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爆発により職務上の救助者に生じた侵害の帰属可能性

過
失
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よ
り
火
災
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、
救
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よ
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〔
事
実
の
概
要
〕

　

Ｌ
Ｇ
の
認
定
に
よ
る
と
、
被
告
人
は
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
三
日
か
ら
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
に
あ
るB

A
SF SE

の
工

場
で
、
下
請
け
企
業
の
従
業
員
と
し
て
働
い
て
い
た
。
そ
の
仕
事
は
、
多
く
の
他
の
配
管
と
並
ん
で
配
管
溝
に
設
置
さ
れ
て
い
る
、

入
れ
替
え
ら
れ
る
べ
き
配
管
を
撤
去
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
工
事
中
停
止
し
て
い
る
金
属
製
の
配
管
を
カ
ッ
タ
ー
で

破
壊
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
七
日
朝
、B

A
SF SE

の
従
業
員
と
下
請
け
企
業
の
従
業
員
二
名
が
い
つ
も
の
よ
う
に
仕
事
を
終
え
、
そ

の
際
、
配
管
に
マ
ー
キ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
就
業
日
に
、
被
告
人
は
、
マ
ー
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
た
手

を
加
え
る
べ
き
配
管
そ
れ
自
体
を
確
認
す
る
責
任
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
は
、
う
っ
か
り
し
て
マ
ー
キ
ン
グ

が
さ
れ
た
配
管
と
隣
の
ガ
ス
を
供
給
す
る
配
管
と
を
見
間
違
え
、
そ
こ
に
カ
ッ
タ
ー
を
さ
し
む
け
た
。
切
れ
目
か
ら
放
出
さ
れ
た
ガ

ス
が
カ
ッ
タ
ー
の
火
花
に
引
火
し
、
そ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
炎
は
、
可
燃
性
の
エ
チ
レ
ン
が
通
っ
て
い
る
長
距
離
配
管
を
加
熱
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
数
分
後
、
長
距
離
配
管
は
高
熱
に
よ
っ
て
固
定
か
ら
は
が
さ
れ
、
二
件
の
激
し
い
爆
発
を
生
じ
た
。

　

高
熱
と
爆
風
に
よ
り
、
火
災
現
場
に
接
近
し
て
い
た
四
名
の
消
防
士
が
命
を
落
と
し
、
さ
ら
に
四
名
の
消
防
士
と
消
防
隊
を
誘
導

す
る
た
め
、
義
務
に
従
い
火
災
現
場
に
い
た
二
名
の
従
業
員
が
重
傷
を
負
っ
た
。
さ
ら
に
、
隣
接
す
る
港
湾
の
タ
ン
ク
船
で
働
い
て

い
た
船
員
も
、
爆
風
に
よ
り
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
意
識
を
失
い
溺
死
し
た
。
消
防
士
と
消
防
隊
を
誘
導
す
る
従
業
員
は
、
火
災
現
場
か

ら
五
〇
ｍ
の
距
離
を
保
つ
と
す
る
規
定
を
遵
守
し
て
い
た
。
長
距
離
配
管
の
加
熱
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
爆
発
の
高
い
危
険
性
は
、
火

災
現
場
に
接
近
し
た
時
点
で
、
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

Ｌ
Ｇ
は
、
被
告
人
に
五
件
の
所
為
単
一
の
関
係
に
あ
る
過
失
致
死
と
そ
れ
と
所
為
単
一
の
関
係
に
な
る
六
件
の
所
為
単
一
の
関
係

に
あ
る
過
失
傷
害
、
さ
ら
に
、
過
失
で
の
火
薬
類
の
爆
発
の
惹
起
を
理
由
と
し
て
、
一
年
の
自
由
刑
に
処
し
、
そ
の
執
行
は
保
護
観
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察
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
こ
の
判
断
に
対
し
、
被
告
人
が
上
告
し
た
。

〔
決
定
要
旨
〕

〔
９
〕
被
告
人
の
有
罪
判
決
は
、
法
的
な
再
検
討
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
。

〔
10
〕
一
、
刑
法
第
二
二
二
条
、
第
二
二
九
条
に
よ
る
所
為
単
一
の
関
係
に
あ
る
消
防
士
と
消
防
士
を
誘
導
す
る
二
名
の
従
業
員
の

過
失
致
死
と
過
失
傷
害
を
理
由
と
す
る
有
罪
判
決
に
法
的
瑕
疵
は
な
い
。

〔
11
〕
ａ
）
客
観
的
な
義
務
に
違
反
す
る
者
が
、
過
失
で
行
為
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
行
為
者
が
、
そ
の
主
観
的
な
認
識
や
能
力
に

従
っ
て
回
避
可
能
で
あ
っ
た
限
り
、
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
義
務
違
反
が
、
客
観
的
主
観
的
に
予
見
可
能
に
結
果
を
引
き
起
こ
し

た
場
合
で
あ
る
（vgl. B

G
H

St 64, 217=N
JW

 2020, 2124; B
G

H
St 53, 55 〔58 

〕 =N
JW

 2009, 1155; B
G

H
St 49, 166 〔174

〕 

=N
JW

 2004, 2458

）。

〔
12
〕
ｂ
）
こ
れ
ら
の
要
件
を
、
Ｌ
Ｇ
は
、
法
的
瑕
疵
な
く
肯
定
し
た
。

〔
13
〕
ａ
ａ
）
と
り
わ
け
、
Ｌ
Ｇ
は
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
い
評
価
に
基
づ
い
て
、
義
務
に
違
反
し
た
被
告
人
の
態
度
を
前
提
に
し
た
。

〔
14
〕
客
観
的
な
注
意
義
務
、
そ
れ
は
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
注
意
義
務
に
違
反
す
る
者
が
、

義
務
に
違
反
し
て
行
為
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
際
、
適
用
さ
れ
る
注
意
の
種
類
と
程
度
は
、
事
前
の
観
点
か
ら
危
険
の
状
況
を
客

観
的
に
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
行
為
者
の
具
体
的
な
状
況
や
社
会
的
な
役
割
の
中
で
思
慮
深
い
誠
実
な
人
間
に
照
準
が
合
わ
せ

ら
れ
、
決
定
さ
れ
る
（vgl. B

G
H

St 59, 292=N
JW

 2015, 96; B
G

H
 N

StZ 2005, 446

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
義
務
違
反
が
、
作

為
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
か
、
不
作
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
決
定
的
で
は
な
い
（vgl. B

G
H

 N
StZ 2003, 657 und N

StZ 

2005, 446

）。
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〔
15
〕
そ
れ
と
比
較
し
て
、
被
告
人
が
、
方
向
づ
け
、
と
り
わ
け
手
を
加
え
る
べ
き
配
管
を
マ
ー
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
適
切
に
把
握
す

る
可
能
性
と
義
務
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
う
っ
か
り
し
て
ガ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
る
配
管
に
カ
ッ
タ
ー
を
さ
し
向
け

た
こ
と
を
、
Ｌ
Ｇ
は
、
当
然
客
観
的
な
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
評
価
し
た
。

〔
16
〕
ｂ
ｂ
）
結
果
の
発
生
に
対
す
る
被
告
人
の
行
為
の
因
果
性
も
、
Ｌ
Ｇ
は
、
法
的
瑕
疵
な
く
肯
定
し
た
。
被
告
人
が
ガ
ス
管
へ

足
を
向
け
る
こ
と
が
、
長
距
離
配
管
の
爆
発
に
至
る
決
定
的
な
因
果
関
係
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
の
義
務
違
反
は
、

被
害
者
の
死
亡
と
傷
害
を
引
き
起
こ
し
た
。

〔
17
〕
ｃ
ｃ
）
さ
ら
に
、
Ｌ
Ｇ
は
、
法
的
瑕
疵
な
く
、
義
務
違
反
が
、
客
観
的
主
観
的
に
予
見
可
能
に
、
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
こ

と
を
前
提
と
し
た
。

〔
18
〕
予
見
可
能
性
に
と
っ
て
は
、
被
告
人
の
行
為
の
結
果
が
、
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
本
質
的
な
部
分
に
つ
い
て
予
見
可
能
で
あ

る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
被
告
人
が
あ
ら
ゆ
る
詳
細
な
部
分
に
つ
い
て
予
見
可
能
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
（vgl. B

G
H

St 

39, 322

〔324

〕=N
JW

 1994, 205; B
G

H
St 49, 166 〔174

〕=N
JW

 2004, 2458; B
G

H
St 59, 292=N

JW
 2015, 96 

）。

〔
19
〕
上
述
し
た
こ
と
は
、
長
年
工
場
で
働
い
て
い
て
、
そ
の
設
備
が
危
険
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
信
頼
さ
れ
て

い
た
被
告
人
に
は
、
注
意
義
務
違
反
が
爆
発
へ
と
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
危
険
な
領
域
に
い
る
人
を
死
亡
さ
せ
、
傷

害
を
負
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
可
能
で
あ
っ
た
。

〔
20
〕
ｄ
ｄ
）
被
害
者
の
死
亡
や
傷
害
の
帰
属
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
Ｌ
Ｇ
は
、
法
的
瑕
疵
な
く
肯
定
し
た
。

〔
21
〕（
１
）
こ
の
要
件
に
と
っ
て
決
定
的
な
基
準
は
、
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
と
並
ん
で
、
保
護
目
的
連
関
と
義
務
違
反
連
関

の
存
在
で
あ
る
。
ま
さ
に
行
為
者
が
注
意
を
欠
如
す
る
こ
と
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
危
険
が
結
果
に
お
い
て
現
実
化
し
、
そ
し
て
そ

の
結
果
が
規
範
の
保
護
目
的
に
含
ま
れ
る
場
合
に
、
結
果
は
帰
属
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
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と
っ
て
い
た
場
合
に
は
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
、
そ
の
結
果
は
帰
属
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（SternbergLieben/

Schuster in Schönke/Schröder, StG
B

, 30. A
ufl., 

§15 　

R
n. 156ff.; M

üK
oStG

B
/D

uttge, 4. A
ufl., 

§15  R
n. 164ff.

）。

〔
22
〕
こ
こ
で
は
、
両
方
と
も
充
足
さ
れ
る
。
被
告
人
に
該
当
す
る
義
務
の
保
護
目
的
は
、
結
果
を
包
摂
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
配
管

に
関
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
に
あ
た
っ
て
払
わ
れ
る
注
意
は
、
ま
さ
に
、
工
場
で
働
い
て
い
る
人
の
身
体
や
生
命
を
保
護
す
る
こ

と
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
義
務
に
適
合
し
て
行
為
し
た
場
合
、
事
故
と
そ
れ
に
伴
う
結
果
は
、
確
実
性
を
も
っ
て

阻
止
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

〔
23
〕（
２
）
さ
ら
に

－

Ｌ
Ｇ
が
当
然
認
め
た
よ
う
に

－
死
亡
や
傷
害
の
結
果
の
帰
属
は
、
い
わ
ゆ
る
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
の
原
則

に
従
っ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

〔
24
〕（
ａ
）
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
の
原
則
に
従
う
と
、
傷
害
罪
や
殺
人
罪
に
お
い
て
、
侵
害
結
果
、
と
り
わ
け
人
の
死
亡
も
、
そ

の
結
果
が
、
意
識
的
に
、
自
己
答
責
的
に
意
欲
さ
れ
、
実
現
し
た
自
己
危
殆
化
の
帰
結
で
あ
り
、
第
三
者
の
関
与
が
、
自
己
危
殆

化
行
為
の
単
な
る
誘
因
や
促
進
に
汲
み
尽
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
原
因
を
設
定
し
た
第
三
者
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
帰
属

さ
れ
な
い
（vgl. B

G
H

St 39, 322=N
JW

 1994, 205; vgl. auch B
G

H
St 32, 262=N

JW
 1984, 1469

）。

〔
25
〕（
ｂ
）
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
に
よ
る
と
、
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
を
理
由
と
す
る
不
処
罰
の
原
則
は
、
型
ど
お
り
に
は
適

用
さ
れ
ず
、
な
か
ん
ず
く
以
下
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
そ
の
適
用
は
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
事
例
と
は
、
行
為
者
が
危
険
な
状
況

を
創
出
し
た
こ
と
で
、
被
害
者
が
そ
の
事
象
に
救
助
の
た
め
に
介
入
し
、
そ
れ
に
よ
り
被
害
者
自
身
が
侵
害
を
被
る
誘
因
と
な
っ

た
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
為
者
が
、
そ
の
犯
罪
的
な
行
為
を
行
い
、
被
害
者
の
関
与
や
同
意
な
し

に
、
被
害
者
や
そ
の
近
親
者
の
法
益
に
対
す
る
著
し
い
危
険
を
創
設
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
危
険
な
救
助
措

置
を
行
う
も
っ
と
も
な
動
機
を
生
み
だ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
行
為
に
出
る
当
然
の
可
能
性
を
創
出
し
た
場
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合
に
妥
当
す
る
（vgl. B

G
H

St 39, 322=N
JW

 1994, 205

）。

〔
26
〕（
ｃ
）
自
由
意
思
で
介
入
す
る
第
三
者
の
事
例
に
対
し
て
発
展
し
た
法
原
則
は
、
職
務
上
の
義
務
づ
け
に
基
づ
い
て
、
危
険
な

状
況
へ
の
介
入
を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
の
法
的
義
務
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
り
自
身
を
危
殆
化
す
る
、
そ
の
よ
う
な
人
物

の
侵
害
の
帰
属
に
適
用
可
能
で
あ
る
。
そ
の
死
亡
や
傷
害
は
、
原
則
的
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
人
物
に
帰
属
さ
れ
る
（vgl. 

O
LG

 Stuttgart N
JW

 2008, 1971=N
StZ 2009, 331; vgl. -m

it teils unterschiedlicher B
egründung -LK

-StG
B

/W
alter, 13. 

A
ufl., vor 

§13  R
n. 117f.; E

isele in Schönke/Schröder, vor 

§13  R
n. 101 f.; M

üK
oStG

B
/Freund, 4. A

ufl., vor 

§13  R
n. 

422ff.; N
K

-StG
B

/Puppe, 5. A
ufl., vor 

§13  R
n. 186; R

oxin, FS K
indhäuser, 2019, 407 〔409

〕; Satzger Jura 2014, 695 

〔702

〕; R
adtke/H

offm
ann G

A
 2007, 201; Sow

ada JZ 1994, 663

）。

〔
27
〕
近
親
者
に
よ
る
救
助
措
置
に
際
し
て
帰
属
が
正
当
化
さ
れ
た
こ
の
決
定
的
な
考
慮
は
（vgl. B

G
H

St 39, 322=N
JW

 1994, 

205

）、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
に
な
お
の
こ
と
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
意
思
に
よ
る
救
助
者
の
も
っ
と
も
な
動

機
と
い
う
観
点
の
代
わ
り
に
、
こ
こ
で
は
、
介
入
の
た
め
の
法
的
義
務
が
、
行
為
の
た
め
の
精
神
的
な
圧
力
を
高
め
、
そ
れ
に
伴

い
、
規
範
的
な
条
件
に
よ
り
、
救
助
者
の
決
定
の
自
己
答
責
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
専
門
的
な
職
務

上
の
救
助
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
高
め
ら
れ
た
専
門
的
知
識
と
そ
れ
に
並
行
し
て
生
じ
る
わ
ず
か
な
侵
害
の
危
険
性
に
基
づ
い
て
、

よ
り
高
め
ら
れ
た
危
険
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
行
為
者
は
、
危
険
な
救
助
措
置
を
も
考
慮
に
い
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
が
救
助
行
為
に
成
功
し
た
場
合
、
結
果
の
阻

止
が
、
行
為
者
の
利
益
に
な
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
が
失
敗
し
た
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
は
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
を
刑
罰
規
定
の
保
護
領
域
に
含
め
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
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〔
28
〕
こ
の
基
準
に
従
う
と
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
と
し
て
、
そ
の
当
時
、
職
務
上
の
義
務
づ
け
に
基
づ
い
て
被
告
人

に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
火
災
と
爆
発
の
事
象
の
危
険
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
当
該
消
防
士
と
そ
の
任
命
に

よ
り
委
託
さ
れ
た
工
場
の
従
業
員
が
、
刑
法
第
二
二
二
条
、
第
二
二
九
条
の
保
護
領
域
に
包
摂
さ
れ
る
。

〔
29
〕（
ｄ
）
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
、
具
体
的
に
行
わ
れ
た
救
助
行
為
の
た
め
の
法
的
な
義
務
づ
け
が
、
そ
の
危
険
性
に
基
づ
い
て
存

在
し
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
救
助
行
為
が
は
じ
め
か
ら
意
味
が
な
く
、
明
ら
か
に
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
危
険
な
行
為

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
、
帰
属
連
関
の
中
断
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
（vgl. B

G
H

St 39, 322=N
JW

 1994, 205

）、
当
審
は
、

職
務
上
の
救
助
者
の
事
例
に
対
し
て
も
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
お
く
（vgl. hierzu etw

a Puppe N
StZ 2009, 333 〔334

〕）。

〔
30
〕
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
例
外
事
情
は
、
Ｌ
Ｇ
の
認
定
に
よ
る
と
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
、
こ
こ
で
、

火
災
現
場
か
ら
定
め
ら
れ
た
安
全
の
た
め
の
距
離
を
遵
守
し
て
お
り
、
高
い
爆
発
の
危
険
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
当

該
救
助
メ
ン
バ
ー
の
事
前
の
観
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、
個
別
の
救
助
メ
ン
バ
ー
は
、
具
体
的
な
投
入
や
一
般
的
な
組
織
上
の
準
備

に
関
与
す
る
他
の
人
物
の
知
識
や
注
意
義
務
違
反
も
ま
た
、
帰
属
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（aA

 O
LG

 Stuttgart N
JW

 2008, 

1971=N
StZ 2009, 331

）。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
救
助
メ
ン
バ
ー
が
、
危
険
の
完
全
な
認
識
を
欠
い
て
い
る
限
り
、
自
己
答
責
的
な

自
己
危
殆
化
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

〔
31
〕（
３
）
Ｌ
Ｇ
が
認
定
し
た
よ
う
に
、B

A
SF SE

が
組
織
上
の
欠
陥
に
よ
る
「
共
同
答
責
性
」
を
負
う
か
に
つ
い
て
、
同
じ
く

当
審
は
決
定
す
る
必
要
は
な
い
。

〔
32
〕（
ａ
）
危
険
を
防
止
す
る
範
囲
で
あ
り
う
る
組
織
上
の
欠
陥
は
、
被
告
人
の
注
意
義
務
違
反
と
、
構
成
要
件
的
結
果
と
の
間
の

さ
ら
な
る
連
関
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
り
結
果
の
予
見
可
能
性
も
、
義
務
違
反
連
関
と
保
護
目
的
連
関
も

否
定
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
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〔
33
〕（
ｂ
）
同
じ
こ
と
は
、
Ｌ
Ｇ
が
火
災
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
て
組
織
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
限
り
で
妥
当
す
る
。

〔
34
〕
仮
に
、
こ
こ
に
お
い
て
、
当
審
が
未
決
定
の
ま
ま
に
し
た
組
織
上
の
欠
陥
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
生

活
の
蓋
然
性
の
外
側
に
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
発
生
し
た
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
事
象
経
過

は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
。

〔
35
〕
義
務
違
反
連
関
と
保
護
目
的
連
関
も
、
そ
の
よ
う
な
組
織
上
の
欠
陥
に
よ
り
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
残
さ
れ
る
。
職
務
上
の
救

助
者
に
つ
い
て
、
過
失
致
死
や
過
失
傷
害
の
構
成
要
件
の
保
護
目
的
の
射
程
に
含
ま
れ
る
限
り
、
救
助
機
関
は
、
そ
の
組
織
自
体

を
答
責
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
第
三
者
は
、
組
織
上
の
欠
陥
に
基
づ
く
侵
害
に
対
し
て
答
責
的
で
は
な
い
が

（R
oxin/G

reco, Strafrecht A
T

 I, 5. A
ufl., 521, 523; ähnl. K

udlich JA
 2008, 740

）、
当
審
は
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
。
こ
の
見

解
は
、
承
認
さ
れ
た
原
則
、
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
に
違
反
し
て
行
為
す
る
多
数
の
惹
起
者
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
免
責
の
た
め

に
、
他
人
の
注
意
義
務
違
反
を
援
用
し
え
な
い
と
い
う
原
則
と
矛
盾
す
る
。
結
果
の
防
止
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
多
数
の
者
が
、
そ

の
つ
ど
彼
ら
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
注
意
義
務
に
違
反
す
る
場
合
、
む
し
ろ
規
則
ど
お
り
に
、
過
失
の
共
同
惹
起
が
出
発
点
と
さ
れ

る
（vgl. B

G
H

St 47, 224 

〔228

〕=N
JW

 2002, 1887-W
uppertaler Schw

ebebahn; O
LG

 B
am

berg N
StZ-R

R
 2008, 10; 

Puppe N
StZ 2009, 333 

〔334f.

〕）。
共
同
責
任
は
、
手
続
法
上
（
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
三
条
）、
あ
る
い
は
、
量
刑
に
際
し
て
考

慮
さ
れ
う
る
。

〔
36
〕
二
、
刑
法
第
二
二
二
条
に
よ
る
船
員
の
過
失
致
死
を
理
由
と
す
る
所
為
単
一
の
有
罪
判
決
も
、
法
的
な
瑕
疵
は
な
い
。

〔
37
〕
船
員
の
死
は
、
被
告
人
に
客
観
的
に
帰
属
さ
れ
る
。
上
告
理
由
に
よ
る
と
、
確
か
に
船
員
は
、
疑
わ
し
き
は
の
原
理
に
鑑
み
て
、

（
自
由
意
思
の
）
救
助
者
と
し
て
は
評
価
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
審
は
、
判
決
理
由
に
関
連
し
て
、
船
員
が
爆
発
の
作
用
領
域

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
被
告
人
は
予
見
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
死
に
対
し
て
被
告
人
が
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
不
慮
の
災
難
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

〔
38
〕
三
、
結
局
、
刑
法
第
三
〇
八
条
第
一
項
と
第
六
項
に
従
っ
て
、
火
薬
類
に
よ
る
爆
発
を
過
失
で
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
る

所
為
単
一
で
の
被
告
人
の
有
罪
判
決
に
、
法
的
な
瑕
疵
は
示
さ
れ
な
い
。

〔
39
〕
爆
発
は
、
急
激
に
容
積
が
増
大
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
り
異
常
な
速
さ
を
伴
う
爆
風
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る
（vgl. 

B
G

H
St 60, 198=N

JW
 2015, 1705; M

üK
oStG

B
/K

rack, 3. A
ufl., 

§308 R
n. 3  m

w
N

）。
相
当
な
影
響
を
も
た
ら
す
爆
風
の

発
生
を
、
Ｌ
Ｇ
は
認
定
し
、
裏
づ
け
た
。

〔
研
究
〕

　

一
．
故
意
や
過
失
に
よ
り
火
災
な
ど
の
危
険
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
危
険
が
結
果
に
現
実
化
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、

あ
る
い
は
そ
の
中
に
い
る
人
な
ど
を
救
助
す
る
た
め
に
事
象
に
介
入
し
た
救
助
者
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
傷
害
を
負
っ
た
場
合
、
そ

の
救
助
者
の
死
や
傷
害
の
結
果
は
、
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
帰
属
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
救
助
者
事
例

（R
etterfälle

）
と
呼
ば
れ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
判
断
が
な
さ
れ
、
学
説
に
お
い
て
も
議
論

さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
危
険
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
危
険
に
自
身
を
さ
ら
す
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
に
関
与
し
た

者
に
つ
い
て
、
不
処
罰
と
す
る
判
断
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
結
果
が
、
意
識
的
に
、
自
己
答
責
的
に
意
欲
さ
れ
、
実

現
さ
れ
た
自
己
危
殆
化
の
帰
結
で
あ
り
、
第
三
者
の
関
与
が
、
単
な
る
自
己
危
殆
化
行
為
の
誘
因
や
促
進
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
結
果

は
、
そ
の
関
与
者
に
帰
属
さ
れ
な
い
」
と
す
るB

G
H

St 32, 262ff

（N
JW

 1984, 1469

）
を
先
例
と
す
る
一
連
の
判
断
で
あ
る
。
救

助
者
事
例
は
、
救
助
者
が
危
険
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
危
険
な
状
況
に
介
入
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
と
類

似
す
る
事
案
と
も
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
救
助
者
が
危
険
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
危
険
な
状
況
に
介
入
し
て
い
る
場
合
、
救

1
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助
者
は
そ
の
危
険
を
引
き
受
け
て
お
り
、
最
初
に
そ
の
危
険
な
状
況
を
惹
起
し
た
者
に
、
救
助
者
の
死
や
傷
害
の
結
果
を
帰
属
す
る

こ
と
を
否
定
す
る
立
場
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
救
助
者
事
例
に
は
、
本
決
定
の
事
案
の
よ
う
に
、
介
入
し
た
救
助
者
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
険
を
鎮
圧
す
る
、
あ
る
い
は
人

や
物
を
救
出
す
る
職
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
た
場
合
と
、
そ
う
い
っ
た
職
務
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
た
場
合
と
で

評
価
が
異
な
る
の
か
、
ま
た
、
職
務
上
の
救
助
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
の
介
入
の
事
案
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
組
織
に
お
い
て
ミ
ス
が

あ
っ
た
場
合
に
、
帰
属
は
否
定
さ
れ
る
の
か
、
問
題
に
な
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
本
決
定
は
、
職
務
上
の
救
助
義
務
を
負
っ
て
い

る
消
防
士
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
傷
害
を
負
っ
た
事
案
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
こ
れ
ま
で
の
判
断
を
基
礎
に
、
結
果
の
帰
属
を
認
め
た

も
の
で
あ
る
。

　

二
．
本
決
定
に
対
し
、
評
釈
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、M

itsch

は
、
死
や
傷
害
の
結
果
を
客
観
的
に
帰
属
す
る
た
め
の
二
つ
の
事
情
と
し
て
、
危
険
領
域
へ
被
害
者
が
自
分
で

接
近
し
た
こ
と
と
、
組
織
上
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
欠
陥
の
可
能
性
を
挙
げ
る
。
本
決
定
の
事
案
の
場
合
、
被
害
者
は
、
工
場

の
敷
地
に
と
ど
ま
る
権
限
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
危
険
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
職
務
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
安
全
が
保
障
さ
れ
る
領
域
の
内
部
に
あ
っ
て
も
、
保
護
さ
れ
て

い
る
者
自
身
の
態
度
に
よ
り
危
険
は
高
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
行
為
者
の
義
務
に
違
反
し
た
態
度
へ
結
果
を
帰
属
す

る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
救
助
者
事
例
」
に
お
い
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
評
価
で
も
っ
て
こ
の

こ
と
を
適
切
に
否
定
し
て
い
る
。
救
助
者
は
、
職
務
上
の
義
務
に
よ
り
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
救
助
者
へ
の
圧
力
が
高
め
ら
れ

る
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
被
害
者
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
多
数
の
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
、
誰
も
侵
害
に
対
し
て
刑
法
上
答
責

性
を
負
わ
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
支
持
し
難
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
職
務
上
危
険
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
組
織
に
お
い
て
、

2

3



　（　　）　57巻２号　（2023. ２）11

爆発により職務上の救助者に生じた侵害の帰属可能性

組
織
上
の
欠
陥
が
存
在
し
て
も
行
為
者
は
免
責
さ
れ
な
い
。
刑
法
的
に
は
、
量
刑
で
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て

も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
決
定
が
支
持
さ
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　

ま
た
、C

zim
ek/Schefer

は
、
本
決
定
に
つ
い
て
、
近
親
者
に
よ
る
救
助
措
置
に
つ
い
て
結
果
の
帰
属
を
認
め
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
先

例
を
、
救
助
義
務
を
負
っ
て
い
る
救
助
者
の
事
例
に
応
用
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
、O

LG
 Stuttgart 

（N
StZ 2009, 331

）
の
決
定

以
降
、
組
織
上
の
欠
陥
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
帰
属
論
的
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
が
多
方
面
で
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
明
確

な
拒
絶
を
示
し
た
と
の
評
価
を
し
て
い
る
。
本
決
定
は
ほ
と
ん
ど
驚
く
と
こ
ろ
が
な
い
と
評
価
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
危
険
な
救
助
行

為
に
つ
い
て
は
、
管
轄
の
付
与
（Zuständigkeitszuschreibung

）
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
態
度

に
よ
り
結
果
の
発
生
に
対
す
る
危
険
を
設
定
し
た
者
は
、
こ
の
危
険
が
結
果
に
お
い
て
現
実
化
し
な
か
っ
た
場
合
に
対
し
て
も
答
責

的
で
あ
り
、
結
果
を
阻
止
し
た
こ
と
が
、
行
為
者
の
答
責
領
域
に
帰
属
さ
れ
る
た
め
、
客
観
的
帰
属
の
意
味
に
お
い
て
も
、
行
為
者

は
、
結
果
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
救
助
措
置
の
過
程
に
お
い
て
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
も
管
轄
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
結
果
帰
属
の
原
則
を
、
職
務
上
の
法
的
義
務
に
基
づ
い
て
危
険
な
状
況
に
介
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
者

の
救
助
行
為
に
適
用
し
た
形
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
被
害
者
の
行
為
は
も
は
や
自
身
の
答
責
性
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
的
な
要
請
の
充
足
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
ま
た
、
組
織
上
の
欠

陥
が
あ
っ
た
場
合
に
関
し
て
も
、
原
則
的
に
行
為
者
の
過
失
責
任
を
否
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
自
己
答

責
的
な
自
己
危
殆
化
に
よ
り
帰
属
が
阻
却
さ
れ
る
根
拠
は
、
被
害
者
の
自
律
性
に
あ
る
の
で
あ
り
、
帰
属
を
阻
却
す
る
た
め
に
、
被

害
者
に
未
知
の
知
識
や
義
務
違
反
の
態
度
を
援
用
し
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、W

alter

は
、
本
決
定
に
つ
い
て
、
そ
の
主
旨
と
決
定
の
根
拠
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
し
、
救
助
者
事
例
を

帰
属
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
公
正
の
問
題
（
公
正
な
責
任
の
均
衡
、
公
正
な
応
報
の
一
部
）
と
し
て
扱
う
こ
と
を
肯
定
的
に
評

4

5
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価
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
本
決
定
の
よ
う
に
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
職
務
上
の
救
助
者
に
つ
い
て
は
、
救
助
義
務
が
心
理
的
な

行
為
の
圧
力
を
高
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
圧
力
が
心
理
的
な
決
定
の
自
由
を
止
揚
し
（aufheben

）、
む
し
ろ
決
定
の
自
由
を

弱
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
救
助
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
職
務
規
定
に
よ
る
厳
し
い
制
裁
を
う
け
る
た
め

で
あ
る
。
ま
た
、
本
決
定
は
、
高
度
な
専
門
的
知
識
と
装
備
を
有
す
る
た
め
、
職
務
上
の
救
助
者
に
生
じ
る
侵
害
の
危
険
は
よ
り
わ

ず
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
人
よ
り
も
高
度
の
危
険
を
引
き
う
け
て
い
る
こ
と
、
職
務
上
の
救
助
者
が
危
険
な
状
況
に
介
入
す
る

場
合
に
は
、
行
為
者
は
、
特
に
危
険
な
救
助
行
為
を
計
算
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
補
足
す
る
。
こ
の
職
務
上
の
救
助
者

に
つ
い
て
も
、
望
み
の
な
い
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
危
険
な
救
助
行
為
は
要
請
さ
れ
ず
、
自
身
を
死
へ
導
く
よ
う
な
救
助
義
務
は
課
さ

れ
ず
、
自
身
の
法
益
や
近
親
者
の
法
益
の
た
め
に
救
助
行
為
を
行
う
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
で
あ
っ
た
救
助
義
務
が

課
さ
れ
て
い
な
い
救
助
者
の
事
案
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
決
定
は
、
救
助
者
が
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
救
助
義
務

の
存
在
や
射
程
に
つ
い
て
責
任
な
く
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
事
例
に
も
拡
張
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
賛
意
を
表
し
う
る
と
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
事
案
で
は
、
救
助
者
は
、
も
っ
と
も
な
、
一
般
的
に
是
認
さ
れ
る
動
機
を
有
し
て
い

る
た
め
、
先
例
で
は
、
危
険
状
況
を
創
出
し
た
人
物
に
救
助
者
の
死
を
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

三
．
救
助
者
事
例
に
対
し
て
は
、
先
例
と
し
て
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
と
本
決
定
と
同
様
に
職
務
上

の
救
助
者
の
死
亡
が
問
題
と
な
っ
たO

LG
 Stuttgart

の
判
断
が
存
在
す
る
。

　

ま
ず
、B

G
H

St 39, 322ff

（N
JW

 1994, 205

）
で
あ
る
。
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
あ
る
住
宅
で
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か
れ
、

三
〇
名
ほ
ど
の
人
が
参
加
し
て
い
た
が
、
深
夜
一
時
三
〇
分
ご
ろ
、
Ｘ
が
、
そ
の
住
宅
の
上
階
の
一
室
に
あ
っ
た
衣
類
に
火
を
つ
け

た
。
火
は
瞬
く
間
に
燃
え
広
が
り
、
パ
ー
テ
ィ
ー
参
加
者
が
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
死
亡
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
そ
の
住
宅
の
所
有
者
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の
二
二
歳
の
息
子
（
当
時
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
、
二
・
一
七
‰
で
あ
っ
た
）
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
は
何
か
物
を
取
り
に
行

く
た
め
、
あ
る
い
は
一
二
歳
の
弟
を
助
け
る
た
め
に
上
階
へ
登
り
、
そ
こ
で
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
死
亡
し
た
の
だ
っ
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
被
害
者
の
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
を
理
由
と
す
る
不
処
罰
の
原
則
は
、
以
下
の
事
案
に
お
い
て
は
、
限
定
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
そ
の
犯
罪
的
な
行
為
に
よ
り
、
被
害
者
の
関
与
や
同
意
な
く
被
害
者
の
法
益
に
対
す
る
著

し
い
危
険
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
の
当
然
の
可
能
性
を
創
出
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
す
る
危

険
な
救
助
措
置
を
行
う
も
っ
と
も
な
動
機
を
創
出
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
自
身
を
危
険
に
さ
ら
す
者
は
、

刑
法
規
範
の
保
護
目
的
に
当
然
包
摂
さ
れ
る
。
救
助
行
為
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
結
果
の
阻
止
が
行
為
者
に
と
っ
て
利
益
に
な
る

こ
と
と
同
様
に
、
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
は
じ
め
か
ら
意
味
が
な
く
、
明
ら
か
に
不
釣
り
合

い
な
ほ
ど
危
険
な
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
救
助
の
試
み
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
状
況
は
異
な
る
」
と
述
べ
、
意
識
的
な
自
己

危
殆
化
か
ら
生
じ
た
結
果
は
、
そ
れ
に
関
与
し
た
第
三
者
に
帰
属
さ
れ
な
い
と
す
る
先
例
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
原
則
は
、
救

助
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
救
助
の
た
め
に
事
象
に
介
入
し
た
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

　

救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
職
務
上
の
救
助
者
が
介
入
し
た
事
案
が
、O

LG
 Stuttgart N

StZ 2009, 331

で
あ
る
。
事
案
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
Ａ
は
、
そ
の
ア
ト
リ
エ
に
お
い
て
、
誤
っ
て
完
全
に
冷
え
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
灰
を
ス
ト
ー
ブ
か

ら
取
り
出
し
、
紙
袋
に
入
れ
、
板
張
り
の
床
の
上
に
ス
ト
ー
ブ
と
並
ん
で
置
い
て
あ
っ
た
ボ
ー
ル
箱
に
収
納
し
た
が
、
そ
の
二
日
後

に
そ
の
ボ
ー
ル
箱
付
近
か
ら
発
火
し
、
建
物
の
大
部
分
を
消
失
す
る
火
災
を
発
生
さ
せ
た
。
消
防
士
が
消
火
活
動
に
あ
た
っ
た
が
、

そ
の
消
火
活
動
の
中
で
、
呼
吸
保
護
装
置
を
監
視
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
同
僚
の
消
防
士
が
、
時
計
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
呼
吸
保
護
装
置
の
状
況
を
正
確
に
把
握
で
き
ず
、
消
火
活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
消
防
士
が
死
亡
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。

　

O
LG

 Stuttgart

は
、
こ
れ
ま
で
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
を
受
け
継
ぎ
、「
意
識
的
に
自
己
答
責
的
に
意
欲
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
自
己
危
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殆
化
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
第
三
者
の
関
与
が
、
自
己
危
殆
化
行
為
の
単
な
る
誘
因
や
促
進
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
そ
の
侵

害
結
果
は
帰
属
さ
れ
な
い
が
、
行
為
者
が
、
被
害
者
の
関
与
や
同
意
な
く
、
被
害
者
や
被
害
者
の
近
親
者
の
法
益
に
対
す
る
著
し
い

危
険
を
創
設
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
し
て
危
険
な
救
助
行
為
に
至
る
も
っ
と
も
な
動
機
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行

為
者
の
犯
罪
行
為
に
基
因
す
る
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
の
当
然
の
可
能
性
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
原
則
は
限
定
さ
れ
る
」
と

し
た
。
そ
の
上
で
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、「
救
助
が
成
功
し
た
場
合
に
結
果
を
阻
止

し
た
こ
と
が
行
為
者
の
利
益
に
働
く
た
め
、
そ
れ
が
失
敗
し
た
場
合
に
お
い
て
も
行
為
者
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
者
が
行
為
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
保
障
人
的
地
位
や
職
務
上
の
義
務
か
ら
、
行
為
へ
と
至
る
義

務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
他
者
に
対
し
て
認
識
可
能
で
あ
り
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
が
こ
の
義
務
に
従
う
限
り
、
完

全
に
自
発
的
な
行
為
の
決
意
は
存
在
し
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
救
助
の
試
み
が
は
じ
め
か
ら
無
意
味
で
あ

り
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
の
危
険
な
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
明
ら
か
に
無
思
慮
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
帰
属
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
個
々
の
消
防
隊
員
の
認

識
や
決
定
、
行
為
で
は
な
く
、
投
入
に
関
与
し
た
消
防
隊
員
の
全
行
為
に
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。O

LG
 

Stuttgart

の
事
案
で
は
、
呼
吸
保
護
装
置
の
監
視
が
、
消
防
職
務
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
無

思
慮
な
救
助
行
為
の
領
域
に
達
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
、
救
助
者
の
死
亡
結
果
と
の
帰
属
連
関
は
否
定
さ
れ
た
。

　

四
．
学
説
に
お
い
て
は
、
介
入
し
た
救
助
者
の
死
や
傷
害
の
結
果
を
行
為
者
に
帰
属
す
る
こ
と
を
肯
定
的
に
解
す
る
立
場
と
、
否

定
す
る
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
帰
属
を
肯
定
す
る
立
場
の
中
で
も
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
救
助
者
の
場
合
と
、
そ
の

よ
う
な
義
務
づ
け
の
な
い
救
助
者
の
場
合
で
、
結
論
を
異
に
す
る
立
場
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

救
助
者
事
例
に
つ
い
て
、
救
助
者
に
生
じ
た
死
や
傷
害
の
結
果
の
帰
属
を
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
に
認
め
な
い
立
場
と
し
て
、
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Stuckenberg

が
挙
げ
ら
れ
る
。Stuckenberg

は
、
国
家
的
に
組
織
さ
れ
た
救
助
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
、
こ
れ
ら

の
救
助
メ
ン
バ
ー
が
危
険
の
処
理
を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
で
、
本
来
犯
罪
的
な
意
味
合
い
を
伴
っ
て
発
生
し
た
危
険
の
中
立
化
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
危
険
の
社
会
化
（Sozialisation

）
と
と
も
に
、
救
助
者
の
侵
害
に
対
す
る
帰
属
を
否
定
す
る
根
拠
は
、

救
助
者
の
自
己
答
責
性
や
放
火
犯
人
が
後
悔
か
ら
消
防
士
の
指
示
に
従
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
救
助
活
動
が
、
前

も
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
刑
法
上
の
答
責
性
に
留
意
す
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
組
織
的
な
救
助
の
メ

ン
バ
ー
は
、
危
険
な
救
助
活
動
を
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
刑
法
第
二
四
条
〔
中
止
犯
：
筆
者
注
〕
や
、

刑
法
第
三
〇
六
条
ｅ
〔
放
火
に
つ
い
て
行
為
に
表
れ
た
悔
悟
：
筆
者
注
〕
の
規
定
を
挙
げ
、
法
秩
序
が
消
防
隊
を
要
請
し
た
放
火
犯

を
称
え
る
場
合
に
、
救
助
者
の
侵
害
に
対
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
す
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

五
．
こ
れ
に
対
し
、
多
く
の
見
解
は
帰
属
を
肯
定
的
に
解
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
救
助
の
義
務
づ
け
の
有
無

を
問
題
に
し
な
い
立
場
が
主
流
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
と
同
様
に
、
救
助
者
の
侵
害
に
至
る
事
案

に
つ
い
て
、
救
助
者
が
も
っ
と
も
な
動
機
に
基
づ
き
、
救
助
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
救
助
に
至
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
惹
起
者

に
結
果
の
帰
属
を
肯
定
す
る
立
場
が
多
い
。

　

帰
属
を
肯
定
す
る
立
場
を
最
初
に
根
拠
づ
け
た
の
は
、R

udolphi

で
あ
っ
た
。R

udolphi

に
よ
る
と
、
帰
属
を
肯
定
す
る
た
め

に
は
、
自
身
を
危
殆
化
す
る
者
が
、
違
法
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
法
益
を
救
助
す
る
と
い
う
法
秩
序
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ

る
結
果
を
追
求
す
る
こ
と
、
完
全
に
答
責
的
な
自
己
危
殆
化
を
可
能
に
し
、
促
進
す
る
こ
と
が
、
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
原
則
の
例
外
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
行
為
者
に
よ
っ
て
違
法
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
法
益
を
可
能
な
限
り
侵
害
か
ら

守
る
た
め
に
、
自
身
を
危
殆
化
す
る
者
が
、
危
険
に
介
入
す
る
こ
と
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
刑
法
規
範
の
保
護
領

域
に
含
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
秩
序
は
、
危
険
な
消
火
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
救
助
者
が
そ
の
制
圧
の

6

7
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9

10
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た
め
に
自
身
を
危
殆
化
す
る
こ
と
を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
危
険
な
状
況
を
、
第
三
者
が
創
出
す
る
こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
価
値
の
低
い
物
を
燃
え
て
い
る
家
か
ら
持
ち
出
す
場
合
の
よ
う
に
、
追
求
さ
れ
た
法
益
の
保
護
と
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た

法
益
が
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
場
合
、
法
秩
序
は
そ
の
救
助
を
決
し
て
是
認
し
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
法
秩
序
が
救
助
行
為
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
で
あ
り
、
法
秩
序
が
法
的
義
務
を
確
定
し
な
い
場
合
、
救
助
を
法
的
義
務
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
を
望
ま
な

い
と
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
身
を
危
殆
化
す
る
者
に
不
利
益
に
な
る
の
で
は
な
い
。
危
殆
化
の
程
度
も
含
め
て
、
対
立
す

る
法
益
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
り
、
追
求
さ
れ
た
救
助
目
的
が
自
己
危
殆
化
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
、

救
助
行
為
に
よ
り
自
身
を
危
殆
化
す
る
者
は
、
刑
法
規
範
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
なR

udolphi

の
立
場
に
続
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
基
準
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
様
々
な
立
場
が
模
索
さ
れ
た
。Frisch

は
、

救
助
行
為
の
社
会
的
な
期
待
を
根
拠
と
し
、A

m
elung

は
、
刑
法
第
三
五
条
第
一
項
〔
免
責
的
緊
急
避
難
：
筆
者
注
〕
を
援
用
し
、

最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
者
を
緊
急
状
態
に
陥
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
な
圧
迫
を
潜
在
的
救

助
者
に
及
ぼ
し
た
と
す
る
。
近
親
者
を
そ
の
生
命
や
身
体
、
自
由
に
対
す
る
危
険
か
ら
救
助
す
る
者
は
免
責
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、

答
責
的
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、Satzger

は
、
救
助
者
に
生
じ
た
侵
害
を
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た

者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
、
侵
害
の
阻
止
が
行
為
者
に
有
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
の
裏
側
と
み
な
さ
れ
る
と
解
す
る
。

　

な
か
で
も
、Puppe

は
最
初
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
へ
の
帰
属
を
幅
広
く
認
め
る
。
救
助
者
事
例
に
つ
い
て
、
自
身
を
危

殆
化
す
る
救
助
者
の
利
益
に
な
る
た
め
、
軽
率
に
危
険
を
創
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
合
目
的
的
で
あ
る
と

す
る
。 

危
険
を
惹
起
し
た
者
の
利
益
に
な
る
帰
属
連
関
の
中
断
を
認
め
る
た
め
の
根
拠
は
、
救
助
者
が
法
秩
序
の
保
護
が
必
要
で

な
い
ほ
ど
無
思
慮
で
勝
手
気
ま
ま
に
危
険
に
介
入
し
た
と
い
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
救
助
者
の
自
己
保
護
義
務
に
照
準
が
合
わ
せ

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
救
助
者
に
と
っ
て
、
そ
の
自
己
危
殆
化
が
無
思
慮
で
あ
る
た
め
に
、
保
護
に
値
し
な
い
か
、
保
護
が

11

12

13

14
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必
要
で
な
い
か
が
、
問
題
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
適
切
な
救
助
の
結
果
が
、
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
と
っ
て
利
益
に
な

る
た
め
、
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
が
、
救
助
者
の
侵
害
に
対
し
て
答
責
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
誤
っ
て
い
る
。
危
険

を
引
き
起
こ
し
た
者
は
、
仮
に
後
に
続
く
共
同
責
任
者
が
、
そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
原
因
を
設
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
答
責
的

で
あ
る
た
め
、
危
険
の
結
果
に
対
し
て
答
責
的
で
あ
る
。

　

六
．
ま
た
、
原
則
的
に
帰
属
を
認
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
や
そ
れ
を
支
持
す
る
立
場
と
は
一
線
を
画
し
、
全
面
的
に
帰
属
を
認
め
る
こ
と
を

否
定
し
、
一
定
の
場
合
に
危
険
を
惹
起
し
た
者
へ
の
帰
属
を
肯
定
す
る
立
場
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

R
adtke/H

offm
ann

は
、
他
人
が
創
出
し
た
危
険
に
介
入
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
侵
害
者
と
救
助
者
の
答
責
領
域
を
区
別
す

る
た
め
に
は
、
職
務
上
の
義
務
づ
け
に
由
来
す
る
地
位
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
区
別
は
誤
っ
て
い
る
と
し
、
行
為
に
関
連
づ
け
ら
れ
た

区
別
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
答
責
領
域
の
区
別
は
、
救
助
者
の
自
己
危
殆
化
に
対
す
る
自
己
答
責
性
の
基
準
と
個
別
の
客
観
的

帰
属
の
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
己
答
責
的
に
危
険
な
状
況
に
介
入
す
る
者
は
、
こ
の
決
定
の
結
果
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
救
助
者
に
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
帰
属
連
関
の
中
断
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
案
の
特
殊
性
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
帰
属
の
一
般
的
な
原
理
に
従
っ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
答

責
性
の
一
般
的
な
要
件
が
、
救
助
行
為
の
実
行
に
関
し
て
自
身
の
法
益
を
危
殆
化
す
る
救
助
者
の
決
定
に
認
め
ら
れ
る
場
合
、
す
な

わ
ち
、
自
身
の
法
益
に
対
す
る
危
険
や
そ
の
決
定
の
射
程
を
完
全
に
認
識
し
た
上
で
、
侵
害
者
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
険
な
状

況
に
介
入
す
る
場
合
、
発
生
し
た
結
果
は
、
救
助
者
の
答
責
領
域
へ
配
分
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
帰
属
の
原
則
で
あ
る
自
己

答
責
性
原
理
か
ら
、
救
助
者
事
例
の
中
で
も
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
帰
属
を
否
定
す
る
た
め
に
、

職
業
な
ど
の
地
位
で
は
な
く
、
義
務
づ
け
な
ど
に
基
づ
く
行
為
に
関
連
す
る
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
と
す
る
。

　

結
果
的
に
自
己
を
侵
害
す
る
と
評
価
さ
れ
る
行
為
の
実
行
の
た
め
に
存
在
す
る
義
務
は
、
救
助
者
の
自
己
答
責
性
を
止
揚
す
る
。

15
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こ
の
救
助
者
事
例
を
帰
属
す
る
た
め
の
基
準
は
、
救
助
の
た
め
の
法
的
義
務
の
範
囲
に
依
存
す
る
。（
自
己
の
）
侵
害
に
至
る
行
為

を
実
行
す
る
た
め
の
義
務
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
自
己
答
責
的
な
救
助
者
の
自
己
侵
害
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
帰
属
が
阻
却
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
法
益
主
体
に
つ
い
て
、
法
益
侵
害
を
阻
止
す
る
た
め
保
障
人
と
し
て
管
轄
を
有
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い

は
、
結
果
を
阻
止
す
る
義
務
や
救
助
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
職
務
上
の
救
助
者
に
も
妥
当
す
る
。
救
助
者
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ

た
危
険
と
、
救
助
行
為
の
実
行
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
や
そ
の
主
体
に
対
し
て
開
か
れ
た
機
会
と
の
間
の
衡
量
が
、
行
為
義
務
の

射
程
の
確
定
に
対
す
る
中
心
的
な
基
準
を
形
成
す
る
。
具
体
的
な
行
為
の
状
況
に
お
い
て
法
的
に
そ
の
実
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
行
為
を
行
っ
た
際
に
救
助
者
に
生
じ
た
法
益
侵
害
は
、
客
観
的
帰
属
の
要
件
を
充
足
す
る
限
り
、
救
助
の
状
況
を
引
き
起
こ
し
た

者
の
答
責
領
域
に
含
ま
れ
る
。

　

ま
た
、R

oxin

は
、
当
初
救
助
義
務
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
象
に
介
入
し
た
救
助
者
に
生
じ
た
侵
害
結
果
に
対
し
て
、
最
初

に
危
険
を
創
出
し
た
行
為
者
へ
の
帰
属
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、
後
に
救
助
義
務
を
有
す
る
行
為
者
に
対
し
て
は
帰
属

を
認
め
る
立
場
に
改
説
し
た
。R

oxin

に
よ
る
と
、
意
識
的
自
己
答
責
的
な
自
己
危
殆
化
に
よ
り
、
侵
害
の
誘
因
と
な
っ
た
者
へ
の

帰
属
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
法
理
は
、
自
身
を
危
殆
化
す
る
者
が
、
法
的
な
行
為
の
義
務
が
な
く
、
自
己
危
殆
化
と
そ
れ
を
行
わ
な

い
こ
と
と
の
間
で
選
択
が
可
能
な
場
合
に
妥
当
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
職
務
上
の
救
助
者

に
生
じ
た
侵
害
に
つ
い
て
は
帰
属
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
国
家
（
立
法
者
）
は
、
主
権
者
（
国
民
）
に
よ
っ
て
委
ね

ら
れ
た
、
正
当
化
で
き
る
危
険
の
範
囲
内
で
国
民
の
生
命
を
保
護
す
る
と
い
う
義
務
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
が
答
責

性
を
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
人
物
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
刑
事
政
策
的
考
慮
か
ら
も
基

礎
づ
け
ら
れ
る
。
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
、
救
助
者
の
介
入
に
よ
り
、
結
果
犯
に
あ
っ
て
は
刑
罰
の
付
科
や
既
遂
の
処
罰
が
な

さ
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
刑
罰
が
減
軽
さ
れ
る
よ
い
見
込
み
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
救
助
者
の
行
為
は
、

18
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危
険
の
惹
起
者
に
と
っ
て
事
前
の
考
察
か
ら
、
常
に
圧
倒
的
な
有
利
に
な
る
の
で
あ
る
。
救
助
者
は
行
為
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

た
め
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
を
回
避
す
る
法
的
に
許
さ
れ
た
可
能
性
を
全
く
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
な
い
者
へ
生
じ
た
侵
害
に
も
帰
属
を
認
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
危
険
の
惹
起
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救

助
者
が
ど
の
よ
う
な
保
護
を
得
ら
れ
る
の
か
が
明
確
で
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
処
罰
が
、
な
ん
ら
の
保
護
の
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
処
罰
に
よ
っ
て
、
他
人
が
将
来
比
較
可
能
な
危
険
の
惹
起
を
妨
げ
る
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
期
待
さ
れ
る
程
度
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
一
般
予
防
的
な
考
慮
は
、
経
験
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
救
助
者
の
侵
害
か
ら
の
保
護
は
、
も
っ

ぱ
ら
民
事
法
上
の
損
害
補
償
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
救
助
義
務
は
、
具
体
的
に
生
命
を
危
殆
化
す
る
こ
と
に
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
、
危
険
を
惹
起
し
た
者
に
、
救
助
者
の
態

度
か
ら
処
罰
さ
れ
る
大
き
な
危
険
は
生
じ
な
い
が
、
重
大
な
侵
害
に
対
す
る
答
責
性
は
救
助
が
成
功
し
た
場
合
に
否
定
さ
れ
る
機
会

が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
が
、
法
的
に
要
請
さ
れ
た
行
為
の
範
囲
内
で
生
じ
た
侵
害
は
、
危
険

を
引
き
起
こ
し
た
人
物
に
原
則
的
に
帰
属
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
は
じ
め
か
ら
意
味
が
な
く
、
明
ら
か
に
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど

危
険
な
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
救
助
行
為
に
対
し
て
も
帰
属
を
認
め
る
こ
と
は
、
刑
法
の
機
能
か
ら
導
か
れ
る
客
観
的
帰
属
論
の

基
本
的
な
思
考
と
矛
盾
す
る
。
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
に
発
生
す
る
侵
害
に
帰
属
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
過
失
犯
の
処
罰
が
、

法
的
に
意
味
の
あ
る
程
度
に
制
限
さ
れ
る
。

　

R
oxin

に
よ
る
と
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
が
、
救
助
活
動
に
つ
い
て
法
的
な
選
択
の
自
由
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
救
助

者
に
生
じ
た
侵
害
は
、
危
険
の
惹
起
者
に
帰
属
さ
れ
る
。
帰
属
の
原
因
は
、
一
定
の
救
助
者
の
介
入
が
法
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に

お
か
れ
、
危
険
の
惹
起
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
よ
う
な
事
案
に
存
在
す
る
。
危
険
を
（
故
意
、
あ
る
い
は
過
失
で
）
惹
起
す
る
こ

と
で
、
法
的
な
救
助
の
義
務
を
与
え
、
救
助
者
の
侵
害
の
危
険
性
が
創
出
さ
れ
る
。
そ
れ
が
現
実
化
し
た
場
合
、
客
観
的
帰
属
の
原

23
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則
に
従
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
危
険
の
現
実
化
が
認
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
職
務
上
の
救
助
者
や
保
障
人
に
あ
っ
て
は
、
生
命
や

身
体
へ
の
具
体
的
な
危
険
に
自
身
を
さ
ら
す
こ
と
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。
事
前
の
観
点
か
ら
、
存
在
す
る
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
。

法
的
に
要
請
さ
れ
た
救
助
を
行
う
に
あ
た
っ
て
発
生
し
た
事
故
は
、
職
業
の
一
般
的
な
危
険
や
事
故
の
具
体
的
な
危
険
に
よ
り
引
き

起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
、
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
帰
属
さ
れ
な
い
。
他
方
で
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
救

助
行
為
に
あ
っ
て
も
、
法
秩
序
の
基
準
に
従
っ
て
、
救
助
者
が
そ
の
行
為
に
対
し
て
答
責
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
最
初
に

危
険
を
惹
起
し
た
者
に
、
刑
法
的
な
答
責
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
救
助
者
を
監
視
す
る
役
割
の
者
が
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
に

あ
た
っ
て
重
大
な
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
の
た
め
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
関
与
者
の
行
為
は
要
請
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
は
規
範
的
に
評
価
さ
れ
る
。

　

七
．
帰
属
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
場
合
に
は
制
限
す
る
立
場
を
主
張
す
る
場
合
、
帰
属
を
認
め
る
か
を
判

断
す
る
基
準
が
重
要
と
な
る
。
上
述
し
たR

adtke/H
offm

ann

は
、
行
為
に
関
連
し
た
区
別
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
際
重
要
な

の
は
、
自
己
答
責
性
原
理
を
基
礎
と
す
る
客
観
的
帰
属
の
基
準
で
あ
り
、
そ
れ
はR

oxin

に
も
共
通
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

B
eckem

per

は
、
自
由
意
思
を
規
範
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
救
助
者
に
対
す
る
帰
属
を
区
別
す
る
こ
と
を

試
み
る
。
議
論
の
出
発
点
は
、
自
己
答
責
性
原
理
で
あ
り
、
救
助
者
は
自
身
の
決
定
に
基
づ
い
て
危
険
に
身
を
さ
ら
す
。
法
秩
序
は
、

法
益
主
体
が
法
益
の
存
在
に
対
し
て
処
分
の
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
保
護
の
必
要
性
と
相
関
的
な
刑
罰
の
必
要
性

は
、
救
助
者
の
自
己
答
責
的
行
為
に
左
右
さ
れ
る
。
被
害
者
が
、
自
由
な
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
自
由
意
思
で
行
為
し
た
の
で
は
な

い
場
合
、
原
則
的
に
自
己
答
責
性
は
否
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
態
度
の
自
由
意
思
と
い
う
問
題
は
、
評
価
の
問
題
で
あ
り
、
規
範
の
目
的
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
る
。
救
助
を
義
務
づ
け
ら

れ
た
救
助
者
に
と
っ
て
、
行
為
義
務
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。
職
務
規
定
も
、
刑
法
第
三
二
三
ｃ
条
〔
不
救

24
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助
：
筆
者
注
〕
に
よ
る
行
為
義
務
も
、
救
助
者
に
期
待
さ
れ
る
行
為
の
み
を
要
求
す
る
。
こ
の
義
務
に
対
し
て
、
合
理
的
に
行
為
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
規
範
に
従
う
こ
と
が
で
き
、
意
味
の
あ
る
救
助
行
為
を
実
行
す
る
者
で
あ
る
。
被
害
者
は
自
身
の
決

心
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
法
秩
序
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
合
理
的
な
決
定
は
自
由
意
思
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

救
助
者
は
、
刑
法
上
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
職
務
規
定
上
の
制
裁
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
救
助
義
務
に
従
う
救
助
者
は
自
身
の

決
定
か
ら
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
義
務
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
救
助
義
務
の
存
在
が
、
強
制
的
に
帰
属
を
肯
定

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

八
．
以
上
の
立
場
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
立
場
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　

帰
属
を
否
定
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
最
初
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
が
引
き
起
こ
し
た
犯
罪
的
な
意
味
合
い
を
有
し
て
い

た
危
険
を
、
救
助
者
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
中
立
化
し
た
と
い
う
、Stuckenberg

が
挙
げ
る
、
救
助
者
が
介
入
し
た
こ
と
に
よ

り
最
初
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
に
結
果
の
帰
属
を
否
定
す
る
た
め
の
考
慮
に
疑
念
が
生
じ
る
。
確
か
に
、
救
助
行
為
と
い
う
、

社
会
的
に
有
益
な
行
為
の
介
入
に
よ
り
、
結
果
発
生
に
至
る
危
険
性
は
減
少
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
救
助
行
為
の
有
益
性
と

そ
の
介
入
に
よ
り
結
果
発
生
に
至
る
危
険
性
が
減
少
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
も
と
も
と
発
生
し
て
い
た
危
険
な
状
況
の
犯
罪
的
な

意
味
合
い
が
中
立
化
し
た
と
評
価
す
る
の
は
、
評
価
と
し
て
早
計
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
結
果
発
生
に
至
る
危

険
性
は
減
少
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
結
果
の
発
生
は
完
全
に
阻
止
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
犯
罪
的
な
意
味
合
い
が
減
少

す
る
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
救
助
者
が
介
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
最
初
に
創
出
さ
れ
た
危

険
の
犯
罪
的
な
意
味
合
い
が
中
立
化
さ
れ
、
い
わ
ば
そ
の
危
険
は
無
害
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
救
助
者
に
対
す
る
侵
害

結
果
の
帰
属
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場
は
、
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
全
面
的
に
帰
属
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
救
助
者
に
生
じ
た
侵
害
結
果
に
対
す
る
帰
属
は
肯
定
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す
る
立
場
に
対
し
て
も
、
例
え
ば
、R

adtke/H
offm

ann

は
行
為
に
関
連
し
て
区
別
す
る
立
場
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
準

と
し
て
着
目
さ
れ
る
の
は
、
職
業
な
ど
の
地
位
で
は
な
く
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
職
業
に
限
定
す
る
と
、
帰

属
を
認
め
る
範
囲
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
職
業
な
ど
の
地
位
を
考
慮
の
一
要
素
と
し
な
が
ら
も
、
幅
広
く
救
助
が
義
務
づ
け

ら
れ
る
者
を
、
職
務
上
に
限
ら
な
い
義
務
づ
け
の
観
点
か
ら
認
め
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
区
別
の
基
準
が
明
確
に
な
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
、
幅
広
く
帰
属
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
提
と
し
て
帰
属
を
肯
定
し
て
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

を
検
討
す
る
と
い
う
Ｂ
Ｇ
Ｈ
や
そ
れ
に
従
う
多
く
の
論
者
の
立
場
の
方
が
、
よ
り
明
確
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、R

oxin

は
、
職
務
上
救
助
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
救
助
者
に
対
し
て
は
帰
属
を
認
め
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
救
助

者
に
対
す
る
帰
属
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
判
断
基
準
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
職
務
上
救
助
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
救
助
者
に
対
し
て
も
、
救
助
行
為
を
行
う
に
あ
た
っ
て
答
責
性
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
帰
属
を
認
め
、
さ
ら
に
、

職
務
上
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
、
結
果
が
職
務
上
の
危
険
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
帰
属
を
否
定
す
る
。

自
己
答
責
性
原
理
や
客
観
的
帰
属
論
か
ら
の
帰
結
と
評
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
貫
し
た
理
論
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
事
例
分
析
は
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
帰
属
が
否
定
さ
れ
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
く
て
も
帰
属
が

肯
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
も
評
価
で
き
、
職
務
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
区
別
が
適
切
に
機
能
し
て
い
る
の
か
は
、
疑

問
で
あ
る
。
職
務
上
の
義
務
づ
け
の
有
無
を
離
れ
て
、
自
己
答
責
性
原
理
と
客
観
的
帰
属
論
の
基
準
か
ら
、
救
助
者
と
し
て
介
入
し

た
者
の
義
務
づ
け
に
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
の
帰
属
を
検
討
す
る
方
が
首
尾
一
貫
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
や
多
数
の
論
者
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
職
務
上
救
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
危

険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
に
、
救
助
者
に
生
じ
た
侵
害
結
果
の
帰
属
を
認
め
る
立
場
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。A

m
elung

が
述
べ
た
よ
う
に
、
最
初
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
が
、
救
助
者
を
緊
急
状
態
に
陥
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
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挙
げ
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、B

G
H

St 39, 322ff.

（N
JW

 1994, 205

）
の
事
案
に
関
連
し
て
、
自
宅
が
火
に
包
ま
れ
、
そ
こ
に
逃
げ

遅
れ
た
一
二
歳
の
弟
が
助
け
を
求
め
て
い
る
と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
、
救
助
を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
近
親
者
の
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
救
助
の
た
め
に
自
宅
へ
戻
る
こ

と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
救
助
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
上
述
の
事
案
で
一
二
歳
の
弟
が
無
事
救
助
さ
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
結
果
は
、
最
初
に
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
有
利
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
救
助
が
失

敗
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
も
十
分
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
職
務
上
救
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
救
助
者
に
関
し
て
は
、
近
親
者
や
自
己
の
法
益
の
た
め
に
救
助
活
動
を
行
う
の

で
は
な
い
し
、
日
々
危
険
に
対
峙
す
る
職
業
に
従
事
し
て
い
る
た
め
、
救
助
が
必
要
な
危
険
な
状
況
に
直
面
し
て
も
、
そ
れ
が
緊
急

状
態
に
陥
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
評
価
し
に
く
い
。
た
だ
、
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
救
助
者
に
対
し
て
挙
げ
ら
れ
た

よ
う
に
、
救
助
が
成
功
し
た
場
合
に
結
果
を
阻
止
し
た
こ
と
が
行
為
者
の
利
益
に
働
く
た
め
、
そ
れ
が
失
敗
し
た
場
合
に
お
い
て
も

行
為
者
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
慮
は
、
職
務
上
救
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
救
助
者
に
対
し
て
も
妥
当
す

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
高
度
な
専
門
的
知
識
と
装
備
か
ら
、
救
助
が
成
功
す
る
可
能
性
は
高
い
。
た
だ
、
そ
れ
ゆ
え
、
職
務
上
の
救

助
者
は
、
よ
り
高
度
な
危
険
に
対
処
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
職
務
上
救
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
者
は
、
職
務
規
定
に

お
い
て
救
助
活
動
が
要
請
さ
れ
て
い
る
た
め
、
救
助
活
動
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
職
務
規
定
上
の
制
裁
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
救
助

活
動
へ
の
圧
力
は
よ
り
強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
職
務
上
の
救
助
者
に
関
し
て
も
、
原
則
的
に
救
助
者
に

生
じ
た
侵
害
結
果
は
、
最
初
に
危
険
な
状
況
を
創
出
し
た
者
に
対
し
て
帰
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

九
．
本
決
定
は
、B

G
H

St 32, 262ff.

（N
JW

 1984, 1469

）
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
の
不
処

罰
の
原
則
を
前
提
と
し
、B

G
H

St 39, 322ff.

（N
JW

 1994, 205

）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
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へ
の
関
与
の
事
例
に
お
け
る
判
例
理
論
は
、
そ
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
、
職
務
上
救
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
救
助
者
に
も
認

め
た
事
案
で
あ
る
。
評
釈
に
も
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
を
踏
襲
し
、
特
に
驚
く
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。

　

B
G

H
St 39, 322ff.

（N
JW

 1994, 205

）
に
お
い
て
は
、
救
助
者
の
「
自
由
意
思
」
に
よ
り
、
故
意
の
放
火
と
死
亡
と
の
原
因
連

関
は
中
断
さ
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
原
因
連
関
は
、
後
の
事
象
が
、
本
来
の
条
件
の
進
行
を
排
除
し
、
新
た
な
原
因
連
関
を
開
始
す
る

こ
と
で
の
み
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
、
否
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
本
決
定
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
義
務
違
反
連
関

や
保
護
目
的
連
関
と
い
っ
た
表
現
は
な
い
。
わ
ず
か
に
、「
危
険
の
誘
因
と
な
っ
た
者
が
、
そ
れ
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る
他
人
の

自
己
危
殆
化
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
範
の
保
護
目
的
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
意
識
的
な
自
己
危
殆

化
へ
の
関
与
が
不
処
罰
と
さ
れ
る
原
則
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
」
と
の
表
現
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
決
定
に
お
い
て
は
、
結
果
の
予
見
可
能
性
に
加
え
て
、
義
務
違
反
連
関
や
保
護
目
的
連
関
と
い
っ
た
要
件
が

示
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
客
観
的
帰
属
論
の
考
慮
が
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
い
て
も
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の

中
で
、
保
護
目
的
連
関
に
お
い
て
、
救
助
者
事
例
が
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
に
関
す
る
判
例
理
論
の
適
用
を
制
限
さ
れ
る

事
例
と
し
て
、
ま
ず
、
先
例
で
あ
る
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
救
助
者
の
事
例
が
示
さ
れ
、
帰
属
が
肯
定
さ
れ
る
理
由
と
し

て
、
被
害
者
や
近
親
者
の
法
益
に
対
す
る
著
し
い
危
険
を
創
出
し
、
こ
れ
に
対
す
る
危
険
な
救
助
措
置
を
行
う
も
っ
と
も
な
動
機
を

生
み
だ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
意
識
的
な
自
己
危
殆
化
行
為
に
出
る
当
然
の
可
能
性
を
創
出
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
救
助

を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
救
助
者
に
も
妥
当
す
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
、
法
的
義
務
が
行
為
の
た
め
の
圧
力
を
高
め
る
こ
と
、
高
い
専

門
的
知
識
と
わ
ず
か
な
侵
害
の
危
険
性
に
よ
り
、
高
め
ら
れ
た
危
険
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
救
助
行
為
が

成
功
し
た
場
合
に
は
、
結
果
を
阻
止
し
た
こ
と
が
行
為
者
の
利
益
に
な
る
一
方
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
の
さ
ら
な
る
理
由
と
と
も
に
示
し
、
保
護
目
的
連
関
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
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て
い
な
い
救
助
者
に
対
す
る
侵
害
の
帰
属
も
認
め
た
先
例
の
立
場
か
ら
は
、
職
務
上
救
助
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
救
助
者
に
対
す

る
侵
害
の
帰
属
を
認
め
る
結
論
は
当
然
で
あ
り
、
想
定
の
範
囲
内
と
も
思
わ
れ
る
が
、
認
め
ら
れ
る
理
由
を
い
く
つ
も
の
根
拠
づ
け

を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
年
の
学
説
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
救
助
者
事
例
に
関
し
て
意
識

的
な
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
の
不
処
罰
の
原
則
を
適
用
し
な
い
と
す
る
立
場
を
維
持
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
、
救
助
者
事
例
以
外
に
も
適
用
が
制
限
さ
れ
る
さ
ら
な
る
事
例
が
あ
る
の
か
、
今
後
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
を
注
視
し
た
い
。

　

ま
た
、
本
決
定
に
お
い
て
は
判
断
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
事
象
の
危
険
性
に
基
づ
い
て
法
的
な
義
務
づ
け
が
存
在
し
な
い
場
合

や
、
救
助
行
為
が
は
じ
め
か
ら
意
味
が
な
く
、
明
ら
か
に
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
危
険
な
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
帰
属
連
関

が
否
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
は
、
今
後
の
事
例
の
集
積
を
待
つ
ほ
か
な
い
。
決
定
文
に
お
い
て
は
、

救
助
を
行
う
当
該
行
為
者
の
事
前
の
観
点
か
ら
、
存
在
し
た
事
情
や
認
識
さ
れ
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
自
己
答
責

的
な
自
己
危
殆
化
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、O

LG
 Stuttgart

が
判
断

し
た
救
助
措
置
に
多
数
の
者
が
関
与
す
る
事
例
に
つ
い
て
、
救
助
に
か
か
わ
る
メ
ン
バ
ー
全
員
の
知
識
や
注
意
義
務
が
考
慮
さ
れ
る

こ
と
、
組
織
上
の
欠
陥
が
存
在
し
た
場
合
に
、
組
織
外
の
者
の
答
責
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
明
確
に
否
定
し
て
お
り
、
あ
く
ま

で
も
救
助
に
か
か
わ
る
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
事
情
を
考
慮
し
て
帰
属
を
判
断
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
先
例
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
も
の
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

一
〇
．
日
本
に
お
い
て
は
、
自
殺
関
与
や
同
意
殺
人
な
ど
の
処
罰
規
定
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
行
為
に

関
与
す
る
行
為
も
処
罰
さ
れ
る
。
自
己
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
行
為
へ
関
与
す
る
行
為
を
処
罰
し
な
い
ド
イ
ツ
と
は
、
こ
の
点
で

根
本
的
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
議
論
の
前
提
が
異
な
っ
て
い
る
と
も
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
に
お
い
て
も
、

介
入
し
た
救
助
者
に
侵
害
結
果
が
発
生
す
る
事
例
は
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
危
険
の
現
実
化
と
い
う
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客
観
的
帰
属
論
に
親
和
的
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
過
失
犯
処
罰
が
比
較
的
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
な
ど
を
鑑
み
る

と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
、
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

註（
１
）　

筆
者
は
、
以
前O

LG
 Stuttgart

の
決
定
を
素
材
と
し
て
、
救
助
者
事
例
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
や
学
説
の
立
場
を
検
討

し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
救
助
者
事
例
に
関
す
る
一
考
察

－O
LG

 Stuttgurt

二
〇
〇
八
年
二
月
二
〇
日
決
定
を
素
材
と
し
て

－

」
亜

細
亜
法
学
第
四
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
三
頁
以
下
）。
本
稿
は
判
例
研
究
で
あ
る
た
め
、
学
説
の
検
討
は
そ
の
一
部
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　

以
下
に
挙
げ
る
評
釈
と
と
も
に
、
本
決
定
を
概
説
し
た
も
の
と
し
て
、E

isele, Jörg, Strafrecht A
T

 : O
bjektive Zurechnung bei 

B
erufsrettern, JuS, 2021, S. 1194

が
あ
る
。

（
３
）　M

itsch, W
olfgang, A

nm
erkung, N

JW
, 2021, S. 3342.

（
４
）　C

zim
ek, C

hristopher/Schefer, Lucas, A
nm

erkung, N
StZ, 2022, S. 104ff.

（
５
）　W

alter, Tonio, Zurechnung als G
erechtigkeit, JR

, 2022, S. 224ff.

（
６
）　Stuckenberg, C

arl-Friedrich, „R
isikoabnahm

e“  -Zur B
egrezung der Zurechnung in R

etterfällen : Festschrift für C
laus 

R
oxin, 2011, S. 411ff.

か
つ
て
は
、R

oxin

も
帰
属
を
否
定
的
に
解
し
て
い
た
。vgl. R

oxin, C
laus, G

edanken zur Problem
atik der 

Zurechnung im
 Strafrecht : F

estschrift für R
ichard H

onig, 1970, S. 142ff.; ders, Zum
 Schutzzw

eck der N
orm

 bei 

fahrlässigen D
elikt : Festschrift für W

ilhelm
 G

allas, 1973, S. 246ff.; ders, Strafrecht, A
llgem

einer Teil, B
and I, 4. A

ufl., 

2006, 

§11, R
n. 137ff. 

そ
の
際
指
摘
さ
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
、
立
法
者
が
救
助
義
務
を
課
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
立
法
者
が
答

責
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
救
助
義
務
が
あ
る
た
め
、
救
助
者
の
救
助
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
救
助
義
務
を

課
さ
れ
る
職
業
に
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
救
助
義
務
を
自
由
意
思
で
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、
救
助
を
要
請
し
た
場
合
、
中
止
犯
と
し
て
刑

が
減
免
さ
れ
る
と
い
う
恩
典
が
受
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
助
が
失
敗
し
た
と
き
に
そ
の
救
助
者
の
侵
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
、
救
助
が
失
敗
し
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
救
助
を
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要
請
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

（
７
）　

以
下
の
記
述
は
、C

. F. Stuckenberg, a. a. O
., S. 423.

（
８
）　

例
え
ば
、Leipziger K

om
m

entar Strafgesetzbuch/Vogel, 12. A
ufl., 2007, 

§15, R
n. 244. : System

tischer K
om

m
entar zum

 

Strafgesetzbuch/Jäger, 9. A
ufl., 2016, Vor

§1, R
n. 143ff.; M

ünchener K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch/D
uttge, 3. A

ufl., 

2016, 

§15, R
n. 157ff.; M

ünchener K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch/Freund, 3. A
ufl., 2016, Vor

§
§13ff., R

n. 389; 

N
om

os K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch
/P

uppe, 5. A
ufl., 2019, V

or 

§13, R
n. 190ff.; Sch

önke/Sch
röder/

Strafgesetzbuch, K
om

m
entar/Sternberg-Lieben/Schuster, 30. A

ufl, 2019, 

§15, R
n. 168; Schönke/Schröder/

Strafgesetzbuch, K
om

m
entar/E

isele, 30. A
ufl, 2019, Vor 

§13, R
n. 101ff.; Jescheck, H

ans-H
einrich / W

eigend, T
hom

as, 

Lehrbuch des Strafrechts, A
llgem

einer Teil, 5. A
ufl., 1996, S. 288.

（
９
）　R

udolphi, H
ans-Joachim

, Vorhersehbarkeit und Schutzzw
eck der N

orm
 in der strafrechtlichen Fahrlässigkeitslehre, 

JuS, 1969, S. 549ff.

（
10
）　

以
下
の
記
述
は
、H

. J. R
udolphi, a. a. O

., S. 557.

（
11
）　Frisch, W

olfgang, Tatbestandsm
äßiges Verhalten und Zurechnung des E

rfolgs, 1988, S. 484.

（
12
）　A

m
elung, K

but, A
nm

erkung, N
StZ, 1994, S. 338.

（
13
）　Satzger, H

elm
ut, D

ie sog. „R
etterfällen“  als Problem

 der objektiven Zurechnung, Jura, 2014, S. 703.

（
14
）　

以
下
の
記
述
は
、Puppe, Ingeborg, N

om
os K

om
m

entar zum
 Strafgesetzbuch, 5. A

ufl., 2019, Vor 

§
§13, R

n. 190ff.

（
15
）　

以
下
に
挙
げ
る
論
者
の
ほ
か
に
、Strasser, F

edor, D
ie Zurechnung von R

etter-, F
lucht- und Verfolgerverhalten im

 

Strafrecht, 2008.

（
16
）　

R
adtke, H

enning / H
offm

ann, M
aike, D

ie Verantw
ortungsbereich von Schädiger und G

eschädigtem
 bei sog.  

≫R
etterschäden

≪, G
A

, 2007, S. 201ff. 

な
お
、
補
足
と
し
て
、R

adtke, H
enning, O

bjektive Zurechnung von E
rfolgen im

 

Strafrecht bei M
itw

irkung des Verletzten und D
ritter an der H

erbeiführung des E
rfolges : Festschrift für Ingeborg 

Puppe, 2011, S. 831ff.

（
17
）　

以
下
の
記
述
は
、H

. R
adtke/M

. H
offm

ann, a. a. O
., S. 210.
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（
18
）　

以
下
の
記
述
は
、H

. R
adtke/M

. H
offm

ann, a. a. O
., S. 214ff.

（
19
）　R

oxin, C
laus, D

er Verglückte und U
nglück bew

irkende R
etter im

 Strafrecht : Festschrift für Ingeborg Puppe, 2011, S. 

909ff.

（
20
）　R

oxin, C
laus/G

reco, Luis, Strafrecht A
llgem

einer Teil, B
and I, 2020, 

§11, R
n. 115, R

n. 139ff.

（
21
）　

以
下
の
記
述
は
、C

. R
oxin, a. a. O

. (Fn. 19), S. 914ff.

（
22
）　

R
oxin, C

laus, R
etterschäden als Fahrlässigkeitstaten des G

efahrverursachers - eine B
ilanz : Festschrift für U

rs 

K
indhäuser, 2019, S. 407ff.

（
23
）　

以
下
の
記
述
は
、C

. R
oxin, a. a. O

. (Fn. 22 ), S. 414 ff.

（
24
）　

以
下
の
記
述
は
、C

. R
oxin, a. a. O

. (Fn. 19), S. 921ff.

（
25
）　B

eckem
per, K

atharina, U
nvernunft als Zurechnungskriterium

 in den „R
etterfällen“  : Festschrift für C

laus R
oxin, 2011, 

S. 397ff.

（
26
）　

以
下
の
記
述
は
、K

. B
eckem

per, a. a. O
., S. 405.

（
27
）　

以
下
の
記
述
は
、K

. B
eckem

per, a. a. O
., S. 408.
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