
参
照
。
さ
ら

に
、

前

注

(
33
)
参
照
.

(
41
)

内

田
文

昭

「
過
失
共
同
正
犯

の
成
否
」
前
掲
誌

四
頁
以
下

(
刑
法

に
お
け

る
過
失
共
働

の
理
論
七
頁
以
下
所
収
)
。

(
42
)

内

田
文
昭

「過

失
と
共
犯
」
前
掲
書

一
七

一
頁

。

(
43
)

内
田
文

昭

「
過
失
致
死
と
共
同

正
犯
」
前
掲
書

五
八
頁
。

(
44
)

江
家
義
男

.
刑
法
講
義
総
則
篇

(
昭

二
四
)

三

八
〇
頁
、
佐
伯
千
傍

・
前

掲
書
三
四
八
頁
な
ど
。
〈
αq
ド

閑
o
霞
β
=
曽
丁
白
鋤
コ
αq
ρ

ω
什O
¢d

こ

お

・
〉
蝦
ぬ

(
δ
①
一
y

Q白
會
一
刈
ト

(
45
)

国
・

ω
餌
ヨ
のo
P

Q自
望
。。冨
ヨ
卑
一。。9

Φ
「

図
8
μヨ
Φ
艮
輿

N
=
ヨ

Qo
茸
鋤
齢
①
紹

{N
σ
藍
6
貫

田

・
ご

〉
↓
.

(
一ゆ
胡
ソ

ψ

卜。
8
噛

ゆ
謡

幻
P

観
・

は
、
同
時

正
犯
概

念
は
不
要

で
あ

り
、
間
接

・
共
同
正
犯

の
要
件
が
な
し

に
、
他
人

を

利
用
す

る
単
独
正
犯
な

の
だ
と
す

る
。
国
出

・
密
ω
7
①
。
ぎ

冒
①
響
ぴ
¢
畠

自
Φ
。。

ω
叶「駄
噌。
。
ぽ
。。・
〉
↓
こ

b。
・
〉
島

・
(
遙
認
y

ψ

鰹

Φ

も
、

岡
時
正
犯

の
概

念

は
共
同
正
犯
の
対
置
物

の
総
称
で
理
論
的
意
義
を

も
た
な
い
と
す
る
。

(
46
)

<
αq
一・
国
・
切
冒
象
昌
ぴq
噸
U
舘

ω
鱈
豆
Φ
開
け
鳥
9

<
興
鐸
Φ
o
び
Φ
箒
の

¢
5
飢

臼
o

ω
舞
N
=
鵠
αq
fう
鵠

◎
窃

.ぐ
o
話
簿
≦
寳
hω

N
口

Φ
ぎ
o
ヨ

∪
①
母
驚
び
Φ
コ

ω
訂
既

臨

ぴq
Φ
の卑
N
9

9

..
飴
竃

「
島
Φ

.、↓
①
陣ぎ
魯

ヨ
Φ
..導
O
押

窓

"

¶①
・

(
一⑩
δ
)
博

ψ

O
¢
∴

飢
Φ
誘
;

O
霞
鼠

諏
。・
融
脅

。・
号

9
需
げ
窪

ω
叶「無
希
筈

酢2

》
↓

二
。。●

〉
賃
沖

(
お

一
gQ
y

ω
.
冨

ρ

(
47
)

共
同

正
犯
規
定
を
置
か
な
か

っ
た
ド
イ

ッ

一
九
〇
九
年
刑
法
草
案

に
つ
い

て
、
閑
・じd

一諄
象
コ
『q
矯
O
ψ
鴇
窪

雨
◎
の
。。
窯
戸

牧
野
英

一

「
共
同
正
犯

に
就

て
」
刑

法
研
究

一
巻

(大

八
)

一
〇

七
頁
以
下
参
照
。

(
48
)

内

田
文
昭

・
刑
法

1

(総
論
)

二
八
二
頁
注

(
1
)

は

一
方
的

共
同
正
犯

を
同
時

犯
と
す
る
。
な

お
、
前
注

(
38
)

参
照
。

(
49
)

涛
ρ

ω
戸

淫

』

ゆ

ω
』

お
∴

戸

蛍
&

廟コ
αq
Ψ
O
鍵

巳

ユ
銘

噌
ψ

=
刈
F

崩
汐

α
Φ
畠
二

〇
冨

鳥
希
一
〇
建
昌
黛
O
『ヨ
①
嵩

蟻
Φ

。。
<
霞
げ
話
6
ン
①
「
勝
O
ぽ
O
騨
ω
午

玄
簿

戸

ψ

戯
h・・
9

=
攣

㎞
甲

ζ

コ
伽q
P

O
o
『
ヨ
o
紆

ヨ
Φ
↓
馨
臼
冨

ゆ亀
「
庵

§

α
α
2

血
2

諾
α
印Φ
oり
需
鉱
αq
①
。。簿
N
①
葺
≦
=
「隔
(
一¢
ω
㎝
ソ

ψ

呂
ヒ
ψ

切
。。
{
∴

}(
。
琴

蝉
諾
。。。
7

富

躍

P

鋤
・
騨

ρ

戸

ド

ρ

〈
9

雀

ご

停

ま

罫

Φ
-

縛
げ
門
&

Φ
「

・
もo
陣O
じd
・藁

①
・
〉
島

・
(
一¢
認
ソ

9

ω
㎝
伊

蜜

』

ω
、
<
g

吻

ミ
.

こ

の
見
解

に
対

し
て
は
、
内

田
文
昭

・
刑
法
に
お
け
る
過

失
共
働

の
理

論
九
頁

注

(
7
)

は

「無

用
な
考

え
方
」

で
あ

る
と
さ
れ
、
西
原
春
夫

「共

伺
正
犯

に
お
け

る
犯
葬

の
実
行
」

斉
藤
還
暦

・
現
代

の
共
犯
理
論

一
四
四
頁

以
下

は
、
共
同
意
思
主
体
説

の
立
場
か
ら
、
責
任
能
力
者

へ
の
行

為
支
配
を

認

め
・兄
な

い
と
さ
れ
、
中
義
勝

「
共
同
正
犯

の
正
犯
性
」
同
吾

一
八
三
頁
以

下

は
、
他

人

の
行
為
を
自
分
で
な
し
た
場
合
と
同
視

で
き
る
ほ
ど
自
由

に
支

配

し
、兄
な

い
と
批
判
さ
れ

る
。
同
旨

・
植
田
重
正

・
前
掲
書

二
四
八
頁
。
だ

が
、
共

同
正
犯
も
間
接
正
犯
も

「
正
犯
」
と

し
て

の
共
通

・
固
有

の
成

立
要

件
を
充

足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
全
体
的

・
連
帯
的

に
考
察
す

る
と
正
犯

に
な
る
も

の
が
、
分
析
的

・
個
別
的

に
考
察
す
る
と
正
犯

に
な
り

サ

へ

、兄
な

い
の
は
疑
問

で
あ
る
。
責
任
能
力
者

に
対
す
る
間
接
正
犯
が
あ
り
え
な

い
な
ら

ば
、
貴
任
能
力
者
と

の
共
同
正
犯
も
同
じ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
な

お
、
晶則
注

(鐙
)
・
(
45
)
・
(
46
)
参
昭
仙。

(
50
)

不
作

為

の
共
同
正
犯
に
関

し
て
は
、

目
的
的
行
為
論
よ
り
不
作

為
故
意

は

Cxos)105



存

在

し

な

い

か

ら

、

共

同

の

行

為

決

意

も

問

題

に

な

り

え

な

い
と

し

て
、

こ

れ

を

否

定

す

る

見

解

(
〉
『
ヨ

.
胃
拶
鼠

ヨ

謬

P

U

閂o

U
o
晦
ヨ

帥
江
脚

血
9

¢
p
、

冨

ユ
霧

窪

コ
㊤q
巴

①
録
臨

ρ

一
〇
㎝
ρ

6∩
骨一
Q。
㊤
…

O

.
O
纂

5
薫
巴

鼻

臣

Φ

ゆ
簿

Φ
一=
,

ゆ頃
犀
昌
働q

ユ
霞

o
『

¢
三

Φ
ユ
霧

。。
①
ロ
"
O

>
・

お

㎝
P

ψ

一一
ご

国

・
♂
<
①
一N
o
押

O
器

∪
①
口
一
Q日
6
げ
⑦

ω
耳
偉o
陣
①
6
ゴ
戸

一一
・
〉
二
ゆ
二

一
⑩
①
ρ

Q∩
.
bこ
0
9

、

各

義

務

者

が

正

犯

者

と

な

る

か

ら

、

考

え

ら

れ

て

も

実

益

が

な

い

と

す

る

見

解

(
ω
o
ず
9

落

、

Qo
6
ぼ

σ
◎
①
「
.
卑

p

O
二

ψ

ω
鮒

層

伽
ミ

<
o
『
・
恥
q。
.
"
℃
●

切
8

評
o
一
日
ロ
コ
P

ω
需
p
蹄
Φ
o
窪

矯
〉

↓
二

一
り
刈
ω
・

Qり
.
一
〇
〇
暁
∴

「
・

0
茜

ヨ

Φ
『
団

言

停

7
α
コ
『
Φ
,

ω
6
ぼ

α
良
①
さ

Qo
叶
O
しd
.

一
。。
、

〉
=
島
・
一
ミ

ゆ

ω
.
窪

伊

働

伽
謡

く
禽

・
"
昌
・
Q。
Q。
・

on
・
ω
α
伊

ゆ
誤

幻
P

お

・
)
、

例

外

的

に

意

味

を

も

つ

と

す

る

見

解

(
O
●

ω
嘗
毎

Φ
コ
妄

o
#
貫

曽

鑓

守
Φ
o
ン
ご

〉
↓
.

H

卜。

》
自

一
.
一
⑩
♂

辱

oa
・
N
O
ω
讐

閑
諮
・

一
〇
①
ご

共

同

し

て

の

み

侵

害

し

う

る

場

合

、

例

え

ば

、
一
人

の
異

な

る

鍵

を

同

時

に
使

用

し

て

の

み

他

人

が

誤

っ

て

監

禁

さ

れ

て

い
る

金

庫

が

開

く

場

合

"

閏

・国

"
}
①
鴇

ゴ
0
6
置

葺。
・
僧
.

O
・、

Q∩
'

訟

。。

"

共

同

義

務

者

が

共

同

し

て

の

み

履

行

し

う

る

場

合

、

例

え
ば

一
緒

に
す

る

こ

と

が

.要

求

さ

れ

る

夫

婦

の
所

得
税
通
告
1

こ
れ
は
挙
動
犯
で
あ

る

こ
と
に
注
意
す

べ
き

で
あ
る
..

旧
O
・

閑
o
巴

P

↓

薄

①
誘

6
ゴ
9ρ
津

¢
コ
O

↓

拶
3

臼

「
。。
魯

駄

r

P

>
二
ゆ
・

一
㊤
φ
メ

Q∩
・

蒔
$

{
∴

ド

イ

ツ
刑

法

三

四

七

条

の
法

定

義

務

の

よ

う

に

単

一
の

共

同

義

務

が

あ

る

場

合

旧

即

ω
6
ず
ヨ

置

苺

偉
。。
①
さ

ω
耳
⇔
舜
Φ
9

r

>
↓
二

一
鴇

P

ψ

㎝
ゆ
ω
甲
即

一)
話

ゴ
①
お

ω
貯
O
切
二

ω
鈴

〉
=
沖

一
雪

ρ

Q∩
■

一
一
〇。
鴇

㎜
卜。
㎝

肉
p

刈

…
複

数

の
義

務

者

が

そ

の

違

反

を

共

同

し

て

決

意

す

る

場

合

)
、

一
般

的

に

こ

れ

を

肯

定

す

る
見
解

(卑

竃
・・
舞

碧
貫

O
窪

。・。
冨

の

ω
壼

常

。
9

>
↓
こ

野

〉
二
ゆ
こ

一㊤
刈
厨

ψ

の
⑰
一
.
…
各
行
為
者

が
単

一
の
結
果
防
止
義
務

を
も

つ
場
合

こ

』

窪

ヨ
き

ρ

ω
冨

富

畠

峠冒
〉
↓
二

g

>
島

・し

㊤
斜

ω
・
韻
Φ
"
ド
イ
ッ
刑
法
二
五
条
以
下
の
共
犯
規
定
は
不
作
為
犯
に
も
妥
当
す

べ
き

で
あ
る

.)
な
ど
が
対
立
し

て
い
る
。

だ
が
、

こ
こ
で
は
、
国
。
凶
5

と

ω
。
ず
巳

穿

p。
富
僅

を

除

い
て
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す

る
か
ら
、

過
失
不

作
為

の
共
同
正
犯
も
同
じ

こ
と

に
な
ろ
う
。

な
お
、
前
注

(
26
)
参
照
。

(
51
)

平
野

龍

一

「旅
客

の
整
理
誘
導
な
ど
を
取
り
扱
う
駅
員

の
注
意
義
務
」
警

察

研
究
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