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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

過
失
の
共
同
正
犯
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
最
近
の
ド
イ
ツ
で
は
、
平

穏
な
状
況
と
な
っ
て
い
る（（
（

。
共
同
正
犯
は
故
意
犯
と
の
関
係
で
の
み

問
題
に
な
る
と
す
る
従
来
の
見
解
は
、
次
第
に
、
共
同
正
犯
は
過
失

犯
に
も
拡
張
可
能
だ
と
す
る
見
解
の
後
塵
を
拝
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た（（
（

。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
拡
張
の
正
当
性
に
疑
問
を
提
起

す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

議
論
状
況
の
お
お
ま
か
な
ま
と
め
（
Ⅱ
（
の
後
に
、
次
の
三
つ
の

ス
テ
ッ
プ
で
論
証
を
展
開
す
る
。
第
一
に
、
過
失
の
共
同
正
犯
が
抱

え
る
と
さ
れ
る
解
釈
論
上
の
難
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、

過
失
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
批
判
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
問
題
の

大
部
分
が
、
実
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
（
Ⅲ
（。
次
い

で
、
過
失
の
共
同
正
犯
の
支
持
者
が
満
足
な
回
答
を
し
て
い
な
い
核

心
的
な
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
け
る

「
相
互
帰
属（（
（

」
と
い
う
重
大
な
法
律
効
果
の
（
理
論
的
な
（
正
当
化

の
問
題
で
あ
る
（
Ⅳ
（。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
も
の
は

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
、
過
失
の
共
同
正
犯
に

は
実
務
上
の
必
要
性
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と

を
試
み
る
。

Ⅱ　

議
論
の
歴
史
の
素
描

　

R
oxin

の
記
念
碑
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
『
正
犯
と
行
為

支
配
』
の
中
に
そ
の
完
成
形
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
従
来
の
関
与

ル
イ
ス
・
グ
レ
コ

佐　

藤　

拓　

磨
／
訳

過
失
の
共
同
正
犯
？

―
―
一
つ
の
批
判
―
―

資 料
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形
態
の
体
系
で
は
、
故
意
犯
の
領
域
に
お
い
て
の
み
、
様
々
な
正
犯

（
お
よ
び
共
犯
（
間
の
区
別
が
あ
る
。
過
失
犯
に
は
、
統
一
的
正
犯

体
系
が
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
関
与
者
が
正
犯
、
よ
り
正

確
に
は
、
同
時
正
犯
な
の
で
あ
る（4
（

。
あ
ら
ゆ
る
関
与
者
に
対
し
て
正

犯
と
し
て
（
同
時
正
犯
と
し
て
（
責
任
を
問
い
う
る
た
め
、
長
い
間
、

こ
の
体
系
に
基
づ
い
て
、
過
失
の
共
同
正
犯
は
ま
っ
た
く
必
要
な
い

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
現
実
は
体
系
よ
り
も
や
っ
か
い
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。「
関
与
」
が
―
―
少
な
く
と
も
（
帰
属
可
能
な
（

結
果
の
共
同
惹
起
の
意
味
に
お
い
て
―
―
既
に
疑
わ
し
い
事
件
が
起

こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
し
か
に
「
犯
行
の
場
に
い
た
」

と
い
う
限
り
で
は
人
物
が
関
与
し
た
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
そ
の

人
物
の
関
与
が
な
く
て
も
結
果
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
、

ま
た
、
そ
の
人
物
が
結
果
を
共
同
惹
起
し
た
か
ど
う
か
は
、
ま
っ
た

く
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
議
論
は
、
と
り
わ
け
、
二
つ
の

事
例
を
手
掛
か
り
に
し
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
連
邦
裁

判
所
の
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
と
ド
イ
ツ
の
皮

革
ス
プ
レ
ー
事
件
で
あ
る（5
（

。

　

ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
（BGE （（（ IV

, 5 8

（
は
、
二

名
の
友
人
が
、
暇
つ
ぶ
し
に
、
山
で
重
量
の
あ
る
石
塊
を
下
方
に
向

け
て
転
が
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
一
人
の
釣
り
人
が
、
そ
の

う
ち
の
一
つ
の
石
塊
に
ぶ
つ
か
り
、
死
亡
し
た
。
誰
が
そ
の
石
を
転

が
し
た
の
か
は
、
判
明
し
な
か
っ
た
。
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
は
、
過

失
致
死
の
刑
責
に
つ
い
て
、
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
に
よ
り
こ
の
二
名

を
無
罪
と
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
同
裁
判
所
は
、「
共
同
し

て
行
わ
れ
た
全
体
行
為
と
生
じ
た
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
」

（BGE （（（ IV
, 6 0

（
を
問
題
に
し
た
。
こ
れ
は
、
実
際
の
と
こ
ろ

は
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
の
と
少
な
く
と
も
ほ
ぼ
等
し
い
も

の
で
あ
り（6
（

、
そ
の
結
果
、
証
明
の
問
題
は
な
く
な
っ
た
。

　

有
名
な
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
（BGH

St （7, （06

（
は
、
多
数
の

問
題
を
提
起
し
た
。
本
稿
と
の
関
係
で
我
々
の
興
味
を
引
く
の
は
、

そ
の
複
雑
な
事
案
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皮
革
ス
プ

レ
ー
の
健
康
へ
の
有
害
性
を
知
る
手
が
か
り
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
取
締
役
会
の
構
成
員
が
製
品
回
収
に
関
す
る
議
決
の
際
に
回

収
に
賛
成
票
を
投
じ
な
か
っ
た
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
取
締
役
会
は

九
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
、
各
構
成
員
は
、
そ
の
票
は

ま
っ
た
く
重
要
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
賛
成
に
投
じ
な
か
っ
た
こ
と

が
結
果
を
惹
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
相
互
に

刑
事
責
任
を
免
れ
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
た
め
に
、

法
感
情
に
訴
え
た
。「
そ
れ
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、

明
白
で
あ
る
」（BGH

St （7, （（（

（
と
し
た
の
で
あ
る
。
解
釈
論
的
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な
観
点
で
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
非
常
に
控
え
め
な
態
度
を
と
っ

た
。
し
か
し
、
重
畳
的
因
果
関
係
の
形
象
を
援
用
し
た
よ
う
に
み
え

る
（BGH

St （7, （（0f.

（
7
（

（。

　

重
畳
的
因
果
関
係
を
介
し
た
根
拠
づ
け
に
は
、
明
ら
か
に
問
題
が

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
重
畳
的
因
果
関
係
の
事
例
状
況
は
、
過
剰
な

行
為
寄
与
は
な
く
、
複
数
の
行
為
寄
与
が
累
積
し
て
は
じ
め
て
結
果

を
引
き
起
こ
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る（8
（

。
そ
の
た
め
、
こ
の
判
決
は
、

学
説
に
従
来
の
共
犯
理
論
体
系
の
修
正
を
目
指
す
き
っ
か
け
を
与
え

る
も
の
と
な
っ
た
。
過
失
の
共
同
正
犯
を
承
認
す
る
こ
と
に
賛
成
す

る
見
解
が
増
え（9
（

、
そ
れ
に
よ
り
両
事
件
に
お
け
る
難
点
は
容
易
に
克

服
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
故
意
犯
の
場
合
に
認
め
ら

れ
て
い
る
共
同
正
犯
の
要
件
は
修
正
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
故
意
の

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
主
観
面
で
は
共
同
の
行
為
決
意

（
行
為
計
画
（
が
、
客
観
面
で
は
共
同
の
行
為
遂
行
（
ま
た
は
重
要

な
行
為
寄
与
（
が
必
要
だ
と
す
る
の
で（（1
（

、
過
失
の
共
同
正
犯
の
支
持

者
は
、
通
常
、
主
観
面
で
は
共
同
の
作
業
の
認
識
ま
た
は
共
同
の
行

為
計
画（（（
（

が
、
客
観
面
で
は
注
意
義
務
違
反（（1
（

が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ

る
。

Ⅲ　
（
み
か
け
上
の
（
解
釈
論
的
な
難
点

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
関
与
の
モ
デ
ル
は
、
抵
抗
な
く

は
放
棄
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
通
じ
た
拡

張
に
対
す
る
批
判
の
大
部
分
は
、
核
心
を
突
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

1
．
過
失
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
非
難
と
し
て
お
そ
ら
く
最
も
広

ま
っ
て
い
る
の
は
、
過
失
の
共
同
正
犯
に
は
行
為
決
意
ま
た
は
行
為

計
画
が
欠
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（（1
（

。
こ
の
非
難
は
、
こ
の
法
律
構

成
の
支
持
者
に
対
し
て
特
に
感
銘
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
は
、
こ
の
新
し
い
法
律
構
成
の
要
件
は
、
過
失
犯
の
本
質

に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
故
意
の
共
同

正
犯
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
反

論
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る（（1
（

。

2
．
刑
法
典
二
五
条
二
項
（
訳
者
注
：
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、

「
刑
法
典
」
と
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
を
指
す
。「
民
法
典
」
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。（
に
反
す
る
と
い
う
主
張
も
時
折
み
ら
れ
る（（1
（

。
こ

の
論
拠
も
特
に
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
な
ぜ
「
共
同
し

て
」
と
い
う
文
言
か
ら
故
意
の
要
件
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
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い
の
か
が
、
既
に
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い（（1
（

。
加
え
て
、
類
推
禁
止

お
よ
び
文
言
の
限
界
は
、
も
と
も
と
、
総
論
に
お
い
て
は
、
非
常
に

弱
い
働
き
し
か
し
な
い（（1
（

。
第
三
に
、
こ
の
論
拠
は
、
仮
に
そ
れ
が
当

を
得
て
い
た
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
ド
イ
ツ
で
し
か
意
味
を
持
た

な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
論
拠
が
日
本
刑
法
典
六
〇
条
に

関
し
て
意
味
を
持
つ
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に

答
え
る
資
格
は
筆
者
に
は
な
い（（1
（

。

3
．
第
三
の
あ
ま
り
説
得
力
の
な
い
批
判
は
、
お
そ
ら
く
最
も
著
名

な
過
失
の
共
同
正
犯
の
反
対
論
者
、
つ
ま
りPuppe

に
よ
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。Puppe

は
、
こ
の
法
律
構
成
を
用
い
て
因
果
関
係

の
証
明
を
省
く
試
み
は
誤
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
共
同
正

犯
は
既
に
因
果
関
係
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
因
果
関
係
を
基
礎
づ
け
う
る
の
で
は
な
い
、
と

す
る
の
で
あ
る（（1
（

。
こ
の
論
証
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
因
果
関
係
の
二

つ
の
異
な
る
基
準
点
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
基
準
点
と

は
、
つ
ま
り
、
共
同
の
行
為
と
最
終
結
果
で
あ
る
。
個
々
の
寄
与
の

い
ず
れ
も
が
、
前
者
の
基
準
点
に
対
し
て
因
果
的
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
の
は
、
同
義
反
復
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
共
同
正
犯
者
も

関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
同
の
行
為
な
し
に
は
、
共
同
正
犯
に

は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
失
の
共
同
正
犯
の
支
持
者

は
、
こ
の
よ
う
な
自
明
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
最
終
結
果
、
つ
ま
り
石
が
衝
突
し
た
ハ
イ
カ
ー
の

死
亡
ま
た
は
皮
革
ス
プ
レ
ー
使
用
者
の
健
康
侵
害
を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
付
加
的
共
同
正
犯
（
銃
殺
部
隊
が
典
型
的

な
例
で
あ
る
（
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る（11
（

。

す
な
わ
ち
、
故
意
犯
の
場
合
で
も
、
個
々
の
寄
与
の
最
終
結
果
に
対

す
る
因
果
性
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（1（
（

。

Ⅳ　

 

核
心
的
問
題
―
―
批
判
に
耐
え
う
る
相
互
帰
属
の
根

拠
の
欠
如

　

前
述
し
た
解
釈
論
上
の
難
点
は
、
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
活
気
を
与
え
る
過
失
の
共
同
正
犯
に
対

す
る
反
感
は
、
正
し
い
直
観
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
を
以
下
で
は
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

Puppe

は
、
こ
の
点
に
関
し
て
問
題
の
核
心
を
明
確
に
述
べ
、
過

失
の
共
同
正
犯
の
支
持
者
に
対
し
、
そ
の
法
律
構
成
に
対
す
る
法
倫

理
的
な
基
礎
づ
け
を
提
示
す
る
よ
う
求
め
た（11
（

。
そ
の
理
由
は
、
共
同

正
犯
は
、
他
人
の
行
為
寄
与
を
自
分
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
、
つ

ま
り
、
一
般
的
に
は
、
も
ち
ろ
ん
い
く
ら
か
不
正
確
で
は
あ
る
が（11
（

、

相
互
帰
属
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
行
為
者
に
対
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し
て
特
別
の
正
当
化
が
必
要
な
法
律
効
果
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る（11
（

。

　

Puppe

の
見
解
に
は
、
こ
の
点
で
は
完
全
に
同
意
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
、
こ
の
機
会
に
、
こ
の
批
判
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
い
。

以
下
の
四
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
こ
れ
を
行
う
。
第
一
に
、
故
意
犯
の
共

同
正
犯
に
対
す
る
疑
念
と
正
当
化
の
必
要
性
を
も
う
少
し
明
確
に
示

し
た
い
（
Ⅳ
．
（
（。
次
い
で
、
そ
の
正
当
化
の
試
み
の
い
く
つ
か

に
つ
い
て
検
討
す
る
（
Ⅳ
．
（
（。
最
後
に
、
こ
の
正
当
化
を
過
失

犯
に
転
用
す
る
こ
と
は
成
功
し
得
ず
（
Ⅳ
．
（
（、
ま
た
、
他
の
独

自
の
正
当
化
の
論
拠
も
同
様
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
い
（
Ⅳ
．

4
（。

1
．
共
同
正
犯
の
特
別
の
正
当
化
の
必
要
性

　

厳
格
な
自
己
答
責
性
原
理
（
完
全
に
答
責
的
な
正
犯
の
背
後
に
正

犯
な
し
（
に
懐
疑
的
な
立
場
を
採
っ
た
と
し
て
も（11
（

、
共
同
正
犯
が
自

明
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
い
わ
ゆ
る
相
互

帰
属
と
い
う
法
律
効
果
は
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

友
人
Ａ
と
Ｂ
の
間
で
、
Ａ
が
被
害
者
に
拳
銃
を
向
け
、
Ｂ
が
現
金
を

奪
取
す
る
と
い
う
合
意
を
し
た
と
き
、
両
名
は
、
あ
た
か
も
各
人
が

「
生
命
ま
た
は
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
伴
う
脅
迫
」
も
「
奪

取
」
も
自
分
自
身
で
実
現
し
た
か
の
よ
う
に
、
強
盗
罪
（
刑
法
典
二

四
九
条
（
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

問
題
の
所
在
は
、
民
法
に
目
を
や
る
こ
と
で
最
も
明
確
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
他
人
に
対
し
、
あ
る
法
律
行
為
を
行
う
権
限
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
す
る
の
は
当
該
他
人
だ
が
、
そ
の
取
引
は

授
権
者
に
帰
属
す
る
。
そ
の
よ
う
な
、
取
引
が
「
直
接
本
人
の
た
め

お
よ
び
本
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
る
」（
民
法
典
一
六
四
条
一
項

一
号
一
文
（
と
い
う
構
成
は
、
刑
法
に
は
無
縁
で
あ
る
。
犯
罪
行
為

は
法
律
行
為
で
は
な
い
（
契
約
締
結
詐
欺
や
権
限
濫
用
に
よ
る
背
任

さ
え
も
そ
う
で
は
な
い
（。
こ
の
よ
う
な
構
造
の
相
違
は
、
お
そ
ら

く
、
刑
法
に
お
い
て
は
常
に
刑
罰
の
正
当
化
の
条
件
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
は
、
ま
っ
た
く

特
別
の
性
質
を
有
す
る
法
律
効
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
第
一
に
（

反
作
用
で
あ
る
こ
と
、（
第
二
に
（
そ
れ
が
人
間
と
い
う
属
性
ゆ
え

に
帰
属
す
る
、
そ
の
限
り
で
「
生
来
的
な
」
人
間
の
権
利
、
と
り
わ

け
生
命
、
身
体
お
よ
び
自
由
に
関
わ
る
反
作
用
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
は
、
取
得
し
そ
し
て
再
び
失
う
こ
と
が
可

能
な
も
の
、
つ
ま
り
「
後
天
的
な
も
の
」
の
領
域
で
あ
る
。
人
が
人

で
あ
る
が
ゆ
え
に
有
す
る
権
利
は
、
こ
の
意
味
で
、
一
身
専
属
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
利
は
、
一
身
専
属
的
な
過
ち
を
通
じ

て
自
ら
失
う
場
合
に
の
み
、
喪
失
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
刑
罰
の
一

身
専
属
的
な
性
質
か
ら
、
犯
罪
行
為
の
一
身
専
属
的
性
質
が
導
か
れ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
、
我
々
が
責
任
原
理
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
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る
。

　

相
互
帰
属
の
観
念
が
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
著
し
い
緊
張
関
係
に

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
共
同
正
犯
の
正
当
化
の
負
担
が
、

間
接
正
犯
の
そ
れ
よ
り
も
若
干
重
い
と
い
う
こ
と
も
、
間
接
正
犯
で

は
、
通
常
は
、
完
全
に
は
答
責
的
で
な
い
者
と
の
協
働
が
問
題
と
な

る
こ
と
、
ま
た
、
厳
密
に
は
他
人
の
行
為
の
帰
属
で
は
な
く
、
行
為

者
の
行
為
、
つ
ま
り
は
道
具
へ
の
働
き
か
け
に
の
み
焦
点
が
あ
て
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
の
た
め
、
学
説
で
は
、
繰
り
返
し
、
多
少
な
り
と
も
広
範
に
わ

た
る
降
伏
宣
言
が
な
さ
れ
た
。Schröder

は
、
彼
の
名
前
を
冠
す

る
高
名
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
第
一
〇
版
で
次
の
よ
う
な
見
解
を
述

べ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
支
配
論
は
共
同
正
犯
の
課
題
を
解
決
で
き

る
も
の
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
各
人
は
、
自
分
自
身
の
寄
与
の
み

支
配
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
し
た
の
で
あ
る
。Schröder

は
、
そ

れ
ゆ
え
、
法
規
そ
の
も
の
が
相
互
帰
属
を
基
礎
づ
け
る
の
だ
と
し
た（11
（

。

ま
た
、K

üper

は
、
共
同
正
犯
は
、
実
質
的
に
は
、「
共
犯
の
特
別

形
態
」
だ
と
し
て
い
る（11
（

。
降
伏
宣
言
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、

H
aas

が
書
い
た
も
の
の
中
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
公
式
に
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
（
し
か
し
、
お
そ
ら
く
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で

は
な
い
。
Ⅳ
．
（
．
ｂ
参
照
（。
そ
れ
は
、
共
同
正
犯
は
、
法
に
よ

る
擬
制
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
例
外
的
な
帰
責
形
態
だ
と
す
る

も
の
で
あ
る（11
（

。
つ
ま
り
、
共
同
正
犯
の
存
在
が
許
さ
れ
る
根
拠
は
、

単
純
に
刑
法
典
二
五
条
二
項
（
な
い
し
は
日
本
刑
法
典
六
〇
条
（
に

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
法
実
証
主
義
的
な
、
根
拠
づ
け
の
放
棄
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

刑
罰
が
干
渉
す
る
権
利
は
、
生
来
的
に
、
そ
れ
ゆ
え
法
規
よ
り
も
前

に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
が
処
分
し
う
る
も
の
で
は
な

い
。
立
法
者
が
相
互
帰
属
を
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ

に
十
分
な
根
拠
が
あ
る
場
合
の
み
な
の
で
あ
る
。

2
．
共
同
正
犯
の
正
当
化

　

共
同
正
犯
の
歴
史
は
、
か
な
り
の
部
分
、
相
互
帰
属
の
根
拠
の
探

究
、
つ
ま
り
一
身
専
属
的
な
刑
罰
と
他
人
の
行
為
の
帰
属
と
の
間
の

緊
張
関
係
の
解
消
の
試
み
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ａ
（Lange, Sax

お
よ
び
前
述
し
たSchröder

は
、
共
同
正
犯

を
相
互
的
な
間
接
正
犯
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
た（11
（

。
し
か

し
、
こ
の
命
題
は
正
し
く
な
い
。
間
接
正
犯
は
、
共
同
正
犯
の
事
例

で
は
じ
め
に
は
存
在
し
て
い
る
必
要
の
な
い
も
の
―
―
通
常
、
背
後

者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
答
責
の
欠
如
―
―
が
要
件
と
さ
れ
る
の
で

あ
る（1（
（

。

　

ｂ
（
学
者
の
う
ち
の
小
規
模
で
は
あ
る
が
重
要
な
グ
ル
ー
プ
は
、

民
法
従
属
的
に
で
は
な
い
が
、
民
法
に
触
発
さ
れ
た
論
証
を
す
る
。
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K
indhäuser

は
、
共
同
正
犯
を
相
互
的
な
代
表
と
し
て
再
構
成
す

る
こ
と
を
提
案
す
る（11
（

。H
aas

も
類
似
の
考
え
方
を
主
張
す
る（11
（

。

H
aas

は
、
共
同
正
犯
を
相
互
委
任
と
解
釈
し
て
い
る
。H

aas

の
主

張
は
、
近
頃
、R

enzikow
ski

に
よ
っ
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
そ

し
て
、
法
人
〔persona m

oralis

〕
と
い
う
法
律
構
成
で
こ
れ
を

補
っ
た
。
Ⅳ
．
（
．
ｄ
を
見
よ（11
（

（。R
enzikow

ski

は
、「
個
々
の
共

同
正
犯
者
は
、
共
同
の
行
為
計
画
を
代
表
す
る
」
と
書
い
て
い
る（11
（

。

　

民
法
指
向
的
な
考
え
方
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
し
た

こ
と
（
Ⅳ
．
（
（
か
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。
犯
罪
行
為
は
法
律
行
為
で

は
な
く
、
他
人
に
よ
り
処
理
さ
れ
う
る
取
引
で
も
な
い
の
で
あ
る（11
（

。

　
ｃ
（
そ
れ
ゆ
え
、
民
法
を
借
用
す
る
こ
と
を
お
よ
そ
放
棄
し
、
刑

法
内
部
で
糸
口
を
探
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
策
は
、
と
り

わ
けPuppe

に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
い
る
。Puppe
に
よ
れ
ば
、
共

同
正
犯
の
正
当
化
は
、
そ
れ
が
相
互
的
な
教
唆
で
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る（11
（

。Puppe

の
見
解
に
お
け
る
こ
の
論
拠
は
、
教
唆
犯
の
根

拠
が
不
法
協
定
（U

nrechtspakt

（
に
あ
る
と
い
う
彼
女
の
理
論

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
教
唆
者
が
正
犯
者
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
の

は
、
正
犯
者
が
そ
の
行
為
決
意
を
教
唆
者
に
依
存
さ
せ
て
い
る
か
ら

だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
教
唆
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
教
唆
者
が
犯
行

を
放
棄
し
て
い
れ
ば
、
正
犯
者
は
犯
行
を
放
棄
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
い
え
る
場
合
だ
と
す
る
の
で
あ
る（11
（

。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
、
既
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
者

（om
nim

odo facturus

（
に
対
す
る
教
唆
の
場
面
で
破
綻
す
る
と

批
判
す
る
の
は
困
難
で
あ
る（11
（

。
な
ぜ
な
ら
、Puppe

は
、
教
唆
に
関

す
る
彼
女
の
最
初
の
論
稿
以
来
、om

nim
odo facturus

の
法
律
構

成
を
拒
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（11
（

。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
実
定
法

上
の
偶
然
性
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
法
が
教
唆
者
に
対
し
て
正
犯
に
対
す

る
の
と
同
様
の
刑
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
過
度
に
依
存
し
て
は
い
ま

い
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

日
本
法
も
同
様
の
規
定
を
有
し
て
い
る
の
で
（
日
本
刑
法
典
六
一

条
（、
こ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
に
加
え
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
自
ら
が
認
め
る
以
上
に
、
主
観

説
ま
た
は
正
犯
意
思
の
理
論（1（
（

を
内
容
に
含
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
核
心
的
な
問
題
は
、
こ
れ
も
結
局
の
と
こ
ろ

降
伏
宣
言
に
属
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
Ⅳ
．
（
の
末
尾
を
参

照
（。
共
同
正
犯
者
が
相
互
に
教
唆
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
互
的

な
正
犯
で
は
な
く
、
相
互
的
な
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
に
す
ぎ
な
い（11
（

。

そ
の
限
り
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
共
同
正
犯
を
「
一
種
の
第
二
級

正
犯
」
と
み
な
す
も
の
だ
と
い
うJakobs

の
描
写（11
（

は
、
い
ま
だ
手

ぬ
る
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
首
尾
一
貫
す
れ
ば
、
冒

頭
で
挙
げ
た
強
盗
事
例
で
は
、
Ａ
は
強
要
罪
と
窃
盗
罪
の
教
唆
の
観

念
的
競
合
で
処
罰
さ
れ
、
Ｂ
は
こ
れ
と
は
逆
に
窃
盗
罪
と
強
要
罪
の
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教
唆
の
観
念
的
競
合
で
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
に
は
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
ど
の
よ
う
に
共
同
の
強
盗
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。

　

ｄ
（
強
盗
罪
に
よ
る
処
罰
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
友

人
Ａ
と
Ｂ
の
事
例
と
一
人
で
す
べ
て
を
自
ら
の
手
で
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
孤
独
な
Ｃ
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
特
に
明
白
に
な
る
。

つ
ま
り
、
Ｃ
を
強
盗
罪
で
有
罪
と
し
、
Ａ
と
Ｂ
は
窃
盗
罪
ま
た
は
強

要
罪
と
こ
れ
ら
に
関
す
る
教
唆
で
の
み
有
罪
と
す
る
の
は
不
当
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
で
は
、Lam

pe, 
Lesch

（
とJakobs

（, Joerden, 
そ
し
てR

enzikow
ski

の
よ
う
な

何
人
か
の
学
者
は
、
集
合
的
主
体
の
よ
う
な
も
の
を
前
提
に
し
た
主

張
を
す
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
「
不
法
シ
ス
テ
ム（11
（

」、
集
合
的
意
味
統
一
体（11
（

、

集
合
的
人
格（11
（

ま
た
は
法
人
（persona m

oralis
（
11
（

（
を
構
成
し
、
構

成
メ
ン
バ
ー
が
な
し
た
す
べ
て
の
こ
と
が
こ
れ
に
帰
属
さ
れ
う
る
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
実
は
長
い
伝
統
を
有
し（11
（

、
日
本
に

も
そ
の
主
張
者
が
い
る（11
（

。

　

集
合
的
主
体
と
い
う
考
え
方
は
、
せ
い
ぜ
い
、
ま
さ
に
こ
の
集
合

の
処
罰
が
問
題
と
な
る
場
合
に
の
み
説
得
力
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う（11
（

。

こ
れ
に
対
し
、
個
々
の
者
へ
の
全
部
の
帰
属
は
、
こ
れ
ら
の
個
人
を

超
え
た
集
合
を
導
入
す
る
こ
と
を
通
じ
て
は
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る（1（
（

。

　
ｅ
（
aa
（
こ
の
課
題
に
関
す
る
お
そ
ら
く
大
多
数
の
回
答
は
、
機

能
的
行
為
支
配
の
形
態
に
お
け
る
行
為
支
配
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

R
oxin

は
、「
共
同
正
犯
に
固
有
の
も
の
は
、
ま
さ
に
各
人
が
他
人

と
共
同
し
て
全
体
事
象
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
す
る（11
（

。
共

同
の
目
的
を
分
業
し
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
者
ら
に
は
、
共
同
し
て

目
指
さ
れ
た
も
の
お
よ
び
実
現
さ
れ
た
も
の
が
共
同
の
成
果
と
し
て

帰
属
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
人
は
す
べ
て
を
支
配
す
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
各
人
は
、
自
身
が
支
配
し
た
こ
と
の
み
の
た
め
に
処

罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。R

oxin

は
、
前
述
し
た
二
人
の
事
例
を
用
い

て
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
共
犯
者
が
共
に
行
為
し

た
場
合
に
の
み
、
計
画
が
『
機
能
す
る（11
（

』」、
そ
の
限
り
で
「
各
関
与

者
の
『
重
要
な
地
位
』
が
存
在
す
る
」、「
各
人
は
、
も
し
関
与
を
拒

否
す
れ
ば
、
行
為
を
失
敗
さ
せ
る
こ
と
に
な
る（11
（

」、
共
同
正
犯
者
と

は
、「
企
て
全
体
の
成
否
が
そ
の
者
の
役
割
に
応
じ
た
行
為
に
か

か
っ
て
い
る
者（11
（

」
を
い
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
他

人
の
行
為
が
帰
属
さ
れ
る
の
で
す
ら
な
い
。R

oxin

は
、
相
互
的
間

接
正
犯
の
考
え
方
と
の
論
争
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

相
互
的
間
接
正
犯
の
考
え
方
は
、「
あ
る
者
が
、
他
人
が
自
己
の
責

任
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ

き
だ
と
す
る
、
責
任
原
理
と
調
和
し
な
い
奇
妙
な
想
定
」
を
具
現
化

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（11
（

。「
と
い
う
の
も
、
共
同
正
犯
者
自
身
の
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所
為
が
、
他
人
の
行
為
の
帰
属
な
く
、
全
体
行
為
に
対
す
る
共
同
正

犯
を
も
た
ら
す
か
ら
」
で
あ
る（11
（

。

　

bb
（
こ
こ
で
は
相
互
帰
属
、
あ
る
い
は
全
体
行
為
に
対
す
る
答
責

の
法
的
な
正
当
化
可
能
性
の
根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ

の
レ
ベ
ル
に
批
判
を
ま
と
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
レ
ベ
ル

で
の
、
行
為
支
配
の
観
念
そ
れ
自
体
に
対
す
る
批
判（11
（

、
そ
し
て
、
具

体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
、
行
為
支
配
と
い
う
法
律
構
成
に
共
同
正
犯
を

支
え
る
能
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る（11
（

。
前

者
の
問
題
は
措
く
こ
と
と
す
る
。

　

⑴　

こ
の
後
者
の
具
体
的
な
レ
ベ
ル
の
批
判
の
第
一
の
も
の
は
、

も
と
よ
り
、
先
ほ
ど
の
『
正
犯
と
行
為
支
配
』
か
ら
の
引
用
に
よ
っ

て
既
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
、
本
来
の
意
味
で
の
支
配

は
、
自
分
自
身
の
関
与
し
た
部
分
に
関
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
す

る
（
11
（

。
し
か
し
、
関
与
の
拒
否
に
よ
っ
て
企
て
を
失
敗
に
至
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
者
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、「
最
終
成
果
」、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
あ
る
種
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
仲
間
の
成
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
る
。
時
折
、
こ
れ
と
の
関
係
で
、「
消
極
的
行
為
支
配
」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（1（
（

。
近
頃
、R

oxin

は
、

「
部
分
支
配
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
構
成
要
件

実
現
に
関
す
る
こ
の
部
分
支
配
は
、
各
共
同
正
犯
者
が
実
行
の
一
部

を
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
全
体
計
画
が
失
敗
し
た
可

能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る（11
（

。
こ
れ

は
、
た
だ
（
も
し
か
す
る
と
誤
解
を
招
く
形
で（11
（

（
説
明
を
明
確
に
し

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
い
ま
だ
な
お
重
要
な
の

は
、
全
体
計
画
へ
の
影
響
な
の
で
あ
る
。

　

⑵　

二
つ
目
の
よ
り
重
要
な
批
判
は
、
こ
れ
へ
の
反
論
で
あ
る
。

そ
の
反
論
は
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、R

oxin

も
既
に
彼
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
中
で
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
犯
行

を
失
敗
さ
せ
る
能
力
は
、
た
し
か
に
、
二
人
の
友
人
Ａ
と
Ｂ
の
場
合

に
は
肯
定
で
き
る
。
し
か
し
、
Ａ
と
Ｂ
が
、
彼
ら
の
弟
た
ち
a（

、
a（

、

a（

ま
た
は
b（

、
b（

、
b（

に
、
そ
れ
ぞ
れ
拳
銃
を
被
害
者
に
向
け
る
こ

と
、
お
よ
び
現
金
を
奪
い
取
る
こ
と
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た

場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
銃
殺
部
隊
の
事
例
、
つ
ま
り
付
加
的
共
同

正
犯
の
事
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か（11
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
他
の

犯
罪
行
為
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
うR

oxin

の
元
々
の
回
答（11
（

は
、
明
ら
か
に
満
足
の
行
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
循

環
論
法
の
疑
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
共
同
正
犯
者
と
さ

れ
る
者
の
リ
ス
ト
化
が
常
に
「
犯
罪
行
為
」
に
欠
か
せ
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
の
一
人
の
脱
落
が
そ
の
よ
う
に
記
述
さ

れ
た
犯
罪
行
為
を
失
敗
に
至
ら
せ
る
と
い
う
の
は
、
同
義
反
復
だ
か

ら
で
あ
る（11
（

。
現
在
の
回
答
は
、
共
同
正
犯
者
の
支
配
ま
た
は
行
為
寄
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与
の
重
要
性
は
、
事
前
の
観
点
か
ら
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る（11
（

。

　

⑶　

こ
の
解
決
は
、
誤
っ
て
は
い
な
い
が
、
完
全
に
満
足
の
行
く

も
の
で
は
な
い
。
第
三
の
批
判
は
、
こ
の
解
決
に
も
向
け
ら
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
批
判

と
は
、
消
極
的
行
為
支
配
は
幇
助
犯
も
有
し
う
る
、
つ
ま
り
は
、
幇

助
犯
も
事
前
の
観
点
か
ら
は
犯
罪
の
企
て
の
結
果
に
対
し
て
重
要
な

寄
与
を
な
し
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（11
（

。
こ
こ
で
は
、
実
際
、
回
答

を
す
る
責
任
が
機
能
的
行
為
支
配
の
支
持
者
に
あ
る
。H

erzberg

や
そ
の
他
の
学
者
は
、
規
範
化
を
用
い
て
問
題
状
況
を
解
決
す
る
こ

と
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
役
割
の
同
等
性
を
問
題
に
す
る
提
案

で
あ
る（11
（

。
筆
者
は
、
結
論
に
お
い
て
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
、
行
為
支
配
と
い
う
考
え
方
を
不
明
確
で
、
規
範
的
な
も
の

と
事
実
的
な
も
の
の
間
を
揺
れ
動
く
プ
ロ
テ
ウ
ス
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
拒
絶
す
る
批
判
者
た
ち（11
（

の
主
張
を
正
し
い
と
認
め
る
べ
き
で
は

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
は
、
行
為
支
配
の
観

念
の
構
造
に
立
ち
返
る
こ
と
が
な
お
必
要
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
上
記
批
判
に
対
す
る
回
答
は
、
行
為

支
配
の
事
実
的
な
核
心
か
ら
導
き
う
る
と
考
え
る
。
支
配
と
は
、
そ

の
存
在
が
関
与
者
ら
の
相
互
関
係
に
お
け
る
立
場
に
も
左
右
さ
れ
る

と
い
う
意
味
で
、「
絶
対
的
」
で
は
な
く
「
相
対
的
な
」
値
で
あ
る

と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

寄
与
は
、
こ
れ
を
上
回
る
寄
与
が
な
い
限
り
、
支
配
を
も
た
ら
す
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
同
正
犯
者
と
幇
助
者
と
の
違
い
が
あ
る
。
共

同
正
犯
者
は
相
互
に
対
等
に
向
き
合
う
も
の
で
あ
り
、
幇
助
者
は
少

な
く
と
も
一
人
の
正
犯
の
下
位
に
置
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

の
理
論
構
成
の
代
替
案
と
し
て
は
、
正
犯
な
き
幇
助
の
法
律
構
成
、

つ
ま
り
は
、
Ａ
家
お
よ
び
Ｂ
家
の
構
成
員
ま
た
は
銃
殺
部
隊
の
構
成

員
を
単
な
る
幇
助
犯
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
明
ら

か
に
奇
妙
で
あ
ろ
う（1（
（

。
支
配
が
認
め
ら
れ
る
の
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

者
が
彼
ら
の
ほ
か
に
存
在
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
、
行
っ

た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
支
配
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
銃
殺
部
隊
の
中
の
一
八
人
が
小
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
を
使
用
す
る

の
に
対
し
、
二
人
が
大
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
小
口
径
の
ピ
ス
ト
ル
を
使
用
す
る
一
八
人
は
、
幇

助
の
役
割
に
追
い
や
ら
れ
る
。

　

ｆ
（
こ
こ
で
小
括
を
し
た
い
。
共
同
正
犯
お
よ
び
相
互
帰
属
と
い

う
共
同
正
犯
の
法
律
効
果
に
説
得
力
あ
る
根
拠
を
与
え
る
の
は
、
機

能
的
行
為
支
配
の
考
え
方
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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3
．�

過
失
の
共
同
正
犯
の
正
当
化
（
Ⅰ
）：
過
失
犯
へ
の
論
拠
の
転

用

　

話
を
過
失
犯
に
戻
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
過
失
犯
に
転
用
す
る

こ
と
が
可
能
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
ａ
（
そ
れ
自
体
は
簡
潔
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
、
既
に
否
定
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
お
く
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

過
失
と
の
関
係
に
つ
い
て
手
短
に
触
れ
よ
う
。
間
接
正
犯
お
よ
び
教

唆
と
い
う
法
律
構
成
は
故
意
犯
の
み
に
適
用
で
き
る
と
い
う
の
を
固

持
す
る
の
で
あ
れ
ば（11
（

、
相
互
的
間
接
正
犯
の
理
論
も
相
互
的
教
唆
の

理
論
も
過
失
犯
に
は
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
法
に
触
発
さ

れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
は
過
失
に
よ
り
代
表
さ
れ
う
る
の
か
と
い

う
問
題
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

も
し
か
す
る
と
、
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
表
見
代
理
の
基
礎
に
関
す

る
議
論
を
用
い
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い（11
（

。

お
そ
ら
く
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
大
部
分
の
支
持
者
に
よ
っ
て
望
ま

れ
る
結
論
に
至
る
道
の
り
に
は
、
解
釈
論
的
な
障
害
は
存
在
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
民
法
に
は
他
人
の
債
務
を
帰
属
す
る
方
法
が
他
に
も
あ

る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（
特
に
、
民
法
典
二
七
八
条
、
三
一
条

類
推
適
用（11
（

（。
過
失
の
共
同
正
犯
と
最
も
容
易
に
結
び
つ
く
の
は
、

集
合
的
人
格
の
法
律
構
成
で
あ
る
。
こ
の
理
論
構
成
は
、
共
同
の
行

為
決
意
の
よ
う
な
心
理
的
な
も
の
を
ま
さ
に
時
代
遅
れ
の
も
の
に
す

る
と
さ
れ
る（11
（

。
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
過
失
犯
に
転
用
可

能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
基
礎
と
な
る
根
拠
か

ら
し
て
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
相
互
帰
属

に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
寛
大
で
、
拒
否
さ
れ
る
べ
き
条
件
を
立
て
る

が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
根
拠

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。

　

ｂ
（
そ
れ
自
体
妥
当
な
行
為
支
配
の
観
念
は
、
機
能
的
行
為
支
配

と
し
て
の
具
体
化
さ
れ
た
形
に
お
い
て
も
、
故
意
犯
を
念
頭
に
置
い

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
と
よ
り
過
失
に
は
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
つ
ま
り
、
犯
罪
の
故
意
は
、
支
配
に
と
っ
て
（
共
に
（
本
質

的
な
も
の
な
の
で
あ
る（11
（

。
機
能
的
行
為
支
配
の
観
点
か
ら
は
、
す
べ

て
の
関
与
者
に
帰
属
し
た
い
も
の
は
、
定
義
か
ら
し
て
、
分
業
的
に

追
求
さ
れ
た
共
同
の
目
的
を
超
過
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、「
各

人
は
、
自
分
一
人
だ
け
で
失
敗
す
る（11
（

」
と
断
定
的
に
主
張
す
る

Puppe

に
は
完
全
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
過
失
の
共
同
正
犯

は
、
超
過
部
分
の
相
互
帰
属
の
試
み
で
あ
る
。
他
人
の
過
ち
の
た
め

の
処
罰
な
の
で
あ
る
。

4
．
過
失
の
共
同
正
犯
の
正
当
化
（
Ⅱ
）：
そ
の
他
の
論
拠

　

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
が
過
失
の
共
同
正
犯
に
と
っ
て
「
ア
ウ
ト
」
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を
意
味
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
共
同
の

決
意
で
捕
捉
さ
れ
る
も
の
を
超
え
て
相
互
帰
属
を
根
拠
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
さ
ら
な
る
論
拠
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ａ
（
以
前
の
論
稿
で
、
筆
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
試
み
を
し

た
（
11
（

。
公
正
に
根
差
し
た
論
拠
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

分
業
的
に
組
織
化
し
た
者
は
、
そ
の
行
為
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
た

め
、
自
由
の
拡
大
か
ら
生
じ
た
危
険
に
対
し
、
そ
の
者
に
責
任
を
負

わ
せ
る
の
も
妥
当
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
過
失
の
共
同
正
犯
は
、
一
般

的
な
法
原
理
の
現
わ
れ
、
つ
ま
り
自
由
と
答
責
性
の
関
係
の
現
わ
れ

で
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る（11
（

。
私
の
以
前
の
立
場
を
顧
慮
し
な
か
っ

たSteckerm
eier

の
最
近
の
業
績
は
、
こ
の
考
え
方
が
ロ
ー
マ
法

に
淵
源
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
利
益
を
享
け

る
者
は
危
険
を
負
う
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る（11
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
方
法
は
う
ま
く
行
か
な
い
こ
と
が
、
筆

者
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
法
原
理
は
、
刑
罰

を
用
い
て
生
来
的
で
一
身
専
属
的
な
権
利
を
は
く
奪
す
る
こ
と
に
根

拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
法
原
理
の
本
来

の
適
用
領
域
は
違
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
妨
害
者
責
任（1（
（

お

よ
び
危
険
責
任（11
（

の
根
拠
づ
け
の
際
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
、
刑
罰
の
場
合
と
は
異
な
り
、
通
常
、
後
天
的
な
も

の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
反
作
用
が
問
題
と
な
る
の
で

は
な
い
。
自
分
自
身
の
行
為
の
可
能
性
の
拡
張
は
、
状
態
で
あ
り
行

為
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
者
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
や
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、

刑
罰
は
、
あ
る
者
が
自
分
自
身
で
決
断
し
た
も
の
に
基
づ
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ｂ
（
異
な
っ
た
法
領
域
の
法
律
構
成
に
つ
い
て
論
じ
る
負
担
を
避

け
る
た
め
に
、
公
正
の
考
え
方
を
ほ
か
の
方
法
で
取
り
入
れ
る
の
を

試
み
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
公
正
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
ス

ポ
ー
ツ
の
比
喩
を
用
い
る
の
が
う
っ
て
つ
け
で
あ
る（11
（

。
ド
イ
ツ
代
表

チ
ー
ム
は
、
二
〇
一
四
年
に
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
優
勝

し
た
。
こ
の
成
功
は
、
共
同
の
成
果
と
し
て
、
選
手
全
員
に
（
そ
し

て
ま
た
監
督
に
も
（
帰
属
さ
れ
う
る
。
成
功
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、

同
様
に
、
失
敗
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
準
決
勝
で
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
屈
辱
は
、
同
様
に
選
手

た
ち
（
そ
し
て
ま
た
監
督
に
（
に
帰
属
さ
れ
う
る
に
違
い
な
い
。
こ

の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
あ

た
か
も
目
的
を
達
成
し
た
場
合
に
の
み
相
互
帰
属
を
認
め
う
る
か
の

よ
う
な
、
お
か
し
な
不
均
衡
の
よ
う
に
み
え
る
。Puppe

の
主
張
に

反
し
て
、
共
同
の
失
敗
と
い
う
も
の
は
、
ま
っ
た
く
存
在
し
う
る
よ

う
に
思
え
る
。

　

こ
の
実
際
に
説
得
力
の
あ
る
論
拠
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
応
答
が
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出
て
く
る
。
第
一
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
の
は
、
過
失
の

共
同
正
犯
で
は
な
く
、
未
遂
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
共
同
正
犯
の
可
能

性
の
論
拠
だ
と
反
駁
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
共

同
の
所
産
は
、
敗
戦
で
は
な
く
、
勝
利
の
（
失
敗
（
未
遂
な
の
で
あ

る
。
こ
の
応
答
が
説
得
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
、
私
に
は
定
か
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
別
の
応
答
の
方
を
優
先
し
よ
う
。
こ
の
比
喩

に
は
、
サ
ッ
カ
ー
に
は
、
チ
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
、
成
功
お
よ
び

不
成
功
が
直
接
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
集
合
的
主
体
が
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
サ
ッ
カ
ー
の
観
点
か
ら
は
、
ク
ロ
ー
ゼ

や
ネ
イ
マ
ー
ル
の
行
為
は
な
く
、
あ
る
の
は
ド
イ
ツ
ま
た
は
ブ
ラ
ジ

ル
の
行
為
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
ま

た
は
ブ
ラ
ジ
ル
が
勝
利
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
刑
法
で
は
、
ま
さ
に
自
分
自
身
の
も
の
、
自
分
自
身
の
首

（H
als

（
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（11
（

。

　
ｃ
（
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
だ
、
過
失
の
領
域
に
お
け
る
相
互
帰
属

を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
別
の
論
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
論
拠
が
ま
だ
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
白
で
あ
る
。

本
稿
で
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が（11
（

、
過
失
の
共
同
正
犯

の
構
成
に
関
す
る
多
く
の
提
案
は
、
主
と
し
て
ま
さ
に
構
成
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
り
、
根
拠
づ
け
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
共
同

の
行
為
計
画（11
（

は
、
既
に
一
体
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
共
同
の

も
の
を
構
成
す
る
個
々
の
寄
与
を
統
合
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
れ
を
共
同
の
行
為
の
根
拠
づ
け
に
援
用
す
る
こ
と
は
同
義

反
復
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る（11
（

。
と
り
わ
け
、
過
失
の
領
域
に
お

け
る
相
互
帰
属
の
根
拠
づ
け
の
た
め
に
幾
度
も
照
準
を
あ
て
ら
れ
る

危
険
増
加
の
観
点
は
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る（11
（

。
た
し
か
に
、
危
険

増
加
の
観
点
は
、
な
ぜ
我
々
が
相
互
帰
属
に
関
心
を
持
つ
の
か
を
説

明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
関
与
者
が
相
互
帰
属
を
甘
受
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
関
与
者
に
対

し
て
も
そ
の
よ
う
な
正
当
化
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
根
拠

づ
け
は
、
実
際
は
、
公
正
を
指
向
す
る
論
拠
に
形
を
変
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
は
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
、
説
得
力
を

持
ち
得
な
い
。

Ⅴ　

過
失
の
共
同
正
犯
の
必
要
性
の
欠
如

　

過
失
の
共
同
正
犯
は
、
Ⅱ
で
み
た
よ
う
に
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
非
難
す

る
こ
と
は
、
こ
の
必
要
に
対
し
て
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
？
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1
．
第
一
に
、
い
ま
述
べ
た
実
際
上
の
懸
念
の
重
要
性
を
相
対
化
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
刑
事
政
策
と
刑
法
体
系
の
接
近
を
擁

護
す
る
と
し
て
も（11
（

、
こ
れ
は
、
刑
法
体
系
が
、
主
張
さ
れ
ま
た
は
知

覚
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
処
罰
の
必
要
性
を
受
け
入
れ
る
態
度
を
示
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
刑
事
政
策
と
刑

法
体
系
」
と
い
う
標
語
は
、
正
確
な
理
解
で
は
、
立
法
者
だ
け
で
は

な
く
、
法
適
用
者
も
正
統
な
処
罰
の
条
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
に
数
え
ら
れ
る
の

が
、
一
身
専
属
的
な
責
任
の
原
理
ま
た
は
責
任
原
理
で
あ
る
。
責
任

原
理
の
侵
害
を
正
当
化
し
え
た
よ
う
な
必
要
は
、
存
在
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
正
統
な
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
非
実

際
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
容
易
と
な
る
。
以
下
で

は
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
を
示
す
。

2
．
よ
り
厳
密
に
み
れ
ば
、
冒
頭
で
挙
げ
た
二
つ
の
事
例
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
二
つ
の
事
例
状
況
に
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
、
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
の

事
例
状
況
で
は
、
通
説
的
な
因
果
関
係
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
問

題
す
ら
生
じ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
、
過
失
の
合
議
決
定
の

事
例
状
況
は
、
通
説
の
因
果
関
係
の
理
解
が
、
理
論
的
な
理
由
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
修
正
を
要
す
る
こ
と
を
明
白
な
形
で
裏
づ
け
る
。

　
ａ
（
第
一
の
事
例
状
況
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
容
易
に
解
決
さ
れ

る
。
こ
の
事
例
で
は
大
き
な
岩
塊
が
下
方
に
向
け
て
転
が
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
が
社
会
生
活
上
必
要
な
注
意
に
反
す
る
こ
と
は
、
詳
細

に
根
拠
づ
け
る
ま
で
も
な
い
。
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
こ
れ
に
対
し

て
は
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
に
、
制
御
さ
れ
ず
に
加
速
し
て
山
を
転
が
り
落
ち
る
石
か
ら
は
、

多
数
人
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
に
対
す
る
明
白
な
危
険
が
発
生

す
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
無
意
味
で
明
ら
か
に
危
険
な
暴
挙
へ

の
関
与
は
、
事
件
が
そ
れ
ほ
ど
無
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
明

白
な
証
拠
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
二
の
理
由
か
ら
、
許
さ
れ

ざ
る
危
険
が
創
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
関
与
者
の
第
三
者
を
危

殆
化
す
る
動
機
の
強
化
か
ら
許
さ
れ
ざ
る
危
険
が
創
出
さ
れ
る
の
で

あ
る（11
（

。
と
い
う
の
も
、
一
人
の
関
与
者
の
行
為
が
、
他
の
関
与
者
の

動
機
を
強
化
す
る
形
で
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
（
逆
も
ま
た
し
か

り
（。

　

こ
れ
は
、
誰
の
石
が
被
害
者
を
死
な
せ
た
の
か
と
は
無
関
係
で
あ

る
。
義
務
違
反
行
為
を
自
ら
行
っ
た
者
は
、
既
に
条
件
公
式
に
し
た

が
っ
て
、
結
果
に
対
す
る
条
件
を
設
定
し
た（1（
（

。
そ
の
結
果
、
行
為
と

結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
は
疑
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

こ
の
結
果
の
中
に
は
、
上
述
し
た
許
さ
れ
ざ
る
危
険
の
第
一
の
も
の
、

ま
た
は
、
第
二
の
も
の
が
実
現
し
て
お
り
、
客
観
的
帰
属
も
肯
定
さ
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れ
う
る
。
要
す
る
に
、
過
失
の
協
働
を
共
同
正
犯
で
は
な
く
同
時
犯

と
し
て
理
解
す
る
従
来
の
解
釈
は
、
こ
の
事
例
で
は
ま
っ
た
く
問
題

な
い
の
で
あ
る（11
（

。
こ
こ
で
は
、（
因
果
関
係
で
は
な
く
（
客
観
的
帰

属
に
関
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
二
者
択
一
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
（
同
種
な
い
し
不
真
正
の
、
争
い
の
な
い
（
択
一
的
認
定
の

状
況
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
滅
多
に
は
明
示
的
に
強
調

さ
れ
な
い
。

　

こ
の
考
察
は
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
上
級
州
裁
判
所
の
事
案

（N
StZ （98（, （（6

（
を
解
決
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
二
人
の

侵
入
盗
が
、
明
か
り
を
得
る
た
め
に
複
数
の
マ
ッ
チ
を
使
用
し
た
後
、

そ
れ
ら
を
火
が
付
い
た
ま
ま
の
状
態
で
投
げ
捨
て
た
。
そ
の
マ
ッ
チ

は
、
高
度
に
引
火
し
や
す
い
ド
レ
イ
ロ
ン
材
を
含
ん
で
い
た
た
め
、

火
災
を
引
き
起
こ
し
た
。
誰
が
火
災
を
引
き
起
こ
し
た
マ
ッ
チ
を
投

げ
捨
て
た
の
か
は
証
明
さ
れ
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
二
人
が
結

果
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
の
中
に
、
自
手
的
に
創

出
さ
れ
た
（
直
接
の
（、
ま
た
は
間
接
的
に
創
出
さ
れ
た
（
つ
ま
り
、

他
人
の
動
機
を
介
し
た
（
放
火
の
危
険
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
遡
及
禁
止
が
介
入
す
る
こ
と
を
看

過
す
る
も
の
だ
と
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
過
失
犯
も
自
己
答
責
的
で
あ
り
、
そ
の
過
ち
を

他
人
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
異
議
で
あ
る（11
（

。
遡
及

禁
止
の
ト
ポ
ス
に
対
す
る
確
固
と
し
た
立
場
表
明
を
こ
こ
で
は
示
す

こ
と
は
で
き
な
い（11
（

。
私
の
懐
疑
の
理
由
を
二
つ
の
簡
潔
な
論
拠
に

よ
っ
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
に
、
完
全
に
答
責
的
な
第
三
者

に
よ
る
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
注
意
規
則
は

ま
っ
た
く
存
在
す
る
。
防
火
規
則
を
想
起
さ
れ
た
い
。
な
ぜ
、「
危

険
な
行
為
を
行
う
よ
う
隣
人
を
励
ま
す
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
内
容

の
注
意
規
範
を
定
め
る
こ
と
が
、
法
秩
序
に
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
な
の

か
、
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
い
。
第
二
に
、
遡
及
禁
止
を
支
持
す
る

際
の
原
理
に
対
す
る
忠
実
さ
は
、
過
失
の
共
同
正
犯
、
つ
ま
り
は
他

人
の
過
ち
に
つ
い
て
の
処
罰
を
認
め
る
用
意
が
同
時
に
あ
る
の
だ
と

し
た
ら
、
筆
者
に
は
疑
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
上
記
の
批
判
は
、
正
当
な
核
心
を
有
し
て
い
る
。
あ
ら

ゆ
る
悪
し
き
模
範
が
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
模
範
に
し
た
が
っ
た
者
の

過
ち
に
基
づ
く
結
果
に
対
す
る
正
犯
的
な
過
失
の
答
責
性
を
根
拠
づ

け
る
の
に
十
分
で
あ
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
部
分
は
、
つ
ま
り
、
い
か
な
る
限
度
で
「
過
失
の
教
唆
」
が
可
罰

的
か
と
い
う
問
題
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
夜
間
に
相
前
後
し
て
無
灯
火
で
走
行
し
、
そ
の
結
果
、

対
向
し
て
走
行
し
て
き
た
自
転
車
と
の
衝
突
を
も
た
ら
し
て
、
同
自

転
車
に
乗
っ
て
い
た
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
二
人
の
自
転
車
乗
り

事
件
（RGSt 6（, （9（
（
で
は
、
一
般
的
に
、
後
方
に
い
た
自
転
車
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乗
り
の
注
意
義
務
違
反
と
結
果
と
の
間
の
保
護
目
的
連
関
が
（
他
人

の
自
転
車
を
照
ら
す
こ
と
が
点
灯
命
令
の
趣
旨
で
は
な
い
と
い
う
論

拠
に
よ
っ
て
（
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
他
人
の
注
意
義
務
違
反
を
動

機
付
け
る
各
々
の
寄
与
が
注
意
義
務
に
反
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
も

は
や
こ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る（11
（

。
ま
た

は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
上
級
州
裁
判
所
の
事
件
（M

D
R （986, 

4（（

（
が
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
事
件
は
、「
Ｋ
が
そ
の
納
屋
の

建
物
を
取
り
壊
す
の
を
一
番
見
た
い
な
あ
」
と
い
う
発
言
の
後
に
、

Ｋ
が
そ
の
建
物
を
取
り
壊
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
所

は
、
こ
の
発
言
を
し
た
者
に
対
し
、
過
失
に
よ
る
文
化
財
の
破
壊
の

同
時
正
犯
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
カ
ー
ル
ス

ル
ー
エ
上
級
州
裁
判
所
の
結
論
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
こ
に
存
在
す
る
限
界
の
解
明
は
、
他
の
機
会
に
委
ね
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

ｂ
（
我
々
に
よ
り
大
き
な
問
題
を
も
た
ら
す
の
は
、
第
二
の
事
例

状
況
、
つ
ま
り
過
剰
な
票
を
伴
う
過
失
の
合
議
決
定
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
実
際
、
従
来
の
見
解
の
土
台
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
剰
な
票
は
、
既
に
定
義
か
ら
し
て
、
結
果
と
条
件
関
係
に
は
立
た

な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
票
を
取
り
去
っ
て
考
え
て
も
、
結
果
が
欠

け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
方
法
、
つ
ま

り
他
人
の
行
為
へ
の
働
き
か
け
を
理
由
に
責
任
を
取
ら
せ
る
こ
と
も
、

う
ま
く
行
か
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
決
議
に
参
加
す
る
（
ま
た
は
参

加
し
な
い
（
者
が
、
同
時
に
他
人
の
投
票
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と

は
軽
々
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
し
た

が
う
と
、
思
い
も
よ
ら
な
い
結
果
に
至
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
番
手

と
し
て
票
を
投
じ
た
者
の
み
が
責
任
を
負
い
、
最
後
に
票
を
投
じ
た

者
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
（
と
い
う
の
も
、
既
に

行
わ
れ
た
他
人
の
行
為
は
、
も
は
や
惹
起
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ

る
（。
ま
た
、
秘
密
投
票
の
場
合
に
は
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
言
い
逃
れ
の
余
地
を
与
え
、
ま
た
、
証
明
の
困
難
性
、
つ
ま
り

は
利
益
原
則
の
問
題
が
生
じ
る
。

　

筆
者
は
、
過
失
の
合
議
決
定
の
事
例
状
況
は
、
因
果
関
係
の
理
論

の
領
域
に
お
け
る
誤
っ
た
想
定
か
ら
決
別
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
ら

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
条
件
公
式
が
、
既
に
、
い
わ
ゆ
る
択
一
的

因
果
関
係
ま
た
は
多
重
因
果
関
係
の
事
例
状
況
で
破
綻
し
て
い
る
こ

と
は
、
数
十
年
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る（11
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、

作
ら
れ
た
反
例
（
有
名
な
致
死
量
の
二
倍
の
毒
が
入
っ
た
コ
ー
ヒ
ー

の
事
例（11
（

（
に
よ
る
理
論
的
な
圧
力
だ
け
が
存
在
し
、
そ
の
圧
力
は
、

T
raeger

とT
arnow

ski

に
よ
る
条
件
公
式
の
修
正
に
よ
っ
て
克

服
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た（11
（

。
そ
の
修
正
と
は
、
結
果
が
欠
け
る

こ
と
な
く
、
択
一
的
に
は
取
り
除
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

重
畳
的
に
は
取
り
除
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
複
数
の
条
件
は
、
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す
べ
て
当
該
結
果
に
対
し
て
因
果
的
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
、
説
得
力
を
有
し

な
い（11
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
妨
げ
に
な
る
と
は
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
単
な
る
教
科
書
事
例
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
過
剰
な
票
を
伴
う
合
議
決
定
に
よ
り
、
実
生
活
に
根
ざ
し
た
圧

力
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
圧
力
か
ら
は
、
も
は
や
呑
気
に
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
二
重
の
観
点
か
ら
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
第
一
に
、
個
別
事
案
を
み
る
だ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
一
般
化
な
い

し
は
自
然
法
則
を
要
求
す
る
こ
と
な
し
に
、
因
果
関
係
に
関
し
て
言

明
す
る
こ
と
が
可
能
だ（（11
（

と
い
う
条
件
公
式
の
暗
黙
の
前
提
か
ら
離
れ

る
た
め
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
条
件
公
式
は
、
実
は
、
自
然
法
則

に
依
拠
し
て
い
る
。
二
つ
の
個
々
の
出
来
事
（
Ａ
に
よ
る
発
射
／
Ｂ

の
死
、
Ｘ
に
よ
る
賛
成
票
／
Ｙ
の
健
康
侵
害
（
を
結
び
つ
け
る
た
め

に
は
、
常
に
「
橋
」
と
し
て
、
一
般
化
す
る
意
味
で
こ
の
生
活
の
具

体
的
事
象
を
超
え
出
る
命
題
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る（（1（
（

。
条
件
公
式
を

放
棄
し
て
合
法
則
的
条
件
説
を
採
用
し
た
多
く
の
学
者
も
、
こ
の
こ

と
を
悟
っ
て
い
る（（10
（

。

　

第
二
に
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
合
法
則
的
条
件
説
に
よ
り
自
然
法

則
を
用
い
て
二
つ
の
個
別
の
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
は
も
は

や
で
き
な
い（（10
（

。
こ
の
自
然
法
則
の
論
理
構
造
お
よ
び
そ
の
個
別
事
例

へ
の
適
用
に
関
し
て
よ
り
正
確
な
こ
と
を
述
べ
る
努
力
を
省
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
、
合
法
則
的
条
件
説
を
最
低
条
件
説
に
発

展
さ
せ
たPuppe

の
基
礎
的
な
考
察
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が

で
き
る（（10
（

。K
indhäuser

も
、
最
近
ま
で
か
な
り
近
い
立
場
で
あ
っ

た
（
（10
（

。
こ
の
見
解
に
と
っ
て
、
原
因
と
は
、
結
果
の
十
分
な
最
低
条
件

の
必
要
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
Ａ
が
Ｂ
の
心
臓
に
向
け
て
撃

ち
、
Ｂ
は
す
ぐ
死
亡
し
た
と
す
る
。
Ａ
の
射
撃
は
、
最
低
条
件
の
必

要
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
―
―
素
人
的
で
、
技
術
的
・
医
学
的

で
は
な
い
表
現
の
仕
方
で
は
―
―
以
下
の
内
容
を
示
し
う
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、「
誰
か
に
向
け
て
弾
丸
を
発
射
し
た
場
合
に
は
、

重
要
な
臓
器
、
た
と
え
ば
心
臓
が
損
傷
を
受
け
う
る
、
そ
し
て
、
心

拍
が
止
ま
り
、
死
亡
す
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
の
大
き
な
強
み
は
、
条
件
公
式
が
格
闘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
周
知
の
難
点
を
克
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
と
り
わ
け
択
一
的
因
果
関
係
ま
た
は
多
重
因
果
関
係
の
事
例

状
況
に
あ
て
は
ま
る（（10
（

。
こ
こ
で
は
、
最
低
条
件
の
必
要
不
可
欠
な
構

成
要
素
は
、「
九
票
の
う
ち
の
五
票
」
で
あ
る
。
仮
に
、
九
名
全
員

の
投
票
権
者
が
同
じ
意
見
に
投
票
し
た
場
合
で
も
、
全
員
を
（
そ
の

つ
ど
異
な
る
五
票
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に
お
い
て
（
そ
の
よ
う
な
結
果

の
最
低
条
件
の
部
分
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
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こ
の
場
合
、
Ａ
の
投
票
行
動
は
（
た
と
え
ば
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
お
よ
び

Ｅ
と
と
も
に
（
一
つ
の
原
因
だ
っ
た
と
い
え
る
。
Ｂ
の
投
票
行
動
も

（
他
の
四
名
の
行
動
と
結
び
つ
い
て
（
同
様
で
あ
る
。
以
下
、
九
番

目
、
つ
ま
り
Ｉ
ま
で
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
付
言
す
る
と
、

こ
の
見
解
に
向
け
ら
れ
た
多
く
の
批
判
は
、
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る（（10
（

。

こ
の
見
解
は
複
雑
す
ぎ
る
と
し
た
（
い
ず
れ
に
せ
よ
（
特
別
に
深
い

熟
慮
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
筆
者
の
批
判
は（（10
（

、
明
示
的
に
撤

回
す
る
。

Ⅵ　

ま
と
め

　

過
失
の
共
同
正
犯
は
、
た
し
か
に
、
考
え
る
こ
と
は
で
き
る

（
Ⅲ
（。
し
か
し
、
ま
だ
説
得
力
の
あ
る
形
で
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
（
Ⅳ
（。
こ
の
こ
と
は
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
説
得
力
あ
る
形

で
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
強

め
る
。
誤
っ
た
条
件
公
式
と
決
別
し
、
最
低
条
件
の
考
え
方
を
採
用

す
る
な
ら
ば
、
過
失
の
共
同
正
犯
は
、
実
際
的
に
も
必
要
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
Ⅴ
（。

（
（
（　

そ
れ
で
も
な
お
、Steckerm

eier, D
er T

atentschluss von 

M
ittätern, （0（5, S. （（6 ff.

お
よ
びBöhringer, Fahrlässige 

M
ittäterschaft, （0（7

（
二
九
七
頁
以
下
で
こ
の
法
形
象
を
否
定

す
る
（
を
見
よ
。

（
（
（　

そ
の
証
拠
と
し
て
、
後
掲
注
（
9
（
参
照
。
同
じ
く
、
こ
の
よ

う
な
立
場
が
い
ま
や
学
説
に
お
い
て
優
勢
だ
と
評
価
す
る
も
の
と

し
て
、H

aas, in: M
att/Renzikow

ski, StGB, （0（5, 

§ （ 5 Rn. 
（00.

（
（
（　

こ
こ
で
引
用
符
を
用
い
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
IV
．
（
．

e
注
（
56
（。
便
宜
上
、
本
稿
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
を

放
棄
し
な
か
っ
た
。

（
4
（　
『
正
犯
と
行
為
支
配
』
の
初
版
で
は
、
過
失
犯
は
、
い
ま
だ
義

務
犯
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
正
犯
と
共

犯
の
区
別
は
可
能
で
あ
っ
た
（R

oxin, T
äterschaft und 

T
atherrschaft, （. A

ufl., （967, S. 5（7 ff.; 

同
書
の
「
過
失
犯
の

正
犯
お
よ
び
共
犯
」
に
関
す
る
第
一
一
章
は
、
第
三
版
以
降
に
は

存
在
し
な
い
。ders, T

äterschaft und T
atherrschaft,（. A

ufl., 
（975, S. 5（7 ff.; 9. A

ufl. （0（5, S. 5（7 ff.

参
照
（; 

過
失
の
領
域
に

お
け
る
統
一
的
正
犯
概
念
に
賛
成
す
る
の
は
、Jescheck/

W
eigend, Lehrbuch des Strafrechts, A

T
, 5. A

ufl. （996, S. 
655; K

ühl, in: Lackner/K
ühl, StGB （8. A

ufl. （0（4, 

§ （ 5 Rn. 
（（; W

essels/Beulke/Satzger, A
T

, 47. A
ufl. （0（7, Rn. 740; 

H
eine, Sch/Sch-StGB, （8. A

ufl. （0（0, vor 

§ （ 5 ff. Rn. （（（ 
f.

（
そ
の
後
の
版
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
後
掲
注
（
9
（
を
見
よ
（。
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（
5
（　BGH

 V
RS （8, 4（6 

（4（（ f.

（ 

も
見
よ
。
共
同
正
犯
で
は
な
く
、

過
失
の
領
域
に
お
け
る
同
時
正
犯
の
み
が
あ
る
と
し
た
。O

LG 
Schlesw

ig N
StZ （98（, （（6 

お
よ
び BayO

bLG N
JW

 （990, 
（0（（

は
、
複
数
の
注
意
義
務
違
反
者
が
互
い
に
競
合
し
、
証
明
の

問
題
が
生
じ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
過
失
の
共
同
正
犯

を
援
用
す
る
こ
と
を
考
え
た
（
明
示
的
に
こ
れ
に
反
対
し
た
の
は
、

O
LG Schlesw

ig
（。

（
6
（　

こ
の
判
決
が
、
実
質
的
に
過
失
の
共
同
正
犯
を
承
認
し
た
と
す

る
の
は
、M

aurach/Gössel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn. （（（; 

異
な
っ
た
解
釈
を
す
る
の
は
、Böhringer 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. 

（0.

（
7
（　
「
と
い
う
の
も
、
彼
の
部
分
的
寄
与
は
―
―
他
の
取
締
役
の
部

分
的
寄
与
と
合
わ
さ
っ
て
―
―
因
果
的
だ
か
ら
で
あ
る
。」

（
8
（　G

reco, ZIS （0（（, 674 ff. 

参
照
（
六
八
二
頁
に
さ
ら
な
る
文

献
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（．

（
9
（　

以
下
の
注
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、Bloy, GA

 
（000, （9（ ff. 

（（95

（; D
encker, K

ausalität und Gesam
ttat, 

（996, S. （74 ff.; Feijoo Sánchez, D
erecho penal de la 

em
presa e im

putación objetiva, M
adrid, （007, S. （（（ ff.; 

Frister, Strafrecht A
T

, 6. A
ufl. （0（（, 

§ （ 6 Rn. 4
 ff.; G

reco, 
ZIS （0（（, 687 f.; H

äring, D
ie M

ittäterschaft beim
 

Fahrlässigkeitsdelikt, Basel u.a., （005, （0（ ff.; H
eine/

W
eißer, Sch/Sch-StGB, （9. A

ufl. （0（4, vor 

§ （ 5 ff. Rn. （（4 

ff.

（H
eine, Sch/Sch-StGB, （8. A

ufl. （0（0, vor 

§ （ 5 ff. Rn. 
（（5 f.

で
は
、
ま
だ
異
な
っ
た
見
解
が
採
ら
れ
て
い
た
（; K

aspar, 
A

T
 （. A

ufl. （0（7, 

§ 9
 Rn. 6 9 ff.; K

öhler, Strafrecht A
T

, 
（997, S. 540; K

uhlen in: Canaris u.a. 

（H
rsg.

（, Festschrift 
5 0 Jahre BGH

, Bd. IV
, （000, S. 647 ff. （670

（; Lam
pe, ZStW

 
（06 

（（994

（, 68（ ff. 

（69（ f., 7（4 Fn. （60

（; Lesch, JA
 （000, 

7 （ ff. 

（7 8

（; R
enzikow

ski, FS O
tto, （007, S. 4（（ ff. 

（4（9

（; 
R

oxin, Strafrecht A
T

 II, （00（, 

§ （ 5 Rn. （4（ 

（LH
 Cerezo, 

（00（, S. 96（ ff. 

［974 f.

］ 

で
は
、
ま
だ
因
果
性
の
レ
ベ
ル
で
の
解

決
が
試
み
ら
れ
て
い
た
（; Schünem

ann, LK
-StGB, （（. A

ufl. 
（007, 

§ （ 5 Rn. （（6 f.; U
tsum

i, Jura （00（, 5（8 ff. 

（540

（; 
dies., ZStW

 （（9 

（（007

（, 787; Steckerm
eier 

（
前
掲
注
（
（
（（, 

S. （（6 ff.; 

慎
重
に
肯
定
す
る
の
は
、H

ilgendorf, N
StZ （994, 

56（ ff. 

（56（

（
お
よ
びStratenw

erth/K
uhlen, A

T
 6. A

ufl. 
（0（（, 

§ （ 6 Rn. 7. 

さ
ら
な
る
文
献
に
つ
い
て
は
、H

eine/
W

eißer, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, （9. A
ufl. 

（0（4, V
orbem

. 

§§ （ 5 ff. Rn. （（（; 

学
説
の
細
部
に
お
け
る
違
い

に
つ
い
て
は
、Böhringer （
前
掲
注
（
（
（（, S. 9 9 ff.

も
見
よ
。

（
（0
（　

多
く
の
文
献
に
代
え
て
、R

oxin, A
T

 II, 

§ （ 5 Rn. （90 ff., 
（98 ff.

（
（（
（　H

eine/W
eißer, Sch/Sch-StGB, vor 

§ （ 5 ff. Rn. （（6; 
G

reco, ZIS （0（（, 688; G
utiérrez Rodríguez, La responsabilidad 

penal del coautor, V
alencia, （00（, S. （（4 f.; Luzón/D

íaz y 
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G
arcia FS Roxin I, （00（, S. 575 ff. 

（605

（; K
am

m
, D

ie 
fahrlässige M

ittäterschaft, （999, S. （96 ff; K
üpper, GA

 
（998, 5（9 ff. 

（5（7

（; R
ansiek, U

nternehm
ensstrafrecht. 

Strafrecht, V
erfassungsrecht, Regelungsalternativen, 

（ 996, S. 70; R
enzikow

ski, Restriktiver T
äterbegriff und 

fahrlässige Beteiligung, （997, S. （88; ders., FS O
tto, S. 4（9 

ff.; M
aurach/G

össel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 R
n. （（0; 

R
iedo/Chovjka ZStR （（0 

（（00（

（, （5（ ff. 

（（6（

（; R
odríguez 

M
ontañés, F

S R
oxin I, （00（, S. （07 ff. 

（（（6

（; R
oso 

Cañadillas, A
utoría y participación im

prudente, Granada, 
（00（, S. 580 ff.; W

eißer, K
ausalitäts- und T

äterschaftsfragen 
bei der strafrechtlichen W

ürdigung pflichtw
idriger 

K
ollegialentscheidungen, （996, S. （47, （56; dies., JZ （998, 

（（0 ff. 

（（（6 f.

（; Schünem
ann, LK

-StGB, 
§ （ 5 Rn. （（7. 

類
似

す
る
も
の
と
し
て
、K

uhlen BGH
-FS, S. 670 

お
よ
びK

aspar, 
A

T
 

§ 9
 Rn. 7 0 

は
、
共
同
正
犯
を
認
識
あ
る
過
失
に
限
定
し
よ

う
と
す
る
。Schlehofer FS H

erzberg, （008, S. （55 ff. 
（（68

（ 

は
、
刑
法
典
三
〇
条
二
項
の
意
味
で
の
合
意
を
要
求
す
る
。

（
（（
（　

そ
の
際
、
義
務
と
い
う
の
が
一
つ
の
共
同
義
務
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
（
必
要
だ
と

す
る
の
は
、W

eißer 

［
前
掲
注
（
（（
（］, S. （47, （56

［dies. JZ 
（998, （（6 

で
は
、
異
な
っ
た
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
］; K

am
m

 

［
前
掲
注
（
（（
（］, S. （88 ff, （0（; U

tsum
i, ZStW

 

（（9 

［（007

］, 775

（
さ
ら
な
る
日
本
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
（, 787; 

お
そ
ら
くO

tto, FS Spendel, （99（, S. （7（ ff. 

［（8（ 
f.

］; ders., Grundkurs Strafrecht, A
T

, 7. A
ufl. （004 

§ （ （ 
Rn. （（4, （（9 ff.

も
同
様
の
立
場
で
あ
る
（。

（
（（
（　

た
と
え
ば
、Bottke, GA

 （00（, 46（ ff. 

（474

（; G
ropp, GA

 
（009, （7（ f.; H

eine, in: Sch/Sch-StGB, （8. A
ufl. （0（0, vor 

§  
（5 Rn. （（6; H

ilgendorf/V
alerius, Strafrecht A

T
, （. A

ufl. 
（ 0（5, 

§ （ （ Rn. 45; Jäger, A
T

 8. A
ufl. （0（7, Rn. （66; Puppe, 

ZIS （007, （（4 ff.

（（4（; （（6

は
、
行
為
計
画
の
概
念
に
よ
り
多
く

の
も
の
を
求
め
る
（; V

assilaki, FS Schreiber, （00（, S. 499 ff. 

（50（ f.

（。

（
（4
（　O

tto, FS Spendel, （99（, S. （8（; ders. A
T

, 

§ 9  Rn. （（5; 

同
様
に
、Bram

m
sen, Jura （99（, 5（7; G

reco, ZIS （0（（, 687; 
G

utiérrez R
odríguez 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （（（; H

eine/
W

eißer, Sch/Sch-StGB, vor 

§ （ 5 ff. Rn. （（4; K
nauer, D

ie 
K

ollegialentscheidung im
 Strafrecht, （00（, S. （8（ ff.; 

R
enzikow

ski 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （84; ders., FS O

tto, S. 4（（; 
R

iedo/Chvojka, ZStR （（0 （（00（

（, （57 f.; M
aurach/Gössel/

Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn. （（4; R
oxin, A

T
 II, 

§ （ 5 Rn. 
（4（; Schünem

ann, LK
-StGB, 

§ （ 5 Rn. （（7; U
tsum

i, ZStW
 

（（9 （（007

（, 774, 786; W
eißer, JZ （998, （（（.

（
（5
（　

そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は Bottke, GA

 （00（, 46（ ff. （474 
f.

（; K
raatz, D

ie fahrlässige M
ittäterschaft, （006, S. （（6 f., 
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（66; G
ropp, GA

 （009, （7（ f.; ders., A
T

 4. A
ufl. （0（5, 

§ （0  
Rn. （（5; Lackner/K

ühl, StGB （8. A
ufl. （0（4, 

§ （ 5 Rn. （ （ 
（K

ühl, Strafrecht A
T

, 8. A
ufl. （0（7, 

§ （ 0 Rn. （（6d

お
よ
び

末
尾
は
、
明
ら
か
に
よ
り
控
え
め
な
主
張
を
し
て
い
る
（。

（
（6
（　

同
様
に
、H

eine/W
eißer, Sch/Sch-StGB, vor 

§ （ 5 ff. Rn. 
（（4; K

aspar, A
T

 
§ 9

 Rn. 70; R
enzikow

ski 

（
前
掲
注
（
（（
（（, 

S. （88; M
aurach/Gössel/Zipf/R

enzikow
ski, 

§ 4 9 Rn. （（8; 
R

engier, A
T

 8. A
ufl. 

§ 5 （ Rn. （; Steckerm
eier 

（
前
掲
注

（
（
（（, S. （（7; van W

eezel, Beteiligung bei Fahrlässigkeit, 
（006, S. （6（ f.

（
（7
（　R

oxin/G
reco, A

T
 I 5. A

ufl. （0（9, 

§ 5
 Rn. 4 （ ff.

参
照
。

（
（8
（　

過
失
の
共
同
正
犯
と
法
規
の
文
言
の
整
合
性
に
関
す
る
日
本
の

議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、U

tsum
i, ZStW

 （（9 （（007

（, 770 f.

（
（9
（　Puppe, JR （99（, （8  ff. 

（（ （

（; dies., GA
 （004, （（9 ff. 

（（（（, （（6 f.

（; dies., ZIS （007, （（4 ff. （（40

（; 

同
じ
く
、Sam

son, 
StV

 （99（, （8（ ff. 

（（84 f.

（; H
oyer, GA

 （996, （60 ff. 
（（7（
（; 

Sofos, M
ehrfachkausalität beim

 T
un und U

nterlassen, 
（ 999, S. （57; und Becker, D

as gem
einschaftliche Begehen 

und die sogenannte additive M
ittäterschaft, （009, （8（ 

ff.

（Becker

は
過
失
の
共
同
正
犯
を
受
け
入
れ
る
が
、
各
関
与
者
の

共
同
正
犯
的
な
寄
与
を
通
じ
た
結
果
の
惹
起
は
必
要
だ
と
す
る
（; 

Böhringer （
前
掲
注
（
（
（（, S. （0（, （（5 ff. 

こ
れ
を
批
判
す
る
の

は
、R

enzikow
ski 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （86 f.; G

reco, ZIS 

（ 0（（, 687; R
otsch, ZIS （0（8, （  ff.

（
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、

九
頁
（。

（
（0
（　

し
か
し
な
が
ら
、Puppe, GA

 （004, （（（, （（6 

は
、
付
加
的

共
同
正
犯
は
「
例
外
」
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

dies., ZIS （007, （40 f. 

も
見
よ
。
こ
れ
に
対
し
、
一
貫
し
て
い
る

の
は
、Becker 

（
前
掲
注
（
（9
（（, S. （67

で
あ
る
。Becker

は
、

共
同
正
犯
を
認
め
る
に
は
、
各
個
別
の
寄
与
の
因
果
性
が
必
要
だ

と
し
、
そ
れ
ゆ
え
付
加
的
共
同
正
犯
を
拒
絶
す
る
。
こ
れ
と
非
常

に
近
い
も
の
と
し
て
、Böhringer 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. （（5 ff., 

（（8 f., （66. 

さ
ら
に
、
結
合
犯
の
共
同
正
犯
の
事
例
状
況
を
想
起
せ

よ
。（
た
と
え
ば
強
盗
の
事
例
で
（
奪
取
を
行
っ
た
者
は
、
も
は
や

共
犯
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
脅
迫
ま
た
は
暴
行
行
為
に
は
因
果
的

で
は
あ
り
得
な
い
。
詳
し
く
は
、R

enzikow
ski, FS O

tto, S. 4（7 
f.

（
（（
（　

B
eulke/B

achm
ann, JuS （99（, 7（7 ff. 

（74（

（; 
H

ilgendorf, N
StZ （994, 56（; H

oyer, FS Puppe, （0（（, S. 5（5 
ff. 

（5（4 ff.

（; 

詳
し
く
は
、R

enzikow
ski, FS O

tto, S. 4（6 ff.; 
H

äring 

（
前
掲
注
（
9
（（, S. （40 ff., （77 ff.; Jakobs, FS 

H
erzberg, （008, S. （95 ff. 

（400 ff, 405

（
特
に
、K

nauer 

（
前

掲
注
（
（4
（（, S. （4（ ff, （58 f, （68.

（
（（
（　

こ
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
特
に
、Puppe, GA

 （004, （（9 

（「
各
人
は
、
自
分
一
人
だ
け
で
失
敗
す
る
」（, （（（; 

さ
ら
に
、

M
urm

ann, SSW
-StGB, 

§ （5  Rn. （4; ders. A
T

 4. A
ufl. （0（7, 
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§ （7  Rn. 54. Böhringer （
前
掲
注
（
（
（（, S. （49

も
見
よ
。

（
（（
（　

Ⅳ
．
（
．
ｃ
の
注
（
56
（
参
照
。

（
（4
（　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
拠
・
帰
結
関
係
の
逆
転
が
み
ら
れ

る
の
は
、M

aurach/Gössel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn. 6.
「
こ
の
相
互
的
な
行
為
帰
属
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
共
同
正
犯
の
不

法
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
逆
に
、
共

同
正
犯
が
相
互
帰
属
を
基
礎
づ
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

単
に
処
罰
の
間
隙
を
避
け
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
（B. 

H
einrich,  A

T
 5. A

ufl. （0（6, Rn. 999

（、
正
当
化
に
は
な
ら
な

い
。

（
（5
（　G

reco, ZIS （0（（, 9
 ff.

（
（6
（　

G
reco, Strafprozesstheorie und m

aterielle 
Rechtskraft, （0（5, S. 65（ ff.; ders., GA

 （0（5, 50（ ff. 

（5（（ 
ff.

（;

こ
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
の
は
、

Schünem
ann, N

eum
ann-FS, （0（7, S. 70（ ff. （70（

（.

（
（7
（　Schönke/Schröder, StGB, （0. A

ufl., vor 
§ 4 7 A

nm
. b. 

R
oxin （

前
掲
注
（
4
（（, S. （76 f. 

か
ら
の
引
用
に
よ
る
。

（
（8
（　K

üper, V
ersuchsbeginn und M

ittäterschaft, （978, S. 
6（.

（
（9
（　M
/R-H

aas, 

§ （ 5 Rn. 60.

（
（0
（　Lange, D

er m
oderne T

äterbegriff und der deutsche 
Strafgesetzesentw

urf, （9（5, S. 5 5 ff.; Sax, ZStW
 6 9 （（957

（, 
4（（ ff. 

（4（4 ff.

（; Schröder, JR
 （958, 4（7; Schönke/

Schröder, StGB （6. A
ufl., （97（, 

§ 4 7 Rn. 4（. Baum
ann, JuS 

（ 96（, 8 5 （8 5

（; 

同
様
に
、RGSt 58, （79; 66, （（6 （（40

（.

（
（（
（　R
oxin 

（
前
掲
注
（
4
（（, S. （76 f.; Puppe, GA

 （984, （0（ 
ff. （（（（ Fn. 4 （

（.

（
（（
（　K

indhäuser, FS H
ollerbach, （00（, S. 6（7 ff. 

（645

（; 
ders., A

T
 8. A

ufl. （0（7 

§ 4 0 Rn. （.

（
（（
（　H

aas, D
ie T

heorie der T
atherrschaft und ihre 

Grundlagen, （008, S. （（（ ff.; M
/R-H

aas, 

§ （ 5 Rn. 64.

（
（4
（　M

aurach/Gössel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn.  9 ff.; ders., 
JuS （0（（, 48（ （485 ff.

（. R
enzikow

ski （
前
掲
注
（
（（
（（, S. （0（

で
は
、
ま
だ
集
合
と
し
て
の
複
数
人
へ
の
帰
属
の
み
が
語
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
しH

aas 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （（4

お
よ
びM

/
R-H

aas, 

§ （ 5 Rn. 6 4 

は
、
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
し
た
が
え
ば

個
々
の
共
同
正
犯
者
の
答
責
は
「
集
合
的
な
答
責
の
派
生
物
で
は

な
い
」
と
主
張
す
る
。

（
（5
（　M

aurach/Gössel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn. （（.

（
（6
（　

一
致
す
る
見
解
と
し
て
、Puppe, GA

 （0（（, 5（（.

「
民
法
的

な
責
任
を
根
拠
づ
け
る
制
度
は
、
一
身
専
属
的
な
答
責
が
問
題
と

な
る
刑
法
に
軽
々
に
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

（
（7
（　Puppe, GA

 （984, （（（ Fn. 4（, （（9 Fn. 58; dies., ZIS 
（007, （（5 ff.; dies., GA

 （0（（, 5（（ f. 

こ
れ
と
非
常
に
類
似
す
る

の
が
、Steckerm

eiers 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. 6 6 ff., 69, （5（ ff.

で

あ
る
。
共
同
正
犯
の
「
延
長
さ
れ
た
行
為
支
配
」
の
根
拠
づ
け
は
、
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自
己
の
支
配
を
超
え
る
、
内
部
的
な
拘
束
を
生
む
相
互
的
な
影
響

力
の
行
使
か
ら
生
じ
る
と
す
る
（
そ
の
経
験
的
な
裏
づ
け
は
、
七

一
頁
以
下
（。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
の
み
が
自
己
の
行
為
を
対
象
と

す
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
す
る
。Steckerm

eiers

自
身
、
こ
れ
が
、

相
互
的
な
共
犯
以
上
の
も
の
と
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の
根
拠
と

し
て
は
十
分
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
補
足

的
な
根
拠
づ
け
を
探
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ⅳ
．

4
．
ａ
で
詳
細
に
論
じ
る
。
な
お
、Steckerm

eiers

が
利
用
し
て

い
る
経
験
的
な
資
料
の
大
部
分
は
、
個
別
の
事
件
に
関
係
づ
け
ら

れ
た
共
同
正
犯
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
あ
る
程
度
長
期
間
継

続
す
る
グ
ル
ー
プ
―
―
換
言
す
れ
ば
、
集
団
と
り
わ
け
結
社
―
―

に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
（8
（　Puppe, GA

 （984, （（4.

（
（9
（　

し
か
し
、Joerden, FS Puppe, （0（（, S. 56（ ff. 
（567

（ 

は

そ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

（
40
（　Puppe, GA

 （984, （（6 ff.;  dies., GA
 （0（（, 5（（ Fn. 4（. 

後

者
の
文
献
は
、Joerden

に
こ
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
た
。

（
4（
（　

こ
れ
ら
の
理
論
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、R

oxin 

（
前
掲
注

（
4
（（, S. 5 （ ff.

（
4（
（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、Puppe

も
異
論
を
唱
え
て
い
な
い
。

Puppe, GA
 （0（（, 5（（. 

「
共
犯
者
ら
の
行
為
寄
与
は
、
教
唆
者
に

正
犯
者
の
行
為
が
帰
属
さ
れ
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
理
由
か

ら
、
そ
し
て
ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
彼
ら
に
帰
属
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、『
自
己
の
行
為
の
よ
う
に
』
帰
属
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」。

Böhringer （
前
掲
注
（
（
（（, S. （57 f.

も
見
よ
。

（
4（
（　Jakobs, FS Puppe, （0（（, S. 547 ff. （548

（.

（
44
（　Lam

pe, ZStW
 （06 （（994

（, 688 ff.

（
45
（　Lesch, D

as Problem
 der sukzessiven Beihilfe, （99（, S. 

（（（ f.; ders., ZStW
 （05 

（（99（

（, （7（ ff. 

（（74 ff.

（; ders., JA
 

（000, 7 6 f.; Jakobs, FS M
iyazaw

a, （995, S. 4（9 ff.

（4（（:

「
集

合
の
行
為
」（; ders., FS Lam

pe, （00（, S. 56（ ff.

（
後
の
業
績
で

は
、
集
合
的
主
体
は
、
お
そ
ら
く
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
背
後
に
退

い
た
。ders., F

S Puppe, S. 547 ff.; ders., T
heorie der 

Beteiligung, （0（4, S. 4 4 

参
照
（。
日
本
に
お
け
る
支
持
者
に
つ

い
て
は
、U

tsum
i, ZStW

 （（9 （（007

（, 77（ 

参
照
。
こ
れ
に
近
い

の
は
、v. W

eezel 

（
前
掲
注
（
（6
（（, S. （9（ ff.; Falcone, InD

ret 
（/（0（7, S. （5  ff. 

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
集
合
的
主
体
の
観
念
を

否
定
す
る
（
後
掲
注
（
50
（（。

（
46
（　

Joerden, Strukturen des strafrechtlichen 
V

erantw
ortlichkeitsbegriffs: R

elationen und ihre 
V

erkettungen, （988, S. 79.

（
47
（　

前
掲
注
（
（4
（。

（
48
（　K

raatz 

（
前
掲
注
（
（5
（（, S. （44 

は
、「
古
い
陰
謀
説
の
再

生
」
と
呼
ぶ
。

（
49
（　 U

tsum
i, ZStW

 （（9 （（007

（, 77（.

（
50
（　

類
似
の
批
判
と
し
て
、D

encker 

（
前
掲
注
（
9
（（, S. （（（ 
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f.

（
そ
の
独
自
の
「
全
体
行
為
の
帰
責
原
理
」（S. （4（ ff.

（
は
、
同

様
の
批
判
に
対
し
て
抵
抗
力
が
な
い
。
批
判
に
対
す
る
反
論
の
試

み
は
、Frister, FS D

encker, （0（（, S. （（9 ff. 

［（（（ ff.

］（; 
K

indhäuser, FS H
ollerbach, S. 6（0 f.; K

raatz 

（
前
掲
注

（
（5
（, S. （44 ff.; van W

eezel 

（
前
掲
注
（
（6
（（, S. （6（ ff.; 

Frister, FS D
encker, S. （（4; Falcone, InD

ret （/（0（7, S. （ 9 
f. 

こ
の
批
判
は
日
本
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。U

tsum
i, ZStW

 
（（9 

（（007

（, 77（ 
を
見
よ
。
そ
こ
に
さ
ら
な
る
文
献
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、M

aurach/Gössel/Zipf/R
enzikow

ski, 

§ 4 9 Rn. （（; ders., JuS （0（（, 485

は
、
彼
の
「
法
人
」
の
理
論

に
よ
っ
て
批
判
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
筆
者
に
は
、

ど
の
よ
う
に
打
ち
破
っ
て
い
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。「
せ
い
ぜ

い
」
と
書
い
た
の
は
、
全
体
主
体
の
構
想
す
ら
、
一
身
専
属
的
な

答
責
を
真
剣
に
と
ら
え
る
刑
法
に
お
い
て
は
、
根
拠
づ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
5（
（　

正
当
に
も
、Böhringer 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. （（4 f., （54 f. 

そ
こ
に
さ
ら
な
る
文
献
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
5（
（　R

oxin 

（
前
掲
注
（
4
（（, S. （77. 

同
様
の
見
解
と
し
て
、
た

と
え
ば
、G
eppert, Jura （0（（, （ 0 ff. 

（（ 0

（; G
ropp, A

T
 

§ （ 0 
Rn. （68 ff.; H

erzog, Strafrecht A
T

, （0（7, S. （（9; H
oyer, 

SK
-StG

B
 9. A

ufl. （0（7, 

§ （ 5 R
n. （（, （08; Jescheck/

W
eigend, A

T
, S. 679; K

ühl, A
T

 

§ （ 0 Rn. 99; R
udolphi, FS 

Bockelm
ann, （979, S. （69 ff. （（74

（; Schünem
ann, LK

-StGB 

§ （ 5 Rn. （56 Fn. （7（

（
詳
細
に
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（; 

V
aldágua, ZStW

 9 8 

（（986

（, 8（9 ff. 

（86（

（. 

類
似
の
見
解
と
し

て
、Bottke, GA

 （00（, 47（. 

補
足
的
な
修
正
を
加
え
る
も
の
と
し

て
、Seelm

ann, JuS （980, 57（ ff. （574

（.

（
5（
（　R

oxin （
前
掲
注
（
4
（（, S. （78.

（
54
（　R

oxin （
前
掲
注
（
4
（（, S. （79.

（
55
（　R

oxin （
前
掲
注
（
4
（（, S. （80. R

udolphi, FS Bockelm
ann, 

S. （7（ 

も
見
よ
。「
全
体
と
し
て
の
構
成
要
件
実
現
に
関
す
る
共
同

支
配
」。V

aldágua, ZStW
 9 8 

（（986

（, 860, 870 f. 

及
び
後
掲
注

（
6（
（。

（
56
（　R

oxin 

（
前
掲
注
（
4
（（, S. （77, （87.

「
共
同
正
犯
者
は
、
他

人
が
行
っ
た
こ
と
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
者

自
身
の
共
同
支
配
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。

V
aldágua, ZStW

 9 8 

（（986

（, 8（9 

（85（ ff., 860

（ 

は
、
こ
の
こ

と
を
特
に
強
調
す
る
。
さ
ら
に
、Schild, N

K
-StGB, 5. A

ufl. 
（0（7, 

§ （ 5 Rn. （（6.

「
共
同
正
犯
者
各
人
は
、
自
ら
が
中
心
人
物

で
あ
る
…
…
」。

（
57
（　R

oxin, A
T

 II, 

§ （ 5 Rn. （57.

（
58
（　

た
と
え
ば
、H

aas 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （ （ ff.; Freund, A

T
 

（. A
ufl. （009, 

§ （ 0 Rn. 4 （ ff.; R
otsch, „Einheitstäterschaft

“ 
statt T

atherrschaft, （009, S. （90 ff.; van W
eezel, ZIS （009, 

4（（ ff. 
（444

（; Jakobs, FS Puppe, S. 550 f.; M
arlie, U

nrecht 
und Beteiligung, （009, S. 4 （ ff.
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（
59
（　Stein, D

ie strafrechtliche Beteiligungsform
enlehre, 

（988, S. （0（ f.
（
60
（　Schröder

（
前
掲
注
（
（7
（（; Cram

er, FS Bockelm
ann, 

（979, S. （89 ff. 

（400 ff.

（; Lesch, JA
 （000, 75; K

indhäuser, 
FS H

ollerbach, S. 6（（; Steckerm
eier 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. 6 6 

f.

（
6（
（　

と
り
わ
け
、K

üper, JZ （979, 775 ff. 

（786

（. 

キ
ュ
ー
パ
ー

は
、
極
め
て
明
確
に
消
極
的
行
為
支
配
（「
抑
制
力
」（
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
。V

aldágua, ZStW
 9 8 

（（986

（, 86（, 870 f. 

し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
消
極
的
な
行
為
支
配
が
共
同
正
犯
に
と
っ
て
十
分

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
、Luzón Peña/

D
íaz y G

arcía, FS Roxin I, （00（, S. 59（ ff.

（
6（
（　R

oxin, FS Frisch, （0（（, S. 6（（ ff. （6（0 f.
（.

（
6（
（　

部
分
支
配
に
は
、R

oxin 

（
前
掲
注
（
4
（（, S. （77 
で
既
に
明

示
的
に
反
対
し
て
い
る
。

（
64
（　H

erzberg, T
äterschaft und T

eilnahm
e, （977, S. 57; 

Falcone, InD
ret （/（0（7, S. 6.

（
65
（　R

oxin 

（
前
掲
注
（
4
（（, S. （8（. 

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
合

で
あ
る
か
は
、「
ま
た
も
や
一
般
化
し
て
は
確
定
さ
れ
得
ず
」、「
法

的
な
評
価
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
の
み
確
定
さ
れ
う
る
と
し
て
い

た
。

（
66
（　

類
似
の
指
摘
と
し
て
、H

aas （
前
掲
注
（
（（
（（, S. （6.

（
67
（　R

oxin, A
T

 II, 

§ （ 5 Rn. （（（, （（0. 

必
要
性
説
の
模
範
に
し

た
が
っ
た
事
後
的
観
察
に
既
に
反
対
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、

R
oxin （
前
掲
注
（
4
（（, S. （8（.

を
見
よ
。

（
68
（　Seelm

ann, JuS （980, 574; K
indhäuser, FS H

ollerbach, 
S. 6（（; H

aas 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （8; R

enzikow
ski, JuS （0（（, 

485; M
/R-H

aas, V
orb. 

§§ （ 5 ff. Rn. （（; Falcone, InD
ret 

（/（0（7, S. 5.

（
69
（　H

erzberg 

（
前
掲
注
（
66
（（, S. 6 9 f.; Seelm

ann, JuS （980, 
574.

（
70
（　

特
に
、H

aas （
前
掲
注
（
（（
（（, S. （6.

（
7（
（　

し
か
し
な
が
ら
、「
正
犯
な
き
共
犯
」
と
い
う
意
味
で
は
、

D
encker, FS Lüderssen, （00（, S. 5（5 ff.

（
7（
（　

こ
の
異
論
の
余
地
の
な
い
立
法
者
の
決
断
の
正
当
性
（R

oxin, 
A

T
 II （00（, 

§ （ 6 Rn. （6. Frister, FS D
encker, S. （（0 f. 

は
、

「
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
同
時
に
遺
憾
に
思
わ
れ
る
べ
き
」
と
す

る
（
に
つ
い
て
、
疑
問
を
差
し
挟
む
こ
と
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
7（
（　

表
見
代
理
と
い
う
形
象
に
つ
い
て
は
、
多
く
に
代
え
て
、

Schubert, M
üK

o-BGB 7. A
ufl. （0（5 

§ （67 Rn. （07 ff. 

権
利

の
外
観
を
設
定
す
る
こ
と
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
法
律
構
成
は
、
犯

罪
行
為
の
遂
行
に
は
ま
っ
た
く
適
合
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
取
引
へ
の
関
与
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
法
律
構
成
を
、
こ
れ
と

は
同
一
尺
度
で
は
測
れ
な
い
不
法
取
引
の
関
係
に
転
用
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
確
証
す
る
。

（
74
（　R

ansiek 
（
前
掲
注
（
（（
（（, S. 7 0 

は
、
ま
さ
に
こ
の
思
想
か
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ら
過
失
の
共
同
正
犯
を
導
き
出
す
（G

reco, ZIS （0（（, 687 Fn. 
（（ 6 

でR
ansiek

に
向
け
た
批
判
を
訂
正
す
る
（。
同
様
に
、H

aas 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （4（ f.

（
75
（　

そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
も
の
と
し
て
、
特
に
、
前
掲
注

（
45
（
に
挙
げ
た
よ
う
なLesch

の
業
績
が
あ
る
。

（
76
（　R

oxin
が
過
失
の
共
同
正
犯
を
受
け
入
れ
る
こ
と
（R

oxin, 
A

T
 II 

§ （ 5 Rn. （4（ f.; ders., 

［
前
掲
注
（
4
（］, S. 770 Rn. 4（（ 

f.

（
は
、R

oxin
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
（Rn. 4（（

（、
過
失
犯
を

ま
さ
に
支
配
犯
と
し
て
理
解
し
な
い
そ
の
理
論
モ
デ
ル
の
中
に
い

ま
だ
基
礎
を
持
た
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
るR

oxin

の
省
察
の
展
開
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、Böhringer 

（
前
掲
注

（
（
（（, S.（0（ ff.

（
77
（　Puppe, GA

 （004, （（9.

（
78
（　G

reco, ZIS （0（（, 687.

（
79
（　

こ
の
原
理
を
援
用
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Jakobs, 

D
ie strafrechtliche Z

urechnung von T
un und 

U
nterlassen, （996, S. （（; Falcone, InD

ret （/（0（7, S. （ 5 f.

（
80
（　Steckerm

eier 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. （59 ff. 

こ
の
論
拠
は
、

Steckerm
eier

に
お
い
て
は
、
共
同
正
犯
の
根
拠
づ
け
の
第
二
の

柱
と
し
て
の
役
割
を
有
す
る
（
こ
れ
は
、
心
理
学
的
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
「
延
長
さ
れ
た
行
為
支
配
」
と
並
ぶ
も
の
で
あ
る
（。

（
8（
（　

公
法
に
お
け
る
そ
の
基
礎
に
つ
い
て
は
、Lindner, D

ie 
verfassungsrechtliche D

im
ension der allgem

einen 

polizeirechtlichen A
dressatenpflichten, （997, S. （ 7 ff., （ 6 

ff.; H
ollands, Gefahrenzurechnung im

 Polizeirecht, （005, 
S. （ 7 ff. 

民
法
に
お
け
る
妨
害
責
任
に
つ
い
て
は
、Baldus, 

M
üK

o-BGB, 6. A
ufl. （0（（, 

§ （004 Rn. （49 ff.

（
8（
（　Jansen, D

ie Struktur des H
aftungsrechts, （00（, S. 6（（ 

ff. 

参
照
。

（
8（
（　D

encker （
前
掲
注
（
9
（（, S. （（（ ff. 

も
見
よ
。

（
84
（　

中
世
に
用
い
ら
れ
て
い
たH

alsgerichtsbarkeit

と
い
う
刑

事
司
法
の
呼
称
は
、
非
常
に
目
を
引
く
。
た
と
え
ば
、E

b. 
Schm

idt, in: Festschrift für Siber, Bd. I, （94（, S. 9 9 ff. 

（（05, （44, （59 ff.

（.

（
85
（　

そ
れ
ら
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、K

raatz 

（
前
掲
注

（
（5
（（, S. （（0 ff.

（
86
（　

前
掲
注
（
（（
（
参
照
。

（
87
（　

同
様
に
、Böhringer （
前
掲
注
（
（
（ 

（, S. （98 f.

（
88
（　

特
に
、D

encker 

（
前
掲
注
（
9
（（, S. （（4 f.; K

am
m

 

（
前
掲

注
（
（（
（（, S. （79 f., （88; K

nauer 

（
前
掲
注
（
（4
（（, S. （95

お

よ
びR

oso Cañadillas 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. 565; Steckerm

eier 

（
前
掲
注
（
（
（（, S. （67 ff. 

も
見
よ
。
批
判
に
つ
い
て
は
、
既
に
、

G
reco, ZIS （0（（, 687 Fn. （（6.

（
89
（　

基
礎
的
な
文
献
と
し
て
、R

oxin, K
rim

inalpolitik und 
Strafrechtssystem

, （. A
ufl. （97（ 

（（. A
ufl. （970

（. 

こ
れ
に
加

え
て
、G

reco, ZIS （0（6, 4（6 ff. （4（6 f.

（。
そ
こ
に
さ
ら
な
る
文
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献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
90
（　

結
論
に
お
い
て
類
似
す
る
の
は
、H

oyer, FS Puppe, （0（（, 
S. 5（5 ff. （5（6

（.

（
9（
（　

最
小
条
件
の
公
式
に
し
た
が
え
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
詳
し

く
は
、
Ⅴ
．
（
．
ｂ
．

（
9（
（　

同
様
に
、Baum

ann/W
eber/M

itsch/E
isele, Strafrecht 

A
T

, （（. A
ufl. （0（6, 

§ （5  Rn. 88; G
ropp, A

T
 4. A

ufl. 

§ （ 0 
Rn. （（6; M

üK
o-H

ardtung, 

§ （（（ Rn. 6 7

（Rn. 7 （

で
は
、

H
ardtung

は
、「
明
確
化
す
る
た
め
に
も
」
過
失
の
共
同
正
犯
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
（; M

üK
o-Joecks, 

§ （ 5 Rn. （89; M
urm

ann, 
A

T
 4. A

ufl. 

§ （ 7 Rn. 55; R
oxin, A

T
 II 

§ （ 5 Rn. （40; 
R

otsch, FS Puppe, （0（（, S. 877 ff. 

（905, 907 f.

（. R
otsch

は
、

過
失
の
共
同
正
犯
は
常
に
過
剰
な
も
の
だ
と
す
る
（
こ
の
こ
と
は
、

第
一
の
事
例
状
況
に
お
い
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
（; U

tsum
i, 

ZStW
 （（9 

（（007

（, （50; 

お
そ
ら
くStratenw

erth/K
uhlen, 

A
T

 6. A
ufl. 

§ （ 5 Rn. 7 7

も
同
様
で
あ
る
。R

engier, A
T

 8. 
A

ufl. 

§ 5 （ Rn. 6. 

し
か
し
、R

engier

は
、
関
与
者
の
一
人
が
既

に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
も
は
や
こ
の
道

は
採
り
得
な
い
と
考
え
て
い
る
（Rn. 9. 

同
様
に
、D

onatsch, 
SJZ （989, （09 ff. 

［（（（

］（。
だ
が
、
こ
の
見
解
は
、
既
に
抱
か
れ

て
い
る
他
人
の
行
為
決
意
の
強
化
も
惹
起
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

見
過
ご
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
根
拠
と
と
も
に
こ
れ
を
否
定
す

る
の
は
、K

raatz 

（
前
掲
注
（
（5
（（, S. （58. 

そ
の
根
拠
に
つ
い
て

は
、
我
々
は
Ⅴ
．
（
．
ｃ
で
な
お
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
説
得
力
が
な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
不
作
為
的
解

決
」
で
あ
る
。 BayO

bLG N
JW

 （990, （0（（; W
alder, FS 

Spendel, （99（, S. （6（ 

（（69 f.

（; D
onatsch, SJZ （989, （（（

も
、

お
そ
ら
く
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
詳
し
く
は
、K

raatz 

（
前
掲
注
（
（5
（（, S. 8 0 ff.; U

tsum
i, ZStW

 （（9 （（007

（, 776 ff.

（
9（
（　R

enzikow
ski 

（
前
掲
注
（
（（
（（, S. （85. 

実
質
的
に
は
、

U
tsum

i, Jura （00（, 540; dies., ZStW
 （（9 

（（007

（, 786; 
H

eine/W
eißer, in: Sch/Sch-StGB, vor 

§ （ 5 ff. Rn. （（（

お
よ

びM
/R-H

aas, 

§ （ 5 Rn. （00

（
最
後
の
文
（。

（
94
（　

遡
及
禁
止
に
対
す
る
筆
者
の
慎
重
な
態
度
に
つ
い
て
は
、

G
reco, U

m
 panoram

a da teoria da im
putação objetiva, 4. 

A
ufl. São Paulo, （0（4, S. 9 0 

を
見
よ
。

（
95
（　Puppe, GA

 （004, （46 

も
、
過
失
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
批

判
の
中
で
こ
の
事
件
を
想
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
、

過
失
の
共
同
正
犯
の
支
持
者
に
と
っ
て
の
み
問
題
な
の
で
は
な
く
、

過
失
正
犯
の
「
背
後
の
」（
つ
ま
り
、
過
失
正
犯
者
の
動
機
へ
の
働

き
か
け
を
通
じ
た
（
同
時
正
犯
を
可
能
と
み
る
者
に
と
っ
て
も
問

題
で
あ
る
。

（
96
（　

た
と
え
ば
、Jescheck/W

eigend, A
T

, S. （8（

（「
二
三
回
の

刺
突
に
よ
る
カ
エ
サ
ル
の
殺
害
」（。

（
97
（　

既
に
、T

raeger, D
er K

ausalbegriff im
 Straf- und 

Zivilrecht, （904, S. 4 5 f.; W
elzel, D

eutsches Strafrecht, （（. 
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A
ufl. （969, S. 45. 

そ
こ
に
そ
れ
以
前
の
文
献
（M

.L. M
üller

お

よ
びT

arnow
ski

（
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。Fincke, GA

 （975, 
（65 

も
見
よ
。Fincke

は
、
択
一
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
た
。「
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
実
際
に
想
像
す

る
こ
と
は
難
し
い
」。
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
現
れ
た
の
で

あ
る
。

（
98
（　T

raeger
（
前
掲
注
（
97
（
に
挙
げ
た
も
の
な
ど
（; 

T
arnow

ski, D
ie system

atische B
edeutung der 

adaequaten K
ausalitätstheorie für den A

ufbau des 
V

erbrechensbegriffs, （9（7, S. 4 7 f. 

な
ど
。W

elzel

（
前
掲
注

（
97
（
に
挙
げ
た
も
の
な
ど
（
を
介
し
て
、
修
正
公
式
は
、
多
く
の

文
献
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、K

ühl, 
A

T
 

§ 4
 Rn. （ 9 ff.; W

essels/Beulke/Satzger, A
T

 Rn. （（（.

（
99
（　G

reco, ZIS （0（（, 68（ 

参
照
。
そ
こ
に
一
般
に
受
け
容
れ
ら

れ
て
い
る
批
判
に
つ
い
て
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
修
正
公

式
は
、
投
票
の
棄
権
で
さ
え
も
因
果
的
だ
と
説
明
し
う
る
。

（
（11
（　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Frisch, FS 

Gössel, （00（, S. 5 （ ff. 

（68 

（. Frisch

は
、
条
件
公
式
の
「
実
用

性
」
に
言
及
す
る
。Frister, A

T
, 6. A

ufl., 9/（5 f.; G
reco, ZIS 

（0（（, 685 f.

（
（1（
（　G

reco, Problem
as de causalidade e im

putação nos 
delitos om

issivos im
próprios, São Paulo, （0（8, S. 5 6 ff. 

こ

れ
は
、ZIS （0（（, 685 f. 

に
お
け
る
以
前
の
立
場
と
対
決
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
（10
（　R

oxin/G
reco, A

T
 

§ （ （ Rn. （ 5 

に
挙
げ
ら
れ
た
文
献
を
参

照
せ
よ
。

（
（10
（　

し
か
し
、
合
法
則
的
条
件
関
係
説
に
与
す
る
者
の
多
数
は
そ
れ

で
満
足
す
る
。
同
説
に
合
議
決
定
の
事
例
状
況
の
解
決
を
期
待
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

た
と
え
ば
、W

eißer 

［
前
掲
注
（
（（
（］, S. （（（ ff., （（6, （（9; 

Schünem
ann in: R

oxin/W
idm

aier 

［H
rsg.

］, 5 0 Jahre 
Bundesgerichtshof, Festgabe aus der W

issenschaft, Bd. 
4, （000, S. 6（（ ff. 

［S. 6（4

］（; Baum
ann/W

eber/M
itsch/

E
isele, 

§ （ 0 Rn. （ （

（.

（
（10
（　

基
礎
的
な
文
献
と
し
て
、Puppe, ZStW

 9 （ 

（（980

（, 86（ ff. 

（865 ff., 89（ f.

（; 

最
近
の
も
の
で
は
、Puppe, N

K
-StGB, 5. 

A
ufl. （0（7, vor 

§ （ （ Rn. （0（ f.; 

さ
ら
な
る
文
献
は
、R

oxin/
G

reco, A
T

 

§ （ （ Rn. （5a Fn. （（.

（
（10
（　K

indhäuser, GA
 （98（, 477 

（485 f.

（; ders., ZStW
 （（0 

（（008

（, 48（ 

（485 f.

（. 

現
在
で
は
異
な
っ
た
見
解
を
と
っ
て
い
る

（「
あ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
あ
り
（conditio per quam

（」（。

K
indhäuser, K

argl-FS, （0（5, （5（; ders., Paeffgen-FS, （0（5, 
（（9; ders., ZIS （0（6, 574.

（
（10
（　R

oxin/G
reco, A

T
 

§ （ （ Rn. （5g, （9. 

そ
こ
に
さ
ら
な
る
文

献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（10
（　

特
に
広
ま
っ
て
い
る
の
は
、
最
低
条
件
説
を
条
件
公
式
と
等
置
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す
る
も
の
で
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、

Sam
son, FS Rudolphi, （004, S. （59 

［（66

］; Böhringer 

（
前

掲
注
（
（
（（, S.  66  ff. 

実
質
的
に
は
、R

otsch, ZIS （0（8, 6
 f. 

も
同
様
で
あ
る
。
余
剰
の
投
票
は
、
最
低
条
件
の
不
可
欠
の
構
成

要
素
で
は
な
い
と
す
る
（。
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
条
件
公
式
で
は

あ
る
事
情
が
取
り
除
い
て
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
最
低
条
件
は
、

諸
事
情
を
一
般
的
な
命
題
、
つ
ま
り
一
般
的
な
条
件
命
題
か
ら
取

り
除
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（G

reco, 
ZIS （0（（, 685 

と
同
頁
のFn. （（7 

を
見
よ
（。

（
（10
（　G

reco, ZIS （0（（, 686.


