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一　

は
じ
め
に

　

犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
一
定
の
主
観
的
要
件
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
日
本
を
含
め
、
多
く
の
国
内
刑
法
に

お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
原
則
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
行
為
者
が
故
意
を
有
し
て
い
た
こ
と
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
不
注
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
行
為
者
を
非
難
で
き
ず
責
任
を
問
い
え
な
い
か
ら
で

あ
る
、
と
い
う
説
明
が
可
能
で
あ
る
（
責
任
主
義
の
要（
1
）請）。
今
日
の
国
際
刑
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
犯
罪
の
成
立
の
た
め
に
一
定
の
主

観
的
要
件
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
争
い
は
な（
2
）い。

　

も
っ
と
も
、
国
際
刑
法
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
刑
法
「
総
則
」
が
長
ら
く
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判

お
よ
び
東
京
裁
判
の
条
例
か
ら
、
一
九
九
〇
年
代
に
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
の
裁
判
所
規
程
に
至
っ
て
も
、
主
観
的
要
件
に
関
す
る
一
般
規
定
が
置
か
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
個
々
の
犯
罪
の
主
観
的
要
件
を
い
か
に
解
す
る
か
は
、
多
く
の
場
合
、
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い（
3
）た。

　

一
九
九
八
年
に
設
立
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
規
程
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
一
般
的
な
主
観
的
要
件
に
関
す
る
条
文

（
三
〇
条
。
以
後
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
条
文
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
も
の
を
指
す
）
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ（
4
）た。
同
条
一
項
で
は
、
犯
罪
が
成

立
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
が
「intent and know

ledge

」
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
同
規
定
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
国
際
刑
法
上
の
主
観
的
要
件
を
め
ぐ
る
議
論
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
特

に
近
時
に
お
い
て
は
、
結
果
犯
に
お
け
る
主
観
的
要
件
に
関
し
て
、
三
〇
条
に
は
大
陸
法
で
い
う
未
必
の
故
意
（dolus eventualis

）
や

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
い
う
無
謀
（recklessness

）
が
含
ま
れ
る
の
か
に
つ
き
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
三
〇
条
の
「intent

」
お
よ
び
「know

ledge
」
概
念
の
捉
え
方
、
あ
る
い
は
三
〇
条
の
「
読
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み
方
」
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
実
際
、「
未
必
の
故
意
」
や
「
無
謀
」
を
含
め
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
結

論
に
お
い
て
対
立
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
が
三
〇
条
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
見
解
の
中
で
も
、
そ
の
論
拠
は
論
者
に
よ
っ
て
若
干

異
な
る
。
こ
れ
は
、intent/know

ledge

の
捉
え
方
が
、
論
者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
両
概
念
が
同
条
に
基
づ
く
主
観
的
要
件
の
中
核
を
成
す
概
念
で
あ
る
以
上
、
同
条
を
め
ぐ
る
議
論
の
前
提
と
し
て
、

両
概
念
の
あ
る
べ
き
捉
え
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
際
刑
法
に
お
い
て

は
、
各
々
の
論
者
が
国
際
刑
法
上
の
法
概
念
を
自
国
の
法
制
度
・
法
文
化
に
引
き
つ
け
て
考
察
し
、
他
の
法
文
化
を
有
す
る
論
者
と
の
議

論
が
「
嚙
み
合
わ
な
い
」
こ
と
が
ま
ま
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
食
い
違
い
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
議
論
の
前
提
と
な
る
法
概
念
に
つ
い
て

の
理
解
の
共
有
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
〇
条
に
お
け
る
未
必
の
故
意
等
の
扱
い
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
等
を
素
材
と
し
て
、intent/know

ledge

の
捉

え
方
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
存
在
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
同
条
を
め
ぐ
る
今
後
の
議
論
に
際
し
て
の
指
針
を
示
す
こ

と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
第
二
章
で
は
、
同
条
の
基
本
構
造
を
概
観
す
る
。
第
三
章
で
は
、
近
時
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
、「
未
必
の
故

意
」
又
は
「
無
謀
」
と
い
っ
た
概
念
が
三
〇
条
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
扱
う
判
例
・
学
説
等
を
検
討
す
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、

同
条
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
てintent/know

ledge
の
概
念
が
い
か
な
る
内
容
と
し
て
把
握
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
点
に
見
解
の
相
違
が

存
在
す
る
の
か
を
示
す
。
第
四
章
で
は
、
前
章
の
検
討
を
受
け
て
、
同
条
に
お
け
るintent/know

ledge

概
念
の
把
握
の
仕
方
と
し
て

ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
き
、
考
察
す
る
。
第
五
章
で
は
、
本
稿
の
検
討
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
本
論
に
先
立
ち
、
以
下
の
二
点
に
付
言
し
て
お
く
。
ま
ず
、
本
稿
で
は
、
結
果
犯
に
お
け
る
「
結
果
」
要
素
に
関
し
て
い
か
な

る
主
観
的
要
件
が
要
求
さ
れ
る
か
を
主
た
る
検
討
対
象
と
す
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
結
果
以
外
の
客
観
的
要
素
、
す
な
わ
ち
「
行
為
」
や

「
状
況
」（
第
二
章
参
照
）
に
か
か
る
主
観
的
要
件
に
関
し
て
は
、
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
で
参
照
さ
れ
る
未
必
の
故

意
等
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
結
果
要
素
に
つ
い
て
の
主
観
的
要
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
要
素
に
つ
い
て
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は
ひ
と
ま
ず
検
討
の
対
象
外
と
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
は
、「intent

」
お
よ
び
「know

ledge

」
と
い
う
語
を
原
則
と
し
て
英
語
表
記
す
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
日
本
語
公
定

訳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
故
意
」
お
よ
び
「
認
識
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
項
で
、
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
犯
罪
の
客
観
的
要

素
が
「
故
意
に
及
び
認
識
し
て
」
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
訳
語
に
は
違
和
感
を
覚

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
刑
法
で
は
、「
故
意
」
が
あ
る
場
合
に
は
当
然
に
一
定
の
「
認
識
」
も
伴
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
で

あ（
5
）る。
こ
の
よ
う
に
、
公
定
訳
は
必
ず
し
も
適
切
な
訳
語
を
用
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
先
入
観
な
く
議
論
を
展
開
す
る
た
め
に

も
、
本
稿
で
は
原
語
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

二　

三
〇
条
の
構
造

㈠　

総　

説

　

三
〇
条
は
以
下
の
よ
う
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
（
な
お
、
訳
は
日
本
語
公
定
訳
に
従
っ
た
。
ま
た
、（　

）
内
は
筆
者
に
よ
る
）。

第
三
〇
条　

主
観
的
な
要
素

　

１ 　

い
ず
れ
の
者
も
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
故
意
に
及
び
認
識
し
て
（w

ith intent and know
ledge

）
客
観
的
な
要
素

（m
aterial elem

ent

）
を
実
行
す
る
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
刑
事
上
の
責
任
を
有
し
、
か
つ
、
刑
罰

を
科
さ
れ
る
。

　

２ 　

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
次
の
場
合
に
は
、
個
人
に
故
意
（intent

）
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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（
ａ
）　

行
為
（conduct

）
に
関
し
て
は
、
当
該
個
人
が
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
（m

eans to

）
場
合
。

　
　
（
ｂ
） 　

結
果
（consequence

）
に
関
し
て
は
、
当
該
個
人
が
そ
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
（m

eans to

）、
又
は
通
常
の
成

り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
（is aw
are that it w

ill occur in the ordinary course of events

）
場
合
。

　

３ 　

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、「
認
識
」（know

ledge

）
と
は
、
あ
る
状
況
（circum

stance

）
が
存
在
し
、
又
は
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
あ

る
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。「
知
っ
て
い
る
」
及
び
「
知
っ
て
」
は
、
こ
の
意
味
に
従
っ
て
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一
項
に
よ
れ
ば
、「
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
」、
同
条
所
定
の
主
観
的
要
件
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
規
程
中
、
犯

罪
の
主
観
的
要
件
が
特
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る（
6
）が、
そ
の
よ
う
な
「
別
段
の
定
め
」
が
な
い
場
合
、
常
に
三
〇
条
の
基
準
が
用

い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
条
は
主
観
的
要
件
に
関
す
る
「
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
」
と
呼
ば
れ（
7
）る。

ま
た
、
九
条
に
従
い
各
則
規
定

の
解
釈
の
補
助
手
段
と
し
て
定
め
ら
れ
る
「
犯
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
文
書
」（Elem

ents of Crim
es

）
の
「
総
説
」（G

eneral 

Introduction

）
項
目
二
は
、「
掲
げ
ら
れ
て
い
る
特
定
の
行
為
、
結
果
又
は
状
況
に
関
す
る
主
観
的
要
素
に
つ
き
、
本
文
書
の
中
で
何
ら

の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
三
〇
条
所
定
の
該
当
す
る
主
観
的
要
素
、
す
な
わ
ちintent

、know
ledge

又
は
そ
の
両
者
が
適
用

さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
」
と
規
定
し
、
三
〇
条
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と
し
て
の
性
格
を
確
認
し
て
い（
8
）る。

　

三
〇
条
の
全
体
的
な
構
造
を
み
る
と
、
一
項
で
は
犯
罪
の
「
客
観
的
要
素
」
が
「intent and know

ledge

」
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
二
項
で
は
「intent

」
の
定
義
、
そ
し
て
三
項
で
は
「know

ledge

」
の
定
義
が
置
か
れ
て
い
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
概
観
す
る
。

㈡　

客
観
的
要
素

　

規
程
中
に
「
客
観
的
要
素
」
に
関
す
る
定
義
は
存
在
し
な
い
が
、
主
観
的
要
素
の
定
義
規
定
で
あ
る
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
で
は
、



法学政治学論究　第109号（2016.6）

72

intent/know
ledge

が
要
求
さ
れ
る
対
象
と
し
て
、
三
つ
の
客
観
的
要
素
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
行
為
」、「
結
果
」
お
よ

び
「
状
況
」
で
あ（
9
）る。

　

後
述
の
通
り
、
客
観
的
要
素
ご
と
に
要
求
さ
れ
る
主
観
的
要
素
が
異
な
る
た
め
、
各
客
観
的
要
素
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
相
互
の
境

界
を
画
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
）
10
（
る
。
特
に
、
状
況
要
素
は
、
日
本
刑
法
か
ら
は
見
慣
れ
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
通
）
11
（

り
、
こ
れ
ら
の
区
別
に
関
し
て
は
混
乱
も
み
ら
）
12
（

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
必
ず
し
も
自
明
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

㈢　

主
観
的
要
素

　

前
述
の
通
り
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
は
「intent and know

ledge

」
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
要

素
に
関
し
てintent/know

ledge
の
両
者
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
）
13
（

く
、
客
観
的
要
素
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
象
が
異
な
る
。
加
え
て
、

た
と
え
ば
同
じ
「intent

」
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
客
観
的
要
素
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
異
な
）
14
（
る
。

　

ま
ず
、
行
為
に
はintent

の
み
が
要
求
さ
れ
、
個
人
が
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
「
意
図
し
て
い
る
」
必
要
が
あ
る
（
二
項
（
ａ
））。

次
に
、
状
況
に
はknow

ledge

の
み
が
要
求
さ
れ
、「
あ
る
状
況
が
存
在
」
す
る
こ
と
の
「
意
識
」
が
要
求
さ
れ
る
（
三
項
前
段
）。

　

結
果
に
関
し
て
は
、intent/know

ledge

の
双
方
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
結
果
のintent

と
は
、
結
果
発
生
を
「
意
図
し
て
お
り
」、

又
は
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
」
こ
と
を
い
う
（
二
項
（
ｂ
））。
他
方
、
結
果
に
関
す

るknow
ledge

と
は
、「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
あ
る
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
」
こ
と
を
い
う
（
三
項
前
段
）。
こ
の

点
、
結
果
に
関
す
るintent/know

ledge

の
双
方
で
、
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
結
果
が
生
ず
る
こ
と
の
意
識
と
い
う
、
同
一
の
基

準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
行
為
・
結
果
・
状
況
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
異
な
る
主
観
的
要
件
を
付
す
る
と

い
う
手
法
は
、「
要
素
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
」（Elem

ents Analysis Approach

）
と
呼
ば
）
15
（

れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
圏
に
お
け
る
制
度
と
の
類
似
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点
が
指
摘
さ
れ
）
16
（
る
。三　

三
〇
条
の
枠
組
み
に
お
け
る
未
必
の
故
意
等
を
め
ぐ
る
議
論

　

近
年
に
お
い
て
は
、
三
〇
条
の
枠
組
み
の
中
で
、
と
り
わ
け
結
果
犯
の
場
合
に
、
大
陸
法
で
い
う
「
未
必
の
故
意
」
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー

で
い
う
「
無
謀
」
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
各
々
の
論
者
に
よ
る
「
未
必
の
故

意
」
あ
る
い
は
「
無
謀
」
と
い
っ
た
概
念
の
捉
え
方
は
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
お
い

て
は
、
行
為
者
が
結
果
発
生
を
「
確
実
な
」
も
の
と
し
て
は
意
識
し
て
い
な
い
が
、
結
果
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
可
能

性
」
を
意
識
し
て
い
る
（
に
す
ぎ
な
い
）
場
合
を
前
提
と
し
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
三
〇
条
に

未
必
の
故
意
等
を
含
む
こ
と
を
肯
定
す
る
見
解
、
否
定
す
る
見
解
の
そ
れ
ぞ
れ
を
み
て
い
く
。

㈠　

未
必
の
故
意
等
を
三
〇
条
に
含
め
る
こ
と
を
肯
定
す
る
見
解

1　

学
説
の
状
況

　

未
必
の
故
意
や
無
謀
が
三
〇
条
に
含
ま
れ
る
と
す
る
学
説
は
、
少
数
説
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
論
者
の
多
く
は
、
三
〇

条
の
文
言
に
未
必
の
故
意
又
は
無
謀
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
（
し
ば
し
ば
暗
黙
の
）
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
い

か
な
る
意
味
で
の
未
必
の
故
意
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
三
〇
条
か
ら
両
者
が
い
か
に
導
か
れ
る

の
か
に
つ
き
、
そ
の
根
拠
が
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
）
17
（
り
、
批
判
さ
れ
て
い
）
18
（
る
。

　

一
方
で
、
こ
の
見
解
の
中
に
は
、
結
果
発
生
に
向
け
ら
れ
た
意
思
な
い
し
「
認
容
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
未
必
の
故
意
等
が
認
め

ら
れ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
）
19
（
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
か
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た
ち
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
同
決
定
の
内
容
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

2　

ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
犯
罪
事
実
確
認
決
定

　

予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
に
よ
る
同
決
）
20
（
定
で
は
、
共
同
正
犯
（
二
五
条
三
項
（
ａ
））
の
検
討
の
中
で
、
三
〇
条
の
要
件
も
検
討
さ
れ
て
い

る
。
ル
バ
ン
ガ
は
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
イ
ト
ゥ
リ
地
域
を
支
配
す
る
コ
ン
ゴ
愛
国
同
盟
（
Ｕ
Ｐ
Ｃ
）
の
創
設
者
で
あ
り
、
そ
の
軍
事

部
門
で
あ
る
コ
ン
ゴ
解
放
愛
国
軍
（
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
）
の
司
令
官
で
あ
っ
た
。
同
決
定
で
は
、
Ｕ
Ｐ
Ｃ
お
よ
び
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
に
よ
り
一
五
歳
未
満

の
児
童
の
徴
集
・
編
入
・
使
用
（
戦
争
犯
罪
。
八
条
二
項
（
ｂ
）（
xxvi
）
お
よ
び
（
ｅ
）（
vii
））
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
軍
に
若
者
を
補
充

す
る
と
い
う
共
通
の
計
画
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
五
歳
未
満
の
児
童
が
徴
集
・
編
入
・
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
ル
バ
ン
ガ
が
意
識

し
て
い
た
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
同
決
定
に
よ
れ
ば
、
三
〇
条
で
「『intent

』
と
『know

ledge

』
に
重
複
的
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
被
疑
者

が
意
思
的
要
素
〔volitional elem

ent

〕
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
）
21
（
る
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
同
決
定
は
、
意
思
的
要
素
が
認
め

ら
れ
る
故
意
（dolus

）
の
類
型
と
し
て
、
①
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
（dolus directus of the first degree

）、
②
第
二
類
型
の
直
接
的
故

意
（dolus directus of the second degree

）、
③
未
必
の
故
意
を
挙
げ
）
22
（
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
自
身
の
行
為
が
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
惹
起
す
る
こ
と
を

知
り
つ
つ
、「
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
惹
起
す
る
具
体
的
な
意
図
〔intent

〕
を
も
っ
て
」
行
為
を
な
し
た
場
合
と
さ
れ
る
。
次
に
、
②
第

二
類
型
の
直
接
的
故
意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
①
の
よ
う
な
具
体
的
な
意
図
（intent

）
を
有
し
て
は
い
な
い
が
、「
当
該
要
素
〔
の

惹
起
〕
が
自
己
の
作
為
又
は
不
作
為
の
必
然
的
な
帰
結
と
な
る
〔w

ill be the necessary outcom
e

〕
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
場
）
23
（
合
」
と
さ

れ
る
。

　

そ
し
て
、
③
未
必
の
故
意
と
は
、
行
為
者
が
「（
ａ
）
自
己
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
犯
罪
の
客
観
的
要
素
が
生
じ
う
る
こ
と
の
危
険
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を
意
識
し
て
お
り
、
か
つ
（
ｂ
）
当
該
結
果
を
甘
受
し
〔reconciling oneself

〕
又
は
是
認
す
る
こ
と
〔consenting

〕
に
よ
り
、
こ
れ
を

認
容
し
た
〔accepts

〕
場
）
24
（

合
」
を
い
う
と
さ
れ
）
25
（

る
。
認
容
が
存
在
し
な
い
場
合
、「
客
観
的
要
素
を
真
にintentional

に
実
現
し
た
も
の

と
は
評
価
さ
れ
え
ず
」、「intent and know

ledge

」
の
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
い
）
26
（
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
、
ア

ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
）
27
（
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
決
定
で
は
三
〇
条
の
基
準
に
「
未
必
の
故
意
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
い
う
「
無
謀
」
概
念
で
は
、「
犯
罪
の
客
観
的
要
素
が
自
身
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
じ
う
る
こ
と
の
危
険
の
存
在
を
意
識
し

て
い
る
こ
と
の
み
が
要
求
さ
れ
、
結
果
を
甘
受
し
た
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
）
28
（

い
」
た
め
、
無
謀
概
念
は
三
〇
条
の
基
準
を
充
足
し
な
い
と
さ

れ
た
。

　

最
終
的
に
は
、
共
通
の
計
画
の
遂
行
が
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
一
五
歳
未
満
の
子
ど
も
の
徴
集
・
編
入
・
使
用
を
伴
う
こ
と
を
ル

バ
ン
ガ
が
意
識
し
、
か
つ
認
容
し
て
い
た
、
と
信
ず
る
に
足
り
る
実
質
的
な
理
由
を
証
明
す
る
た
め
に
十
分
な
証
拠
が
存
在
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
）
29
（

た
。

　

以
上
の
通
り
、
同
決
定
で
は
、
三
〇
条
で
「intent
」
と
「know

ledge

」
と
い
う
二
つ
の
文
言
が
重
複
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
依
拠
し
て
、
一
定
の
認
識
に
加
え
て
、「
意
思
的
要
素
」
の
現
れ
と
し
て
の
「
認
容
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
未
必
の
故
意
と
し
て

三
〇
条
の
基
準
の
充
足
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

㈡　

未
必
の
故
意
等
を
三
〇
条
に
含
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
見
解

　

一
方
、
多
数
説
は
、
未
必
の
故
意
お
よ
び
無
謀
は
三
〇
条
の
基
準
を
充
足
し
な
い
と
す
る
。

　

三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
で
は
、
結
果
に
関
し
て
は
そ
の
発
生
を
「
意
図
し
て
」
い
た
こ
と
又
は
「
通
常
の
成
り
行
き
に

お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
」
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
未
必
の
故
意
お
よ
び
無
謀
を
否
定
す
る
論
者
に
よ
れ
ば
、



法学政治学論究　第109号（2016.6）

76

前
者
の
「
意
図
し
て
」
い
た
場
合
と
は
、
結
果
惹
起
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
大
陸
法
で
い
う
「
第
一
類
型
の
直

接
的
故
意
」
の
類
型
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
類
型
で
は
、
行
為
者
の
主
観
面
を
意
思
的
要
素
（volitional elem

ent

）
と

認
識
的
要
素
（cognitive elem

ent

）
の
二
つ
に
区
分
し
て
考
え
た
場
合
、
結
果
惹
起
に
向
け
ら
れ
た
意
思
が
非
常
に
高
度
な
場
合
が
想
定

さ
れ
て
い
る
と
い
）
30
（
う
。
後
者
の
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
…
…
意
識
し
て
い
た
」
場
合
と
は
、
結
果
発
生
が
「
実
質
的
に
確
実
」
な

い
し
は
「
高
度
に
蓋
然
的
」
で
あ
る
こ
と
等
の
予
見
を
指
し
、
大
陸
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
第
二
類
型
の
直
接
的
故
意
」
に
相
当
す
る
と

さ
れ
る
。
こ
ち
ら
の
類
型
で
は
、
認
識
的
要
素
が
高
度
な
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
）
31
（
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
達
し
な
い
未
必
の
故

意
お
よ
び
無
謀
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
見
解
の
根
拠
と
し
て
は
、
第
一
に
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
の
文
言
解
釈
、
第
二
に
三
〇
条
の
起
草
過
程
の
二
つ
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
を
概
観
し
、
ま
た
、
こ
の
見
解
を
採
用
し
た
近
時
の
判
例
を
も
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

1　

三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
の
文
言

　

三
〇
条
に
未
必
の
故
意
等
を
含
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
者
は
、
結
果
要
件
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ

の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
」（
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
）
の
意
識
と
い
う
文
言
に
特
に
着
目
す
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
言

で
は
、
結
果
が
「
生
ず
る
」（w

ill occur

）
こ
と
の
意
識
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
結
果
が
「
生
じ
う
る
」（m

ay/m
ight occur

）
こ
と
の

意
識
と
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
発
生
に
関
す
る
高
度
の
意
識
が
要
求
さ
れ
、
結
果
発
生
の
単
な
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
）
32
（

る
。
こ
の
点
、
確
か
に
、
未
必
の
故
意
お
よ
び
無
謀
の
定
義
は
各
国
の
国
内
法
に
お

い
て
も
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
、
両
概
念
が
結
果
発
生
の
単
な
る
可
能
性
の
意
識
で
足
り
る
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限

り
で
は
三
〇
条
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
る
見
解
の
一
致
が
あ
る
。

　

ま
た
、
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
と
同
様
の
文
言
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
に
お
け
る
立
法
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
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し
ば
指
摘
さ
れ
）
33
（
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
九
年
に
英
国
の
ロ
ー
・
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
刑
法
典
草
案
（D

raft Crim
inal 

Code Bill

、
未
発
）
34
（

効
）
の
一
八
条
（
ｂ
）（
ii
）
で
は
、
結
果
が
「intentionally

」
に
惹
起
さ
れ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
行
為
者
が
「
結
果

を
惹
起
す
る
た
め
に
行
動
す
る
場
合
又
は
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
〔being aw

are that it w
ill 

occur in the ordinary course of events

〕」
場
合
に
、
こ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
）
35
（
る
。
同
草
案
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
類

型
は
、
結
果
発
生
が
「
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
」（virtual certainty

）
の
認
識
を
意
味
す
る
と
さ
れ
）
36
（

る
。

2　

三
〇
条
の
起
草
過
程

　

三
〇
条
の
雛
形
と
な
っ
た
主
観
的
要
件
に
関
す
る
条
文
草
案
は
、
一
九
九
六
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
準
備
委
員
会
（Preparatory Com

m
ittee

）
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
の
中
に
み
ら
れ
る
。
同
報
告
の
Ｈ
条
で
は
、
主
観
的
要
件
の
条
文
に
関
し
て
、
三
つ
の
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
一
提
案
が
そ
の
後
の
起
草
作
業
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
第
一
提
案
は
、
最
終
的
に
採
択

さ
れ
た
三
〇
条
と
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
全
体
的
な
構
造
に
お
い
て
類
似
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
条
一
項
で
は
、
別

段
の
定
め
が
な
い
場
合
に
は
犯
罪
の
客
観
的
要
素
に
つ
きintent/know

ledge

が
要
求
さ
れ
、
二
項
で
はintent

の
定
義
、
三
項
で
は

know
ledge

の
定
義
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
四
項
が
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
き
で
定
め
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

【
４　

こ
の
規
程
の
適
用
上
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
犯
罪
が
無
謀
に
（recklessly

）
行
わ
れ
う
る
こ
と
が
規
程
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
個
人
が
状
況
又
は
結
果
に
つ
い
て
無
謀
（reckless

）
で
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
当
該
状
況
が
存
在
し
、
又
は
結
果
が
生
ず
る
こ
と
の
危
険
を
当
該
個
人
が
意
識
し
て
い
る
場
合
。

（
ｂ
）
そ
の
危
険
を
冒
す
こ
と
が
高
度
に
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
当
該
個
人
が
意
識
し
て
い
る
場
合
。【
か
つ
】
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【（
ｃ
）
当
該
状
況
が
存
在
し
、
又
は
結
果
が
生
ず
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
当
該
個
人
が
無
関
心
で
あ
る
場
）
37
（
合
。】】

　

同
項
で
は
「
無
謀
」
概
念
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
直
下
の
注
で
は
、「
無
謀
お
よ
び
未
必
の
故
意
の
概
念
は
、
考
慮
さ
れ
る
犯
罪
の
重
大

性
の
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
四
項
が
定
め
る
『
無
謀
』
の
定
義
は
、
特
定
の
犯
罪
又
は
要
素

が
無
謀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
こ
と
を
規
程
が
明
示
的
に
定
め
て
い
る
場
合
に
の
み
、
用
い
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
）
38
（
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
無
謀
お
よ
び
未
必
の
故
意
に
つ
い
て
言
及
し
た
四
項
と
注
は
、
若
干
の
変
更
を
経
つ
つ
も
一
九
九
八
年
の
準
備
委
員
会
草
案

ま
で
残
り
続
け
た
）
39
（

が
、
最
終
的
に
同
年
の
ロ
ー
マ
会
議
で
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
四
項
で
は
「
犯
罪
が
無
謀
に
行
わ
れ
う
る
こ
と

が
規
程
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
」
に
の
み
同
項
が
適
用
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
無
謀
と
い
う
文
言

が
規
程
中
に
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
）
40
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
謀
並
び
に
未
必
の
故
意
に
関
す
る
条
文

お
よ
び
注
が
起
草
段
階
で
削
除
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
も
、
両
概
念
が
三
〇
条
に
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
見
解
は
、
有
力
に
主
張
さ
れ

て
い
）
41
（
る
。

3　

近
時
の
判
例

　

⑴　

ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
犯
罪
事
実
確
認
決
定

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
二
〇
〇
九
年
の
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
）
42
（
定
で
も
採
用
さ
れ
た
。
同
決
定
は
予
審
裁
判
部
第
二
法
廷
に
よ
り

下
さ
れ
て
お
り
、
時
系
列
的
に
み
る
と
、
先
に
み
た
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
の
後
、
か
つ
後
述
の
ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判

部
判
決
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
決
定
で
も
、
共
同
正
犯
の
成
否
の
検
討
の
中
で
三
〇
条
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
決
定
で
は
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
お

け
る
武
力
紛
争
下
で
活
動
す
る
コ
ン
ゴ
解
放
運
動
（
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
が
、
同
国
内
で
戦
争
犯
罪
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
の
殺
人
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（
七
条
一
項
（
ａ
）、
八
条
二
項
（
ｃ
）（
ⅰ
））、
強
姦
（
七
条
一
項
（
ｇ
）、
八
条
二
項
（
ｅ
）（
ⅵ
））、
略
奪
（
八
条
二
項
（
ｅ
）（
ⅴ
））
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
議
長
兼
司
令
官
で
あ
っ
た
ベ
ン
バ
が
、
同
国
に
展
開
し
て
い
た
Ｍ
Ｌ
Ｃ
部
隊
に
よ
り
犯
罪
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
た
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

同
決
定
は
、
出
発
点
と
し
て
、
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「intent

」
と
「know

ledge

」
は
、
意
思
的
要
素
と

認
識
的
要
素
を
要
求
す
る
故
意
（dolus

）
概
念
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
）
43
（

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
さ
に
応
じ
て
三
つ
の
故
意
概
念
が
存

在
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
、
②
第
二
類
型
の
直
接
的
故
意
、
③
未
必
の
故
意
で
あ
）
44
（
る
。

　

し
か
し
、
同
決
定
で
は
、
最
終
的
に
は
未
必
の
故
意
は
三
〇
条
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
）
45
（

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
予
審
裁
判
部
は
三
〇

条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
の
文
言
解
釈
（「m

ay occur

」
で
は
な
く
「w

ill occur

」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
）
46
（
と
）
と
、
三
〇
条
の
起
草

過
程
（
無
謀
並
び
に
未
必
の
故
意
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
注
が
削
除
さ
れ
た
こ
）
47
（

と
）
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
予
審
裁
判
部
は
、
三
〇
条
の
要

件
を
充
足
す
る
た
め
に
は
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
当
該
犯
罪
が
発
生
す
る
こ
と
が
、
共
通
の
計
画
を
遂
行
す
る
こ
と
の
ほ
ぼ
確
実

な
帰
結
で
あ
る
こ
と
〔a virtually certain consequence

〕
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
」
が
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
未
必
の
故
意
又
は
無

謀
を
認
め
る
こ
と
は
、
厳
格
解
釈
の
原
則
（
二
二
条
二
項
）
と
調
和
し
な
い
と
し
）
48
（
た
。

　

最
終
的
に
、
Ｍ
Ｌ
Ｃ
に
よ
り
犯
罪
が
行
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
ベ
ン
バ
が
予
見
し
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
か
つ
こ
れ
を
認
容
し
た

こ
と
は
証
拠
か
ら
推
認
し
う
る
が
、
こ
れ
は
主
観
的
要
件
の
類
型
の
う
ち
、
第
二
類
型
の
直
接
的
故
意
の
基
準
を
充
足
し
な
い
と
し
て
、

共
同
正
犯
の
成
立
は
否
定
さ
れ
）
49
（

た
。

　

⑵　

ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
・
上
訴
裁
判
部
判
決

　

予
審
裁
判
部
で
は
、
第
一
法
廷
と
第
二
法
廷
と
の
間
で
、
未
必
の
故
意
を
三
〇
条
に
含
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い

た
が
、
そ
の
後
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
お
よ
び
上
訴
裁
判
部
判
決
で
は
、
最
終
的
に
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
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第
一
審
裁
判
部
判
）
50
（
決
で
は
、
条
文
上
、
結
果
が
「
生
じ
う
る
」（m

ay occur

）
で
は
な
く
「
生
ず
る
」（w

ill occur

）
と
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
（
文
言
解
釈
）、
並
び
に
起
草
過
程
で
無
謀
お
よ
び
未
必
の
故
意
概
念
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
（
起
草
過
程
）
か
ら
、
三
〇
条
は
未
必

の
故
意
を
排
除
し
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
関
し
て
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
）
51
（
た
。
他

方
で
、
具
体
的
な
認
識
の
程
度
に
つ
き
、
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
の
「
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
基
準
が
踏
襲
さ
れ
る
か

否
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
）
52
（

た
。
こ
の
点
、
第
一
審
裁
判
部
は
、「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
結
果
が
生
ず
る
こ
と
の
意
識
」
と

は
、「『
リ
ス
ク
』〔risk
〕
お
よ
び
『
危
険
』〔danger

〕
と
い
っ
た
概
念
に
内
在
す
る
、『
可
能
性
』〔possibility

〕
お
よ
び
『
蓋
然
性
』

〔probability

〕
と
い
う
概
念
の
考
慮
に
関
す
る
も
の
で
あ
」
り
、
こ
の
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
の
「
低
い
リ
ス
ク
〔
の

意
識
〕
で
は
充
分
で
は
な
）
53
（

い
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
）
54
（

た
。

　

結
論
と
し
て
第
一
審
裁
判
部
は
、「
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
が
明
ら
か
に
一
五
歳
未
満
で
あ
る
児
童
兵
を
編
入
し
、
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
本
件
被

告
人
は
意
識
し
て
お
り
、
か
つ
こ
れ
を
黙
認
し
、
ま
た
共
同
正
犯
と
共
に
当
該
政
策
を
履
行
す
る
た
め
の
措
置
を
と
っ
た
」
と
し
て
、
共

同
正
犯
の
成
立
を
認
め
）
55
（
た
。

　

上
訴
裁
判
部
は
、
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
に
お
い
て
は
、
結
果
が
「
生
じ
う
る
」（m

ay/could occur

）
で
は
な
く
、

「
生
ず
る
」（w

ill occur

）
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
将
来
的
に
あ
る
事
象
が
生
じ
る
こ
と
の
「
確
実
性
」（certainty

）

を
示
す
と
明
確
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
、「
将
来
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
絶
対
的
な
確
実
性
と
い
う
の
は
存
在
し
え
」
ず
、
ま
た
、「
通
常

の
成
り
行
き
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
将
来
的
な
事
象
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
と
し
て
は
「
ほ
ぼ
確

実
で
あ
る
こ
と
」（virtual certainty

）
と
い
う
基
準
が
用
い
ら
れ
る
と
す
）
56
（
る
。
そ
の
上
で
、
第
一
審
裁
判
部
の
判
示
は
、「
そ
の
法
的
な

帰
結
に
お
い
て
、
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
の
要
件
を
逸
脱
し
て
い
な
い
」
と
し
て
、
ル
バ
ン
ガ
の
有
罪
を
維
持
し
）
57
（

た
。
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㈢　

小　

括

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、
未
必
の
故
意
が
三
〇
条
に
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
と
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
と
の
間
で
は
、
三
〇
条
の

「
読
み
方
」
に
関
し
て
置
か
れ
て
い
る
重
点
が
異
な
る
。

　

ま
ず
、
前
者
の
立
場
を
と
る
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
は
、
三
〇
条
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「intent

」
お
よ
び

「know
ledge

」
と
い
う
文
言
を
そ
れ
ぞ
れ
「
意
思
的
要
素
」
お
よ
び
「
認
識
的
要
素
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
双
方
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
結
果
発
生
の
確
実
性
ま
で
は
意
識
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
未
必
の
故

意
」
と
し
て
主
観
的
要
件
の
充
足
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
同
決
定
で
は
、
二
項
お
よ
び
三
項
前
段
所
定
のintent/know

ledge

の
定
義
に
関
し
て
、
立
ち
入
っ
た
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
同
決
定
に
従
う
と
、intent/know

ledge

と
い
う
文
言
が

重
複
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体

―
換
言
す
れ
ば
、
三
〇
条
一
項
の
「intent and know

ledge

」
と
い
う
文
言
の
み
か
ら
、

そ
の
帰
結
を
導
き
う
）
58
（

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
多
数
説
お
よ
び
近
時
の
判
例
に
お
い
て
は
、
三
〇
条
の
起
草
過
程
と
、
二
項
お
よ
び
三
項
前
段
に
お
け
る
、
結
果
が

「
生
ず
る
」（w

ill occur

）
こ
と
の
意
識
と
い
う
文
言
に
依
拠
し
て
、
未
必
の
故
意
等
が
排
除
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
三
〇
条
二
項
お
よ
び

三
項
前
段
所
定
の
、
結
果
に
か
か
るintent/know

ledge
の
定
義
の
方
か
ら
、
主
観
的
要
件
の
基
準
が
導
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
者
の
立
場
と
後
者
の
立
場
と
は
、
主
観
的
要
件
の
基
準
をintent/know

ledge

の
文
言
自
体
か
ら
導
く
の
か
、
あ

る
い
は
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
か
ら
導
く
の
か
、
と
い
う
点
で
異
な
る
。
し
か
し
、
学
説
の
中
に
は
、
最
終
的
に
後
者
の
見
解
を
採
用

し
て
、intent/know

ledge

の
定
義
に
依
拠
し
て
未
必
の
故
意
を
排
除
す
る
と
し
つ
つ
も
、
三
〇
条
一
項
の
「intent and 

know
ledge

」
と
い
う
文
言
は
「
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
」
に
対
応
す
る
、
と
い
う
前
者
の
前
提
を
維
持
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
見
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解
も
散
見
さ
れ
）
59
（
る
。
実
際
に
、
未
必
の
故
意
が
否
定
さ
れ
た
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
に
お
い
て
も
、intent/know

ledge

が
そ
れ

ぞ
れ
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
判
示
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
ン
ボ
ス
は
、
三
〇
条
か
ら
無
謀
を
排
除

す
る
文
脈
で
は
、
無
謀
概
念
に
は
意
思
的
要
素
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
未
必
の
故
意
を
排
除
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
の
文
言
で
は
結
果
発
生
の
確
実
性
の
意
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
（intent

の
定
義
）
を
強
調
し
て
お
り
、
双
方

の
視
点
が
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
60
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
〇
条
の
「
読
み
方
」
に
関
し
て
は
、
後
者
の
見
解
の
内
部
に
お
い
て
も
若
干
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で

は
、
三
〇
条
の
「
読
み
方
」
に
焦
点
を
当
て
、
分
析
を
試
み
る
。

四　

三
〇
条
の
「
読
み
方
」

―
「Intent and Know

ledge

」
概
念
の
内
実

―

㈠　

Intent/Know
ledge

概
念
の
意
義

1　

三
〇
条
の
枠
組
み
で
未
必
の
故
意
を
肯
定
す
る
見
解
へ
の
疑
問

　

特
に
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
、intent/know

ledge

と
い
う
文
言
が
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
し
、
双
方
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ド
イ
ツ
や
日
本
等
に

お
け
る
未
必
の
故
意
を
め
ぐ
る
議
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
故
意
犯
処
罰
が
原
則
で
あ
り
、
過
失
犯
は
例
外
に
す
ぎ
な
い
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
五
条
、
日
本
刑
法
三
八
条
）。
ま
た
、

た
と
え
ば
人
の
死
を
惹
起
す
る
犯
罪
類
型
で
あ
っ
て
も
、
故
意
犯
は
よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
る
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
条
、
二
一
二
条
お
よ
び
二

二
二
条
、
日
本
刑
法
一
九
九
条
お
よ
び
二
一
〇
条
等
）。
し
た
が
っ
て
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
限
界
を
画
す
る
必
要
が
あ
る
。



国際刑法における犯罪の主観的成立要件について

83

　

故
意
と
過
失
の
区
別
に
関
す
る
学
説
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
大
ま
か
に
、
故
意
の
内
容
が
認
識
に
尽
き
る
と
す
る
認
識
説
（
表
象
説
）

を
基
礎
と
す
る
見
解
と
、
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
認
識
に
加
え
て
一
定
の
意
思
も
要
求
さ
れ
る
と
す
る
意
思
説
を
基
礎
と
す
る
見

解
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
独
日
い
ず
れ
に
お
い
て
も
伝
統
的
に
は
後
者
が
通
説
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
結
果
発
生
の
「
認
容
」
と
い
う
意
思
的
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
（
認
容
）
61
（
説
）。

　

こ
の
よ
う
な
、
特
に
認
容
説
の
考
え
方
は
、
前
述
の
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
の
判
示
と
、
大
枠
に
お
い
て
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ド
イ
ツ
や
日
本
の
刑
法
学
の
立
場
か
ら
も
「
受
け
入
れ
や
す

い
」
も
の
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
の
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
の
見
解
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
を
提
起
し
う
る
。
ま
ず
、
ル
バ

ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
は
、
客
観
的
要
素
に
関
し
て
「intent and know

ledge

」
が
要
求
さ
れ
る
と
一
般
的
に
定
め
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
三
〇
条
一
項
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
、
三
〇
条
に
「
未
必
の
故
意
」
を
含
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
他
方
、
そ
の

検
討
の
中
で
は
、
同
予
審
裁
判
部
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
「
未
必
の
故
意
」
が
、
同
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
基
づ
くintent/know

ledge

の
定
義
と
両
立
す
る
の
か
否
か
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、intent/know

ledge

の
定
義
規
定
が
わ
ざ
わ
ざ
設

け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
定
義
の
枠
内
に
未
必
の
故
意
が
含
ま
れ
る
か
否
か
が
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
自
体
が
、
方
法
論
と
し
て
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
62
（
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
い
て
罪
刑
法
定
主
義
お
よ
び
そ
の
派
生
原
則
た
る
厳
格

解
釈
の
原
則
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二
二
条
二
項
）
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
主
観
的
要
件
の
下
限
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、

intent/know
ledge

の
定
義
規
定
た
る
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
が
、
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、intent/know

ledge

が
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
に
対
応
す
る
と
い
う
前
提
自
体
に
も
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
結
果
に

つ
い
て
要
求
さ
れ
る
「intent

」
の
定
義
（
二
項
（
ｂ
））
に
は
、
結
果
発
生
を
「
意
図
し
て
」
い
た
場
合
と
い
う
、
結
果
惹
起
の
意
思
・

意
欲
を
示
す
内
容
の
み
な
ら
ず
、
結
果
発
生
を
「
意
識
し
て
い
る
」
場
合
と
い
う
、
明
ら
か
に
認
識
の
方
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
内
容
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も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「intent

」
は
、
意
思
的
要
素
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
で
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
で
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は
三
〇
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
てintent/know

ledge

の
定
義
の
検
討
を
省
く
こ
と
の
論
拠
と
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、（
両
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
）、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
規
程
に
は
主
観
的
要
件
に
関
す

る
一
般
規
定
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
、
同
法
廷
は
慣
習
国
際
法
上
の
規
則
に
依
拠
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
）
63
（

る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
ア

ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
を
参
考
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
基
準
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
許
容
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
個
の
検
討
を
要

す
る
は
ず
で
あ
）
64
（

る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
は
、
三
〇
条
でintent/know
ledge

に
重
複
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
依
拠
し
て
未
必
の
故
意
を
肯
定
す
る

見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
時
の
判
例
・
多
数
説
が
、
結
果
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
るintent/know

ledge

の
定
義
の
方

に
着
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
方
向
性
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。

2　

Intent/K
now
ledge

の
定
義
に
着
目
す
る
見
解
の
帰
結

　

近
時
の
多
数
説
お
よ
び
判
例
に
よ
れ
ば
、
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
に
定
め
ら
れ
る
、
結
果
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る

intent/know
ledge

の
定
義
そ
の
も
の
か
ら
、
直
接
的
に
主
観
的
要
件
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
結
果
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
主
観
的
要
件
の
う
ち
、
結
果
発
生
を
「
意
図
し
て
」
い
る
（
二
項
（
ｂ
））
こ
と
と
は
、
結
果
惹
起
を
直

接
の
目
的
と
し
て
い
る
場
合
を
い
い
、
他
方
で
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
」（
二
項

（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
）
こ
と
と
は
、
近
時
の
判
例
上
の
基
準
で
言
え
ば
、
結
果
発
生
が
「
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
」
の
意
識
を
い
う
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
下
回
る
限
り
で
、
未
必
の
故
意
等
は
三
〇
条
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、intent/know

ledge

概
念
は
、「
意
思
的
要
素
」
お
よ
び
「
認
識
的
要
素
」
と
い
う
、「
故
意
」
の
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単
な
る
一
側
面
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、intent/know

ledge

の
両
概
念
は
、

結
果
要
件
に
関
し
て
「
高
度
の
」
意
思
的
要
素
又
は
認
識
的
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
を
も
含
意
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、intent/know

ledge

は
、
単
な
る
意
思
的
要
素
又
は
認
識
的
要
素
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と

し
て
三
〇
条
に
基
づ
く
主
観
的
要
件
の
基
準
を
な
す
、
法
的
な
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
）
65
（
う
。
し
た
が
っ
て
、intent/

know
ledge

の
定
義
そ
の
も
の
か
ら
主
観
的
要
件
の
下
限
を
画
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
つ
つ
、intent/know

ledge

が
意
思
的
要
素
・

認
識
的
要
素
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
説
明
を
行
う
一
部
の
学
説
や
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
の
言
い
回
し
は
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
近
時
の
判
例
・
多
数
説
の
見
解
に
従
う
場
合
、
三
〇
条
に
基
づ
く
主
観
的
要
件
の
敷
居
は
非
常
に
高
い
も
の
と
な
る
。
特

に
、
近
時
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
結
果
発
生
を
目
的
的
に
意
図
し
て
い
た
か
、
結
果
発
生
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、

規
程
上
の
犯
罪
の
大
部
分
が
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
実
際
に
、
こ
の
見
解
を
と
る
論
者
自
身
か
ら
も
、
三
〇
条
の
敷
居
が
高
す
ぎ
る

と
の
批
判
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
て
い
）
66
（

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
「
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
た
る
最
も
重
大
な
犯
）
67
（

罪
」
に
対

し
て
の
み
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
は
、
主
観
的
要
件
の
敷
居
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
る
、
と
の
指

摘
も
な
さ
れ
て
い
）
68
（

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
近
時
に
お
い
て
は
、
主
観
的
要
件
の
敷
居
を
低
め
る
た
め
の
試
み
も
み
ら
れ
）
69
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
主
観
的
要
件
の
敷
居
が
過
度
に
高
い
も
の
と
な
る
と
い
う
懸
念
は
、
も
っ
と
も
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
の
議

論
で
は
、
結
果
要
素
の
み
な
ら
ず
、
行
為
要
素
・
状
況
要
素
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
主
観
的
要
件
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
連
動
し
つ
つ
、
三

〇
条
の
文
言
（
特
に
「w

ill occur

」
と
い
う
文
言
）
の
範
囲
内
で
、「
主
観
的
要
件
の
敷
居
を
低
め
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
か
」

と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。
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㈡　

Intent A
N
D
 Know

ledge

の
意
義

1　

両
者
が
「and

」
で
繫
が
れ
る
こ
と
の
問
題
性

　

前
節
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、
近
時
の
多
数
説
お
よ
び
判
例
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
結
果
に
関
し
て
要
求
さ
れ
るintent/

know
ledge

の
両
概
念
は
、「
高
度
の
」
意
思
的
要
素
又
は
認
識
的
要
素
を
含
む
と
い
う
こ
と
ま
で
含
意
し
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
三
〇
条
一
項
の
文
言
の
意
義
が
改
め
て
問
題
と
な
り
う
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
同
項
に
お
い
て
、intent

とknow
ledge

が
「and

」（「
お
よ
び
」）
と
い
う
接
続
詞
で
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
三
〇
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
に
お
い
て
「
結
果
に
関
す
るintent

」
と
「
結
果
に
関
す
る

know
ledge

」
の
双
方
が
定
義
さ
れ
、
か
つ
、
三
〇
条
一
項
でintent

とknow
ledge

が
「and

」
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

結
果
要
件
に
関
し
て
は
、「
常
に
」intent
とknow

ledge

の
双
方
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
解
し
う
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
に
関
す
るintent/know

ledge

の
意
義
に
関
し
て
近
時
の
判
例
に
よ
り
示
さ
れ
た
基
準
を
採
用
し
、
さ
ら
に

結
果
要
件
に
関
し
て
は
常
にintent/know

ledge
の
双
方
が
要
求
さ
れ
る
と
し
た
場
合
、
た
だ
で
さ
え
高
い
主
観
的
要
件
の
敷
居
が
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
実
際
に
結
果
発
生
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
を
行
為
者
が
意
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、

問
題
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
存
在
を
も
っ
て
、intent/know

ledge

の
双
方
に
共
通
す
る
定
義
と
し
て
の
「
通
常

の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
の
意
識
」
を
有
し
て
い
る
と
い
え
、intent/know

ledge

の
要
件
が
同
時
に
充
足
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
被
告
人
が
あ
る
結
果
の
発
生
を
目
的
的
に
意
図
し
て
い
る
場
合
、intent

の
要
件
（「
意
図

し
て
い
た
こ
と
」）
は
充
足
す
る
も
の
の
、know

ledge

の
要
件
は
充
足
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「intent A

N
D
 

know
ledge

」
を
厳
密
に
解
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
の
類
型
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
加
え
て
結
果
発
生
が
ほ

ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
「
常
に
」
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
第
一
類
型
お
よ
び
第
二
類
型
の
直
接
的
故
意
の
「
組
み
合
わ
）
70
（

せ
」）。
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こ
の
点
に
関
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
各
裁
判
部
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
お
よ
び
ベ

ン
バ
事
件
の
両
予
審
裁
判
部
決
定
に
お
い
て
は
、
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
の
定
義
と
し
て
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
惹
起
す
る
具
体
的

な
意
図
に
加
え
て
、「
自
己
の
作
為
又
は
不
作
為
が
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
惹
起
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
」（know

s that his or 

her actions or om
issions will bring about...

）
が
要
求
さ
れ
て
い
）
71
（
る
。
こ
の
判
示
を
、
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
で
も
高
度
の
認
識
を
要

求
す
る
も
の
と
読
む
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
）
72
（

い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
に
関
し
てintent/know

ledge

の
双
方
を
要
求
す
る
こ
と
で
、「
常
に
」
結
果
発
生
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と

の
意
識
ま
で
要
求
す
る
こ
と
は
、
主
観
的
要
件
の
敷
居
を
過
度
に
高
め
、
か
つintent

に
お
け
る
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
の
類
型
の

意
義
を
消
失
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
可
能
で
あ
れ
ば
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
三
〇
条
一
項
の
起
草
過
程
を
概
観

し
、「and

」
と
い
う
接
続
詞
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
盛
り
込
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

2　

起
草
過
程
の
議
論

　

三
〇
条
一
項
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
を
紐
解
い
て
み
る
と
、intent

とknow
ledge

を
繫
ぐ
接
続
詞
と
し
て
、「and

」
と
「or

」

の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
対
立
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
六
年
準
備
委
員
会
報
告
の
時
）
73
（

点
で
は
、
ブ

ラ
ケ
ッ
ト
付
き
で
「and

」
と
「or

」
の
双
方
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
同
委
員
会
に
よ
る
一
九
九
七
年
二
月
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
最
終
的

に
「and

」
が
採
用
さ
れ
た
と
さ
れ
）
74
（

る
。
起
草
過
程
の
議
論
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
圏
の
出
席
者
は
択
一
的
な
接
続
詞
で
あ
る

「or

」
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
大
陸
法
圏
出
身
の
出
席
者
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
が
「and

」
で
繫
ぐ
こ
と
を
主
張
し
た
と

さ
れ
）
75
（
る
。

　
「and

」
が
主
張
さ
れ
た
根
拠
に
関
す
る
記
述
は
一
定
し
な
い
。
ピ
ラ
ゴ
フ
＝
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
立
場
は
、「
一
般
的
に
、

行
為
又
は
結
果
が
犯
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
のknow

ledge

が
な
け
れ
ば
、intentionally

に
行
為
を
な
し
又
は
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
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と
は
で
き
な
）
76
（
い
」
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「and

」
を
主
張
す
る
見
解
は
、
状
況
要
素
が
含
ま
れ
る
犯
罪
で
は
、

状
況
要
素
に
関
し
て
必
ずknow

ledge

が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
特
に
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
（
行

為
・
結
果
に
関
す
る
）intent

と
（
状
況
に
関
す
る
）know

ledge

は
重
複
的
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
77
（
る
。

　

仮
に
こ
の
説
明
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
起
草
会
議
参
加
者
は
、
と
り
わ
け
結
果
要
素
に
関
し
て
、intent

とknow
ledge

の
両
者

の
要
件
が
必
ず
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
懸
念

さ
れ
て
い
た
の
は
、「or
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
状
況
」
要
素
にknow

ledge

が
要
求
さ
れ
な
い
場
合
が
生
じ
て
し
ま
う
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
状
況
要
素
に
関
し
てknow

ledge

が
常
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
あ
っ
て
、
結
果
要
件
に
関
し
て
も
常
にknow

ledge

が
要
求
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
犯
罪
の
行
為
・
結
果
・
状
況
に
全
体
と
し
てintent

お
よ
びknow

ledge

の
両
者
が
充
足
さ

れ
れ
ば
よ
く
、
結
果
要
件
に
関
し
て
は
結
局
の
と
こ
ろintent

と
し
て
の
い
ず
れ
か
の
要
件
（
結
果
発
生
を
「
意
図
し
て
い
た
」
こ
と
又
は

「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
」）
が
充
足
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

他
方
で
、
ク
ラ
ー
ク
の
説
明
は
若
干
異
な
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
、「and

」
と
「or

」
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
の
議
論
に
あ
た
っ
て
、
大

陸
法
圏
の
出
席
者
と
そ
れ
以
外
の
出
身
の
出
席
者
と
の
間
で
法
的
な
分
析
の
方
法
が
異
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
対
話
が
上
手
く
い
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
大
陸
法
圏
の
出
席
者
の
一
部
は
、
よ
り
広
い
カ
テ
ゴ
リ
で
の
「intent

」
と
い

う
も
の
を
想
定
し
、
そ
の
中
に
「
意
思
的
要
素
」
と
「
認
識
的
要
素
」
と
い
う
構
成
要
素
が
含
ま
れ
る
、
と
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
さ

れ
）
78
（

る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
意
思
説
を
基
礎
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
い
え
ば
、
故
意
は
認
識
的
要

素
と
意
思
的
要
素
の
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
弱
に
従
っ
て
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
、
第
二
類
型
の
直
接
的
故
意
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あ
る
い
は
未
必
の
故
意
と
い
っ
た
形
態
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
意
思
と
認
識
と
い
う
二

つ
の
構
成
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
複
数
の
故
意
概
念
を
観
念
す
る
と
い
う
手
法
を
、
大
陸
法
圏
以
外
の
出
席
者
は
理
解
し
な
か
っ
た
と
さ

れ
て
い
）
79
（
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
何
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
、「and

」
を
用
い
る
こ
と
を
主
張

し
た
大
陸
法
圏
の
出
席
者
達
が
、intent/know

ledge

と
い
う
文
言
を
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
ゆ

え
に
「and

」
で
繫
ぐ
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
推
測
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ク
ラ
ー
ク
の
指
摘
に
鑑
み
て
も
、
特
に
結
果
要
件
に
関
し
て
、
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
定
義
さ
れ
て

い
る
意
味
で
のintent

とknow
ledge

の
双
方
が
、
常
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
意
識
的
に
主
張
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

結
果
に
か
か
るIntent/K
now
ledge

の
択
一
的
関
係

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
は
、
起
草
会
議
参
加
者
は
、
特
に
結
果
要
件
に
関
し
て
、
行
為
者
が
結
果
発
生
を
「
意
図
し
て
い
た
」
場
合

で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
そ
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
」
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

ま
で
は
自
覚
的
に
は
論
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
〇
条
一
項
の
「intent A

N
D
 know

ledge

」
と
い
う
文

言
を
厳
格
に
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
回
避
し
た
と
し
て
も
、
同
条
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
犯
罪
の
行
為
・
結
果
・
状
況
に
全
体
と
し
てintent

お
よ
びknow

ledge

の
両
者
が
充
足
さ
れ
れ
ば

足
り
る
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
従
い
、「
行
為
」
要
素
に
つ
い
て
は
常

にintent

が
要
求
さ
れ
、
構
成
要
件
上
「
状
況
」
要
素
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
要
素
に
関
し
て
常
にknow

ledge

が
要
求
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
三
〇
条
一
項
に
お
い
て
「and

」
と
い
う
接
続
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
構
成
要
件
上
「
行
為
」
と
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「
状
況
」
が
存
在
す
る
場
合
に
、intent/know

ledge

の
い
ず
れ
か
で
足
り
る
の
で
は
な
く
、
常
に
両
者
が
充
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
明
示
す
る
と
い
う
点
で
、
独
自
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
、
結
果
に
関
し
て
は
、intent/know

ledge

の
い
ず
れ

か
（
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、intent

の
み
）
で
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
結
果
発
生
を
目
的
的
に
意
図
し
て
い
た
場
合
に
は
、
さ

ら
に
結
果
発
生
の
確
実
性
の
認
識
ま
で
は
必
要
な
）
80
（
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
厳
格
解
釈
の
原
則
（
二
二
条
二
項
）
の
観
点
か
ら
も
許
容

さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
に
お
け
る
「intent and know

ledge

」
概
念
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
近
時
の
国

際
刑
法
上
の
判
例
・
学
説
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。

　

第
二
章
で
は
、
三
〇
条
の
全
体
構
造
を
概
観
し
た
。
同
条
で
は
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
が
「intent and know

ledge

」
を
も
っ
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
（
一
項
）、
ま
た
、
二
項
お
よ
び
三
項
で
は
客
観
的
要
素
と
し
て
の
行
為
・
結
果
・
状
況

が
区
別
さ
れ
、
特
に
結
果
に
つ
い
て
はintent

とknow
ledge

の
双
方
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
二
項
（
ｂ
））。

　

第
三
章
で
は
、
同
条
に
未
必
の
故
意
等
が
含
ま
れ
る
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
肯
定
説
・
否
定
説
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
、

「intent

」
お
よ
び
「know

ledge

」
概
念
の
捉
え
方
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
で
はintent/

know
ledge

に
重
複
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「intent and know

ledge

」
が
「
意
思
的
要
素
」
と
「
認
識
的
要
素
」
に
対
応

す
る
と
さ
れ
、
両
者
が
存
在
す
る
限
り
で
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
た
。
一
方
、
近
時
の
判
例
・
多
数
説
で
は
、「
通
常
の
成
り
行
き
に

お
い
て
結
果
が
生
ず
る
こ
と
」
と
い
うintent/know

ledge

の
定
義
（
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
三
項
前
段
）
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ
は
結
果
発
生

が
「
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
」
の
意
識
を
意
味
し
、
こ
れ
に
達
し
な
い
未
必
の
故
意
等
は
排
除
さ
れ
た
。
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第
四
章
で
は
、
前
章
の
検
討
を
受
け
、
三
〇
条
の
読
み
方
と
し
て
ど
ち
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥
当
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
。
こ
の
点
、

前
者
の
見
解
で
は
、「
未
必
の
故
意
」
がintent/know

ledge

の
定
義
の
枠
内
に
収
ま
る
か
と
い
う
検
討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

そ
も
そ
もintent/know

ledge

が
意
思
的
要
素
と
認
識
的
要
素
に
対
応
す
る
と
い
う
前
提
自
体
に
疑
問
が
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
見
解

は
、intent/know

ledge

の
定
義
に
依
拠
し
て
主
観
的
要
件
の
基
準
を
定
め
て
い
る
点
で
、
方
法
論
的
に
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
勝
る
。

こ
の
見
解
で
は
、intent/know

ledge

は
、
結
果
要
件
に
関
し
て
「
高
度
の
」
意
思
的
要
素
又
は
認
識
的
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

も
含
意
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
主
観
的
要
件
の
敷
居
が
高
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
近
時
に
お
い
て
は
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
つ
つ
、
三
〇
条
一
項
でintent

とknow
ledge

が
「and

」
で
連
結
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
理
由
に
、
結
果
要
件
に
「
常
に
」intent/know

ledge

の
両
者
が
か
か
る
と
し
て
、
結
果
発
生
を
目
的
的
に
意
図
し
て
い
た

場
合
に
も
、
結
果
発
生
の
確
実
性
の
意
識
を
要
求
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
主
観
的
要
件
の
敷
居
を
過
度
に
高
め
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
起
草
過
程
で
も
、
結
果
要
件
に
常
にintent/know

ledge

の
両
者
を
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
持
た
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
結
果
要
件
に
関
し
て
はintent

かknow
ledge

の
い
ず
れ
か
が
認
め
ら
れ
れ
ば

足
り
る
と
示
し
た
。

　

本
稿
の
検
討
は
、
も
っ
ぱ
ら
結
果
要
件
に
関
し
て
要
求
さ
れ
るintent/know

ledge

概
念
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、

行
為
お
よ
び
状
況
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
主
観
的
要
件
に
関
し
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
三
〇
条
に
お
け
るintent/

know
ledge

概
念
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
も
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
そ
も

そ
も
行
為
・
結
果
・
状
況
と
い
う
三
つ
の
客
観
的
要
件
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
な
議
論
の
蓄
積
が
あ

る
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
議
論
に
お
い
て
は
、
三
〇
条
の
成
立
に
際
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
コ
モ

ン
・
ロ
ー
圏
の
法
制
度
を
含
め
た
比
較
法
的
検
討
も
交
え
な
が
ら
、
客
観
的
要
素
の
内
容
と
、
そ
れ
に
妥
当
す
る
主
観
的
要
素
の
基
準
を
、

連
動
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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（
1
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
頁
参
照
。

（
2
）  A

ntonio Cassese et al., Cassese

’s International Crim
inal Law, 3rd ed. （2013

）, p. 39

参
照
。

（
3
）  M

oham
ed Elewa Bader, The Concept of M

ens Rea in International Crim
inal Law

 （2013

）, p. 287

参
照
。

（
4
）  
ま
た
、
主
観
的
要
件
に
関
し
て
は
、
事
実
の
錯
誤
お
よ
び
法
律
の
錯
誤
（
三
二
条
）
の
規
定
も
あ
る
。

（
5
）  
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、「w

ith intent and know
ledge

」
は
「vorsätzlich und w

issentlich

」
と
訳
さ
れ
、
日
本
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
選
択

が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。Kai A

m
bos, D

er Allgem
eine Teil des Völkerstrafrechts 

（2002

）, S. 760 ff.; G
er-

hard W
erle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 

（2012

）, Rn. 430; H
elm

ut Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 

（2016

）, Rn. 22
参
照
。
な
お
、
愛
知
正
博
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
刑
法
総
則
規
定

―
刑
事
法
の
視
点
か
ら

―
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
八
巻

五
号
（
一
九
九
九
年
）
で
は
、「
意
図
」
お
よ
び
「
認
識
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）  

た
と
え
ば
二
八
条
に
基
づ
く
上
官
責
任
で
は
、
軍
の
指
揮
官
は
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
「
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ

る
（
同
条
（
ａ
））。
上
官
責
任
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
横
濱
和
弥
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察

―
日
本
刑
法
上
の

諸
概
念
と
の
対
比
を
中
心
に

―
」
法
学
政
治
学
論
究
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
六
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
7
）  M

aria Kelt/H
erm

an von H
ebel, G

eneral Principles of Crim
inal Law

 and the Elem
ents of Crim

es, in: Roy S. Lee 

（ed.

）, The 
International Crim

inal Court - Elem
ents of Crim

es and Rules of Procedure and Evidence （2001

）, p. 29

参
照
。 

（
8
）  

な
お
、
規
程
に
は
主
観
的
要
件
に
関
す
る
別
段
の
定
め
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
文
書
の
中
で
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
三

〇
条
一
項
に
い
う
別
段
の
定
め
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。W

illiam
 A

. Schabas, The International 
Crim

inal Court: A Com
m
entary on the Rom

e Statute （2010

）, p. 475

な
ど
を
参
照
。

（
9
）  D

onald K. Piragoff/D
arryl Robinson, Article 30, in: O

tto Triffterer/Kai Am
bos 

（eds.

）, Rom
e Statute of the International 

Crim
inal Court, A Com

m
entary, 3

rd ed. （2016

）, m
n. 6

参
照
。

（
10
）  Sarah Finnin, M

ental Elem
ents under Article 30 of the Rom

e Statute of the International Crim
inal Court: a Com

parative 
Analysis, International and Com

parative Law
 Q

uarterly, Vol. 61 （2012

）, p. 338

参
照
。

（
11
）  Finnin, supra note 10, pp. 338 et seq.

参
照
。

（
12
）  

典
型
的
な
「
状
況
」
要
素
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
の
「
文
脈
的
要
素
」（contextual elem

ent

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
道
に

対
す
る
犯
罪
（
七
条
）
に
お
け
る
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
広
範
又
は
組
織
的
な
攻
撃
の
存
在
や
、
戦
争
犯
罪
（
八
条
）
に
お
け
る
武
力
紛
争
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の
存
在
が
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
戦
争
犯
罪
の
客
体
で
あ
る
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る

人
」（
八
条
二
項
（
ａ
））
の
よ
う
な
、
客
体
等
の
一
定
の
属
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
・
要
素
も
、「
状
況
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
詳
し
く
は
、Björn Jesse, D

er Verbrechensbegriff des Röm
ischen Statuts - Ein Beitrag zu einer statusim

m
anenten Struk-

turanalyse des Röm
ischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 

（2009

）, S. 191 ff.; G
erhard W

erle/Florian Jessberger, 
Principles of International Crim

inal Law, 3
rd ed. （2014

）, m
n. 457 et seq.

な
ど
を
参
照
。

（
13
）  
前
述
の
「
犯
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
文
書
」
の
「
総
説
」
項
目
二
も
参
照
。

（
14
）  W

erle/Jessberger, supra note 12 , m
n. 471

参
照
。

（
15
）  Finnin, supra note 10, p. 337; Badar, supra note 3, pp. 384 et seq.

参
照
。

（
16
）  Badar, supra note 3, p. 385

参
照
。
ま
た
、A
lbin Eser, M

ental Elem
ents, M

istake of Fact and M
istake of Law, in: Antonio 

Cassese et al. （eds.
）, The Rom

e Statute of the International Crim
inal Court: A Com

m
entary, Vol. 1 （2002

）, p. 911

も
参
照
。

（
17
）   

た
と
え
ば
、Ferrando M

antovani, The G
eneral Principles of International Crim

inal Law
: The V

iew
point of a N

ational Crim
-

inal Law
yer, Journal of International Crim

inal Justice （JICJ

） Vol. 1 （2003

）, p. 32; H
ans-H

einrich Jescheck, The G
eneral Prin-

ciples of International Crim
inal Law

 Set O
ut in N

urem
berg, as M

irrored in the ICC Statute, JICJ Vol. 2 （2004

）, p. 45

を
参
照
。

（
18
）  G

erhard W
erle/Florian Jessberger, 

‘Unless otherw
ise provided

’: Article 30 of the ICC Statute and the M
ental Elem

ent of 
Crim

es under International Crim
inal Law, JICJ Vol. 3 （2005

）, p. 41 note 36

参
照
。

（
19
）  

た
と
え
ば
、Bader, supra note 3, pp. 396 et seq., 425; O

tto Triffterer, The N
ew

 International Crim
inal Law

 - Its G
eneral 

Principles Establishing Individual Crim
inal Responsibility, in: Kalliopi Koufa 

（ed.

）, The N
ew

 International Crim
inal Law

 

（2003

）, p. 706; H
éctor O

lásolo, U
nlaw

ful Attacks in Com
bat Situations 

（2008

）, p. 208

を
参
照
。
ま
た
、G

eert-Jan A
lexander 

Knoops, D
efenses in Contem

porary International Crim
inal Law, 2nd ed. （2008

）, p. 5

も
参
照
。

（
20
）  Thom

as Lubanga D
yilo, ICC 

（PTC

）, D
ecision on the Confirm

ation of Charges, 29 January 2007, ICC-01/04-01/06-803 

（hereinafter: Lubanga PTC

）.

（
21
）  Lubanga PTC, para. 351.

な
お
、
亀
甲
括
弧
部
分
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
も
同
様
と
す
る
。

（
22
）  Lubanga PTC, paras. 351 -352

参
照
。

（
23
）  Lubanga PTC, paras. 351 -352.

な
お
、
こ
こ
で
は
「
第
一
類
型
の
直
接
的
故
意
」
を
表
す
語
と
し
てintent

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
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め
、「
意
図
」
と
訳
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
24
）  Lubanga PTC, para. 352.

（
25
）  

同
決
定
に
よ
れ
ば
、
未
必
の
故
意
の
内
部
で
も
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
を
惹
起
す
る
危
険
が
高
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事

情
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
の
遂
行
を
決
意
し
た
こ
と
か
ら
認
容
が
推
認
さ
れ
、
他
方
で
当
該
危
険
が
低
い
場
合
に
は
、
明
示
的

な
認
容
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。Lubanga PTC, para. 354

参
照
。

（
26
）  Lubanga PTC, para. 355

参
照
。

（
27
）  Lubanga PTC, para. 352

参
照
。

（
28
）  Lubanga PTC, para. 355 note 438.

（
29
）  Lubanga PTC, para. 404

参
照
。

（
30
）  Eser, supra note 16, p. 914; Finnin, supra note 10, p. 341

な
ど
を
参
照
。

（
31
）  Eser, supra note 16, p. 915; Finnin, supra note 10, p. 344

な
ど
を
参
照
。

（
32
）  Eser, supra note 16, pp. 915, 933; Schabas, supra note 8, p. 477; Finnin, supra note 10, pp. 346 et seq.; W

erle/Jessberger,  
supra note 12, m

n. 476 note 89; W
ar Crim

es Research O
ffice, M

odes of Liability and the M
ental Elem

ent Analyzing the Early 
Jurisprudence of the International Crim

inal Court 

（2010

）, p. 70; Kevin Jon H
eller, The Rom

e Statute of the International 
Crim

inal Court, in: Kevin Jon H
eller/M

arkus D. D
ubber 

（eds.

）, The H
andbook of Com

parative Crim
inal Law

 

（2011

）, pp. 
603 -604

参
照
。
ま
た
、Satzger, a.a.O. 

（Fn. 5
）, 
§15 Rn. 25; Kai A

m
bos, G

eneral Principles of Crim
inal Law

 in the Rom
e Stat-

ute, Crim
inal Law

 Forum
 （CLF

）, Vol. 10 （1999
）, pp. 21 et seq.; Elies van Sliedregt, The Crim

inal Responsibility of Individuals 
for V

iolations of International H
um

anitarian Law
 

（2003

）, pp. 51 -52; Johan D. Van der V
yver, The International Crim

inal 
Court and the Concept of M

ens Rea in International Crim
inal Law, U

niversity of M
iam

i International and Com
parative Law

 
Review, Vol. 12 

（2004

）, p. 66; Thom
as W

eigend, Intent, M
istake of Law, and Co-Perpetration in the Lubanga D

ecision on 
Confirm

ation of Charges, JICJ Vol. 6 

（2008

）, p. 484; Christoph Safferling, Internationales Strafrecht 

（2011

）, 

§5 Rn. 25

も
参

照
。

（
33
）  

た
と
え
ば
、W

erle/Jessberger, supra note 12, m
n. 476, Fn. 89

を
参
照
。

（
34
）  

同
草
案
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
比
較
検
討
に
つ
き
、U

lrich Roßkopf, D
ie innere Tatseite des Völkerrechtsverbrechens, Ein Beitrag zur 
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Auslegung des Art. 30 IStG
H
-Statut 

（2008

）, S. 21 ff.

参
照
。
同
草
案
に
関
し
て
、
奥
村
正
雄
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
統
一
刑
法
典
立
法

化
の
動
き
」
刑
法
雑
誌
三
十
一
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
五
六
頁
以
下
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
刑
法
の
動
向

―
刑
法
典
立
法
化
の
動
き
を
中
心

に

―
」
刑
法
雑
誌
三
三
巻
三
号
（
一
九
九
四
年
）
四
五
八
頁
以
下
、
木
村
光
江
『
主
観
的
犯
罪
要
素
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
二

年
）
四
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
35
）  The Law

 Com
m
ission, A Crim

inal Code for England and W
ales, Vol. 1: Report and D

raft Crim
inal Code Bill （1989
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