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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

国
際
刑
法
が
抱
え
る
主
た
る
課
題
の
一
つ
と
し
て
、（
国
家
権
力
や
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
武
装
集
団
等
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
）

大
量
虐
殺
の
よ
う
な
国
際
犯
罪
を
実
質
的
に
主
導
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
黒
幕
」（Schreibtischtäter

「
机
上
の
行
為
者
」）
の
刑
事

責
任
の
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
黒
幕
」
と
は
、
往
々
に
し
て
複
雑
か
つ
上
下
関
係
の
あ
る
組
織
の
指
導
者
級
の
人
物
お
よ
び

高
位
の
背
後
者
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
犯
罪
の
首
謀
者
は
、
国
際
刑
法
上
の
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
集
団
殺
害
犯
）

罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
お
よ
び
侵
略
犯
罪
と
い
っ
た
「
中
核
犯
罪）1
（

」（core	crim
es

）
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
中
心

的
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
も
、
自
ら
手
を
下
す
こ
と
は
な
い
。
中
核
犯
罪
が
、
通
常
、
組
織
的
か
つ
集
団
的
に
行
わ
れ
、
多
数
の
者

が
多
様
な
形
で
加
担
し
て
い
る
こ
と
に
そ
の
特
殊
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
の
責
任
が
、「
そ

の
者
が
実
行
（
犯
行
）
の
現
場
か
ら
遠
く
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
増
大
す
る）2
（

」、
と
い
っ
た
（
通
常
犯
罪
に
関
す
る
個
人
責
任
を
主
眼
と

す
る
国
内
刑
法
か
ら
み
れ
ば
一
見
し
て
不
思
議
な
）
事
象
が
起
こ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
国
際
刑
法
に
お
け
る
責
任
帰
属
を
特

徴
付
け
る
核
心
問
題
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
中
核
犯
罪
が
行
わ
れ
た
際
に
、「
黒
幕
」
の
よ
う
な
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
個
人
の
刑
事
責
任
を
的
確
に
捕

捉
し
、
当
該
個
人
へ
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
理
論
や
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
最
大
の

問
題
と
な
る
。

　

国
際
刑
法
は
、
比
較
的
新
し
い
法
領
域
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
大
規
模
犯
罪
を
固
有
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
国
際
刑

法
上
の
犯
罪
構
成
要
件
︱
︱
い
わ
ば
「
各
則
」
︱
︱
の
形
成
と
そ
の
根
拠
付
け
が
長
い
間
主
た
る
関
心
事
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
と

は
対
照
的
に
、（
国
内
刑
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
）「
総
則
」
に
相
当
す
る
刑
法
の
一
般
原
則
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
こ
な
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か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ）

3
（

）
の
判
例
、
お
よ
び
、
と
り
わ
け

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
の
登
場
に
よ
っ
て
刑
法
総
則
的
規
定
が
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
変
化

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
諸
種
の
国
際
刑
事
法
廷
お
よ
び
国
際
化
さ
れ
た
刑
事
法
廷）4
（

の
規
程

と
は
異
な
り
、「
刑
法
の
一
般
原
則
」（general	principles	of	crim
inal	law

）
に
関
す
る
包
括
的
な
規
定
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ

が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
で
あ
る
。
同
条
で
は
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
（
国
際
慣
習
法
上
確
立
し
た
）
自
然
人
た
る
個
人
の
刑
事
責

任
の
原
則
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
条
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
り
わ
け
そ
の
三
項
で
、
日
本
刑
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
刑

法
等
、
大
陸
法
圏
の
多
く
の
国
々
に
お
い
て
「
正
犯
と
共
犯
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
二
五
条
三
項
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
可
罰
的
な
関
与
形
式
（m

odes	of	participation

）
な
い
し
さ
ま
ざ
ま
な
帰
責
形
態
（m

odes	of	liability

）
︱
︱
国
際

刑
法
で
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
︱
︱
を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
緻
密
な
規
定
を
も
っ
て
し
て
も
、
冒

頭
に
述
べ
た
責
任
帰
属
の
問
題
そ
れ
自
体
が
快
刀
乱
麻
を
断
つ
か
の
如
く
一
挙
に
解
決
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

正
犯
と
共
犯
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
最
初
期
の
諸
決
定
以
来
、
国
際
刑
事
実
体
法
の
領
域
に
お
い
て
最
も
熾
烈
な
論

争
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
当
初
、
正
犯
概
念
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
内
部
に
お
い
て
は
統
一
的
な
理
解
が
定
着
し
た
か
の
よ
う
に
も

み
え
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
初
め
て
正
犯
概
念
に
関
す
る
決
定
を
下
し
た
ル
バ
ン
ガ
（Lubanga

）
事
件
に
お
い
て
、
予
審
裁
判
部
第
一
法

廷
（Pre-T

rial	Cham
ber	I

）
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
（Claus R

oxin

）
が
提
唱
し
た
行
為
支
配
論
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し

て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
解
釈
し
た）5
（

。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
は
正
犯
に
つ
き

三
つ
の
類
型
を
規
定
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
異
な
る
正
犯
形
式
に
共
通
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
犯
罪
の
実

行
に
対
す
る
支
配
（control	over	the	com

m
ission	of	the	crim

e

）
と
い
う
意
味
で
の
行
為
支
配
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の

行
為
支
配
は
、
自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
客
観
的
構
成
要
件
を
故
意
に
実
現
し
た
場
合
（「
行
動
支
配
」、
二
五
条
三
項
⒜
一
類
）、
直
接
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行
為
者
の
意
思
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（「
意
思
支
配
」、
二
五
条
三
項
⒜
三
類
）、
お
よ
び
、
本
質
的
に
重
要
な
行
為
寄
与
を
計
画
に

即
し
て
（
分
担
し
て
）
分
業
的
に
実
行
し
た
場
合
（「
機
能
的
行
為
支
配
」、
二
五
条
三
項
⒜
二
類
）
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る）（
（

。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
行
為
支
配
の
三
類
型
は
、
直
接
（
単
独
）
正
犯
、
間
接
正
犯
お
よ
び
共
同
正
犯
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ

初
の
判
決
と
し
て
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
に
下
さ
れ
た
ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決）7
（

は
、
後
述
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ

る
他
の
諸
決
定
と
同
様
に
、
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
の
見
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
し

て
は
、
二
五
条
三
項
は
大
き
く
⒜
の
正
犯
類
型
と
⒝
～
⒟
ま
で
の
共
犯
類
型
と
に
区
分
さ
れ
、
ま
た
、
同
条
項
は
全
体
と
し
て
段
階

的
に
序
列
化
さ
れ
た
関
与
形
式
体
系
（
以
下
、
多
元
的
関
与
形
式
体
系
）
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
判
示
し
た
の
で
あ

る
）
8
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
第
一
審
裁
判
部
を
担
当
す
る
裁
判
官
の
一
部
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
を
批
判
す
る

個
別
意
見
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
個
別
意
見
は
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
（A

drian Fulford

）
判

事
（
上
記
ル
バ
ン
ガ
事
件
判
決
）
お
よ
び
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
（Christine van den W

yngaert

）

判
事
（
ン
グ
ジ
ョ
ロ
・
キ
ュ
イ
〔N
gudjolo Chui
〕
事
件
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決）

（
（

）
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
二

五
条
三
項
の
解
釈
の
指
導
原
理
と
し
て
、
行
為
支
配
論
ま
た
は
︱
︱
裁
判
所
の
（
ド
イ
ツ
語
の„T

atherrschaftslehre

“を
英
訳
し

た
）
言
葉
を
借
り
れ
ば
︱
︱
犯
罪
支
配
説
（control-over-the-crim

e	approach

）
（（
（

）
を
採
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

関
与
形
式
ご
と
に
刑
事
責
任
の
重
さ
に
応
じ
て
段
階
的
に
評
価
を
す
る
法
解
釈
自
体
に
対
し
て
も
異
を
唱
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
明
確
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
争

点
が
交
錯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
両
者
を
一
緒
く
た
に
し
て
論
じ
る
論
理
的
必
然
性
（
な

い
し
相
互
連
関
性
）
ま
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
二
つ
の
争
点
と
は
、
①
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
、
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
行

為
支
配
論
︱
︱
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
母
国
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
諸
説
あ
る
︱
︱
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
（
な
い
し
適
切
）
で
あ
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る
か
否
か
、
そ
し
て
行
為
支
配
論
は
有
用
な
基
準
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
、
お
よ
び
、
②
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
か
ら
は
刑

事
責
任
の
度
合
い
に
応
じ
て
区
別
を
行
う
、
序
列
化
さ
れ
た
関
与
形
式
モ
デ
ル
が
導
出
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
︱
︱
基
本
的
に
は

行
為
支
配
論
の
採
否
に
は
左
右
さ
れ
な
い
︱
︱
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
厳
密
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
別
個
に
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
渾
然
一
体
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
争
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
ま
だ
国
際
刑
法
上
の
判
例
が
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

は
い
え
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
官
の
大
多
数
が
、
こ
れ
ま
で
の
関
連
裁
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
基
本
的
な
立
場
を
驚
く
ほ

ど
明
確
な
形
で
議
論
に
付
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
︱
︱
結
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︱
︱
大
部
分
に

お
い
て
理
論
的
な
説
得
力
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
に
議
論
を
重
ね
、
明
確
化
お

よ
び
精
緻
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
絶
え
間
な
い
論
争
に
一
石
を
投
じ
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

主
に
ル
バ
ン
ガ
事
件
を
手
が
か
り
に
、
い
く
つ
か
の
論
点
に
絞
っ
て
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
議
論
の
背
景
を
成
し
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
理
論
的
発
展
に
極
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国

際
刑
法
上
の
正
犯
概
念
の
現
状
を
体
系
的
に
よ
り
正
確
に
位
置
付
け
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
以
下
Ⅱ
）。
つ

づ
い
て
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
示
し
た
行
為
支
配
論
を
基
礎
と
し
た
（
共
同
）
正
犯
の
理
解
に
つ
い
て
若
干
の
理
論

的
解
剖
を
試
み
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
関
与
形
式
ご
と
に
序
列
を
付
け
て
区
別
す
る
関
与
形
式
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

（
主
と
し
て
方
法
論
的
な
）
検
討
を
行
う
（
Ⅳ
）。
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Ⅱ　

国
際
刑
法
に
お
け
る
関
与
形
式
体
系
お
よ
び
正
犯
概
念
の
展
開

　

⒈　

関
与
形
式
体
系
な
い
し
正
犯
の
帰
責
形
態
の
変
遷

　

ま
ず
、
関
与
形
式
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
的
な
枠
組
み
を
背
景
と
し
た
国
際
刑
法
に
お
け
る
正
犯
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
素

描
し
た
い
。

　　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
創
設
さ
れ
、
初
期
の
諸
決
定
が
下
さ
れ
る
前
の
国
際
刑
法
実
務
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
は
「
統
一
的
正
犯
概
念
」
を

彷
彿
と
さ
せ
る
体
系
が
支
配
的
で
あ
っ
た）（（
（

。
も
っ
と
も
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
に
お
い
て
も
、
刑
事
責
任
の
重
さ
に
応
じ
て

関
与
形
式
に
序
列
を
付
け
る
関
与
形
式
理
論
の
萌
芽
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
判
例
に
は
、
お
お
む
ね
、
主
た
る
（「
第
一

次
的
な
」）
刑
事
責
任
を
負
う
者
（「
正
犯
」）
と
下
位
の
（「
第
二
次
的
な
」）
責
任
を
負
う
者
（「
共
犯
」）
と
を
二
元
的
に
区
別
す
る
と

い
う
特
徴
が
あ
っ
た）（（
（

。	

た
だ
し
、
判
例
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、「
共
同
犯
罪
企
図
」（Joint	Crim

inal	Enterprise,	

Ｊ
Ｃ
Ｅ
）
と

い
う
帰
責
概
念
で
あ
っ
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
中
核
犯
罪
を
行
う
た
め
の
Ｊ
Ｃ
Ｅ
へ
の
多
数
の
関
与
者
を

（
共
同
）
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
行
為
者
の
行
為
寄
与
に
対
す
る
客
観
的
要
件
が
低
く

設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
に
該
当
す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
形
態
で
の
関
与
が
あ
れ
ば
足
り
る
と

さ
れ
、
行
為
寄
与
の
「
本
質
的
な
重
要
性
」
は
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
、
集
団
が
有
す
る
犯
罪
目
的
を
達

成
す
る
と
い
う
共
同
意
思
か
ら
、
行
為
寄
与
の
相
互
帰
責
が
導
か
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
に
は
三
つ
の
類
型
が
存
在
す
る

（
基
本
類
型
、
体
制
類
型
お
よ
び
拡
張
類
型）

（（
（

）。
最
も
拡
張
さ
れ
た
類
型
で
あ
る
第
三
類
型
（
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ⅲ
）
の
場
合
に
は
、
あ
る
集
団
構

成
員
に
よ
る
（
共
同
の
犯
罪
計
画
に
は
含
ま
れ
な
い
）「
超
過
的
行
為
」（
あ
る
い
は
「
共
犯
の
過
剰
」）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
が

（
主
観
的
に
）
予
見
し
う
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
正
犯
的
な
責
任
と
し
て
他
の
集
団
構
成
員
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
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れ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
（
と
く
に
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ⅲ
）
は
刑
事
責
任
の
範
囲
を
著
し
く
拡
大
す
る
（
共
同
）
正
犯
的
な
帰
責
モ

デ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
主
観
主
義
的
な
色
彩
が
強
い
、
規
範
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
、
国
際
慣
習
法
上
確
立
し
て
い
る

か
否
か
に
疑
問
が
残
る
な
ど
と
い
っ
た
多
く
の
学
説
か
ら
の
批
判）（（
（

が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ⅲ
に
つ
い
て
は
、
責
任
主
義
の
観

点
か
ら
も
極
め
て
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
Ｊ
Ｃ
Ｅ
と
は
対
照
的
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
で
は
、
︱
︱
既
述
の
よ
う
に
︱
︱
単
独
（
直
接
）
正
犯
、
共
同
正
犯
お
よ
び

間
接
正
犯
と
、
複
数
の
︱
︱
条
文
（
規
定
振
り
）
の
形
式
上
す
で
に
い
く
つ
か
の
下
位
範
疇
に
振
り
分
け
ら
れ）（（
（

、
明
ら
か
に
正
犯
行

為
に
従
属
す
る
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
︱
︱
共
犯
類
型
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
少
な
く
と
も
条
文
上

す
で
に
「
区
別
モ
デ
ル
」
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
予
審
裁
判
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
正
犯
と
共
犯

の
純
記
述
的
な
区
別
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
事
責
任
の
程
度
に
応
じ
て
序
列
を
付
け
る
関
与
形
式
モ
デ
ル
で
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
こ
の
見

解
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
に
よ
っ
て
も
お
お
む
ね
肯
認
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

⒉　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
例
に
お
け
る
行
為
支
配
論
お
よ
び
組
織
支
配
論

　

次
に
、
現
在
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
例
に
お
い
て
正
犯
に
分
類
さ
れ
る
帰
責
形
態
の
理
論
的
土
台
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

既
述
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
に
関
し
て
予
審
裁
判
部
が
下
し
た
初
期
の
諸
決
定
に
お
い
て
す
で
に
「
犯

罪
の
実
行
に
対
す
る
支
配
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
犯
の
三
類
型
に
共
通
す
る
基
準
と
し
て
行
為
支

配
概
念
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定）（（
（

に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
共
通
の

計
画
に
基
づ
く
行
為
寄
与
を
関
与
者
間
に
相
互
帰
責
す
る
こ
と
と
、
行
為
寄
与
が
「
本
質
的
に
重
要
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
に
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よ
っ
て
、
客
観
的
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
刑
法
の
学
説
が
明
示
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（
と
く
に
、
ロ
ク
シ
ン
に
よ
る
「
機
能
的
行
為
支
配
」
論）

（（
（

）。

　

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
正
犯
・
共
犯
理
論
の
（
選
択
的
・
部
分
的
）
受
容
は
、（
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
イ
ツ
リ
愛
国
抵
抗
軍
〔
Ｆ
Ｒ
Ｐ
Ｉ
〕

の
指
揮
官
で
あ
っ
た
）
カ
タ
ン
ガ
お
よ
び
ン
グ
ジ
ョ
ロ
・
キ
ュ
イ
に
対
す
る
裁
判
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
に
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
同
事

件
で
は
、
予
審
裁
判
部
に
よ
っ
て
、	

組
織
的
権
力
機
構
に
よ
る
意
思
支
配
に
基
づ
く
間
接
正
犯
概
念
が
是
認
さ
れ
た
。
間
接
正
犯
は
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
三
類
に
お
い
て
国
際
刑
法
上
初
め
て
規
定
さ
れ
、
行
為
介
在
者
が
完
全
な
刑
事
責
任
を
負
う
場
合
に
も

適
用
さ
れ
う
る
と
さ
れ
た
（
い
わ
ゆ
る
「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」）

（（
（

）。
背
後
者
に
組
織
支
配
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
上

下
関
係
お
よ
び
実
行
行
為
者
の
任
意
の
交
換
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
命
令
の
い
わ
ば
自
動
的
・
機
械

的
な
遂
行
が
担
保
さ
れ
る
（
代
替
可
能
性
を
通
じ
て
の
自
動
操
縦
性
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は	

、
︱
︱
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が

依
拠
し
て
い
る
︱
︱
ロ
ク
シ
ン
の
学
説
が
要
求
す
る
一
定
の
要
素
が
本
決
定
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
基
本
原
理
は
、
そ
の
後
、
と
り
わ
け
、（
間
接
〔
共
同
〕
正
犯
に
関
す
る
）
ス
ー
ダ
ン
の
ア
ル
・
バ
シ
ー
ル
大
統
領
に
対

す
る
逮
捕
状
発
付
決
定）（（
（

、（
行
為
支
配
の
基
準
に
関
す
る
）
ケ
ニ
ア
の
ル
ト
副
大
統
領
ほ
か
に
対
す
る
召
喚
状
発
付
決
定）（（
（

に
お
い
て
確

認
さ
れ
、
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
前
述
の
予
審
裁
判
部
に
よ
る
諸
決
定
お
よ
び
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
行
為
支
配
に
基
づ
く

正
犯
概
念
、
な
ら
び
に
、
組
織
支
配
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
肯
認
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
お
お
む
ね
肯
定
的
で
あ
る）（（
（

。

日
本
で
も
、
肯
定
的
な
捉
え
方
が
散
見
さ
れ
る）（（
（

。
他
方
で
、
英
米
法
圏
に
お
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
黙
殺
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

無
視
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
そ
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
︱
︱
上
述
の
二
つ
の
個
別
意
見
を
筆
頭
に
︱
︱
一
部
に
は
明
ら
か
に
否
定
的
で
す
ら

あ
る
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
興
味
深
い
こ
と
に
、
論
者
の
出
自
に
関
わ
り
な
く
、
法
圏
な
い
し
法
文
化
を
超
え
た
議
論
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が
展
開
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、
次
章
で
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
予

審
裁
判
部
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
正
犯
概
念
お
よ
び
帰
責
形
態
を
め
ぐ
る
理
論
的
基
礎
付
け
、
と
り
わ
け
、
行
為
支
配
論
を
基

本
的
に
は
是
認
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

Ⅲ　

ル
バ
ン
ガ
事
件
判
決
に
お
け
る
共
同
正
犯
概
念

　

⒈　

共
同
正
犯
の
成
立
要
件
を
め
ぐ
る
議
論

　

以
下
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
ル
バ
ン
ガ
の
（
共
同
）
正
犯
性
を
ど
の
よ
う
に
基
礎
付
け
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
根
拠
・
理
論
構

成
は
支
持
し
う
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

被
告
人
ト
ー
マ
ス
・
ル
バ
ン
ガ
・
デ
ィ
ー
ロ
（
一
九
六
〇
年
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
生
ま
れ
）
は
、
コ
ン
ゴ
愛
国
同
盟
（
Ｕ
Ｐ
Ｃ
）

お
よ
び
コ
ン
ゴ
解
放
愛
国
軍
（
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
）
の
創
設
者
で
あ
り
、
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
総
司
令
官
で
あ
っ
た
。
予
審
裁
判
部
に
よ
る
犯
罪
事
実

確
認
決
定
に
よ
れ
ば
、
ル
バ
ン
ガ
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
初
旬
か
ら
二
〇
〇
三
年
六
月
二
日
ま
で
の
間
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い

て
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
日
か
ら
二
〇
〇
三
年
八
月
一
三
日
に
か
け
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、「
他
の
者

と
共
同
し
て
」（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
）、
一
五
歳
未
満
の
児
童
を
Ｆ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
に
強
制
的
に
徴
集
し
、
敵
対
行
為
に
積
極
的
に

参
加
さ
せ
る
た
め
に
使
用
し
た
（
八
条
二
項
⒝
（xxvi

）
お
よ
び
⒠
（xxvii
））
と
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
バ
ン
ガ
が
自
ら
児

童
兵
の
徴
集
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
直
接
担
っ
て
い
た
現
場

責
任
者
や
そ
の
監
督
を
任
さ
れ
て
い
た
参
謀
長
ら
と
の
共
同
正
犯
の
成
否
が
本
事
件
の
最
大
の
争
点
と
な
っ
た）（（
（

。
そ
し
て
、
第
一
審

裁
判
部
は
、
被
告
人
ル
バ
ン
ガ
に
対
し
て
、
戦
争
犯
罪
の
一
類
型
で
あ
る
児
童
兵
の
徴
集
お
よ
び
編
入
な
ら
び
に
使
用
の
罪
（
八
条
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二
項
⒠
（vii

）））
（（
（

の
共
同
正
犯
と
し
て
、
一
四
年
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
関
与
形
式
に
関
す
る
判
示
部
分
に
着
目
す
る
と
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
関
与
形
式
に
つ
い
て
前
述
の

区
別
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
予
審
裁
判
部
の
見
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
に
際
し
て
、
極
端
に
客
観
的
ま
た
は
極
度
に
主
観
的
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
Ｉ
Ｃ

Ｃ
規
程
の
文
言
と
調
和
し
な
い
と
さ
れ
る）（（
（

。
ま
た
、
Ｊ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
も
、
極
端
に
主
観
的
な
正
犯
概
念
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
、

採
用
さ
れ
え
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、（
両
極
端
を
避
け
、
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
、
い
わ
ば
「
中
立
的
」
な
基
準
と
し
て
）
行
為
支

配
論
が
「
多
く
の
国
内
法
制
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
」）

（（
（

と
し
て
、
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

共
同
正
犯
に
つ
い
て
も
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
予
審
裁
判
部
が
行
為
支
配
論
を
前
提
と
し
て
掲
げ
た
五
つ
の
要
件
を
踏
襲
し
た）（（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
予
審
裁
判
部
お
よ
び
第
一
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
要
件
と
し
て
は
、
①
共
通
の
計
画
の
存
在
（
明
示
的
な
も

の
で
あ
る
必
要
は
な
い）

（（
（

）、
お
よ
び
、
②
（
計
画
に
基
づ
き
分
担
な
い
し
連
携
し
て
行
わ
れ
る
）
本
質
的
に
重
要
な
寄
与
（essential	

contribution

）
（（
（

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
主
観
的
要
件
と
し
て
は
、
③
寄
与
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
認

識
、
④
問
題
と
な
る
犯
罪
の
客
観
的
構
成
要
件
の
す
べ
て
に
関
す
る
認
識
、
お
よ
び
、
⑤
共
通
の
計
画
に
関
す
る
認
識
が
必
要
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
す
べ
て
の
要
件
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
示
を
逐
一
み
て
い
く
こ
と
は
、
紙
幅
の
都
合
上
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
と
く
に
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
同
判
決
に
お
け
る
中
心
的
な
論
点
を
適
宜
抜
粋
し
て
、
若
干
な
が
ら
検
討
し
て

み
た
い
と
思
う
。

　

裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
行
為
寄
与
が
「
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
関
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
説
と
類
似
し
た
見
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解
を
採
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
、「
自
己
の
任
務
を
遂
行
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
犯

罪
の
実
行
を
頓
挫
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」）

（（
（

と
い
え
る
程
度
に
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
場
合
に
、
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
さ

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
予
審
裁
判
部
お
よ
び
第
一
審
裁
判
部
の
多
数
意
見）（（
（

は
︱
︱
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判

所
）
の
見
解）（（
（

と
同
様
に
、
た
だ
し
、
ロ
ク
シ
ン
説）（（
（

と
は
異
な
り
︱
︱
準
備
行
為
（
予
備
段
階
）
の
み
に
加
担
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
で

あ
っ
て
も
、
共
同
正
犯
と
な
り
う
る
と
し
て
い
る
。
実
際
に
ル
バ
ン
ガ
の
事
例
は
、
背
後
者
と
し
て
現
場
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
糸

を
引
い
て
い
た
共
同
正
犯
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
、
ル
バ
ン
ガ
は
自
ら
の
手
で
児
童
兵
の
徴
集
お

よ
び
編
入
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
反
政
府
軍
の
指
揮
官
と
し
て
、
そ
の
任
務
を
自
己
の
配
下
に
あ
る
部
隊
構
成
員
に
行
わ
せ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
ル
バ
ン
ガ
が
児
童
兵
徴
集
お
よ
び
編
入
の
計
画
立
案
お
よ
び
組
織
化
に
対
し
て

本
質
的
に
重
要
な
寄
与
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
象
全
体
の
中
で
彼
が
「
鍵
と
な
る
重
要
な
役
割
」
を
果
た
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
し
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
方
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
「
犯
罪
を
頓
挫
さ
せ
る
能
力
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
共
同
正
犯
の
潜
在

的
な
成
立
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
犯
行
現
場
か
ら
場
所
的
・
時
間
的
に

遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
者
が
計
画
に
加
担
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
共
同
正
犯
が
基
礎
付
け
ら
れ
う
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
成
立
範
囲
は
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
寄
与
が
「
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
基
準
は
、
犯
罪
の

成
立
を
拡
大
す
る
側
面
と
限
定
す
る
側
面
の
両
面
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
同
判
決
に
お
け
る
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事

に
よ
る
反
対
意
見
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
部
の
論
者
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
事
件
の
事
実
認
定
に
基
づ
け
ば
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
ル
バ
ン
ガ
を
間
接
（
共
同
）
正
犯
と
し
て
法
的
に
評
価
す
る
方
が
適
切
た
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解）（（
（

も
表
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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「
共
通
の
計
画
」
要
件
に
関
し
て
、
計
画
が
明
確
に
犯
罪
の
実
行
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
（
す
な
わ
ち
、
計

画
自
体
が
「
本
来
的
に
犯
罪
的
で
あ
る
」〔intrinsically	crim

inal

〕
必
要
が
あ
る
の
か
）、
あ
る
い
は
「
何
ら
か
の
犯
罪
的
な
要
素
」
を

含
ん
で
い
る
こ
と
で
足
り
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
第
一
審
裁
判
部
は
後
者
の
見
解
を
採

用
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
計
画
は
、「
通
常
の
成
り
行
き
に
お
い
て
」（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
参
照
）
犯
罪
が
行
わ
れ
る
こ
と
の

「
十
分
な
危
険
性
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
面
に
関
し
て
は
、
被
告
人
が
こ
の
「
十
分
な
危
険
性
」
を
認

識
し
て
い
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
第
一
審
裁
判
部
と
予
審
裁
判
部
（
第
一
法
廷
）
は
見
解
を
異
に
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
こ
の
危
険
性
の
存
在
を
認
容
し
て
黙
認
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
危
険
性
が

低
い
」
も
の
で
あ
っ
て
も
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
主
観
的
要
件
を
第
一
審
裁
判
部
と
比
し
て
低
く
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体

と
し
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
共
通
の
計
画
と
い
う
要
件
に
関
す
る
理
解
は
、（
ロ
ク
シ
ン
の
行
為
支
配
論
に
い
う

要
件
を
も
超
え
る
と
思
わ
れ
る
）
か
な
り
広
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
共
通
の
計
画

に
関
す
る
広
い
解
釈
を
導
く
た
め
に
、
と
く
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
を
引
き
合
い
に
出
し
、
特
定
の
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
が
共
同

正
犯
に
と
っ
て
の
「
主
た
る
目
的
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

お
り
、
今
後
の
判
例
を
通
じ
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

加
え
て
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
主
観
的
要
件
に
関
し
て
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
で
十
分
な
理
由
付
け
が
な
さ
れ
な
い

ま
ま
示
さ
れ
て
い
た
、「
共
同
の
行
為
支
配
を
基
礎
付
け
る
事
実
的
状
況
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
追
加
的
な
要
件
を
、（
基

準
と
し
て
厳
格
す
ぎ
る
と
し
て
）
退
け
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
必
要
と
さ
れ
る
故
意
の
程
度
に
関
し
て
、
︱
︱
予
審
裁

判
部
第
一
法
廷
と
は
異
な
り
︱
︱
未
必
の
故
意
（dolus eventualis

）
で
は
足
り
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
二
項
⒝
の
文
言
を
直
接
的
故
意
（dolus directus

）
の
意
味
で
解
し
て
い
た
予
審
裁
判
部
第
二
法
廷
の
判
示）（（
（

に
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従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
第
一
審
裁
判
部
と
予
審
裁
判
部
第
二
法
廷
の
見
解
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
点
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
）。

　

⒉　

評
価
（
小
括
）

　

ル
バ
ン
ガ
事
件
判
決
に
関
す
る
こ
こ
ま
で
の
検
討
内
容
を
小
括
し
て
み
る
と
、
差
し
当
た
り
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
に
は
理
論
的
に
不
十
分
で
あ
る
点
や
不
明
確
で
あ
る
点
も
部
分
的
に
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、

共
同
正
犯
と
し
て
の
帰
責
を
行
う
た
め
の
指
針
と
し
て
は
、
全
体
と
し
て
理
論
的
に
耐
え
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
今

後
は
、
主
と
し
て
以
下
の
点
に
つ
き
さ
ら
な
る
理
論
的
な
基
礎
付
け
お
よ
び
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

ま
ず
、
同
判
決
は
、
行
為
支
配
論
を
受
容
し
、
か
つ
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
同
判
決
（
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の

他
の
事
件
）
の
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
行
為
支
配
論
こ
そ
が
正
犯
と
他
の
関
与
形
式
と
を
区
別
す
る
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
が
行
為
支
配
論
を
導
き
出
す
た
め
に
用
い
た
方
法
論
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ

の
刑
法
学
上
の
概
念
を
片
面
的
に
受
容
し
た
と
し
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
こ
の
批
判
は
、
後
述
す
る
二
つ
の
個
別

意
見
の
中
で
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
法
を
発
見
す
る
際
に
国
内
法
制
度
を
考
慮
す
る
こ
と
が
ど
の
程
度
許
容

さ
れ
る
の
か
、
な
い
し
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
重
視
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
方
法
論
に
関
す
る
根
本
的
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
一
条
一
項
⒞
に
よ
れ
ば
、「
国
内
法
か
ら
見
出
し
た
法
の
一
般
原
則
」
を
参
照
す
る
こ
と
は

許
容
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
行
為
支
配
︱
︱
お
よ
び
組
織
支
配
︱
︱
と
い
う
概
念
は
「
多
く
の
国
内
法
に
お
い
て
一
般
的
に
認

め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
主
張）（（
（

を
裏
付
け
る
た
め
に
は
、
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
数
ヵ
国
の
法
源
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ

り
包
括
的
な
比
較
検
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
（
ド
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イ
ツ
か
ら
影
響
を
受
け
た
）
ス
ペ
イ
ン
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
圏
諸
国
の
学
説
お
よ
び
判
例
に
す
ぎ
な
い）（（
（

。
こ
う
し
た
事
実
に
鑑
み

れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
例
が
こ
の
よ
う
な
（
一
見
し
て
「
恣
意
的
」
な
）
法
の
取
捨
選
択
を
行
っ
た
こ
と
に
は
、
少
な
く
と
も
方
法

論
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
体
系
的
・
目
的
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い）（（
（

、
と
の
見
解

も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
方
法
論
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
Ⅳ
章
で
再
度
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　

⒊　

個
別
意
見
に
よ
る
批
判
と
そ
の
当
否

　

前
述
の
通
り
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
判
決
お
よ
び
キ
ュ
イ
事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
お
よ
び
ウ
ィ
ン

ガ
ー
ト
判
事
に
よ
る
個
別
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
両
判
事
に
よ
る
個
別
意
見
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
の
解
釈
に
際
し
て
、

同
項
⒜
か
ら
⒟
に
規
定
さ
れ
て
い
る
帰
責
形
式
に
は
序
列
が
あ
る
と
い
う
見
解
（
多
元
的
関
与
形
式
体
系
）
お
よ
び
行
為
支
配
論
を

採
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
義
が
呈
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
に
よ
る
個
別
意
見
で
は
、
多
元
的
関
与
形
式
体
系
に
対
し
て
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
同
判
事
は
、
た

と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
三
類
の
間
接
正
犯
と
同
項
⒝
の
惹
起
類
型
（
教
唆
犯
等
）
と
の
間
に
は
重
複
す
る
部
分
が
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
区
別
で
き
な
い
こ
と
が
た
び
た
び
起
こ
り
う
る
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
換
言
す
れ
ば
、
二
五
条
三
項
の
各

関
与
形
式
は
、「
相
互
排
他
的
」
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
為
支
配
論
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
い
う
特
定
の

国
の
国
内
法
か
ら
「
直
輸
入
」
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
国
内
法
上
の
理
論
が
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
「
適
用
さ
れ
る
法
」

〔
法
源
〕
に
関
す
る
）
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
一
条
一
項
⒞
所
定
の
「
国
内
法
か
ら
見
い
だ
し
た
法
の
一
般
原
則
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決

定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た）（（
（

。

　

つ
づ
い
て
、
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
に
よ
る
個
別
意
見
を
概
観
す
る
に
先
立
っ
て
、
カ
タ
ン
ガ
＝
キ
ュ
イ
事
件
（
分
離
前
）
の
概
要

お
よ
び
同
事
件
に
関
す
る
予
審
裁
判
部
に
よ
る
決
定
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
カ
タ
ン
ガ
（
一
九
七
八
年
、
コ
ン
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ゴ
民
主
共
和
国
生
ま
れ
）
は
、
イ
ツ
リ
愛
国
抵
抗
軍
（
Ｆ
Ｒ
Ｐ
Ｉ
）
の
指
揮
官
で
あ
り
、
と
も
に
審
理
を
受
け
た
（「
共
同
被
告
人
」
と

も
い
う
べ
き
）
マ
チ
ュ
ー
・
ン
グ
ジ
ョ
ロ
・
キ
ュ
イ
（
一
九
七
〇
年
、
同
国
生
ま
れ
）
は
、
民
族
主
義
者
・
統
合
主
義
者
戦
線
（
Ｆ
Ｎ

Ｉ
）
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
カ
タ
ン
ガ
お
よ
び
キ
ュ
イ
は
、
単
独
で
は
兵
力
が
不
足
し
て
い
た
の
で
、
互
い
の
部
隊
を
合
流
さ
せ
、

「
相
互
に
共
同
し
て
、
又
は
互
い
の
部
下
を
通
じ
て
」、
二
〇
〇
一
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
一
月
ま
で
に
、
敵
対
す
る
部
族
の
村
を

少
な
く
と
も
一
〇
回
以
上
襲
撃
し
た
と
さ
れ
、
と
く
に
、
二
〇
〇
三
年
二
月
二
四
日
に
は
、
イ
ツ
リ
地
方
の
ボ
ゴ
ロ
村
を
襲
撃
し
て
、

少
な
く
と
も
約
二
〇
〇
人
を
殺
害
し
た
と
さ
れ
る
。
予
審
裁
判
部
の
犯
罪
事
実
確
認
決
定
に
よ
れ
ば
、
カ
タ
ン
ガ
お
よ
び
キ
ュ
イ
は
、

少
な
く
と
も
、
戦
争
犯
罪
の
七
類
型）（（
（

お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
三
類
型）（（
（

を
「
共
同
し
て
」
ま
た
は
「
他
の
者
を
通
じ
て
」（
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
）
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
さ
れ
た）（（
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
関
与
形
式
と
し
て
、
新

た
に
「
間
接
共
同
正
犯
」（indirect	co-perpetration

）
な
る
概
念
が
提
唱
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
被
告
人
に
よ
る
関

与
形
式
︱
︱
「
共
同
し
て
」
ま
た
は
「
他
の
者
を
通
じ
て
」
︱
︱
に
鑑
み
て
、
他
の
者
を
通
じ
て
犯
罪
を
行
う
間
接
正
犯
と
し
て
の

責
任
と
、
複
数
の
行
為
者
の
行
為
寄
与
が
相
互
に
帰
属
さ
れ
る
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
併
存
し
う
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
一
日
に
同
事
件
は
分
離
さ
れ
、
キ
ュ
イ
に
対
し
て
は
、
同
年
一
二
月
一
八
日
に
証
拠
不
十
分
を

理
由
に
無
罪
判
決）（（
（

が
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
二
〇
一
四
年
五
月
現
在
、
上
訴
中
）。
ま
た
、
カ
タ
ン
ガ
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
審

裁
判
部
第
二
法
廷
に
て
二
〇
一
四
年
三
月
七
日
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
で
は
な
く
、
同
項
⒟
の
「
集
団
犯
罪
へ
の
そ
の
他

の
寄
与
」
に
基
づ
い
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
年
五
月
二
三
日
に
下
さ
れ
た
量
刑
決
定
に
お
い
て
、
一
二
年
の
自
由

刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
同
事
件
に
お
い
て
は
、
分
離
と
同
時
に
関
与
形
式
が
変
更
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
行
為
支
配

論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

キ
ュ
イ
事
件
判
決
に
付
さ
れ
た
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
に
よ
る
個
別
意
見
に
お
い
て
も
、
多
元
的
関
与
形
式
体
系
お
よ
び
行
為
支
配
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論
の
採
用
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
た
（
な
お
、
キ
ュ
イ
事
件
判
決
の
多
数
意
見
は
こ
の
点
に
関
し
て
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
）。

同
判
事
は
、
ま
ず
、
前
者
・
多
元
的
関
与
形
式
体
系
に
関
し
て
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
関
与
形
式
の
答

責
性
の
軽
重
、
お
よ
び
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
起
草
過
程
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
か
ら
⒟
所
定
の
各
関
与
形
式
は
序

列
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
見
解
を
表
明
し
た）（（
（

。
そ
し
て
、
行
為
支
配
論
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
と
同
様
に
、

同
理
論
は
ド
イ
ツ
刑
法
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
「
適
用
さ
れ
る
法
」（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
一
条
）
に
は
あ
た
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
加
え
て
、
予
審
裁
判
部
決
定
で
言
及
さ
れ
た
「
間
接
共
同
正
犯
」
概
念
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
二
条

二
項
所
定
の
類
推
解
釈
の
禁
止
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
多
元
的
関
与
形
式
体
系
に
立
脚
し
行
為
支
配
論
を
採
用
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め

と
す
る
ご
く
一
部
の
国
の
法
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
重
要
で
あ
る

の
は
、
こ
れ
ま
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
法
理
が
実
際
に
理
論
的
な
説
得
力
お
よ
び
実
務
上
の
有
用
性
を

有
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
お
よ
び
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
が
提
起
し
た
行
為
支
配
論
に
対
す

る
根
本
的
批
判
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
（
お
よ
び
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
）
は
、
行
為
支
配
論
の
長

所
と
短
所
を
綿
密
に
検
討
・
論
証
せ
ず
に
（
ま
た
、
代
替
案
を
も
示
さ
ず
に
）、
同
理
論
を
拒
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

そ
の
批
判
は
、
同
理
論
が
ド
イ
ツ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、（
両
判
事
に
よ
れ
ば
）
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
明
文
上
の
根

拠
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
式
主
義
的
な
議
論
に
よ
っ
て
、
行
為
支
配
論
に
論
駁
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
理
論
（
学
説
）
の
解
釈
論
と
し
て
の
説
得
力
は
、
そ
の
出
自
や
提
唱
者
の
出
身
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
論
（
学
説
）
た
る
も
の
は
規
範
的
お
よ
び
実
践
的
な
観
点
︱
︱
こ
こ
で
は
と
く
に
正
犯
性
の
認
定
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と
諸
種
の
関
与
形
式
の
区
別
に
際
し
て
の
機
能
性
・
有
用
性
の
有
無
と
い
う
観
点
︱
︱
か
ら
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

両
判
事
に
よ
る
批
判
は
、
条
文
解
釈
の
方
法
と
し
て
は
︱
︱
判
事
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︱
︱
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
「
純
粋
な
文
理
解
釈

（
逐
語
的
な
文
言
解
釈
）」（
“plain	text	reading

）
（（
（

”）
の
み
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
（
文

理
を
超
え
る
、
追
加
的
な
）
理
論
的
解
釈
は
不
要
（
か
つ
有
害
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
お
よ
び
ウ
ィ
ン

ガ
ー
ト
判
事
の
両
名
は
「
独
立
し
た
」、「
純
粋
な
文
理
解
釈
を
志
向
し
た
」
解
釈
を
支
持
し
て
お
り
、
可
能
な
限
り
国
内
法
制
度
か

ら
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
二
条
二
項
の
類
推
解
釈
の
禁
止
（
厳
格
解
釈
の
原
則
な
い

し
は
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
）
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
・
抽
象
的

な
帰
属
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
両
判
事
は
、
類
推
解
釈
禁
止
原
則
が
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規

程
二
五
条
の
よ
う
な
総
則
上
の
規
定
に
対
し
て
適
用
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
先
決
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
結
論
を
下
し
て
い
る
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
も
そ
も
、「
極
端
に
法
実
証
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ）（（
（

」
で
あ
り
、
法
が
規
範
的
性
質

を
有
す
る
こ
と
を
度
外
視
し
た
見
解
で
あ
る
。
抽
象
的
な
法
規
定
は
常
に
規
範
的
な
概
念
か
ら
成
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
解
釈
を
要
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
概
念
の
正
確
な
意
味
合
い
を
見
出
す
た
め
に
は
、
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
「
類
推
解
釈
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
を
浴
び
せ
る
こ
と
は
、
当
を
失
し
て
い
る
。
そ

の
証
左
と
し
て
、
実
に
皮
肉
な
こ
と
に
、
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
と
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
の
両
名
と
も
に
、
同
じ
く
「
純
粋
な
文
理
解

釈
」
に
従
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
文
言
に
忠
実
な
解
釈
を
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
に
基

づ
く
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
、
相
反
す
る
結
論
に
達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
両
判
事
は
、
目
的
的
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
概
念
分
類
を
規
範
の
文
言
の
中
に
読
み
込
む
と
い
う
こ
と
を
、
行

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
は
、「
本
質
的
に
重
要
な
寄
与
」
と
い
う
要
件
を
否
定
し
、
そ
の
代
わ
り

に
「
直
接
の
関
与
」
と
い
う
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
あ
る
（
解
釈
を
要
す
る
）
規
範
的
概
念
は
単
に
別
の
（
同
じ
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く
解
釈
を
要
す
る
）
規
範
的
概
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る）

（（
（

）。

　

こ
の
点
、
た
し
か
に
、
行
為
支
配
は
正
犯
性
を
根
拠
付
け
る
た
め
の
唯
一
考
え
ら
れ
る
基
準
で
は
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
支
配
論
に
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
犯

罪
に
対
し
て
行
為
支
配
を
有
し
て
い
る
者
が
、
行
為
支
配
を
有
し
て
い
な
い
者
よ
り
も
、
犯
罪
に
つ
い
て
重
い
責
任
を
問
わ
れ
る
と

い
う
の
は
、
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、「
行
為
支
配
」
と
い
う
基
準
は
、
そ
の
中
で
客
観
的
視
点

と
主
観
的
視
点
の
両
基
準
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
十
分
に
開
か
れ
た
基
準
で
も
あ
る
。
刑
事
責
任
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
視
点
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
行
為
支
配
論
は
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
行
為
支
配
概
念
は
、
最
も
重
大
な
責
任
が
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
評
価
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
正

犯
意
思
ま
た
は
共
犯
意
思
を
よ
り
重
視
し
て
、
い
わ
ば
行
為
者
（
の
属
性
・
意
思
）
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
核
心
的
な
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
為
支
配
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
（
そ
し
て
、
二
五
条
三
項
⒝
以
下
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
正
犯
よ
り
も
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
諸
種
の
関
与

形
式
を
区
別
す
る
た
め
に
も
）、
理
論
的
・
実
務
的
に
耐
え
う
る
基
準
を
模
索
し
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
国
際
刑
法
上
の
判
例
お
よ

び
学
説
に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
行
為
支
配
の
内
部
の
諸
要
素
を
さ
ら
に
具
現
化
・
具
体
化
す
る
こ
と
は

当
然
の
検
討
課
題
と
な
る
が
、
行
為
支
配
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
の
「
枠
外
」
に
あ
る
、
そ
れ
を
塡
補
す
る
よ
う
な
別
個
の
（
下

位
）
基
準
の
検
討
（
た
と
え
ば
、
犯
行
の
周
辺
に
認
め
ら
れ
る
客
観
的
な
間
接
事
実
の
考
慮
な
ど
）
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
行
為
者

が
犯
罪
の
結
果
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
利
益
・
関
心
を
有
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
行
為
寄
与
が
犯
罪
の
実
行
と
特
別
に
近
い
関
係

（
近
接
性
）
に
あ
っ
た
か
と
い
う
基
準
に
関
し
て
は
、
す
で
に
議
論
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
て
い
る）（（
（

。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に

よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
基
準
を
、
補
充
・
具
体
化
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
国
際
法
上
の
犯
罪
が
複



1（

正犯概念再考

雑
な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
は
大
い
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。

Ⅳ　

正
犯
・
共
犯
区
別
モ
デ
ル
に
基
づ
く
多
元
的
関
与
形
式
体
系
と
帰
属
枠
組

　

最
後
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
行
為
支
配
論
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
い
わ
ば
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
多
元
的
関
与
形
式
体
系
（
序
列
の

あ
る
正
犯
・
共
犯
体
系
）
と
い
う
も
の
が
、
い
か
な
る
根
拠
付
け
な
い
し
規
範
的
土
台
に
基
づ
く
の
か
、
ま
た
、
既
述
し
た
個
別
意

見
で
な
さ
れ
た
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

ル
バ
ン
ガ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
で
は
、
差
異
化
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
責
任
（
行
為

者
に
対
す
る
非
難
）
の
程
度
に
応
じ
て
上
下
の
関
係
が
序
列
化
さ
れ
て
い
る
関
与
形
式
体
系
が
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
際
、
こ
の
序
列
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
項
⒜
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
単
独
（
直
接
）
正
犯
、
共
同

正
犯
お
よ
び
間
接
正
犯
で
あ
る
。
次
い
で
、
⒝
に
は
諸
種
の
惹
起
類
型
（
教
唆
形
式
）、
⒞
に
は
援
助
類
型
（
幇
助
形
式
）
が
そ
れ
ぞ

れ
規
定
さ
れ
、
最
後
に
、
序
列
の
最
下
位
と
し
て
⒟
に
、「
そ
の
他
の
方
法
で
」
の
集
団
犯
罪
へ
の
寄
与
と
い
う
補
充
的
な
構
成
要

件
が
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
お
よ
び
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
、「
純
粋
な
文
理
解
釈
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
関
与
形
式
の
序
列
化
と
類
型
化
、
す
な
わ
ち
、
関
与
形
式
の
厳
格
な
区
別
に
反
対
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
両
判
事
は
、

間
接
正
犯
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒝
に
規
定
さ
れ
て
い
る
惹
起
形
式
（
と
く
に
、
命
令
犯
）
よ
り
も
重
く
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
説
得
力
が
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る）（（
（

。
結
局
、
両
判
事
の
見
解
は
、
一
種
の
「
統
一
的
正
犯
体
系
」
を
彷

彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
異
論
お
よ
び
第
一
審
裁
判
部
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
方
法
論
的
な
観
点
か
ら
は
、
以
下
の
こ
と
が
措
定
さ
れ
う
る
。
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観
念
的
に
は
、
可
罰
的
な
関
与
形
式
に
よ
っ
て
刑
事
責
任
の
外
の
限
界
（
外
界
）
の
み
が
画
定
さ
れ
る
刑
法
体
系
と
い
う
も
の
が

想
定
さ
れ
う
る
。
他
方
で
は
、
可
罰
的
な
関
与
形
式
に
よ
っ
て
刑
事
責
任
の
内
の
限
界
（
内
部
で
の
境
界
付
け
）
が
形
成
さ
れ
、
と

り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
限
界
付
け
に
よ
っ
て
量
刑
を
も
考
慮
し
う
る
刑
法
体
系
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別

は
、
通
常
、（
必
ず
し
も
一
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
）
統
一
的
正
犯
体
系
と
正
犯
・
共
犯
体
系
（
す
な
わ
ち
、
多

元
的
関
与
形
式
体
系
）
と
い
う
概
念
の
対
立
軸
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
正
犯
・
共
犯
区
別
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
可
罰
的
な
諸
種

の
関
与
形
式
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
、
刑
事
責
任
の
規
模
・
程
度
を
示
す
指
標
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
関
与
形
式
の
区
別
は
、（
開
か
れ
た
）
規
範
的
な
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
規
範
的
内
容
が
認
め
ら
れ
る

限
り
で
は
、
記
述
的
な
視
点
か
ら
も
な
さ
れ
う
る
（
い
ず
れ
に
し
て
も
、
量
刑
判
断
に
先
立
っ
て
、
行
為
者
の
行
為
態
様
を
、
一
定
の
不

法
と
さ
れ
る
類
型
的
な
関
与
形
式
の
中
に
分
類
す
る
こ
と
で
、
量
刑
判
断
に
一
定
の
枠
組
み
を
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る）

（（
（

）。
統
一
的
正
犯

体
系
と
正
犯
・
共
犯
体
系
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
（
つ
ま
り
、
い
ず
れ
が
よ
り
優
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
の
か
）
は
、
実
践
的
な
視

点
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、（
よ
り
重
要
な
）
規
範
的
な
視
点
に
よ
っ
て
も
、
自
ず
と
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
時
に
、
統

一
的
正
犯
体
系
か
正
犯
・
共
犯
体
系
か
の
選
択
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
行
為
態
様
が
可
罰
的
な
も
の
に
な
る
の
か
が
決
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
体
系
も
可
罰
的
な
行
為
態
様
そ
れ
自
体
の
外

の
限
界
を
広
げ
た
り
狭
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
統
一
的
正
犯
体
系
と
正
犯
・
共
犯
区
別
モ
デ
ル
と
の
間
で

は
、
可
罰
的
行
為
の
「
外
の
限
界
」
に
は
差
異
は
な
く
、
区
別
モ
デ
ル
は
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
「
内
の
限
界
」
を
画
す
る
こ
と
で
、

そ
の
不
法
内
容
を
よ
り
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
に
よ
る
批
判
が
（
そ
し
て
別
の
観
点
か
ら
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
に
よ
る
批
判）

（（
（

も
）
答
責
性
の
程
度
に

差
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
各
関
与
形
式
の
間
に
序
列
を
付
け
る
こ
と
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
二
条
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
類
推

解
釈
の
禁
止
」（
こ
と
に
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」）
の
原
則
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張）（（
（

し
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
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説
得
力
が
な
い
。
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
は
、
要
す
る
に
、
正
犯
・
共
犯
体
系
は
、
統
一
的
正
犯
体
系
と
比
較
し
て
被
告
人
に
と
っ
て

不
利
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
議
論
の
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
が
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
前
提
自
体
の
根
拠
が
不
明
で
あ
り
、
適
切
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
︱
︱
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
は
正
犯
・
共
犯

区
別
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
で
被
告
人
に
不
利
に
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︱
︱
そ
も
そ
も
「
外
の
限
界
」
を
画
す
る

の
み
で
、
内
部
的
な
序
列
を
一
切
設
け
な
い
統
一
的
正
犯
体
系
を
採
用
す
る
方
が
、
そ
の
不
法
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
点
で

区
別
モ
デ
ル
よ
り
も
被
告
人
に
不
利
益
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
と
は

反
対
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
統
一
的
正
犯
体
系
は
可
罰
性
の
範
囲
の
拡
張
に
つ
な
が
る
と
い
う
の

で
あ
る）（（
（

。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
鑑
み
れ
ば
、
二
五
条
三
項
を
序
列
化
さ
れ
た
関
与
形
式
と
し
て
理
解
す
る
の
が
自
然
か
つ
妥
当

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
両
判
事
の
個
別
意
見
で
も
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
関
与
形
式
が
量
刑
を
明
示

的
に
規
律
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
規
定
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
八
条
一
項
な
ら
び
に
手
続

及
び
証
拠
に
関
す
る
規
則
一
四
五
条
一
項
⒞
で
は
、「
裁
判
所
は
、
刑
の
量
定
に
当
た
り
…
犯
罪
の
重
大
さ
…
有
罪
の
判
決
を
受
け

た
者
の
関
与
の
度
合
い
〔degree	of	participation

〕
…
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
の
個
別
の
事
情
等
の
要
因
を
考
慮
す
る
」
と
い

う
一
般
規
定
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
は
関
与
形
式
ご
と
の
法
的
効
果
に
関
す
る
明
文
規
定
と
い
う
意
味
で
の
厳

格
な
量
刑
規
則
（
法
定
刑
）
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
差
異
化
さ
れ
序
列
化
さ
れ
た
関
与
形
式
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
過
度

に
広
範
な
裁
量
に
、
極
め
て
望
ま
し
い
制
限
を
課
す
る
（
な
い
し
指
針
を
提
供
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
基
準
に
依
拠
し
た
解
釈
に
よ
れ
ば
、
合
理
的
に
構
造
・
階
層
化
さ
れ
、
か
つ
、
段
階
化
さ
れ
た
評
価
と
い
う

も
の
が
、（
可
罰
性
を
基
礎
付
け
る
帰
責
判
断
の
第
一
次
的
段
階
に
あ
た
る
）
関
与
形
式
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
量
刑
の

レ
ベ
ル
で
も
可
能
と
な
る）（（
（

。
か
よ
う
に
、
量
刑
の
過
程
を
よ
り
透
明
で
合
理
的
な
も
の
に
し
て
、
事
後
検
証
を
可
能
に
す
る
（
つ
ま
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り
、
上
訴
審
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
も
可
能
に
す
る
）
あ
ら
ゆ
る
類
型
化
の
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
量
刑
法
に
関
す
る
規
定
が
断
片
的
な
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
国
際
刑
法
に
お
い
て
こ
そ
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
座
は
、
ま
さ
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
固
有
の
規
範
的
枠
組
を
重
視
し
、
そ
の
文
言
お
よ
び
体
系
性
を
指
向
し
た
解
釈

に
も
裨
益
す
る
。
と
い
う
の
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
関
与
形
式
は
、
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
七
条
一
項
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
六
条

一
項
の
関
与
形
式
の
よ
う
に
、
単
純
に
羅
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
で
は
、

可
罰
的
な
関
与
形
式
が
⒜
か
ら
⒟
ま
で
の
四
つ
の
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
関
与
形
式
の
類
型
化
は
記
述
的
な

（
単
に
外
観
上
の
）
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
し
か
決
定
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
概
念
上
の
区
別
も
、
ま
た
、
諸

種
の
形
式
の
四
つ
の
項
目
へ
の
分
類
自
体
も
、
判
然
と
し
え
な
い）（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三

項
⒜
で
正
犯
の
「
実
行
」
形
式
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
三
類
型
だ
け
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
単
独
で
」、「
他
の
者
と
共
同

し
て
」、
ま
た
は
「
他
の
者
が
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
当
該
他
の
者
を
通
じ
て
」
の
実
行
は
、
い
か
に

詳
細
な
定
義
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
現
象
的
に
は
何
ら
の
共
通
性
も
有
し
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
と
い
う
一
つ
の
条

文
の
中
に
こ
れ
ら
三
つ
の
形
式
が
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
実
行
」
概
念
と
は
帰
責
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
の
「
主
要
な
刑
事
責
任
」

を
体
現
し
て
い
る
規
範
的
な
概
念
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
が
「
正
犯
」
と
い
う
共
通
の
上
位
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
な

ぜ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
実
行
形
式
が
一
番
初
め
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
容
易
に

跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
が
規
範
的
な
基
準
と
の
関
連
性
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、「
他

の
者
を
通
じ
て
」
の
実
行
の
場
合
に
明
白
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
で
は
、
他
の
者
が
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
場
合

に
も
「
他
の
者
を
通
じ
て
」
の
実
行
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
誰
が
「
他
の
者
を
通
じ
て
」
犯



23

正犯概念再考

罪
を
実
行
す
る
の
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
行
為
支
配
概
念
若
し
く
は
犯
罪
に
対
す
る
支
配
、
正
犯
意
思
、
ま
た
は
行
為
決
意
の

自
己
決
定
性
等
の
よ
う
な
諸
種
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
立
ち
返
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
す
べ
て
疑
い
の
余
地
な
く
規
範
的
な
内
容
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
犯
罪
に
対
す
る
支
配
、
正
犯
意
思
、
ま
た
は
行

為
決
意
の
自
己
決
定
性
等
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
関
与
形
式
は
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
関
与
形
式
よ

り
も
、
帰
責
さ
れ
る
犯
罪
そ
れ
自
体
に
関
す
る
、
よ
り
高
度
の
刑
事
責
任
（
責
任
非
難
）
を
必
然
的
に
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
か

ら
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
点
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
を
多
元
的
に
段
階
付
け
ら
れ
た
序
列
の
あ
る
類
型
と
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
か
つ
、
行

為
支
配
を
あ
ら
ゆ
る
実
行
形
式
を
束
ね
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
判
事
で
す
ら
も
、
そ

の
個
別
意
見
に
お
い
て
、「
他
の
者
を
通
じ
て
」
の
実
行
の
特
徴
は
、「
実
行
正
犯
〔
実
行
行
為
者
〕
に
対
す
る
間
接
正
犯
の
支
配
又

は
影
響
の
度
合
い
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
個
別
意
見
で
提
示
さ
れ
た
異
論
の
一

つ
、
す
な
わ
ち
、「
命
令
犯
」（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒝
）
と
い
う
関
与
形
式
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
位
置
付
け
が
誤
っ
て
い
る

と
い
う
主
張
に
も
反
論
が
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
異
論
は
、
規
範
的
・
価
値
的
な
考
察
が
な
さ
れ
る
場
合
、
命

令
犯
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
が
（
間
接
正
犯
と
い
う
意
味
で
の
）「
他
の
者
を
通
じ
て
」
の
実
行
と
し
て
捕
捉
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
に
基
づ
く
す
べ
て
の
正
犯
形
式
を
束
ね
て
い
る
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
行
為
支
配
が
あ
る
と
ま
さ
に
措
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
者
が
他
の

者
に
対
す
る
犯
罪
実
行
を
上
官
・
部
下
関
係
の
枠
組
み
で
命
令
し
て
い
る
が
、
命
令
者
が
犯
罪
実
行
に
対
し
て
行
為
支
配
を
有
し
て

い
た
こ
と
ま
で
は
根
拠
付
け
え
な
い
と
い
う
事
例
状
況
が
ま
さ
に
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
犯
罪
実
行
の
命
令
に
関
し
て
、
命
令
者

自
身
も
受
命
者
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
間
接
正
犯
と
命
令
犯
が
、
価
値
的
に
序
列
化
さ
れ
た
関
係

に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒝
に
基
づ
く
）
命
令
犯
に
対
す
る
独
自
の
適
用
領
域
が
開
か
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れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
命
令
犯
で
は
、
と
り
わ
け
、
上
下
関
係
の
次
元
で
み
れ
ば
中
間
管
理
職
に
す
ぎ
な
い
上
官
が
捕
捉

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
上
官
は
、
た
し
か
に
自
己
の
部
下
に
よ
る
犯
罪
の
実
行
を
惹
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
間
管
理
職
に

す
ぎ
な
い
上
官
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
命
令
さ
え
も
上
下
関
係
に
お
け
る
よ
り
上
位
の
上
官
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

て
い
る
た
め
、
上
位
者
こ
そ
が
支
配
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
間
者
に
は
ま
さ
に
犯
罪
実
現
へ
の
「
支
配
」
が
欠
け
て
い
る
と

い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
命
令
は
他
の
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
命
令
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
命
令
を
下
し
た
こ
と

が
間
接
正
犯
の
要
件
を
充
足
（
す
な
わ
ち
、
行
為
支
配
を
有
）
す
る
場
合
に
は
、
間
接
正
犯
の
方
が
よ
り
不
法
の
程
度
が
重
い
関
与
形

式
と
し
て
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
命
令
犯
が
概
念
的
に
排
除
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
補
充
的
な
も
の
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
の
か

ど
う
か
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
副
次
的
な
問
題
で
あ
る
。

　

多
元
的
関
与
形
式
体
系
と
い
う
意
味
で
の
正
犯
・
共
犯
体
系
の
妥
当
性
を
裏
付
け
る
さ
ら
な
る
体
系
上
の
論
拠
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

二
五
条
三
項
⒡
の
未
遂
に
関
す
る
規
定
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
同
規
定
に
よ
れ
ば
、「
実
行
」
の
未
遂
の
み
が
可
罰
的
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
（
ゆ
え
に
、
そ
の
他
の
関
与
形
態
・
共
犯
の
未
遂
は
可
罰
的
と
は
さ
れ
て
い
な
い）

（（
（

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
具
体
的
事
案
に
お
い

て
各
関
与
者
の
関
与
形
式
を
個
別
的
・
明
確
に
確
定
・
認
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
「
実
行
」
が
強
調
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
犯
が
最
も
重
い
刑
事
責
任
を
示
唆
す
る
類
型
で
あ
る
と
い
う
体
系
上
の
位
置
付
け
・
評
価
を
明
示
す
る

論
拠
で
も
あ
る
。

　

最
後
に
、
訴
訟
法
的
な
観
点
か
ら
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
裁
判
所
規
則
（Regulations	of	the	Court

）
五
二
条
⒞
に
は
、
起
訴
状
等
に
は

起
訴
事
実
に
関
す
る
法
的
な
評
価
（legal	characterisation

）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

要
素
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
（
お
よ
び
二
八
条
）
所
定
の
可
罰
的
な
「
関
与
形
式
の
詳
細
」（precise	form

	of	partici-

pation

）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
は
、
相
互
関
連
性
を
有
さ
な
い
、
纏
ま
り
の
な
い
個
々
の
規
定
の
単
な
る
寄
せ
集
め
な
ど
で
は
な
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く
、
首
尾
一
貫
し
た
（
体
系
的
一
貫
性
を
有
す
る
）
法
秩
序
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
で
は
、

答
責
性
の
程
度
に
応
じ
て
序
列
化
さ
れ
る
、
規
範
的
な
「
帰
責
枠
組
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
帰
責
枠
組
は
、

関
与
形
式
の
認
定
に
あ
た
っ
て
も
量
刑
に
つ
い
て
も
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
刑
事
裁
判
に
お
け
る
透
明
性
、

合
理
性
お
よ
び
法
と
し
て
の
予
見
可
能
性
な
い
し
検
証
可
能
性
を
も
総
合
的
に
高
め
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ

が
国
際
刑
事
法
学
の
目
標
と
も
い
う
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

展
望

　

本
稿
で
扱
っ
た
テ
ー
マ
か
ら
は
、
国
際
刑
法
と
国
内
刑
法
と
の
間
に
は
疑
い
の
余
地
な
く
相
互
作
用
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判

明
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
・
形
で
結
晶
化
さ
れ
う
る
。
正
犯
概
念
に
関
し
て
は
、

た
し
か
に
一
方
で
は
、
端
的
に
問
題
の
あ
る
側
面
も
指
摘
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な

相
互
作
用
に
よ
る
実
り
豊
か
な
発
展
可
能
性
も
顕
著
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
ル
バ
ン
ガ
事
件
を
題
材
に
し
て
共
同
正
犯
を
主
眼
に
置
い
て
き
た
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る

将
来
の
活
動
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
机
上
の
行
為
者
」・「
黒
幕
」
の
訴
追
・
処
罰
に
あ
た
り
、
実
務
上
、
共
同
正
犯
の
原
理
と
間
接
正

犯
の
原
理
と
の
組
み
合
わ
せ
の
方
が
よ
り
意
義
深
い
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
間
接
共
同
正
犯
」

（indirect	co-perpetration

）
な
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の
組
織
支
配
論
に
基
づ
い
て
発
展
し
た
国
際
刑
法
上
の
独
自
の

法
概
念
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
概
念
に
は
二
つ
の
下
位
範
疇
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
本
来
の
意
味
に
い
う
間
接
共
同
正
犯

（
各
共
同
正
犯
者
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
人
以
上
の
行
為
寄
与
が
被
利
用
者
た
る
組
織
を
通
じ
て
間
接
的
に
行
わ
れ
る
。
共
同
正
犯
の
一
種
、

m
ittelbare	M

ittäterschaft

）
と
、
②
（
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
固
有
の
間
接
正
犯
形
態
で
あ
る
）
共
同
間
接
正
犯
（
複
数
の
指
導
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者
が
一
つ
の
組
織
を
共
同
し
て
支
配
す
る
、m

ittäterschaftliche	m
ittelbare	T

äterschaft

）
の
二
つ
で
あ
る）（（
（

。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
初
期
の

諸
決
定
以
来
、
こ
れ
ら
の
法
概
念
を
繰
り
返
し
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
法
概
念
が
さ
ら
に
解
明
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
な
い
し
英
米
法
系
以
外
の
法
体
系
と
の
比
較
も
、
こ
の
法
概
念
の
解
明
お
よ
び
精
緻
化
に
寄

与
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
国
際
的
に
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
︱
︱
若
干
の
例
外）（（
（

を
除
い
て
︱
︱
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
日
本
の
正
犯
理
論
の
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ）（（
（

も
、
従
来
の
議
論
に
価
値
の
あ
る
一
石
を
投
じ
う
る
。
こ
れ
は
本
稿
で
提
起
し
た
共
同

正
犯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
別
稿
で
新
た
に
書
き
起
こ
す
べ
き
素
材
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

国
際
刑
事
裁
判
所
（International	Crim

inal	Court,	

Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
五
条
参
照
。
中
核
犯
罪
そ
れ
自
体
は
、
諸
種
の
国
際
刑
事

法
廷
の
管
轄
権
に
服
す
る
が
、
各
国
の
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
も
訴
追
さ
れ
う
る
。

（
2
）　

イ
ス
ラ
エ
ル
最
高
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
二
九
日
判
決
（A

ttorney-General	of	the	Governm
ent	of	Israel	v.	A

dolf 
E

ichm
ann,	3（	International	Law

	Reports	5
）。

（
3
）　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（International	Crim

inal	T
ribunal	for	the	form

er	Y
ugoslavia,	

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
お

よ
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（International	Crim

inal	T
ribunal	for	Rw

anda,	

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）。

（
4
）　

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
特
別
裁
判
所
（Special	Court	for	Sierra	Leone,	

Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｌ
）、
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
（Extraordinary	

Cham
bers	in	the	Courts	of	Cam

bodia,	

Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）
お
よ
び
レ
バ
ノ
ン
特
別
法
廷
（Special	T

ribunal	for	Lebanon,	

Ｓ
Ｔ
Ｌ
）

等
。

（
5
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	330	et seq.

（
（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	332.

（
7
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	（7（	et seq.
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（
8
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	（（（	et seq.,	（（（.
（
（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
八
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決
（Chui,	ICC-01/04-02/12-3-tEN

G

）.
（
10
）　

日
本
刑
法
学
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の„T

at

“（
所
為
）
は
通
常
「
行
為
」
と
定
訳
さ
れ
る
が
、„Straftat

“の
略
称
と
い
う
意
味
も
あ

り
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、「
行
為
お
よ
び
結
果
」、
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
」
と
い
う
広
い
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

で
は
、（
当
時
、
担
当
予
審
裁
判
部
で
勤
務
し
て
い
た
、
ス
ペ
イ
ン
人
刑
法
学
者
で
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
に
精
通
す
る
エ
ク
ト
ル
・
オ
ラ
ソ

ロ
（H

ector O
lásolo

）
元
調
査
官
ら
の
提
言
に
基
づ
き
）
“Crim

e

”（control	over	the	crim
e

）
と
い
う
英
訳
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、„T

atherrschaft(slehre)

“	

の
英
訳
か
ら
日
本
語
へ
の
重
訳
の
場
合
に
生
じ
や
す
い
誤
解
（
誤
訳
）
を
避
け
る
た
め

に
も
、
日
本
刑
法
学
に
お
い
て
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
行
為
支
配
（
論
）」
と
し
て
統
一
的
に
訳
出
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
11
）　V

gl.	A
m

bos,	A
rt.	25	(Special	Print)	Rn.	2	ff.,	in:	T

riffterer	(ed.),	Com
m

entary	on	the	Rom
e	Statute	of	the	Inter-

national	Crim
inal	Court,	2.	A

ufl.	(2008).

（
12
）　

近
年
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
が
、
量
刑
の
段
階
で
も
関
与
形
式
を
区
別
し
た
上
で
考
慮
に
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
に
関
し
て

は
、
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
二
〇
〇
五
年
五
月
二
〇
日
上
訴
裁
判
部
判
決
（Sem

anza,	ICT
R	（7-20-A

）,	paras.	355	et seq.,	3（4;	

Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
二
〇
一
〇
年
六
月
一
〇
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決
（Popović et al.,	IT

-05-88-T

）,	paras.	2104	et seq.;	

こ
の
点
に
関

す
る
体
系
的
な
考
察
と
し
て
、Burghardt,	D

ie	V
orgesetztenverantw

ortlichkeit	im
	völkerrechtlichen	Straftatsystem

	
(2008),	S.	3（0	ff.

が
あ
る
。

（
13
）　
Ｊ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
邦
文
献
に
は
、
竹
村
仁
美
「
国
際
刑
事
法
に
お
け
る
Ｊ
Ｃ
Ｅ
（Joint	Crim

inal	Enterprise

）
の
概
念
（
１
）

（
２
・
完
）」
一
橋
法
学
六
巻
二
号
九
六
五-

九
七
九
頁
、
同
巻
三
号
一
四
一
七-

一
四
三
五
頁
（
と
も
に
二
〇
〇
七
年
）、
多
谷
千
香
子

『
戦
争
犯
罪
と
法
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
一-

一
〇
七
頁
、
木
原
正
樹
「
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
判
例
上
の
『
共
同
犯

罪
実
体
』
概
念
︱
︱
そ
の
意
義
と
問
題
点
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
︱
︱
」
松
田
竹
男
ほ
か
〔
編
〕『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造
Ⅱ　

環
境
、
海
洋
、
刑
事
、
紛
争
、
展
望
』
東
信
堂
（
二
〇
一
二
年
）
所
収
二
二
三-

二
四
一
頁
、
お
よ
び
、
佐
藤
宏
美
「
共
同
犯
罪
集
団

（Joint	Crim
inal	Enterprise

）
の
法
理
と
慣
習
国
際
法
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
一
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
一-

七
四
頁
な
ど
が

あ
る
。
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（
14
）　

特
筆
す
べ
き
は
、
最
近
に
な
っ
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
の
予
審
裁
判
部
が
少
な
く
と
も
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ⅲ
を
帰
責
形
態
と
し
て
は
認
め

な
い
と
判
示
し
た
点
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
〇
年
五
月
二
〇
日
予
審
裁
判
部
決
定
（Ieng et al.,	002/1（-0（-2007-ECCC/O

CIJ

）,	
paras.	51-8（.

（
15
）　

た
と
え
ば
、A

m
bos,	Joint	Crim

inal	Enterprise	and	Com
m

and	Responsibility,	Journal	of	International	Crim
inal	

Justice	(JICJ)	5	(2007),	pp.	15（	et seq.;	O
hlin,	T

hree	Conceptual	Problem
s	w

ith	the	D
octrine	of	Joint	Crim

inal	
Enterprise,	JICJ	5	(2007),	p.	70.

（
1（
）　

た
と
え
ば
、Satzger,	D

ie	A
usw

eitung	der	(M
it-)T

äterschaft	–	Besorgnis	erregende	Entw
icklungen	(nur)	im

	
V

ölkerstrafrecht?,	in:	H
assem

er	u.a.	(H
rsg.),	Festschrift	für	V

olk	(200（),	S.	（（8	m
.w

.N
.

（
17
）　

区
別
の
程
度
（
範
疇
の
数
）
に
関
し
て
は
、Burghardt,	M

odes	of	Participation	and	their	Role	in	a	General	Concept	of	
Crim

es	under	International	Law
,	in:	Burchard	et	al.	(eds.),	T

he	Review
	Conference	and	the	Future	of	the	

International	Crim
inal	Court	(2010),	pp.	88	et seq.,	（1

を
参
照
。

（
18
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	327.	

ま
た
、

W
erle/B

urghardt,	D
ie	m

ittelbare	M
ittäterschaft	–	F

ortentw
icklung	deutscher	Strafrechtsdogm

atik	im
	

V
ölkerstrafrecht?,	in:	Bloy	u.a.	(H

rsg.),	Festschrift	für	M
aiw

ald	(2010),	S.	850	m
.w

.N
.;	W

erle,	V
ölkerstrafrecht,	3.	

A
ufl.	(2012),	Rn.	47（	f.;	A

m
bos,	Internationales	Strafrecht,	3.	A

ufl.	(2011),	S.	150	f.

も
参
照
。

（
1（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	（（（	et seq.,	
（（（.

（
20
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	32（	et seq.

（
21
）　V

gl.	R
oxin,	T

äterschaft	und	T
atherrschaft,	8.	A

ufl.	(200（),	S.	275	ff.,	71（	ff.	m
.w

.N
.

（
22
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
八
年
九
月
三
〇
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（K

atanga and Chui,	ICC-01/04-01/07-717

）,	paras.	480	et 
seq.,	4（8	et seq.

（
23
）　

詳
し
く
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
正
犯
』
概
念
の
形
成
と
意
義
︱
︱
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
組
織
支
配
に

基
づ
く
間
接
正
犯
概
念
の
胎
動
︱
︱
」
川
端
博
ほ
か
〔
編
〕『
理
論
刑
法
学
の
探
究
③
』
成
文
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
所
収
一
一
一-

一
四
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二
頁
、
お
よ
び
、
後
藤
啓
介
「
日
本
刑
法
に
お
け
る
共
謀
共
同
正
犯
と
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
正
犯
』
概
念
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
中
核

犯
罪
の
『
黒
幕
』
と
さ
れ
る
者
は
如
何
な
る
概
念
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
べ
き
か
︱
︱
」
法
学
政
治
学
論
究
八
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四

九-
五
四
頁
。

（
24
）　

た
と
え
ば
、
法
解
離
性
な
ど
。
ロ
ク
シ
ン
の
学
説
に
お
け
る
要
件
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
後
藤
啓
介
「
間
接
正
犯
論
の
新
展
開
︱
︱

ド
イ
ツ
刑
法
の
現
状
が
日
本
刑
法
に
示
唆
す
る
も
の
︱
︱
」
慶
應
法
学
二
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
七
九-

一
九
二
頁
参
照
。

（
25
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
九
年
三
月
四
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（A

l Bashir,	ICC-02/05-01/0（-1

）,	paras.	210	et seq.

（
2（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
一
年
三
月
八
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（R

uto et al.,	ICC-01/0（-01/11-01

）,	paras.	40	et seq.

（
27
）　Siehe	nur	A

m
bos,	a.a.O

.	(Fn.	18),	S.	152	ff.,	157;	Satzger,	Internationales	und	Europäisches	Strafrecht,	（.	A
ufl.	

(2013),	S.	313	f.;	Jeßberger/G
eneuss,	O

n	the	A
pplication	of	a	T

heory	of	Indirect	Perpetration	in	A
l	Bashir	–	Germ

an	
D

octrine	at	T
he	H

ague?,	JICJ	（	(2008),	pp.	853	et seq.,	85（,	8（（-8（7;	z.T
.	kritisch	W

eigend,	Intent,	M
istake	of	Law

,	
and	Co-perpetration	in	the	Lubanga	D

ecision	on	Confirm
ation	of	Charges,	JICJ	（	(2008),	pp.	471	et seq.,	478-47（;	

ders.,	Perpetration	through	an	O
rganization	–	T

he	U
nexpected	Career	of	a	Germ

an	Legal	Concept,	JICJ	（	(2011),		
pp.	（1	et seq.,	105-10（.

（
28
）　

オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
23
）
一
四
〇-

一
四
二
頁
、
後
藤
（
前
掲
注
23
）
五
三-

五
四
頁
。

（
2（
）　

特
筆
す
べ
き
こ
と
に
、
英
米
法
圏
で
書
か
れ
た
国
際
刑
法
の
基
本
書
の
多
く
が
、
間
接
正
犯
な
い
し
近
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
判
例
の
理
論
的

展
開
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、Schabas,	A

n	Introduction	to	the	International	Crim
inal	Court,	

4
th	edn.	(2011);	Zahar/Sluiter,	International	Crim

inal	Law
	(2008);	Cassese,	International	Crim

inal	Law
,	2

nd	edn.	(2008).

（
30
）　

た
と
え
ば
、Stew

art,	T
he	End	of	ʻM

odes	of	Liabilityʼ	for	International	Crim
es,	Leiden	Journal	of	International	

Law
	(LJIL)	25	(2012),	pp.	1（5,	205	et seq.	

こ
れ
に
つ
き
、W

eigend,	LJIL	O
nline	Sym

posium
:	T

hom
as	W

eigend	com
-

m
ents	on	Jam

es	Stew
artʼs	

“The	End	of	ʻM
odes	of	Liabilityʼ	for	International	Crim

es

”	(http://opiniojuris.
org/2012/03/22/ljil-w

eigend-com
m

ents/)

も
参
照
。

（
31
）　

た
と
え
ば
、
大
陸
法
圏
出
身
の
論
者
に
も
か
か
わ
ら
ず
英
米
法
（
な
い
し
は
従
前
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
法
理
）
に
親
和
的
な
見

解
を
採
る
者
も
い
れ
ば
、
そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
刑
事
法
・
司
法
実
務
に
造
詣
の
深
い
論
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
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肯
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
際
法
の
分
野
に
属
す
る
論
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
若
干
の
困
惑
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
32
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	（18	et seq.,	
（（4	et seq.,	1003,	1005.	

行
為
支
配
論
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
、
後
述
（
本
文
Ⅲ
⒊
お
よ
び
後
掲
注
52
）
の
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
事
（
イ

ギ
リ
ス
選
出
）
の
個
別
意
見
を
参
照
（Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford,	paras.	（	et seq.

）。

（
33
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	410	et seq.

（
34
）　

な
お
、
検
察
局
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
⒜
で
は
、
あ
る
者
が
犯
罪
に
対
し
て

「
本
質
的
に
重
要
な
寄
与
」（essential	contribution

）
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
「
共
同
支
配
」（joint	control

）
を
有
し
て
い
る
場
合

に
の
み
、
そ
の
者
の
共
同
正
犯
に
基
づ
く
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、「
行
為
支
配
概
念
」（the	notion	of	

control	over	the	crim
e

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
“Prosecutionʼs	D

ocum
ent	addressing	m

atters	that	
w

ere	discussed	at	the	confirm
ation	hearing

”,	ICC-01/04-01/0（-748T
-4（-Conf,	paras.	38-41.	

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二

九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	322

参
照
。
ま
た
、
オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
23
）
一

二
〇-

一
二
一
頁
も
参
照
。

（
35
）　

な
お
、
一
部
で
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
を
も
認
定
し
た
予
審
裁
判
部
決
定
と
は
異
な
り
、
第
一
審
裁
判
部
判
決
で
は

こ
れ
ら
の
戦
争
犯
罪
は
す
べ
て
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
東
澤
靖
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
お
け

る
最
初
の
有
罪
判
決
︱
︱
ル
バ
ン
ガ
事
件
（
国
際
刑
事
裁
判
所
第
一
審
裁
判
部　

二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
判
決
、
同
年
七
月
一
〇
日
決

定
〔
上
訴
〕）」
国
際
人
権
二
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
八
頁
も
参
照
。

（
3（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	328	et seq.

（
37
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	330.	

な
お
、
予

審
裁
判
部
決
定
の
該
当
箇
所
の
邦
訳
は
オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
23
）
一
二
一-

一
二
二
頁
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	343-3（7;	

Ｉ

Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	para.	1018.

（
3（
）　

共
通
の
計
画
た
る
「
合
意
の
存
在
は
各
共
同
正
犯
の
そ
の
後
の
協
働
的
な
活
動
か
ら
も
推
測
さ
れ
う
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ

二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	paras.	342	et seq.
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（
40
）　

一
部
の
邦
文
献
で
は
「
不
可
欠
な
寄
与
」
と
の
訳
出
も
散
見
さ
れ
る
が
、
準
備
行
為
（
予
備
段
階
で
の
寄
与
）
を
も
認
め
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ

（
予
審
・
第
一
審
双
方
）
の
全
体
的
な
基
準
よ
り
も
狭
い
要
件
と
な
る
こ
と
か
ら
、
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
41
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	347;	

オ
ス
テ

ン
（
前
掲
注
23
）
一
二
三
頁
も
参
照
。

（
42
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-803-tEN

）,	para.	348	w
ith	fn.	

425;	

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	1003-100（.

（
43
）
た
と
え
ば
、BGH

St	11,	2（8	[271]

〔
一
九
五
八
年
一
月
二
三
日
判
決
〕;	14,	128,	[12（]

〔
一
九
六
〇
年
二
月
三
日
判
決
〕;	1（,	12	

[14]

〔
一
九
六
一
年
三
月
一
〇
日
判
決
〕;	28,	34（	[347	f.]

〔
一
九
七
九
年
三
月
一
三
日
判
決
〕;	37,	28（	[2（1	f.]

〔
一
九
九
一
年
一
月
一

五
日
判
決
〕;	3（,	381	[38（]
〔
一
九
九
三
年
一
一
月
三
日
判
決
〕
等
が
あ
る
。

（
44
）　R

oxin,	Strafrecht	A
llgem

einer	T
eil	Band	II	–	Besondere	Erscheinungsform

en	der	Straftat	(2003),		Rn.	18（,	1（8	ff.

（
45
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	11（（,	1222,	
1270.

こ
の
点
、
第
一
審
裁
判
部
は
、「
当
該
犯
罪
を
行
う
か
否
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
」
能
力
に

着
目
し
、
予
審
裁
判
部
が
提
唱
し
た
「
犯
罪
を
頓
挫
さ
せ
る
」
能
力
と
は
微
妙
に
異
な
る
着
眼
点
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

（
4（
）　W

irth,	Co-perpetration	in	the	Lubanga	T
rial	Judgm

ent,	JICJ	10	(2012),	pp.	（84	et seq.

（
47
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	para.	1012.

（
48
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
九
年
六
月
一
五
日
予
審
裁
判
部
第
二
法
廷
決
定
（Bem

ba G
om

bo,	ICC-01/05-01/08-424

）,	paras.	357-3（0.	

（
4（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
八
年
九
月
三
〇
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（K

atanga and Chui,	ICC-01/04-01/07-717

）,	paras.	502	et 
seq.

（
50
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、W

eigend,	Perpetration	through	an	O
rganization,	JICJ	（	(2011),	S.	105;	

W
erle/Burghardt,	a.a.O

.	(Fn.	18),	S.	855

（
ヴ
ェ
ル
レ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
れ
を
「
疑
問
の
残
る
比
較
法
」
と
評
し
て
い
る
）
参

照
。

（
51
）　Safferling,	Internationales	Strafrecht	(2011),	S.	131;	W

erle/Burghardt,	a.a.O
.	(Fn.	18),	S.	855

参
照
。
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（
52
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）
に
関
す
る
エ
イ
ド
リ

ア
ン
・
フ
ル
フ
ォ
ー
ド
裁
判
官
に
よ
る
個
別
意
見
（Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford

）,	para.	7.
（
53
）　Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford,	supra	note	52,	para.	10.

（
54
）　

①
「
一
五
歳
未
満
の
児
童
を
…
敵
対
行
為
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
（
同
八
条
二
項
⒝(xxvi)

）」、
②
「
文

民
た
る
住
民
そ
れ
自
体
又
は
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い
な
い
個
々
の
文
民
を
故
意
に
攻
撃
す
る
こ
と
（
同
八
条
二
項
⒝
⒤
）」、
③

「
殺
人
（
同
八
条
二
項
⒜
⒤
）」、
④
「
財
産
の
破
壊
（
同
八
条
二
項
⒝(xiii)

）」、
⑤
「
略
奪
（
同
八
条
二
項
⒝(xvi)

）」、
⑥
「
性
的
な
奴

隷
（
同
八
条
二
項
⒝(xxii)

）」
お
よ
び
⑦
「
強
姦
（
同
八
条
二
項
⒝(xxii)

）」
の
七
類
型
。

（
55
）　

①
「
殺
人
（
同
七
条
一
項
⒜
）」、
②
「
強
姦
（
同
七
条
一
項
⒢
）」
お
よ
び
③
「
性
的
な
奴
隷
（
同
七
条
一
項
⒢
）」
の
三
類
型
。

（
5（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
八
年
九
月
三
〇
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（K

atanga and Chui,	ICC-01/04-01/07-717

）,	paras.	573	et 
seq.

（
57
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
八
年
九
月
三
〇
日
予
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定
（K

atanga and Chui,	ICC-01/04-01/07-717

）,	paras.	4（1-
4（4,	51（-521.

こ
の
概
念
に
つ
き
、
オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
23
）
一
三
一
頁
・
一
四
一
頁
以
下
、
後
藤
（
前
掲
注
24
）
二
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
58
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
八
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決
（Chui,	ICC-01/04-02/12-3-tEN

G

）.

（
5（
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
八
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決
（Chui,	ICC-01/04-02/12-3-tEN

G

）
に
関
す
る
ク
リ
ス

テ
ィ
ー
ヌ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ウ
ィ
ン
ガ
ー
ト
裁
判
官
に
よ
る
個
別
意
見
（Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	den	

W
yngaert,	Chui,	ICC-01/04-02/12-4

）,	paras.	22-30,	（（,	70.

（
（0
）　Concurring	O
pinion	of	Judge	Christine	V

an	den	W
yngaert,	supra	note	5（,	paras.	5,	17.	

（
（1
）　Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	den	W

yngaert,	supra	note	5（,	paras.	7,	52-57,	（0-（4.

（
（2
）　

こ
の
点
、A

m
bos,	T

he	First	Judgm
ent	of	the	International	Crim

inal	Court	(Prosecutor	v.	Lubanga):	A
	Com

pre-
hensive	A

nalysis	of	the	Legal	Issues,	International	Crim
inal	Law

	Review
	(ICLR)	12	(2012),	pp.	115	et seq.,	143

も
参

照
。

（
（3
）　Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford,	supra	note	52,	para.	1（;	Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	

den	W
yngaert,	supra	note	5（,	para.	30.
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（
（4
）　A

m
bos,	D

as	erste	U
rteil	des	Internationalen	Strafgerichtshofs	(Prosecutor	v.	Lubanga)	–	Eine	kritische	A

nalyse	
der	Rechtsfragen,	Zeitschrift	für	Internationale	Strafrechtsdogm

atik	(ZIS)	2012,	S.	331.
（
（5
）　Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford,	supra	note	52,	para.	1（;	Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	

den	W
yngaert,	supra	note	5（,	paras.	43-48.	

こ
の
点
に
つ
き
、Werle/Burghardt,	T

äterschaft	und	T
eilnahm

e	im
	Statut	

des	Internationalen	Strafgerichtshofs,	in:	H
eger	u.a.	(H

rsg.),	Festschrift	für	K
ühl	(2014),	S.	8（2	(dort	Fn.	35)	

も
参
照
。

（
（（
）　W

eigend,	in:	O
hlin/Sliedregt/W

eigend,	A
ssessing	the	Control	T

heory,	LJIL	2（	(2013),	pp.	725	et seq.,	734.

（
（7
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決
（Lubanga,	ICC-01/04-01/0（-2842

）,	paras.	（（（-（（（.

（
（8
）　Separate	O

pinion	of	Judge	A
drian	Fulford,	supra	note	52,	para.	7;	Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	

den	W
yngaert,	supra	note	5（,	para.	23.	

こ
の
点
に
つ
き
、Kreß,	Claus	Roxins	Lehre	von	der	O

rganisationsherrschaft	
und	das	V

ölkerstrafrecht,	Goltdam
m

erʼs	A
rchiv	für	Strafrecht	(GA

)	200（,	S.	308	f.;	M
anacorda/M

eloni,	Indirect	
Perpetration	versus	Joint	Crim

inal	Enterprise,	JICJ	（	(2011),	pp.	171	et seq.

も
参
照
。
共
犯
の
従
属
性
と
い
う
観
点
か
ら
両

者
の
区
別
（
序
列
）
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
し
て
は
、Schlösser,	M

ittelbare	individuelle	V
erantw

ortlichkeit	im
	

V
ölkerstrafrecht	(2004),	S.	55	f.	

が
あ
る
。

（
（（
）　W

erle/Burghardt,	a.a.O
.	(Fn.	（5),	S.	852	ff.,	85（	f.;	W

erle/Burghardt,	Establishing	D
egrees	of	Responsibility:	M

odes	
of	Participation	in	A

rticle	25	of	the	ICC	Statute,	in:	Sliedregt/V
asiliev	(eds.),	Pluralism

	in	International	Crim
inal	

Law
	(im

	Erscheinen,	2014).

（
70
）　Stew

art,	supra	note	30,	pp.	20（	et seq.

（
71
）　Concurring	O

pinion	of	Judge	Christine	V
an	den	W

yngaert,	supra	note	5（,	paras.	22-30,	（5-70.

（
72
）　Jescheck/W

eigend,	Strafrecht	A
llgem

einer	T
eil,	5.	A

ufl.	(1（（（),	S.	（45	f.	

な
お
、
日
本
に
お
け
る
議
論
状
況
に
関
す
る
論

考
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
亀
井
源
太
郎
『
正
犯
と
共
犯
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
五
年
）
三
頁
以
下
・
五
六
頁
以

下
が
あ
る
。

（
73
）　

こ
の
点
に
つ
き
、K

reß,	a.a.O
.	(Fn.	（8),	S.	304	ff.,	308;	Burghardt,	supra	note	17,	pp.	8（	et seq.,	（1;	W

erle/Burghardt,	
a.a.O

.	(Fn.	18),	S.	852	

も
参
照
。
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（
74
）　G

iustiniani,	T
he	Responsibility	of	A

ccom
plices	in	the	Case-Law

	of	the	A
d	H

oc	T
ribunals,	Crim

inal	Law
	Forum

	
20	(200（),	pp.	417	et seq.,	441;	W

irth,	supra	note	4（,	pp.	（71	et seq.,	（7（

も
同
旨
。

（
75
）　W

erle/Burghardt,	a.a.O
.	(Fn.	（5),	S.	85（	f.

（
7（
）　

“The	level	of	control	or	influence	of	the	indirect	perpetrator	over	the	physical	perpetrator

”.	Concurring	O
pinion	

of	Judge	Christine	V
an	den	W

yngaert,	supra	note	5（,	para.	54	

参
照
。

（
77
）　

こ
の
点
に
つ
き
、H

erzig,	D
ie	T

atherrschaftslehre	in	der	Rechtsprechung	des	Internationalen	Strafgerichtshofs,	
ZIS	2013,	S.	18（	ff.,	1（8

も
参
照
。

（
78
）　

詳
し
く
は
、W

erle/Burghardt,	a.a.O
.	(Fn.	18),	S.	84（	ff.;	R

oxin,	Zur	neuesten	D
iskussion	über	die	O

rganisations-
herrschaft,	GA

	2012,	S.	3（5	ff.,	414;	

オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
23
）
一
三
一
頁
・
一
四
一
頁
以
下
、
後
藤
（
前
掲
注
24
）
二
一
八
頁
以
下

を
参
照
。

（
7（
）　

た
と
え
ば
、Shim

ada,	Ein	neuer	A
spekt	der	T

äterlehre	–	Erkenntnisse	aus	der	japanisch-deutschen	Rechts-
vergleichung,	GA

	200（,	S.	4（（	ff.;	Y
am

anaka,	Erscheinungsform
en	der	T

atbeteiligung	m
ehrerer	unter	besonderer	

Berücksichtigung	von	organisierter	K
rim

inalität	w
ie	auch	krim

ineller	A
ktivitäten	von	O

rganisationen	–	K
om

plott-
M

ittäterschaft	als	M
ittel	zur	Bekäm

pfung	der	organisierten	K
rim

inalität	im
	japanischen	Strafrecht?,	in:	Eser/

Y
am

anaka	(H
rsg.),	Einflüsse	deutschen	Strafrechts	auf	Polen	und	Japan	(2001),	S.	127	ff.;	N

ishida,	Einige	M
erkm

ale	
in	der	japanischen	Strafrechtsdogm

atik,	Recht	in	Japan,	H
eft	4	(1（81),	S.	2（	ff.

（
80
）　

と
り
わ
け
、
共
謀
共
同
正
犯
に
関
し
て
、
島
田
聡
一
郎
「
共
謀
共
同
正
犯
論
の
現
状
と
課
題
」
川
端
博
ほ
か
〔
編
〕『
理
論
刑
法
学

の
探
究
③
』
成
文
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
所
収
三
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。


