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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
制
度
の
沿
革

　
　
　
ー
日
数
罰
金
を
中
心
に
ー

坂

田

仁

20

結七六五四三二一序
チ
ュ
レ
ー
ン
草
案

一
九
一
三
年
の
改
革

一
九
三
七
年
の
改
革

北
欧
刑
法
専
門
家
会
議

略
式
命
令
と
秩
序
罰

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
変
化

将
来
の
動
向

　語

序

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
故
牧
野
英
一
博
士
に
よ
っ
て
委
刊
刑
政
誌
上
に
そ
の
目
数
罰
金
制
度
の
紹
介
が
な



スウェーデンにおける罰金制度の沿革

（
1
）

さ
れ
、
ま
た
岡
山
大
学
（
現
在
は
駿
河
台
大
学
）
の
森
下
教
授
が
主
に
ブ
ス
タ
ソ
の
論
文
等
に
よ
り
つ
つ
一
九
五
〇
年
代
の
状
況
を
、
日
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

罰
金
制
度
を
中
心
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
．
そ
れ
か
ら
既
に
三
〇
年
余
を
過
ぎ
、
彼
国
の
制
度
に
も
当
然
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
．
ま
た
、
同
じ
く
日
数
罰
金
制
度
を
有
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
に
比
べ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
日
数
罰
金
制
度
は
成
功

し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
こ
で
再
び
同
国
の
制
度
を
紹
介
す
る
価
値
は
充
分
に
あ
る
と
思
う
．

　
筆
者
は
昨
年
法
務
省
刑
事
局
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
制
度
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
ら
れ
、
罰
金
制
度
の
現
状
を
中
心
に
報
告
書
を

作
成
し
た
。
そ
の
折
り
に
報
告
書
に
ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
部
分
を
ま
と
め
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
度
の

現
状
に
つ
い
て
は
法
務
省
に
提
出
し
た
報
告
書
（
法
務
省
の
資
料
に
掲
載
の
予
定
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
主
に
現
行
制
度
の

成
立
に
至
る
ま
で
の
沿
革
を
、
筆
者
の
入
手
し
得
た
資
料
に
従
っ
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
及
び
上
記
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
の
K
・
ス
ベ
リ
教
授
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
関
係
者
の
暖
か
い
ご
援
助
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
律
時
報
（
o
Q
く
昌
）
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
東
京
大
学
法
学
部
図
書
館
の
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
統
計
に
つ
い
て
は
、

一
部
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
併
せ
て
お
礼
申
し
あ
げ
る
。

　
（
1
）
　
牧
野
英
一
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
日
掛
け
制
度
」
、
季
刊
刑
政
新
一
巻
二
号
一
頁
以
下
、
同
、
「
罰
金
の
日
割
制
に
つ
い
て
」
、
季
刊

　
　
刑
政
新
六
巻
一
号
二
七
頁
以
下
．

　
（
2
）
　
森
下
忠
、
「
目
数
罰
金
制
」
、
刑
法
と
刑
事
政
策
、
一
粒
社
、
昭
和
三
九
年
、
四
五
頁
以
下
．

一
　
チ
ュ
レ
ー
ン
草
案

21

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
近
代
学
派
の
主
張
に
連
な
る
刑
法
改
正
作
業
は
、
一
九
一
一
年
の
チ
ュ
レ
ー
ン
の
「
刑
法
改
正
原
理
」
に
始
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（
1
）

ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
刑
法
改
正
運
動
の
影
響
下
に
ス
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

エ
ー
デ
ン
で
も
一
八
六
四
年
の
刑
法
の
改
正
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
ス
イ
ス
に
お
け
る
刑
法
改
正
が
保
安
処
分

の
導
入
に
関
す
る
シ
ュ
ト
ー
ス
案
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、
罰
金
制
度
の
改
革
が
そ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
発
端
と
な
っ
た
。
一
九
〇
九
年
チ
ュ
レ
ー
ン
は
、
罰
金
及
び
罰
金
の
換
刑
処
分
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
調
査
結
果
に

基
づ
い
て
草
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
。
こ
の
委
託
に
対
し
て
チ
ュ
レ
ー
ン
は
刑
法
の
全
面
改
正
草
案
を
も
っ
て
応
え
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
。
こ
れ
が
刑
法
改
正
原
理
と
そ
れ
に
続
く
チ
ュ
レ
ー
ン
案
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
チ
ュ
レ
ー
ン
は
、
罰
金
刑
を
違
警
罪
あ
る
い
は
最
も
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

　
　
「
今
日
の
罰
金
刑
が
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
で
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
換
刑
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
、
立
法
者
は
二
重
の
目
的
を
設
定
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
罰
金
刑
の
有
す
る
損
害
補
償
的
性
格
を
捨
て
去
り
、
意
思
に
影
響
を
与
え
る
の
に
適
し
た
実
効
性
の
あ
る
刑
罰

　
に
な
る
よ
う
に
罰
金
刑
そ
の
も
の
を
変
革
し
、
ひ
と
つ
に
は
、
換
刑
処
分
を
不
要
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
換
刑
処
分
を
改
良

　
す
る
こ
と
に
よ
る
に
せ
よ
、
今
日
の
換
刑
処
分
の
も
っ
て
い
る
欠
陥
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
自
ら
な
し
得
る
最
大
限
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
…
…
か
く
て
、
罰
金
刑
を
、
そ
の
損
害
賠
償
の
思
想
と
の
歴
史
的
な
結
合
を
断
ち
切
り
、
か
つ
そ
の
内
容
と
す
る
苦
痛
を
で
き
る
限
り
罰
金
受
刑
者
の

　
貧
富
と
無
関
係
に
同
一
に
な
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
作
用
を
一
様
に
同
一
の
威
嚇
的
な
も
の
と
す
る
方
向
で
改
革
す
る
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
．
』

　
　
　
　
　
（
6
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
こ
こ
で
チ
ュ
レ
！
ン
の
い
う
根
拠
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
e
　
罰
金
が
罰
金
受
刑
者
の
財
産
状
態
を
考
慮
し
な
い
で
科
さ
れ
る
た
め
、
同
一
の
刑
罰
が
あ
る
者
に
厳
し
く
、
あ
る
者
に
は
刑
罰
と
し
て
の
意
味
を

　
　
ま
っ
た
く
も
た
な
い
こ
と
。

　
⇔
　
罰
金
刑
が
刑
罰
と
し
て
理
解
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
損
害
賠
償
に
似
た
も
の
と
し
て
、
犯
人
に
よ
る
、
被
害
法
益
と
等
価
物
の
社
会
へ
の
提
供
程
度
の

　
　
意
味
し
か
な
い
こ
と
。

　
⇔
　
罰
金
は
犯
人
の
犯
罪
意
思
に
直
接
影
響
を
及
ぽ
し
得
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
．

22
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内
　
罰
金
が
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
苦
痛
を
そ
れ
に
相
当
す
る
苦
痛
で
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
実
を
そ
れ
に

　
　
応
じ
た
事
実
で
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
で
は
、
刑
罰
と
し
て
の
罰
金
が
具
備
す
べ
き
要
件
と
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
チ
ュ
レ
ー
ン
は
二
つ
の
要
件
を
掲
げ
て
い
る
．

　
O
　
刑
罰
と
し
て
の
苦
痛
の
平
等
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
チ
ュ
レ
ー
ン
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
引
用
し
て
、
罰
金
刑
を
罰
金
受
刑
者
の
財
産
と
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
．
そ
し
て
、
収

入
と
の
完
全
比
例
、
所
得
税
の
場
合
の
よ
う
な
累
進
制
を
罰
金
刑
の
決
定
に
導
入
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
他
、
収
入
の
性
質
の
相
違
、

支
出
の
多
様
性
を
ど
の
よ
う
に
罰
金
の
金
額
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
を
問
題
に
し
て
い
る
．

　
⇔
　
罰
金
の
支
払
い
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
罰
金
は
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
そ
の
不
払
い
に
た
い
し
て
代
替
処
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
代
替
処
分
が
多
用
さ
れ
る
よ

う
で
は
罰
金
刑
が
刑
罰
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
罰
金
の
分
納
制
、
支
払
猶
予
、
支
払
の
た
め
の
印
紙

税
的
方
法
の
導
入
、
失
業
期
間
中
の
罰
金
の
支
払
い
の
た
め
の
公
共
労
働
へ
の
従
事
な
ど
、
支
払
い
意
思
の
あ
る
者
に
は
支
払
い
易
く
、

そ
の
意
思
の
な
い
者
に
は
厳
し
い
徴
収
手
続
き
を
定
め
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
チ
ュ
レ
ー
ン
の
草
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
チ
ュ
レ
ー
ン
の
刑
法
改
正
草
案
中
「
罰
金
」

　
第
一
九
条
　
罰
金
刑
は
、
金
銭
を
も
っ
て
量
定
さ
れ
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

　
第
二
〇
条
　
罰
金
刑
を
判
決
す
べ
き
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
財
産
、
収
入
、
扶
養
義
務
並
び
に
そ
の
者
の
支
払
能
力
に
影
響
を
与
え
る
そ

　
　
の
他
の
事
情
に
て
ら
し
て
、
そ
の
者
に
一
日
分
の
日
数
罰
金
と
し
て
妥
当
す
る
目
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
罰
金
刑
は
、
最
低
一
日
最
高
二

　
　
〇
〇
目
の
目
数
罰
金
と
し
て
量
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
．

　
第
二
一
条
判
決
さ
れ
た
罰
金
刑
の
支
払
額
が
五
目
の
日
数
罰
金
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
い
は
毎
回
一
日
以
上
の
日
額
の
分
割
払
い
に
よ
り
、

　
　
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
．
た
だ
し
、
一
日
分
の
日
数
罰
金
を
さ
ら
に
分
割
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
罰
金
刑
が
四
回
の
分
割
払
い
に
よ
っ
て
完

23
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全
に
分
割
で
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
残
り
の
部
分
を
一
回
分
に
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
条
　
罰
金
刑
の
判
決
の
確
定
の
有
無
に
関
係
な
く
、
第
二
四
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
の
他
、
罰
金
刑
の
強
制
執
行
は
判
決
の
日
か
ら
下
記
の

　
　
期
間
が
経
過
す
る
以
前
に
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

　
　
一
、
判
決
さ
れ
た
罰
金
刑
が
一
〇
日
以
下
の
場
合
は
一
月

　
二
、
判
決
さ
れ
た
罰
金
刑
が
一
〇
日
を
こ
え
、
五
〇
日
以
下
の
場
合
は
三
月

　
三
、
判
決
さ
れ
た
罰
金
刑
が
五
〇
日
を
こ
え
、
一
〇
〇
日
以
下
の
場
合
は
六
月

　
四
、
判
決
さ
れ
た
罰
金
刑
が
一
〇
〇
日
を
こ
え
る
場
合
は
一
年

　
第
二
三
条
　
罰
金
受
刑
者
が
必
要
と
す
る
収
入
を
得
て
い
る
不
動
産
、
必
要
な
住
居
、
必
要
な
動
産
、
ま
た
は
、
職
業
の
遂
行
に
用
い
る
も
の
、
罰
金

　
　
受
刑
者
、
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
被
扶
養
者
た
る
子
の
必
要
な
衣
類
及
び
寝
具
、
並
び
に
．
一
か
月
の
間
罰
金
受
刑
者
及
び
そ
の
同
居
人
が
生
活
す
る

　
　
の
に
必
要
な
．
家
庭
の
中
に
あ
る
一
切
の
も
の
は
、
こ
れ
を
強
制
執
行
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
四
条
第
二
二
条
の
期
間
が
経
過
し
、
判
決
が
確
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
罰
金
が
罰
金
受
刑
者
自
身
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
ず
、
ま
た
は
、

　
　
強
制
執
行
及
び
財
産
の
競
売
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
．
罰
金
受
刑
者
に
は
拘
禁
の
判
決
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
　
　
罰
金
受
刑
者
が
本
邦
に
住
居
を
有
さ
ず
、
ま
た
は
、
ひ
そ
か
に
逃
亡
す
る
等
に
よ
り
、
罰
金
刑
の
執
行
を
免
れ
よ
う
と
試
み
る
場
合
で
あ
っ
て
、

　
　
し
か
も
、
右
受
刑
者
が
罰
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ま
た
は
支
払
い
を
保
証
で
き
な
い
場
合
、
判
決
が
既
に
確
定
し
て
い
れ
ば
、
上
記
の
期

　
　
間
が
経
過
し
て
い
な
く
て
も
拘
禁
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
五
条
　
第
二
四
条
に
定
め
る
換
刑
処
分
は
三
月
以
下
の
刑
期
で
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
支
払
わ
れ
て
い
な
い
罰
金
が
三
〇
日
未
満
の
場
合
で
、

　
　
か
つ
罰
金
受
刑
者
が
罰
金
を
支
払
う
た
め
に
で
き
る
限
り
の
事
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
八
日
未
満
の
換
刑
処

　
　
分
を
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
六
条
換
刑
処
分
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
に
つ
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
九
一
六
年
国
王
は
刑
法
改
正
委
員
会
の
設
置
を
命
じ
、
チ
ュ
レ
ー
ン
は
そ
の
議
長
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
審
議
の
結
果
は
一
九
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
に
答
申
一
九
二
三
年
九
号
と
し
て
発
表
さ
れ
た
．
こ
の
委
員
会
の
答
申
と
チ
ュ
レ
ー
ン
案
と
の
相
違
は
、
e
日
数
罰
金
の
日
額
を
一
ク

ロ
ー
ネ
以
上
一
、
O
O
O
ク
・
ー
ネ
以
下
と
し
た
こ
と
、
⇔
日
数
罰
金
の
日
数
を
一
日
以
上
九
〇
日
以
下
と
し
た
こ
と
、
㊧
罰
金
の
支
払

24、
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猶
予
と
分
納
制
を
二
〇
日
を
こ
え
る
日
数
罰
金
に
つ
い
て
認
め
た
こ
と
、
画
不
払
い
の
際
に
公
共
労
働
に
よ
る
支
払
い
を
認
め
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
、
㊨
換
刑
処
分
に
つ
い
て
日
数
の
換
算
表
を
作
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
答
申
に
よ
る
法
律
案
は
一
九
二
七
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
議
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
同
じ
年
に

チ
ュ
レ
ー
ン
は
再
度
日
数
罰
金
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
中
で
チ
ュ
レ
ー
ン
は
罰
金
刑
の
不
合
理
性
を
次
の
四
点
に
ま
と
め

　
　
（
1
4
）

て
い
る
。

　
e
　
罰
金
の
与
え
る
苦
痛
は
富
者
よ
り
も
貧
者
に
対
し
て
大
き
い
．

　
⇔
　
い
わ
ゆ
る
換
刑
処
分
に
よ
っ
て
罰
金
刑
が
自
由
刑
に
変
換
さ
れ
る
た
め
、
受
刑
者
は
本
来
の
刑
罰
と
は
ま
っ
た
く
違
う
方
法
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と

　
　
に
な
る
。

　
㊧
特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
、
自
由
刑
の
短
期
が
一
月
で
あ
る
た
め
．
換
刑
処
分
は
一
月
の
拘
禁
が
最
低
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
換

　
　
刑
処
分
に
よ
っ
て
軽
い
犯
罪
が
重
く
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
を
意
味
す
る
。

　
酋
　
民
事
債
務
の
不
履
行
に
は
身
柄
の
拘
束
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
罰
金
債
務
の
不
履
行
は
換
刑
処
分
に
よ
り
自
由
刑
に
変
換
さ
れ
る
。

　
　
個
人
の
責
任
の
観
点
か
ら
み
る
と
．
あ
る
種
の
罰
金
相
当
の
犯
罪
の
方
が
民
事
債
務
の
不
履
行
よ
り
も
軽
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
場

　
　
合
単
な
る
経
済
的
困
窮
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
る
罰
金
の
不
払
い
に
自
由
刑
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
民
事
債
務
の
場
合
と
比
べ
て
不
釣
合
い
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
日
数
罰
金
は
、
そ
の
日
数
に
よ
り
犯
罪
の
重
さ
を
示
し
、
そ
の
日
額
に
ょ
り
個
人
の
支
払
い
能
力
の
差
を
平
等
に
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　　パ　　 パ
う己εは乙N

望
二
＜ 宮

澤
浩
一
、
「
一
九
六
五
年
刑
法
典
に
お
け
る
「
制
裁
」
に
つ
い
て
」
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
〇
二
号
．
八
頁
。
本
稿
に
お
け
る
同
書
か
ら
の
引
用

そ
の
独
訳
で
あ
る
円
ξ
泳
7
『
魯
導
ρ
≦
・
”
℃
二
自
ぢ
一
雪
Φ
ぎ
零
oQ
宥
鑑
騎
畠
Φ
言
お
隔
自
β
■
縄
呂
層
一
〇
さ
に
基
づ
い
て
い
る
。

○
一
β
O
毯
鼠
≦
U
窪
零
雪
玲
猶
。
。
け
蚕
臣
品
零
零
邑
。
ま
7
の
＜
㍉
目
ご
思
｝
箸
。
㎝
弗
以
下
こ
れ
に
よ
る
。

一
げ
一
負
す
S
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
と
目
数
罰
金
の
父
は
チ
ュ
レ
ー
ソ
と
ゲ
ッ
ツ
（
ノ
ル
ウ
ェ
イ
）
と
ト
ル
プ
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
で
あ
る
と
い

（
器
8
冨
。
ド
頃
き
甲
国
包
葭
一
畠
”
U
R
円
ぎ
旨
器
号
り
ま
き
琶
。
・
9
≦
Φ
島
の
9
雪
丙
匡
邑
蜜
ξ
。
馨
騨
費
β
一
島
①
留
暮
駕
ぎ
幹
声
ヰ
8
窪
霞
9
亀
葺
）

　
●
O
ρ
一
〇
刈
o。
｝
マ
刈
o。
ρ
づ
9
①
』
G
。
鼻
）
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（
4
）
　
こ
の
草
案
は
、
一
九
一
六
年
（
総
則
）
、
一
九
一
七
年
（
人
身
犯
）
、
一
九
一
九
年
（
名
誉
を
殿
損
す
る
罪
）
、
一
九
二
〇
年
及
び
一
九
二
二
年

　
（
財
産
犯
）
と
い
う
順
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
の
う
ち
、
二
つ
の
独
訳
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
．
↓
ξ
審
F
魯
訂
づ
ρ
≦
。
”
ヨ
①

く
霞
再
①
魯
S
鴨
鮫
窪
5
愚
Φ
岳
畠
①
O
薯
霞
器
ξ
夢
㊦
F
這
嵩
及
び
円
ξ
3
戸
㍉
魯
讐
ρ
≦
』
＜
象
書
零
霞
h
豊
①
ぎ
Φ
簿
ψ
畠
≦
a
響
プ
窪

ω
け
蚕
凝
＄
9
N
ど
魯
9
い
q
巳
堕
一
〇
一
〇
。
で
あ
る
．
本
稿
で
訳
出
し
た
チ
ュ
レ
ー
ン
の
罰
金
刑
に
関
す
る
草
案
は
、
こ
の
後
者
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の

　
で
あ
る
。

（
5
）

　
℃
b
・

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　
た
。

　
こ
え
一
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
場
合
に
は
四
日
と
い
う
風
に
累
進
し
、

　
い
て
個
別
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
八
七
四
年
ま
で
の
罰
金
刑
の
比
率
は
九
二
％
で
あ
っ
た
．

（
1
1
）

（
1
2
）

（
13
）

（
祖
）

円
ξ
詠
ダ
昌
。
F
ギ
言
一
冨
昌
り
b
戸
零
朔
な
お
、
ギ
器
磯
①
ぴ
い
も
U
凶
①
O
＆
警
吋
瑞
Φ
巴
の
田
唇
ひ
弩
畦
①
一
Ω
豊
。
算
器
鎧
一
＜
。
ピ
刈
。。
」
。
F

逡
O
南
こ
や
もo
O
刈
o
い

目
げ
賛
3
博
8
．
o
凶
φ
‘
℃
二
自
一
豆
①
員
づ
．
虞
。

一
び
一
儀
‘
b
質
刈
も

o
h

H
ぴ
罷
‘
も
b
．
温
唐

モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
、
法
の
精
神
、
野
田
良
之
他
訳
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
二
年
、
上
巻
一
二
九
ー
一
三
〇
頁
参
照
。

一
八
六
四
年
刑
法
の
換
刑
処
分
は
、
始
め
パ
ン
と
水
だ
け
に
よ
る
監
獄
へ
の
拘
禁
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
四
年
か
ら
通
常
の
拘
禁
に
変
更
さ
れ

（
ω
ヰ
喜
一
」
く
畦
”
○
舅
冨
ま
一
宣
霞
ま
り
ぼ
。
評
お
親
℃
や
o
。
S
）
ま
た
、
同
刑
法
で
は
、
五
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
罰
金
は
三
日
、
五
ク
ロ
ー
ネ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
高
は
六
〇
目
の
拘
禁
で
あ
っ
た
。
罰
金
の
換
刑
可
能
性
は
個
々
の
犯
罪
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
」
α
げ
Φ
眞
u
＞
●
＝
①
ヨ
巨
夷
”
○
冨
げ
9
①
琶
ま
吋
奉
注
一
ぎ
繋
富
旨
曾
の
ξ
目
這
一
〇
。
。
悔
’
）
一
八
六
五
年
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
ヰ
導
炉
8
－
o
一
⇔
‘
唱
弩
α
ご
畠
）
一
3
9
サ
o
o
c
o
一
ぎ
ひ
Φ
ω
●
）

本
節
注
（
4
）
参
照
．

O
出
戸
8
。
o
一
。
‘
即
o
＜
邑
o
昌
①
F
の
く
噛
↓
一
8
倉
サ
P
禦
冨
げ
一
一
8
・
o
一
ひ
‘
℃
弩
α
こ
斜
お
q
9
す
oo
O
●

○
犀
鮮
8
●
9
曽
こ
因
Φ
＜
邑
o
口
①
7
ω
＜
臼
↓
一
8
♪
b
づ
■
ω
ω
①
唐

弓
耳
み
7
き
げ
碧
ρ
≦
．
”
○
暴
び
9
＄
。。
ぴ
声
潮
審
冨
｛
。
り
目
①
二
b
碗
u
o
o
ξ
目
這
ミ
｝
℃
や
ω
器
律
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二
　
一
九
三
一
年
の
改
革

　
チ
ュ
レ
ー
ソ
に
ょ
っ
て
開
始
さ
れ
た
日
数
罰
金
の
導
入
を
柱
と
す
る
罰
金
制
度
の
改
革
は
、
一
九
三
一
年
の
議
会
で
刑
法
の
改
正
と
一

つ
の
特
別
法
（
特
別
罰
金
法
）
に
結
実
し
、
一
九
三
二
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
制
度
改
革
の
目
的
は
、
e
罰
金
受
刑
者
の
貧
富
の
差
に
よ
る
罰
金
刑
の
感
銘
力
の
相
違
を
な
く
し
、
平
等
化
す
る
こ
と
と
、
⇔
罰

金
の
支
払
い
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
換
刑
処
分
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
罰
金
が
富
者
に
対
し
て
は
効
果
的
な
犯

罪
抑
圧
手
段
と
な
り
、
貧
者
に
対
し
て
は
労
働
と
節
約
と
に
よ
る
支
払
い
を
容
易
に
し
て
、
換
刑
処
分
を
回
避
で
ぎ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
1
）

が
強
調
さ
れ
た
。

　
改
正
さ
れ
た
罰
金
に
関
す
る
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
刑
法
二
章
八
条
罰
金
は
日
数
罰
金
と
し
て
判
決
さ
れ
る
．
日
数
罰
金
の
日
数
は
、
第
四
章
第
二
条
に
定
め
る
場
合
を
除
ぎ
．
犯
罪
の
性
質
に
従
い
最

　
　
低
一
日
最
高
一
二
〇
日
で
定
め
ら
れ
る
．
日
数
罰
金
の
日
額
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
収
入
、
財
産
、
扶
養
義
務
及
び
そ
の
他
の
経
済
状
態
に
て

　
　
ら
し
て
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
一
ク
ロ
ー
ネ
以
上
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
金
額
に
設
定
さ
れ
る
．
犯
罪
が
軽
微
な
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
は
日
数
罰
金
の
金
額
を
そ
れ
に
応
じ
て
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
罰
金
額
の
最
低
は
五
ク
ロ
ー
ネ
と
す
る
。

　
罰
金
を
罰
金
受
刑
者
の
支
払
い
能
力
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
e
一
般
的
な
量
刑
根
拠
に
ょ
っ
て
犯
罪
の
重
さ
を
罰
金
刑
の
宣

告
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
⇔
個
別
的
な
判
断
に
よ
っ
て
罰
金
受
刑
者
の
個
々
の
支
払
い
能
力
を
判
決
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
二
章
第
九
条
に
は
罰
金
の
支
払
猶
予
と
分
納
制
、
第
一
〇
、
一
一
条
に
は
換
刑
処
分
、
第
一
二
条
に
は
換
刑
処
分
の
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
責
任
が
州
庁
に
属
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
日
数
罰
金
の
適
用
さ
れ
る
犯
罪
に
は
限
定
が
付
さ
れ
た
．
刑
法
犯
で
は
、
法
定
刑
の
上
限
が
一
定
の
金
額
に
定
め
ら
れ
て
い
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る
犯
罪
、
具
体
的
に
は
酩
酊
罪
等
が
、
特
別
法
犯
で
は
罰
金
刑
の
上
限
が
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
犯
罪
が
、
そ
れ
ぞ
れ
日
数
罰
金
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

用
を
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
罰
金
を
罰
金
受
刑
者
の
支
払
い
能
力
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
目
的
が
有
罪
判
決

を
受
け
た
者
に
有
効
な
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
す
べ
て
の
罰
金
刑
に
妥
当
す
る
。
ま
ず
行
為
者
の
違
法
な
意
思
の
表
現
と
し
て
の
犯

罪
が
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
別
の
犯
罪
、
即
ち
、
あ
る
種
の
秩
序
維
持
規
定
に
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
遵
守
の

重
要
性
を
有
罪
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
強
調
す
る
こ
と
を
罰
金
刑
は
重
視
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
罰
金
受
刑
者
の
財
産
状
態
に
前
者

と
同
様
な
考
慮
を
払
う
こ
と
は
不
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
標
準
化
罰
金
が
日
数
罰
金
の
適
用
を
除
外
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
「
所
得
の
不
正
申
告
の
責
任
を
負
う
者
は
、
厳
し
い
経
済
的
損
失
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ
り
、
目
数
罰
金
が
こ
の
点
で
充
分
効
果
的

な
も
の
と
な
ら
な
い
と
危
惧
さ
れ
る
場
合
に
は
、
不
正
申
告
の
罰
金
額
は
不
正
な
事
実
に
よ
っ
て
課
税
を
免
れ
た
金
額
の
最
高
五
倍
に
定

　
　
　
　
（
6
）

め
ら
れ
る
…
…
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
右
に
述
べ
た
日
数
罰
金
の
適
用
除
外
の
一
つ
が
酩
酊
罪
そ
の
他
の
行
政
犯
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
に
定
額
罰
金
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
場
合
は
租
税
犯
罪
そ
の
他
の
、
特
別
な
算
定
根
拠
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
罰
金
刑
（
標
準
化
罰
金
）
と
し
て
概
念

化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
罰
金
制
度
の
改
革
は
、
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
大
き
い
問
題
を
刑
事
裁
判
に
投
げ
か
け
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
律
時
報
に
載
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
多
数
の
論
文
、
資
料
は
、
一
九
三
二
年
か
ら
数
年
間
の
混
乱
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
間
題
は
、
e
日

数
の
決
定
の
方
式
、
⇔
日
額
の
決
定
の
方
式
、
㊧
最
低
目
額
（
一
ク
ロ
ー
ネ
）
を
適
用
す
べ
き
場
合
、
画
罰
金
の
減
額
修
正
の
四
点
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

　
ロ
　
罰
金
日
数
の
決
定

　
（

　
日
数
罰
金
の
日
数
を
い
か
に
量
定
す
べ
き
か
。
上
述
し
た
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
目
数
罰
金
の
量
定
は
、
犯
罪
の
重
さ
に

よ
る
日
数
の
量
定
と
、
罰
金
受
刑
者
の
支
払
い
能
力
の
相
違
に
よ
る
日
額
の
量
定
と
の
、
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
従
っ
て
、
日
数
の
決
定
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に
当
た
っ
て
は
、
犯
罪
行
為
に
か
か
わ
る
条
件
が
重
視
さ
れ
る
．
こ
の
場
合
、
従
来
の
罰
金
刑
の
量
刑
実
務
と
の
関
係
が
間
題
で
あ
っ
た
。

　
オ
ー
リ
ン
は
、
日
数
の
量
定
に
当
た
り
犯
罪
の
性
質
、
犯
人
の
精
神
状
態
、
犯
人
の
生
活
上
の
困
難
を
考
慮
に
入
れ
る
の
は
当
然
で
あ

る
と
し
、
犯
人
の
経
済
状
態
も
、
そ
れ
が
犯
罪
性
に
影
響
を
及
ぽ
す
限
り
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
勿
論
、
刑
の
加
重
、
軽
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

事
由
も
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
罰
金
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
一
部
の
例
外
を
除
き
刑
法
上
の
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
法
定
刑
と
し
て
の
罰
金
の
上
限
は
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
．
そ
の
た
め
、
個
々
の
犯
罪
の
も
つ
重
さ
の
判
断
の
基
準
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
こ
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
当
時
と
ら
れ
た
方
法
は
三
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
、
罰
金
刑
の
換
刑
処
分
の
換
算
規
則
を
参
考
と
す
る
も
の

　
（
1
2
）

で
あ
る
．
日
数
罰
金
の
導
入
前
の
罰
金
は
刑
法
犯
に
つ
い
て
は
上
限
が
五
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
と
さ
れ
、
そ
の
不
払
い
の
場
合
の
換
刑
処
分
は

一
〇
ク
ロ
ー
ネ
を
一
目
に
換
算
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
数
罰
金
に
あ
て
は
め
、
ま
ず
旧
法
で
罰
金
額
を
量
定
し
、

そ
れ
を
一
〇
で
割
っ
て
日
数
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
上
限
が
五
〇
日
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
新
法
の
上
限
一
二
〇
日
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

合
わ
な
い
点
が
批
判
さ
れ
た
。

　
第
二
は
、
旧
法
の
刑
法
犯
の
罰
金
上
限
が
五
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
新
法
の
上
限
一
二
〇
日
に
対
応
さ
せ
て
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

法
に
従
っ
た
罰
金
の
量
定
を
行
い
、
比
例
計
算
に
よ
っ
て
新
法
の
日
数
を
量
定
す
る
の
で
あ
る
．
こ
の
方
式
に
は
ま
た
、
一
九
二
七
年
の

日
数
罰
金
導
入
の
法
律
案
で
と
ら
れ
た
方
式
で
あ
る
一
日
を
旧
法
の
罰
金
額
五
ク
ロ
ー
ネ
と
対
応
さ
せ
て
日
数
を
量
定
す
る
も
の
も
あ

　
（
1
5
）

っ
た
。
し
か
し
．
こ
の
方
式
は
刑
法
犯
に
は
妥
当
す
る
が
、
特
別
法
犯
に
は
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
特
別
法
犯
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
法
定
刑
の
上
限
は
個
々
の
犯
罪
ご
と
に
異
な
り
、
刑
法
犯
の
場
合
の
よ
う
に
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
．
そ

の
他
、
こ
の
方
式
は
旧
法
に
よ
る
罰
金
額
の
量
定
を
最
初
に
行
う
た
め
、
罰
金
受
刑
者
の
経
済
状
態
が
二
重
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
の
批
判
も
受
け
た
．
即
ち
、
旧
法
に
よ
っ
て
量
定
さ
れ
た
罰
金
額
は
経
済
状
態
を
考
慮
し
た
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
目
数
を
量

定
す
る
と
、
日
額
の
量
定
は
も
っ
ぽ
ら
罰
金
受
刑
者
の
経
済
状
態
に
基
づ
く
た
め
経
済
状
態
が
重
複
し
て
量
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
．
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第
三
の
方
式
は
、
旧
法
の
量
定
方
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
．
完
全
に
裁
判
官
の
自
由
裁
量
で
事
件
ご
と
に
妥
当
な
日
数
を
量
定
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
の
で
あ
る
。
オ
ー
リ
ン
は
こ
れ
が
最
善
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

　
二
　
罰
金
日
額
の
決
定

　
（

　
ヤ
ー
デ
に
ょ
る
と
、
罰
金
刑
は
最
短
期
の
自
由
刑
、
即
ち
三
〇
目
の
拘
禁
よ
り
も
重
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
同
時
に
罰
金
受
刑

者
に
対
し
て
刑
罰
と
し
て
の
最
小
限
の
苦
痛
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
金
額
を
、
個
別
的
に
刑
法
の
定

め
る
一
ー
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
の
範
囲
で
具
体
的
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定
は
相
当
性
の
判
断
の
問
題
で
あ
り
、
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
自
由
な
裁
量
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
日
額
の
決
定
方
法
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
提
案
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
日
収
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
年
収
か
ら
出
発

　
　
　
　
　
（
21
）

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
述
べ
る
。
チ
ュ
レ
ー
ン
は
、
日
数
罰
金
の
提
案
を
し
た
時
に
、
扶
養
義
務
の
履
行
に
悩
ま
さ
れ
ず
に
節
約
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

一
日
分
の
金
額
を
考
え
て
い
た
と
い
う
。
一
九
三
一
年
の
政
府
提
案
の
中
で
は
、
罰
金
刑
の
宣
告
の
際
に
収
入
、
財
産
、
そ
の
他
の
経
済

状
態
に
て
ら
し
て
、
長
期
的
に
み
て
罰
金
受
刑
者
が
自
分
に
科
さ
れ
た
扶
養
義
務
の
不
充
分
な
履
行
に
悩
ま
さ
れ
ず
に
節
約
す
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
と
考
え
ら
れ
る
一
日
分
の
金
額
と
さ
れ
、
ま
た
、
立
法
顧
問
院
の
多
数
意
見
は
、
有
罪
に
な
っ
た
者
が
自
ら
の
必
要
、
扶
養
義
務
及
び

そ
の
他
の
経
済
状
態
に
て
ら
し
て
、
み
ず
か
ら
の
一
日
分
の
平
均
収
入
か
ら
最
大
限
の
質
素
さ
に
よ
っ
て
罰
金
の
支
払
い
の
た
め
た
節
約

　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

で
き
る
金
額
と
し
て
い
る
．

　
　
　
　
（
2
5
）

　
日
額
の
決
定
に
最
も
重
要
な
の
は
収
入
で
あ
る
．
基
準
と
な
る
収
入
は
日
収
で
あ
る
が
、
判
決
直
前
の
収
入
で
は
な
く
、
長
期
的
に
み

た
一
目
分
の
平
均
収
入
で
あ
る
．
収
入
が
季
節
的
に
変
動
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
支
出
に
季
節
的
な
大
き
い
変
動
の
あ
る
場
合

に
は
、
収
入
は
平
均
年
収
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
．
収
入
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
社
会
的
地
位
に
て
ら
し
て
、
そ
の
居
住
地

域
の
一
日
分
の
平
均
支
出
を
基
準
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
．
収
入
に
は
、
勤
労
収
入
だ
け
で
な
く
、
資
産
、
利
子
、
年
金
等
も
考
慮
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に
い
れ
る
。
こ
う
し
て
算
定
さ
れ
る
日
収
の
う
ち
何
割
を
罰
金
日
額
と
す
る
か
。
罰
金
受
刑
者
自
身
の
生
活
維
持
の
費
用
、
扶
養
義
務
の

履
行
，
居
住
地
域
の
標
準
的
な
生
計
費
、
物
価
、
配
偶
者
の
収
入
、
子
の
資
産
収
入
、
税
金
、
負
債
な
ど
が
す
べ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
給
与
生
活
者
と
利
子
生
活
者
の
比
較
、
収
入
は
乏
し
い
が
家
族
等
の
援
助
で
高
水
準
の
生
活
を
し
て
い
る
者
、
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

罪
に
よ
り
大
ぎ
い
利
得
の
あ
っ
た
者
、
犯
罪
の
陰
の
人
物
の
経
済
状
態
等
も
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
後
者
の
方
法
は
、
右
の
よ
う
な
算
定
の
方
法
を
不
合
理
だ
と
し
て
、
日
額
決
定
の
基
礎
を
年
収
に
置
く
の
で
あ
る
．
一
日
の
収
入
を
も

っ
て
経
済
状
態
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
だ
け
で
、
定
収
入
の
あ
る
者
に
は
適
用
が
難
し
く
、
年
収
の
多
少
に
よ
り

扶
養
の
た
め
の
費
用
も
変
動
す
る
．
ま
た
、
罰
金
の
支
払
い
に
は
貯
金
や
借
金
が
あ
て
ら
れ
る
し
、
罰
金
の
支
払
い
自
体
に
も
支
払
い
の

猶
予
や
分
割
払
い
の
制
度
が
あ
る
．
つ
ま
り
、
一
定
の
日
数
の
間
極
度
の
節
約
を
し
て
罰
金
の
支
払
い
に
あ
て
る
た
め
の
金
銭
を
残
す
と

い
う
考
え
か
た
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
．
罰
金
の
支
払
い
能
力
は
全
体
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
そ
こ
で
、
後
者
は
罰
金
受
刑
者
に
対
す
る
罰
金
の
上
限
を
最
初
に
算
定
す
る
．
旧
制
度
の
罰
金
の
上
限
は
五
〇
〇
ク
・
ー
ネ
で
あ
っ
た

が
、
新
制
度
で
は
三
六
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
。
こ
の
金
額
を
三
〇
日
の
拘
禁
よ
り
重
く
な
ら
な
い
よ
う
に
決
定
す
る
．
こ
れ
を
二

か
月
の
収
入
と
定
め
て
、
年
収
の
六
分
の
一
を
罰
金
の
最
高
額
と
し
て
設
定
す
る
の
で
あ
る
．
従
っ
て
、
罰
金
日
額
は
そ
の
一
二
〇
分
の

一
、
即
ち
、
年
収
の
七
二
〇
分
の
一
と
す
る
の
が
相
当
だ
と
さ
れ
る
．

　
以
上
は
、
罰
金
日
額
の
算
定
根
拠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
罰
金
日
額
の
算
定
の
手
順
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
制
度
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

革
の
実
施
に
関
す
る
実
態
調
査
か
ら
は
各
地
の
裁
判
所
が
相
当
の
苦
労
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
一
般
的
な
手
順
は
、
検
察
官
が
事
前
に
被
疑
者
の
経
済
状
態
を
調
査
し
て
い
る
が
、
検
察
官
の
関
与
の
な
い
事
件
（
例
え
ば
私
人
訴
追
事

件
）
で
は
信
頼
で
き
る
資
料
が
得
ら
れ
な
い
と
の
回
答
が
あ
る
．
経
済
状
態
の
調
査
は
通
常
一
定
書
式
の
調
査
表
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綴
）

る
。
調
査
に
当
た
っ
て
各
裁
判
所
の
参
審
員
の
協
力
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
．
同
時
に
、
交
通
事
件
な
ど
よ
そ
者
の
事
件
、
代
理
人
出

頭
事
件
で
は
信
頼
性
が
低
い
と
さ
れ
、
調
査
を
拒
否
す
る
被
告
人
も
相
当
数
い
た
よ
う
で
あ
る
．
検
察
、
警
察
の
用
意
し
た
資
料
を
被
告
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人
に
補
充
さ
せ
た
り
、
被
告
人
調
査
を
省
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
こ
れ
ら
の
方
法
に
つ
い
て
当
時
の
議
会
オ
ム
ブ
ヅ
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
　
「
経
済
状
態
の
調
査
は
、
ま
ず
裁
判
所
の
有
し
て
い
る
個
人
的
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
い
場
合
に
経
済
状
態
の
調
査
を
行
う
。
調
査
内
容
は
訴
訟
記

　
録
に
記
録
す
る
。
個
人
の
秘
密
の
保
護
の
た
め
訴
訟
記
録
に
は
記
録
せ
ず
、
警
察
の
捜
査
記
録
で
す
ま
す
こ
と
も
で
き
る
。
調
査
が
行
き
す
ぎ
て
は
い

　
け
な
い
。
通
常
は
被
告
人
本
人
の
申
述
と
裁
判
所
の
知
識
と
で
充
分
で
あ
る
．
裁
判
所
の
負
担
を
避
け
る
た
め
検
察
官
に
資
料
を
準
備
さ
せ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
で
き
る
。
課
税
記
録
、
商
業
日
記
な
ど
の
他
被
告
人
に
証
拠
の
提
出
を
求
め
て
も
よ
い
。
印
刷
さ
れ
た
定
型
書
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を

　
通
常
必
要
な
も
の
に
限
定
す
ぺ
き
で
あ
る
。
検
察
官
と
の
連
絡
の
不
要
な
事
件
で
は
定
型
書
式
が
必
要
で
あ
る
が
、
警
察
の
調
査
が
私
生
活
へ
の
干
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
種
の
個
人
情
報
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
出
版
の
自
由
法

　
に
よ
る
特
別
な
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
同
法
は
教
会
の
記
録
か
ら
他
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
情
報
の
取
得
を
禁
止

　
し
て
い
る
．
日
数
罰
金
の
調
査
表
は
公
の
記
録
な
の
で
、
情
報
の
性
質
に
応
じ
た
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
右
の
こ
と
か
ら
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
事
情
に
つ

　
い
て
は
、
多
く
の
場
合
日
額
の
減
額
の
事
由
と
な
る
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
の
申
述
は
被
疑
者
の
裁
量
に
委
ね
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
高
い
罰
金
を
選

　
ぶ
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
被
疑
者
で
あ
る
．
警
察
は
被
疑
者
が
望
ま
な
い
の
に
、
借
金
の
額
や
家
族
以
外
の
被
扶
養
者
な
ど
の
調
査
を
す
る
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
判
決
の
中
に
は
日
数
罰
金
の
日
数
の
み
を
記
載
し
、
罰
金
日
額
を
記
載
す
べ
き
で
な
い
。
」

　
　

　
三
　
最
低
日
額
を
用
い
る
べ
き
場
合

　
（
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
前
出
の
実
態
調
査
で
は
、
最
低
日
額
（
一
ク
・
ー
ネ
）
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
適
用
状
況
は
裁
判
所

ご
と
に
違
い
が
み
ら
れ
、
O
日
数
罰
金
の
一
〇
％
以
下
に
抑
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
⇔
日
数
罰
金
の
一
五
ー
二
五
％
で
、
一
定
の
基
準
以
下

の
収
入
の
場
合
に
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
㊧
比
較
的
頻
繁
に
、
日
数
罰
金
の
五
五
％
で
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
最
低
日
額
に
つ
い
て
の
規
定
は
一
九
二
七
年
の
提
案
と
一
九
三
〇
年
の
政
府
の
覚
書
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
、
政

府
の
説
明
で
は
、
旧
制
度
で
は
一
〇
〇
ク
・
ー
ネ
の
罰
金
に
あ
た
る
、
被
害
の
軽
い
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
主
婦
の
場
合
で
、
夫
が
失
業

中
で
病
気
、
九
人
の
子
供
（
う
ち
二
人
は
三
歳
と
一
歳
V
が
あ
り
、
生
活
保
護
受
給
、
自
力
で
家
族
の
世
話
を
し
て
い
る
場
合
が
、
適
用
事
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（
3
8
）

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
極
端
な
事
例
が
当
初
は
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
使
用
は
極
力
控
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い

（
3
9
）

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
ボ
リ
は
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
の
恐
慌
時
代
の
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ヨ
ー
テ
ボ
リ
で
は
一
、

○
○
○
ク
・
ー
ネ
以
上
の
年
収
の
な
い
者
に
は
す
べ
て
最
低
日
額
を
適
用
し
て
い
る
と
し
、
多
く
の
事
件
で
用
い
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

い
る
．
ま
た
、
ベ
ン
ツ
も
こ
れ
に
賛
成
し
て
、
日
額
の
算
出
は
い
わ
ゆ
る
量
刑
で
は
な
く
て
、
一
定
の
基
準
に
基
づ
く
計
算
で
あ
り
、
計

算
上
一
ク
・
ー
ネ
以
下
に
な
れ
ば
最
低
日
額
を
使
用
す
る
の
が
当
然
だ
と
す
る
。
最
低
日
額
を
法
が
一
ク
ロ
ー
ネ
と
し
て
い
る
の
は
、
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

金
の
刑
罰
と
し
て
の
苦
痛
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
．
オ
ー
リ
ン
の
立
場
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
出
発
点
は
ベ
ン
ツ
と
は
違
う
が
、

日
額
の
計
算
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
額
を
そ
の
ま
ま
用
い
れ
ば
よ
い
と
す
る
．

　
こ
こ
で
の
基
本
的
な
間
題
は
、
罰
金
の
刑
罰
と
し
て
の
性
質
の
保
持
と
罰
金
受
刑
者
の
窮
迫
し
た
経
済
状
態
と
の
比
較
衡
量
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

罰
金
を
ど
こ
ま
で
支
払
い
可
能
な
も
の
と
す
る
か
（
換
刑
処
分
を
回
避
す
る
か
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
．

　
　

　
四
　
罰
金
額
の
修
正

　
（

　
日
数
罰
金
制
度
の
導
入
に
よ
り
二
種
類
の
罰
金
、
即
ち
、
日
数
罰
金
と
従
来
の
罰
金
と
が
併
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
罰
金
制
度
の
改

革
は
、
刑
法
二
章
八
条
の
改
正
で
、
最
高
額
が
示
さ
れ
て
い
る
刑
法
犯
に
つ
い
て
は
日
数
罰
金
の
適
用
を
は
ず
す
と
同
時
に
、
特
別
罰
金

法
に
よ
っ
て
、
特
別
法
犯
に
つ
い
て
は
罰
金
額
が
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
を
こ
え
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
日
数
罰
金
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

こ
の
二
つ
の
罰
金
制
度
の
運
用
上
生
じ
る
不
公
平
を
正
す
の
が
修
正
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）

　
日
数
罰
金
運
用
の
実
態
調
査
は
、
修
正
が
小
規
模
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
．
適
用
の
少
な
い
理
由
と
し
て
、
e
罰
金
受
刑
者

が
一
般
に
貧
し
く
、
修
正
条
項
の
適
用
前
、
日
額
の
決
定
の
際
に
十
分
に
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
、
⇔
修
正
の
意
味
が
ま
だ
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
と
を
あ
げ
て
い
る
．
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
修
正
の
例
は
、
違
法
に
運
転
禁
止
場
所
で
自
動
車
を
運
転
し
た
、

年
収
九
三
、
○
○
○
ク
・
ー
ネ
、
資
産
七
五
〇
、
○
○
○
ク
・
ー
ネ
の
男
の
場
合
（
一
五
ク
・
ー
ネ
の
罰
金
）
、
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
し
た
自
動
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車
を
運
転
し
た
、
税
金
が
一
五
、
六
三
〇
ク
ロ
ー
ネ
で
、
一
六
五
、
七
〇
〇
ク
・
ー
ネ
相
当
の
耕
作
地
所
有
、
そ
の
他
の
資
産
一
五
九
、

○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
の
男
（
三
ク
・
ー
ネ
の
罰
金
）
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
軽
微
な
公
務
員
犯
罪
を
犯
し
た
資
産
家
の
高
級
公
務
員
の

（
4
7
）例

も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
数
罰
金
の
適
用
に
ょ
っ
て
高
額
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
場
合
に
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

犯
罪
が
「
秩
序
違
反
行
為
」
か
ど
う
か
、
犯
罪
の
種
類
、
性
質
、
類
型
等
が
軽
微
と
い
え
る
か
ど
う
か
等
、
そ
の
適
用
の
基
準
に
つ
い
て

争
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
（
1
）
　
9
β
O
毒
貫
≦
○
ヨ
び
簿
①
器
貫
帥
南
o
富
び
①
・
鼠
目
ヨ
導
留
窪
＝
讐
一
〇
ω
一
母
の
寅
鴨
江
一
ぎ
ぎ
幹
の
乱
目
一
〇
8
”
箸
。
N
O
騎
南
・

　
（
2
）
　
旧
刑
法
二
章
八
条
。
望
声
年
8
』
一
ε
b
鋒
島
』
斜
サ
O
ど
2
『
目
き
｝
渥
亀
窮
畦
”
国
9
撃
S
玲
二
夷
ま
邑
品
『
母
き
号
く
霞
寄
鼠
≡
o
q
げ
9
8
げ

　
　
ま
吋
毒
巳
一
一
轟
袈
9
富
9
声
戸
乞
萄
の
一
〇
ω
ρ
サ
一
お
。
h

　
（
3
）
O
鋒
量
客
”
U
轟
。・
び
。
駐
m
蓋
審
目
①
“
ω
乱
目
一
8
ど
層
N
q
ω
9

　
（
4
）
乞
図
冨
導
）
。
b
。
簿
こ
乞
萄
ω
一
8
9
箸
。
鴇
鳶
。

　
（
5
）
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
γ
で
酩
酊
罪
が
犯
罪
化
さ
れ
た
の
は
一
七
三
三
年
か
ら
で
、
こ
れ
は
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
な
ど
敬
塵
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
の

　
　
影
響
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
（
冒
鵯
き
O
α
蚕
疑
望
雪
降
鼠
9
。
。
三
馨
自
昼
這
o
。
ρ
P
S
O
’
）

　
（
6
）
　
ω
嘗
卑
算
8
。
。
陣
ε
勺
畦
α
ご
自
矯
薯
●
8
い

　
（
7
）
＞
ぎ
β
巨
｝
ピ
①
目
程
π
○
ヨ
鼠
讐
。
霧
遂
“
Φ
ヨ
①
江
竃
勲
貯
菖
犀
窪
（
ω
＜
弩
一
8
N
V
｝
ω
①
鼠
国
℃
Ω
ロ
呂
畦
”
O
目
量
讐
げ
9
①
拐
ぴ
＄
鼠
目
冨
導
自
Φ

　
　
（
ω
こ
円
一
〇
ω
ω
）
な
ど
。
な
お
冒
一
9
零
巨
鉱
①
さ
≦
o
一
赫
導
鰻
U
器
↓
謎
Φ
菩
5
Φ
霧
蓋
冨
目
汐
の
蓋
＆
ぎ
麩
δ
7
N
ω
葺
≦
切
鮮
㎝
9
一
8
9
薯
’
①
一
①

　
　
弗
o
h
●

　
（
8
）
　
例
え
ば
○
＝
P
。
P
。
一
ε
の
ξ
目
這
ω
ρ
》
曽
①
に
は
、
「
我
が
国
の
下
級
裁
判
所
の
量
刑
は
大
き
な
不
統
一
を
示
し
て
い
る
．
」
と
述
べ
ら
れ

　
　
て
い
る
、

　
（
9
）
H
獣
島
こ
b
●
曽
q
。

　
（
1
0
）
　
一
獣
皇
b
．
曽
9

　
（
11
）
　
閑
㊤
巨
h
o
葬
》
『
夢
霞
”
U
品
書
。
富
亀
馨
Φ
目
o
宏
け
目
似
ヨ
冨
一
轟
く
建
仁
＆
Φ
鼠
o
ヨ
。
。
ε
一
帥
3
辞
ω
ξ
目
一
8
0
。
一
署
●
ω
思
い
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ベ
ソ
ツ
の
論
文
は
、
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ー
リ
ソ
に
対
す
る
ベ
ン
ツ
の
批
判
は
、

　
り
、

　
と
解
釈
す
る
の
が
正
し
く
、
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ド
ブ
ッ
ク
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野
層
ω
q
伊
Ω
似
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9
客
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吸
。
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ま
言
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欝
の
ξ
目
這
ω
ω
｝
b
●
8
斡

○
一
5
8
。
o
一
ε
の
＜
『
目
這
ω
も
o
｝
や
曽
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Ω
飲
乱
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ω
＜
『
↓
一
8
ω
｝
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㎝
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一
び
箆
こ
b
．
㎝
O
一
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○
一
旦
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p
鼻
こ
ω
＜
』
．
目
お
ω
ρ
づ
．
曽
♪
O
似
三
9
8
・
。
客
。
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の
く
』
．
↓
一
〇
〇
。
ρ
層
q
O
P

O
弩
q
9
8
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o
凶
ε
の
＜
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日
お
ω
Go
｝
b
．
㎝
O
P

O
＝
戸
8
・
o
一
げ
こ
ω
〈
㍉
弓
一
〇
ω
ω
矯
b
．
N
嵩
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O
弩
q
ρ
8
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一
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ω
乱
弓
一
〇
ω
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ω
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ω
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＜
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目
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撃
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①
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一
ぎ
冨
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く
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輿
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ω
一
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切
①
邑
評
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凶
ε
の
く
胃
一
8
ω
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
登
8
・
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ぎ
幹
昌
這
ω
ω
へ
の
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
。
本
節
注
（
2
9
）
参
照
。

○
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戸
o
や
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の
く
臼
日
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〇
ω
o
o
一
b
サ
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。

H
ぴ
達
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マ
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一
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似
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げ
こ
の
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鳩
冒
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＝
戸
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．
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一
ε
ω
＜
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弓
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ω
｝
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以
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国
犀
げ
霞
鯨
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』
一
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ω
こ
目
お
器
堕
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階
O
顕
に
ょ
る
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O
鋒
α
9
8
．
9
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ω
乱
日
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ω
9
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9
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＜
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貰
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乞
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0
g
び
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び
2
葛
国
一
〇
㎝
ピ
サ
曽
ω
5
0
審
に
鑑

9
旦
8
』
F
ω
ξ
目
一
8
ω
堕
醤
・
8
Φ
朔
　
オ
ー
リ
ソ
は
こ
の
立
場
で
年
収
、
最
高
罰
金
額
、
罰
金
日
額
の
換
算
表
を
作
成
し
て
い
る
．
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
拘
禁
と
罰
金
と
は
本
来
比
較
不
可
能
な
の
に
、
一
月
の
拘
禁
を
ニ
ヵ
月
分
の
収
入
で
対
応
さ
せ
る
の
は
誤

㈹
年
収
の
七
二
〇
分
の
一
と
い
う
オ
ー
リ
ソ
の
計
算
は
日
収
の
二
分
の
一
と
い
う
の
と
同
じ
、
㈲
立
法
趣
旨
か
ら
は
日
収
を
基
礎
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
の
単
位
を
日
に
お
く
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

”
帥
言
鴎
o
毎
｝
8
．
巳
σ
こ
の
く
『
目
一
8
ρ
b
b
。
ω
盟
㊥

萩
原
金
美
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
、
弘
文
堂
、
昭
和
六
二
年
、
坂
田
仁
、
「
司
法
」
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
編
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ン

　
　
、
昭
和
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．
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9
の
鼠
9
Q
自
罫
お
蓉
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巨
ヨ
Φ
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な
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参
照
．
参
審
員
は
事
実
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、
法
律
問
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の
双
方
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関
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す
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．
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次
頁
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あ
る
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原
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スウェーデンにおける罰金制度の沿革

ストックホルムで用いられていた調査表

（1）職業及び地位

（2）身分事項　既婚、未婚、離別、死別、孤児（正しい事項に下線）

（3）同居中の自活していない子とその年齢

（4）本人の収入

　a　定期的現金収入

　b　その他の定期的利益（無料アパート、無料住宅、ボーナス、現物給与等）

　c　公的年金、私的年金等

　d　その他の収入（勤労、動産、資本等）

（5）配偶者及び同居の子の収入

（6）国の所得税及び資産税の最新の税額

（7）おおよその資産（負債を控除した積極資産）

（8）被調査者が事件の中で説明を望んだ特別な事情（両親、離別配偶者、同居していない子等

　　に対する扶養義務、7で減額されていない負債、失業、生活保護、その他）

〔この表についている注意事項〕

　収入は、例えば国家又は地方公務員のように、その者の年収をその年の全月数で等しく分割

されているような者の場合には、その者の月収て赤すこと。その他の、商人や季節労働者の場

合は年収で示すこと。

　収入に関する情報は特別な事情の存在する場合にのみ、雇用主に照会すること。そして、そ

の場合には照会によって不必要な苦痛を加えることのないよう注意すること。

　収入のない者（両親のもとに同居する息子のような場合）にっいてはおおよその範囲で情報

を示すこと。

　被調査者が最新の課税額通知書を持参しない場合には、最新の課税額を所轄の税務当局、郡

書記（haradsskrivare）に照会する等相当な方法で照合すべきである。

（前頁注33参照。〉
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三
　
一
九
三
七
年
の
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
九
三
七
年
の
改
革
の
目
的
は
、
換
刑
処
分
の
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。
今
、
手
も
と
の
乏
し
い
資
料
か
ら
統
計
を
掲
げ
る
と
第
一
表

の
よ
う
に
な
る
．
こ
こ
に
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
数
字
（
空
欄
は
手
も
と
に
資
料
欠
）
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
．
年
度
が
と

び
と
び
に
な
っ
て
い
る
が
．
日
数
罰
金
を
導
入
し
た
年
の
換
刑
処
分
の
数
が
処
分
率
と
と
も
に
最
大
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
．
一

九
一
八
年
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
好
景
気
の
年
で
、
換
刑
処
分
が
最
低
で
あ
っ
た
．
ま
た
、
一
九
三
二
年
は
世
界
大
恐
慌
の
時
代
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
の
二
つ
の
社
会
的
事
実
が
こ
の
数
値
の
背
景
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
年
に
し
て
実
に
四
倍
に
換
刑
処
分
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
一
九
三
二
年
に
自
由
刑
は
五
、
〇
九
六
人
に
科
さ
れ
（
う
ち
一
、
八
一
三
は
条
件
付
き
）
、
換
刑
処
分
に
よ
り
刑
務
所
に
収
容
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
る
者
の
数
は
、
自
由
刑
に
よ
っ
て
収
容
さ
れ
る
者
の
数
の
二
倍
以
上
に
も
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
，
換
刑
処
分
で
刑
務
所
に

収
容
さ
れ
た
者
が
刑
務
所
生
活
に
慣
れ
る
こ
ぎ
、
自
由
刑
相
当
の
重
い
犯
罪
と
罰
金
相
当
の
軽
い
犯
罪
の
間
の
区
別
を
無
に
す
る
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
路
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分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
95

　
処
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（
　
e

年度 罰金総数一一換刑処分 比率
1914

1915

89714 13142 14．65％

1916

1917 約6200Q

1918 2173

1919
暫　 一　 一　甲　 響　一　一 幅　一　一　－　響　一　一　辱　甲　糟　一 一　■　●　・　璽　一　一　願　一　一　一　， 一　一　一　一　一　一　一　卿　一　ρ　一　腫

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

　104203

，　一　一　冒　り　昂　一　甲　一　一　ワ　ー

　　3911

辱　o　ρ　脚　，　一　〇　一　一　，　冒

　　3．75％

甲　一　一　畠　層　一　曹　噂　一　一　一　一

一
1 93G

1931 101099 12375 12．24％

1932 107043 13358 12．48％

1933 114868 11490 10．OO％

1934 126080 9369 7．43％

1935 123274 7942 6．44％

1936 125888 6723 5．34％

1937 136604 4836 3．54％

1938 142629 4728 3．31％

1939 139665 815 0．58％

1940 116494 648 0．56％

1941 132440 571 0．43％

1942 147764 438 0．30％

ユ943 169861 321 0．19％

1944 159702 313 0．20％

1945 153910 346 Q．22％

1946 148142 289 0．20％

1947 144435 355 0．25％

1948 112600 277 O．25％

1949 153514 275 0．18％
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スウニーデンにおける罰金制度の沿革

　
日
数
罰
金
の
導
入
理
由
の
一
つ
は
罰
金
の
支
払
い
を
容
易
に
し
、
換
刑
処
分
の
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
．
右
の
実
状
は
改
善

を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
次
の
改
革
、
即
ち
一
九
三
七
年
の
改
革
の
目
標
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．

　
こ
れ
と
時
を
ほ
ぽ
同
じ
く
し
て
、
行
刑
改
革
が
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
関
連
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
の
演

説
で
あ
る
。
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
は
一
九
三
四
年
一
二
月
に
、
「
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
軽
微
な
犯
罪
で
裁
判
所
が
罰
金
刑
に
付
し
た
者
が
貧

乏
や
失
業
の
た
め
に
罰
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
、
換
刑
処
分
を
攻
撃
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

罰
金
の
換
刑
処
分
で
拘
禁
に
付
さ
れ
て
い
る
者
を
刑
務
所
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
．

　
彼
は
ま
た
、
そ
の
年
の
四
月
に
司
法
大
臣
と
し
て
、
包
括
的
な
刑
事
政
策
的
改
革
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
罰
金
に
つ
い
て
次

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
こ
の
刑
罰
に
対
し
て
は
、
と
く
に
．
裁
判
所
が
罰
金
を
以
て
償
う
べ
き
で
あ
る
と
み
と
め
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
犯
人
に
自
由
刑
の
執
行
を
受
け
さ
せ

　
る
こ
と
は
原
則
的
に
正
当
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
即
ち
、
こ
の
場
合
自
由
刑
の
執
行
の
理
由
は
犯
さ
れ
た
犯
罪
の
性
質
で
は
な
く
て
、
犯

　
人
が
罰
金
を
支
払
う
意
思
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
．
罰
金
受
刑
者
が
失
業
な
ど
の
た
め
に
罰
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な

　
い
場
合
刑
罰
が
罰
金
刑
か
ら
自
由
刑
に
加
重
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
意
識
に
も
と
る
も
の
で
あ
る
。
罰
金
受
刑
者
が
怠
慢
の
た
め
に
罰
金
の
支
払
い
を
し

　
な
か
っ
た
場
合
に
関
し
て
は
現
行
の
規
則
に
よ
り
罰
金
刑
を
自
由
刑
に
転
換
す
る
危
険
性
が
怠
慢
者
に
対
す
る
充
分
効
果
的
な
強
制
手
段
を
意
味
し
て

　
い
な
い
こ
と
も
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．
毎
年
一
万
人
以
上
の
者
が
罰
金
刑
の
償
い
の
た
め
に
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
多
く
の

　
者
は
か
く
て
刑
務
所
へ
の
短
期
の
収
容
に
よ
っ
て
刑
務
所
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
自
由
刑
の
威
嚇
力
が
そ
れ
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
い
る
．
加
え
て
．

　
罰
金
受
刑
者
の
刑
務
所
へ
の
収
容
は
、
そ
の
刑
務
所
間
で
の
移
送
と
と
も
に
、
国
庫
に
多
大
な
負
担
を
生
じ
て
い
る
．
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
の
指
導
の
下
に
行
わ
れ
た
罰
金
制
度
の
改
革
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
．

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
一
　
換
刑
処
分
の
条
件
付
決
定
の
採
用

　
（

　
罰
金
の
不
払
い
が
怠
慢
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
犯
人
の
改
善
に
自
由
刑
が
相
当
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
事
件
の
場
合
、
状
況
に
よ

っ
て
換
刑
処
分
を
条
件
付
き
に
し
、
そ
の
対
象
者
の
施
設
収
容
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
．
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
条
件
付
判
決
制
度
は
、
自
由
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
、
罰
金
刑
に
つ
い
て
の
猶
予
の
制
度
は
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
改
革
は
、
罰
金
刑
の
猶
予
は
み
と
め
ず
、
換
刑
処
分
に
つ
い
て
の
み
条
件
付
猶
予
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
．

　
こ
の
処
分
は
通
常
の
条
件
付
判
決
と
は
異
な
り
、
犯
人
の
改
善
の
た
め
の
必
要
と
か
、
過
去
一
〇
年
間
自
由
刑
の
判
決
を
受
け
て
い
な

い
と
か
の
要
件
が
な
く
、
監
督
も
と
く
に
必
要
な
場
合
に
だ
け
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
．
あ
く
ま
で
も
、
罰
金
の
不
支
払
い
に
よ

る
「
換
刑
処
分
」
の
猶
予
で
あ
っ
た
。

　
　

　
二
　
換
刑
処
分
の
量
定

　
（

　
従
来
の
換
刑
処
分
の
量
定
は
、
罰
金
日
額
一
日
を
三
日
に
、
二
日
を
四
日
に
、
そ
し
て
こ
れ
以
上
は
日
額
二
日
増
ご
と
に
拘
禁
一
日
を

増
し
、
日
額
一
二
〇
日
を
拘
禁
六
〇
日
に
換
算
し
て
執
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
、
第
二
表
の
よ
う
に
、
日
数
五
日
（
定
額
罰
金
で
は
二
五
ク
・
ー
ネ
）
ま
で
は
一
〇
日
の
拘
禁
（
懲
役
の
場
合
は
五
日
）
に
換
算
し
、

日
数
九
〇
日
ま
で
は
日
額
二
日
を
拘
禁
一
日
（
懲
役
の
場
合
は
そ
の
半
分
）
に
換
算
し
、
九
〇
日
を
こ
え
た
場
合
に
は
日
額
三
日
を
拘
禁
一

日
に
換
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
定
額
罰
金
の
五
ク
β
ー
ネ
を
日
数
罰
金
の
一
日
と
み
な
し
、
標
準
化
罰
金
に
つ
い
て
は
個
別

に
日
数
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
換
刑
処
分
の
最
高
日
数
は
九
〇
日
と
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
、
支
払
い
に
熱
心
で
あ
っ
た
者
に
は
、
換
刑
処
分
の
日
数
の
軽
減
の
道
が
開
か
れ
、
五
日
以
下
（
罰
金
刑
の
併
合
の
場
合
は
一
〇

日
）
の
日
数
罰
金
及
び
二
五
ク
ロ
ー
ネ
以
下
（
罰
金
刑
の
併
合
の
場
合
に
は
五
〇
ク
・
ー
ネ
）
の
定
額
罰
金
の
換
刑
処
分
は
、
不
払
い
が
怠
慢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
よ
る
場
合
ま
た
は
犯
人
の
改
善
の
た
め
に
換
刑
処
分
が
必
要
な
場
合
を
除
い
て
、
換
刑
処
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
．
つ

ま
り
、
特
例
と
し
て
小
犯
罪
に
よ
る
罰
金
の
換
刑
処
分
が
事
実
上
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
換
刑
処
分
の
も
う
一
つ
の
特
例
は
、
「
酩
酊
罪
」
の
場
合
の
取
扱
い
で
あ
る
。
「
酩
酊
罪
」
の
問
題
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
と
密
接
な
関

係
が
あ
る
。
当
時
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
米
国
と
同
様
禁
酒
法
を
有
し
て
い
た
。
禁
酒
運
動
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
福
祉
国
家
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

発
展
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
語
る
知
識
を
私
は
有
し
て
い
な
い
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
．
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（
H
）

酒
類
は
す
べ
て
専
売
の
上
．
完
全
な
配
給
制
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
～
七
三
三
年
以
来
「
酩
酊
」
は
犯
罪
で
あ
り
、
公
衆
の
前
で
無
軌
道
な

行
為
を
み
せ
る
こ
と
も
同
様
に
犯
罪
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
数
の
者
が
こ
の
犯
罪
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
刑
罰
は
五
〇
〇
ク
冒
ー
ネ
以
下
の
罰
金
（
定
額
罰
金
）
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〉

　
ニ
ュ
ー
マ
ソ
の
論
文
に
よ
る
と
、
一
九
三
三
年
及
び
『
九
三
四
年
に
換
刑
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
罰
金
刑
の
二
〇
％
は
こ
○
ク
・
ー
ネ

以
下
の
罰
金
で
あ
り
（
第
三
表
参
照
）
、
そ
の
一
人
平
均
の
刑
務
所
収
容
期
問
は
九
ー
一
〇
日
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
半
数
は
酩
酊
罪

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
酩
酊
罪
に
よ
る
罰
金
の
換
刑
処
分
を
す
る
場
合
，
そ
れ
以
前
過
去
二
年
問
に
三
回
以
上
酪
酊
罪
で
有
罪
に
な
っ
た
こ
と
が
要

件
と
な
る
他
、
検
察
官
は
、
裁
判
所
に
換
刑
処
分
の
訴
追
を
行
う
前
に
禁
酒
保
護
委
員
会
に
対
し
て
措
置
の
申
請
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

第2表　罰金珊の日数と懲役及ぴ拘禁の日数との関係

鍛

日
日
日
　
　
日
日
日
　
　
日
日
日
　
　
日

5
5
6
－
、
，
、
，
、
1
2
1

3
1

3
，
、
。
，
。
，
3
0
3
0
a
，
、
，
，
ー
45

禁拘

日
日
日
　
　
日
日
日
　
　
日
日
日
　
　
日

－o

n
皿
…
，
蕊
2
6
卸
ー
，
6
0
飢
62
ー
、
9
0

金罰額

ロ

定

下
下
下
　
　
下
下
下
　
　
下
下
下
　
　
上

以
以
以
　
　
以
以
以
　
　
以
以
以
　
　
以

ネ
ネ
ネ
　
　
ネ
ネ
ネ
　
　
ネ
ネ
ネ
　
　
ネ

ニ
一
…
一
二
ー
二
岬
i
」

　
ロ
ロ
　
　
ロ
ロ
ロ
　
　
ロ
ロ
ロ
　
　
ロ

ク
ク
ク
　
　
ク
ク
ク
　
　
ク
ク
ク
　
　
ク

5
0
5
　
　
0
Q
O
　
　
O
5
Q
　
　
O

2
3
3
　
　
0
1
2
　
　
5
6
8
　
　
0

　
　
　
　
1
　
ー
　
ユ
　
　
　
　
4
　
4
　
4
　
　
　
　
9

金罰数日

下
下
下
　
　
下
下
下
　
　
下
下
下
　
　
上

以
以
以
　
　
以
以
以
　
　
以
以
以
　
　
以

日
日
日
…
ζ
日
日
日
ξ
～
日
日
日
‘
…
日

　
　
　
　
0
2
4
　
　
0
3
6
　
　
0

5
6
7
　
2
2
2
　
9
9
9
　
B

（罰金刑の執行に関する法律の適用に関する勅令［凪18

nov1938］の付表による。）

第3表　換刑処分中20ク灯一ネ以下の罰金の比率

年度 比率 僑度 比率 陣度 比率

1922

ヱ923

1924

18．05％

ヱ7．菊％

17．34％

1　1926

　192711928

15．62％

ヱ4．80％

13．11％

193Q

1931

1932

11．41％

11．44％

14．99％

1925 17．76％ 1929 11．ヱ4％ 1933 21．09％

1934 21．44％

’（Nymaη，oP．cit，，NtFS1936，P．176の数値による。〉
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ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
か
月
間
禁
酒
保
護
委
員
会
の
措
置
を
待
ち
、
そ
の
間
に
委
員
会
が
何
の
措
置
も
取
ら
な
か
っ
た
場
合
に

始
め
て
裁
判
所
に
対
し
て
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．
ま
た
、
禁
酒
保
護
委
員
会
が
検
察
官
の
申
請
の
前
後
を
問
わ
ず
、
ア
ル

コ
ー
ル
施
設
へ
の
収
容
の
措
置
を
と
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
の
換
刑
処
分
は
す
べ
て
失
効
す
る
他
、
罰
金
受
刑
者
を
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

換
刑
処
分
に
付
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
取
扱
い
は
．
浮
浪
者
の
収
容
施
設
で
あ
る
強
制
労
働
施
設
や
．
非
行
少
年
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

要
保
護
児
童
等
の
施
設
で
あ
る
少
年
福
祉
学
校
な
ど
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
も
適
用
さ
れ
た
。
改
革
の
こ
の
部
分
は
一
九
四
〇
年
七
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

　
　

　
三
　
罰
金
の
支
払
い
と
徴
収

　
（

　
罰
金
刑
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
判
決
の
確
定
の
後
に
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
支
払
い
を
容
易
に
し
．
同
時

に
徴
収
を
効
果
的
に
す
る
こ
と
が
改
革
の
一
つ
の
目
的
と
な
っ
て
い
た
。
換
刑
処
分
の
数
を
減
少
さ
せ
る
最
も
単
純
な
方
法
は
、
す
べ
て

の
罰
金
が
確
実
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
任
意
の
支
払
い
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
従
来
四
か
月
で
あ
っ
た
支
払
い
の
猶
予
期
間
を
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
，

二
倍
の
八
か
月
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
．
ま
た
、
同
じ
く
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
分
割
払
い
の
期
間
も
二

年
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
．
し
か
し
、
同
時
に
徴
収
を
効
果
的
に
す
る
た
め
に
、
従
来
税
金
及
び
扶
養
料
の
取
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
た
、
給
料
、
年
金
等
の
定
期
給
付
の
差
押
さ
え
の
制
度
を
罰
金
に
も
拡
大
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

優
先
順
位
は
最
後
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
罰
金
受
刑
者
が
不
当
に
条
件
付
き
換
刑
処
分
を
得
て
、
罰
金
の
支
払
い
義
務
を
逃
れ
る
の
を
防
止

す
る
た
め
に
、
換
刑
処
分
の
決
定
後
は
罰
金
の
任
意
支
払
い
を
禁
止
す
る
措
置
も
と
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
換
刑
処
分
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
自
由
刑
の
執
行
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。

　
　

　
四
　
換
刑
処
分
の
手
続
き

　
（

　
従
来
換
刑
処
分
は
、
罰
金
判
決
確
定
後
の
執
行
事
務
の
一
部
と
し
て
州
庁
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
の
を
あ
ら
た
め
、
こ
れ
を
新
し
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い
刑
事
訴
訟
事
件
と
定
め
、
こ
の
事
件
を
原
則
と
し
て
罰
金
受
刑
者
の
現
在
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
通
常
第
一
審
裁
判
所
の
管
轄
と
し
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

そ
し
て
、
検
察
官
の
訴
追
に
よ
っ
て
事
件
が
開
始
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
事
件
の
審
理
に
は
三
人
の
参
審
員
が
関
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

通
常
の
開
廷
日
以
外
の
日
に
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
さ
れ
た
．
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
酩
酊
罪
の
場
合
に
は
複
雑
な
手
続

き
が
定
め
ら
れ
、
禁
酒
保
護
委
員
会
か
ら
の
記
録
の
取
寄
せ
が
必
要
に
な
っ
た
．
ま
た
、
裁
判
所
は
審
理
中
の
換
刑
処
分
に
関
す
る
事
件

に
つ
い
て
、
事
情
に
よ
っ
て
は
再
び
徴
収
の
た
め
に
事
件
を
執
行
官
事
務
所
に
送
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
．
裁
判
は
、
被

告
人
が
欠
席
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
，
例
外
的
に
事
件
を
中
止
し
、
罰
金
の
免
除
の
裁
判
も
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
．
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
裁
判
所
、
検
察
官
、
執
行
官
事
務
所
の
責
任
を
増
大
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
換
刑
処
分
の
事
案
で
高
等
裁
判
所
の
下
し
た
決
定
に
対
し
て
は
上
訴
が
禁
止
さ
れ
た
。

　
以
上
の
改
革
は
、
罰
金
刑
執
行
法
と
い
う
単
行
法
に
よ
っ
て
一
九
三
九
年
一
月
一
日
よ
り
実
施
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
前
出
の
第
二
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
換
刑
処
分
の
劇
的
な
減
少
と
し
て
現
れ
た
の
で

あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
換
刑
処
分
は
前
年
に
比
べ
て
約
五
分
の
一
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
半
面
．
換
刑
処
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

付
す
る
た
め
の
手
続
き
の
繁
雑
さ
が
大
ぎ
く
ク
巨
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
．
つ
ま
り
、
換
刑
処
分
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
関
か
ら
資
料
を
取
寄
せ
、
一
々
そ
の
事
件
が
怠
慢
に
ょ
る
も
の
か
ど
う
か
、
犯
人
の
改
善
の
た
め
に
換
刑
処
分
が
必
要
か
ど
う
か
な

ど
の
こ
と
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
．
わ
ず
か
な
金
額
の
罰
金
の
不
払
い
に
関
し
て
多
大
な
労
力
を
裁
判
所
や
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

察
官
は
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
不
満
に
対
し
て
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
は
、
社
会
に
対
す
る
借
金
を
払
え
な
い
と

い
う
理
由
で
、
そ
の
支
払
い
に
最
善
を
つ
く
し
て
い
る
貧
し
い
人
々
を
刑
務
所
に
収
容
し
て
い
た
以
前
の
状
態
と
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が
不

合
理
か
と
反
論
し
て
い
る
．
彼
は
、
換
刑
処
分
の
数
の
減
少
に
満
足
を
示
し
つ
つ
、
新
法
で
は
罰
金
の
徴
収
に
力
が
注
が
れ
、
刑
務
所
の

予
算
が
大
幅
に
節
約
さ
れ
て
い
る
利
点
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
成
果
が
や
が
て
国
際
的
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
こ
の
表
は
．
の
↑
蚕
年
8
る
一
f
で
晋
島
畠
い
P
に
伊
評
¢
及
び
留
＆
馨
議
β
国
巨
韓
お
零
帥
胃
。
陰
一
品
¢
段
鼠
ぎ
の
。
宕
く
霞
5
鼠
旨
答
9
塁

　
ぴ
α
⇔
霧
馨
声
鼻
の
乱
円
お
8
｝
暮
。
G
。
㎝
h
の
数
よ
り
作
成
．
多
少
数
に
違
い
が
あ
る
が
、
相
違
す
る
場
合
は
ス
ト
ラ
ー
ル
に
拠
っ
た
．

（
2
）
留
鼠
警
議
β
8
．
簿
●
℃
警
』
．
↓
一
8
P
b
■
ω
9

（
3
）
　
一
窪
“
マ
ω
9
　
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
三
四
年
の
平
均
で
毎
年
一
〇
、
三
〇
二
人
が
換
刑
処
分
で
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
、
そ
の
延
収
容
日
数
の

平
均
は
、
一
〇
一
、
八
O
O
日
、
一
人
平
均
九
～
一
〇
目
、
年
平
均
収
容
人
員
二
七
九
人
で
あ
っ
た
。
（
2
『
目
導
矯
o
サ
。
一
ε
2
葛
の
一
8
9
b
｝

　
一
蕊
ご

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
1
5
）

（
16
）

（
1
7
）

（
1
8
）

　
b
吋
暫
図
一
q
駐
｝

（
19
）

国
該
犀
器
0
7
日
o
毎
ざ
見
国
ユ
目
一
轟
一
〈
警
斜
幹
o
良
ぎ
一
β
一
8
S
b
。
ω
ω
●

の
。
包
旨
①
さ
区
霞
一
“
の
珪
騨
や
0
9
｛
鍛
o
q
ぐ
町
駐
話
｛
。
吋
β
の
ξ
日
這
ω
♪
づ
》
N
巽
h
●

以
下
の
記
述
は
、
乞
『
日
導
も
亨
9
8
2
葛
の
一
8
0
）
唇
」
お
宍
　
及
び
留
注
馨
＆
β
8
●
葺
こ
の
ξ
目
一
〇
ω
O
｝
づ
サ
摩
朔
　
に
よ
る
。

条
件
付
判
決
に
関
す
る
法
律
（
い
夷
　
鵠
』
琶
一
一
〇
ω
O
o
目
く
巳
ざ
島
の
3
ヨ
）
第
四
条
参
照
。

罰
金
刑
執
行
法
第
八
条
。

旧
刑
法
一
一
章
一
〇
条
（
酩
酊
罪
）
、
二
章
一
一
条
（
無
軌
道
な
行
為
の
罪
）
。
現
行
刑
法
の
一
六
章
一
五
条
及
び
一
六
条
に
相
当
す
る
。

国
ぎ
曾
＞
ざ
“
孚
ぎ
壁
§
の
の
お
二
鴨
議
一
叢
罵
弩
駐
警
騨
3
7
＄
β
箸
ど
這
8
℃
℃
マ
留
弗
参
照
。

前
出
第
二
節
注
五
参
照
．

2
望
ヨ
導
鴇
8
。
9
♂
‘
Z
萄
ω
一
〇
ω
9
箸
，
嵩
O
や

以
上
罰
金
刑
執
行
法
八
～
九
条
、
一
一
条
．

罰
金
刑
執
行
法
九
条
．

『
ま
議
典
強
制
執
行
法
（
q
ω
）
の
中
に
現
在
こ
れ
に
関
す
る
規
定
が
収
め
ら
れ
て
い
る
．

一
九
四
五
年
に
大
幅
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
坂
田
、
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
、
慶
鷹
通
信
、
昭
和
五
九
年
参
照
。

前
出
第
二
節
注
（
3
1
）
参
照
。

閃
畠
器
ぴ
峯
一
。
・
”
の
客
議
ヨ
総
暫
づ
㎎
ま
ミ
導
島
営
の
零
ぴ
9
零
｝
の
く
臼
円
一
〇
島
℃
署
■
目
oo
唐
鴇
い
仁
口
q
讐
Φ
7
の
蒔
守
置
”
男
母
養
＆
一
ぎ
磯
袈
ま
ひ
R
凶

　
の
く
『
日
一
〇
畠
も
b
．
一
爵
や

の
〇
三
旨
零
”
国
零
ビ
国
母
壽
呂
一
言
o
q
袈
び
9
霞
陣
箕
貰
ゼ
幹
q
目
這
含
㌧
琶
。
一
〇
刈
角
。
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四
　
北
欧
刑
法
専
門
家
会
議

スウェーデンにおける罰金制度の沿革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
九
五
〇
年
に
ア
イ
ス
ラ
ソ
ド
の
レ
イ
キ
ャ
ビ
ク
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
北
欧
刑
法
専
門
家
会
議
は
、
罰
金
及
び
経
済
的
制
裁
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
．
こ
の
会
議
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
は
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
と
ス
ト
ラ
ー
ル
と
が
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ス
ト
ラ
ー
ル
は
後
に
こ
の
時
の
議
題
に
つ
い
て
北
欧
犯
罪
学
雑
誌
に
論
文
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
こ
こ
で
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
の
時
ま
で
に
日
数
罰
金
を
採
用
し
て
い
た
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
ほ
か
デ
ン
マ
ー
ク
と
フ
ィ
ソ
ラ
ン
ド
と
で
あ
っ
た
．
フ
ィ
ソ
ラ

ソ
ド
は
一
九
一
二
年
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
一
九
三
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
日
数
罰
金
制
度
を
採
用
し
て
い
る
．
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
と
ア
イ

ス
ラ
ソ
ド
は
採
用
し
て
い
な
い
．
そ
こ
か
ら
、
目
数
罰
金
の
当
否
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
ス
ト
ラ
ー
ル
に
よ
る
と
、
論
じ
ら
れ
た
問

題
は
三
個
で
あ
る
。
第
一
が
罰
金
の
適
用
頻
度
、
第
二
が
日
数
罰
金
、
第
三
が
換
刑
処
分
で
あ
る
．

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
一
　
罰
金
刑
の
適
用

　
（

　
罰
金
刑
は
北
欧
五
国
に
共
通
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
適
用
の
あ
り
方
に
違
い
が
あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
イ
で
は
酩
酊
罪
が
罰

金
刑
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
と
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
交
通
違
反
が
罰
金
刑
の
主
要
な
部
分
を
占
め
、
酩
酊

罪
は
そ
れ
に
次
ぐ
位
置
に
あ
る
．
ま
た
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
罰
金
刑
は
略
式
命
令
に
よ
っ
て
科
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
会
議
で
問

題
に
な
っ
た
の
は
酩
酊
罪
に
つ
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
と
関
連
さ
せ
て
罰
金
刑
を
医
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
の
可
否

で
あ
っ
た
。

　
）
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
二
　
日
数
罰
金

　
（

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
す
べ
て
の
犯
罪
に
日
数
罰
金
を
適
用
し
、
日
数
は
一
な
い
し
三
〇
〇
日
、
日
額
は
裁
判
官
の
自
由
裁
量
で
定
め
る
。

日
額
の
算
定
基
準
は
財
産
、
扶
養
義
務
、
そ
の
他
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
た
平
均
収
入
で
あ
る
．
デ
ン
マ
ー
ク
は
刑
法
犯
の
み
に
適
用
し
、
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日
数
は
一
な
い
し
六
〇
、
日
額
は
ニ
ク
ロ
ー
ネ
以
上
で
上
限
な
し
、
日
額
の
算
定
基
準
は
生
活
条
件
．
財
産
、
扶
養
義
務
．
そ
の
他
の
経

済
状
態
を
考
慮
し
た
平
均
収
入
で
あ
る
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
酩
酊
罪
等
を
除
い
た
刑
法
犯
と
法
定
刑
が
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
特
別
法

犯
に
こ
れ
を
適
用
し
、
日
数
は
一
な
い
し
一
二
〇
、
日
額
は
一
な
い
し
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
、
目
額
の
算
定
基
準
は
収
入
、
財
産
、
扶
養
義

務
、
そ
の
他
の
経
済
状
態
に
て
ら
し
て
相
当
の
金
額
で
、
実
務
的
に
は
年
収
の
一
、
○
○
○
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
．
デ
ン
マ
ー
ク
で
は

日
数
罰
金
に
対
す
る
評
価
が
低
い
の
に
対
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
．
フ
ィ
ソ
ラ
ソ
ド
で
は
評
価
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
定
額
罰

金
と
日
数
罰
金
の
双
方
を
適
用
し
て
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
e
場
合
に
よ
っ
て
定
額
罰
金
の
方
が
日
数
罰
金
よ
り
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

く
な
る
こ
と
、
⇔
一
般
に
日
数
罰
金
の
金
額
が
低
く
算
定
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
点
が
間
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
ス
ト
ラ
ー
ル
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
日
数
罰
金
の
日
額
と
日
数
の
統
計
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
日
額
で
は
三
な
い
し
五
ク

ロ
ー
ネ
が
最
も
多
く
、
日
数
で
は
六
な
い
し
一
〇
日
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
判
決
さ
れ
た
罰
金
の
額
は
二
〇
な
い
し
一
〇
〇
ク
ロ
ー

ネ
の
間
に
最
も
多
く
分
布
し
て
い
る
。
一
〇
ク
・
ー
ネ
以
下
が
五
％
、
二
〇
〇
ク
・
ー
ネ
を
越
え
る
も
の
が
約
七
％
で
あ
る
。

　
日
数
罰
金
へ
の
批
判
の
要
点
は
、
日
額
の
決
定
と
日
数
の
決
定
と
を
分
離
し
な
く
て
も
罰
金
受
刑
者
の
支
払
い
能
力
を
考
慮
に
入
れ
た

罰
金
刑
の
量
刑
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
数
罰
金
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
は
本
来
そ
の
事
件
に
お
い
て
考
慮
す

べ
き
こ
と
の
代
わ
り
に
、
被
告
人
の
経
済
状
態
ば
か
り
を
考
慮
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ト
ラ

ー
ル
に
よ
れ
ば
、
重
要
な
こ
と
は
、
日
額
が
い
く
ら
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
日
額
が
日
数
に
よ
っ
て
何
倍
か
さ
れ
て
決
ま
っ
た
罰
金
額

が
そ
の
事
件
に
お
け
る
満
足
す
べ
き
罰
金
額
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
判
決
の
中
で
罰
金
額
へ
の
経
済
状
態
の
影
響
が
通
常
の
量
刑
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
分
離
で
き
る
よ
う
に
，
罰
金
額
の
算
定
方
法
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
区
別
を
換
刑
処
分
の
日
数
を
判
決
の
中
に
示
し
て
行
う

の
は
邪
道
で
、
罰
金
刑
の
判
決
そ
の
も
の
の
中
で
行
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
）
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
三
　
換
刑
処
分

　
（

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
除
く
他
の
国
は
換
刑
処
分
を
罰
金
刑
の
判
決
（
略
式
命
令
を
含
め
て
）
の
中
に
最
初
か
ら
定
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
そ
れ
を
せ
ず
、
罰
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
換
刑
処
分
の
手
続
き
が
開
始
し
．
そ
の
日
数
は
罰
金
の
日
数
．
金

額
に
対
応
す
る
形
で
政
令
で
定
め
て
い
る
。
ス
ト
ラ
ー
ル
は
、
最
初
か
ら
罰
金
刑
が
自
由
刑
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
た
よ
う
に
換

刑
処
分
を
罰
金
の
判
決
の
中
に
書
き
こ
む
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
換
刑
処
分
の
数
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
注
目
を
集
め
た
。
そ
し
て
、
本
来
罰
金
は
支
払
わ
れ
る
こ
と

に
意
味
が
あ
る
の
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
制
度
（
一
九
三
九
年
の
改
革
）
は
、
罰
金
刑
の
効
果
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
換
刑
処
分
の

減
少
を
は
か
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
．
そ
こ
か
ら
、
ス
ト
ラ
ー
ル
は
罰
金
が
実
際
に
ど
れ
だ
け
支
払
わ
れ
て
い
る
か
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
統
計
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
約
八
○
％
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は

約
九
五
％
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
で
は
約
七
五
％
の
罰
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
罰
金
刑
に
占
め
る
酩
酊
罪

と
交
通
違
反
の
比
率
に
よ
る
違
い
で
、
い
ず
れ
の
国
も
酩
酊
罪
に
よ
る
罰
金
の
支
払
い
率
が
低
く
、
交
通
違
反
の
罰
金
の
支
払
い
率
が
高

く
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
罰
金
の
八
○
％
は
支
払
わ
れ
て
お
り
、
支
払
い
率
に
大
き
い
違
い
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
み
ら
れ
る
換
刑
処
分
回
避
の
傾
向
が
罰
金
支
払
い
率
の
悪
化
に
は
影
響
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
日
数
罰
金
制
度
は
ス
ト
ラ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
紹
介
、
シ
ム
ソ
ン
の
ド
イ
ッ
語
の
紹
介
、
更
に
は
ヨ
ー
ラ
ン
ソ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
一
九
五
〇
年
に
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
刑
法
監
獄
会
議
で
の
報
告
等
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
冒
ッ
パ
及
び
日
本
に
紹
介
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

た
．
そ
れ
ら
の
論
文
、
資
料
に
よ
り
森
下
忠
は
日
数
罰
金
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
。
日
数
罰
金
は
世
界
の
注
目
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
立
法
作
業
の
中
で
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
こ
の
時
代
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
罰
金
刑
の
問
題
点
を
、
ス
ト
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

（⇒⇔e

目
数
罰
金
の
導
入
と
換
刑
処
分
の
改
革
以
来
、
罰
金
制
度
に
対
し
て
は
罰
金
額
が
低
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
批
判
の
声
は
な
い
。

罰
金
刑
の
多
用
は
短
期
自
由
刑
を
減
少
さ
せ
た
と
い
う
議
論
が
存
在
す
る
．

自
由
刑
回
避
の
手
段
と
し
て
条
件
付
判
決
は
感
銘
力
に
乏
し
く
、
こ
の
欠
陥
は
条
件
付
判
決
に
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
で
改
善
で
き
る
．
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㊨四

懲
役
、
拘
禁
に
つ
い
て
も
そ
の
判
決
と
同
時
に
罰
金
を
併
科
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
．

税
金
に
つ
い
て
、
不
正
申
告
に
対
す
る
最
善
の
対
策
は
、
一
般
予
防
的
に
も
個
別
予
防
的
に
も
罰
金
刑
で
あ
る
。

（
1
）
ω
げ
蚕
年
H
＜
畦
”
国
り
ぎ
ぎ
包
器
富
ざ
亀
霞
①
ぎ
窪
陣
切
。
図
五
即
忌
ぎ
乞
葛
国
一
3
ρ
薯
。
ま
O
庸
・
雲
蚕
年
一
く
程
的
∪
窪
騰
①
目
富
づ
o
鼠
δ
寄

　
5
ぎ
ぎ
包
鼠
9
旨
。
匡
①
器
臣
Φ
登
の
こ
目
一
〇
8
℃
竈
る
8
h
テ
ー
マ
は
、
罰
金
及
び
不
法
行
為
（
刑
事
損
害
賠
償
）
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
以
外
の
出
席
者
は
、
S
・
フ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
E
・
ラ
ル
セ
ン
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
、
B
・
パ
ル
ム
グ
レ
ン
（
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
）
、

　
0
・
F
・
ハ
ル
ベ
ク
、
K
・
ヴ
ェ
ル
ハ
ー
ヴ
ェ
ソ
（
ノ
ル
ウ
ェ
イ
〉
、
P
・
エ
イ
オ
ル
フ
ソ
ソ
、
G
・
ヨ
ナ
ソ
ソ
他
（
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
）
で
あ
る
。

（
3
）
ω
ひ
轟
年
o
や
鼻
こ
Z
葛
内
一
〇
凱
一
｝
箸
。
8
N
笹

（
4
）
Ω
。
F
＞
轟
琶
玄
U
夷
警
＆
窃
釜
け
①
ヨ
①
二
∪
導
目
貰
ぎ
の
＜
』
，
目
一
〇
ω
ρ
国
蚕
喜
9
0
一
昌
”
＞
5
一
導
駐
吋
仁
＆
零
蜜
～
U
ぎ
§
帥
詩
一
〇
。。
o。
－
一
〇
ω
汐

　
N
o
Q
ヰ
≦
。
＄
℃
一
線
ρ
層
O
島
．

ハパパハパハパパパハハハ16　”　　15　14　暫　　13　12　11　10　9　　8　　7　　6　　5
）　 f中　）　 ）　 同　　）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）暫

旨
①
且
＄
9
一
、
①
×
①
言
宮
Φ
の
。
導
島
轟
く
①
（
勾
①
〈

辞
＝
謎
器
｝
一
〇
㎝
○
）
。
騨
a
汐
≦
母
一
Φ
昌
o
韻
①
ぴ
弓
ぎ
琶
器

卜
署
Φ
一
9
＞
，
℃
・
”
○
目
富
撃
げ
o
岳
冨
げ
①
目
9
一
葱
づ
一
導
畠
u
乞
葛
の
一
8
堕

ω
耳
導
一
）
o
P
9
げ
こ
乞
け
国
国
一
〇
㎝
一
り
b
℃
●
8
ω
山
0
9

H
画
負
b
b
。
8
①
ー
曽
①
●

一
び
陣
負
｝
8
0
。
・
ぎ
蕃
曾
日
額
を
年
収
の
四
〇
〇
分
の
一
に
せ
よ
と
の
意
見
が
引
用
さ
れ
て
い
る
．

一
獣
像
こ
円
斜
σ
マ
ω
●

H
三
自
こ
す
曽
“
●

H
窪
α
‘
b
マ
曽
①
1
旨
斜
．

H
獣
恥
こ
円
ぎ
’
望
S

幹
轟
年
冒
舘
“
い
窪
甘
犀
凄
”
目
①
置
窪
富
器
一
霧
冨
釜
づ
賃
自
5
仁
ρ
国
孚
』
9
窪
ぎ
。
一
3
一
，
及
び
切
顎
寓
ロ
一
尋
■
僧
塁
獣
①
目
魯
甘
霞
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
留
身
o
詳
　
冨
轟
一
9
α
①
。
ニ
ヨ
一
ぎ
一
〇
嘘
ρ
＜
〇
一
．
ω
9
一
〇
総
）

ω
一
言
ω
0
7
0
霞
び
程
脅
＞
岳
一
鈴
＆
胃
仁
⇒
留
魯
ゆ
戸
の
o
げ
妻
亀
o
ダ
N
望
吋
妻
り
ω
q
①
倉
一
〇
認
。

O
警
導
緩
。
戸
国
’
”
零
8
貰
暮
。
蔓
幻
昌
Φ
毎
自
一
（
一
ω
爵
一
暮
Φ
琶
豊
。
髭
一
〇
。
夷
お
の
。
。
暁
。
周
9
ぎ
ぎ
巴
罫
塁
魯
＆
零
ぎ
づ
＞
儀
目
ぎ
凶
の
電
暮
一
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
ヨ
Φ
閑
①
｛
。
胃
跨
留
ψ
Ω
Φ
崔
馨
箏
団
≦
。
器
扉
噛
N
の
訂
≦
ぺ
b
ユ
O
倉
一
〇
認
｝
箸
・
昌
簿

森
下
忠
、
「
日
数
罰
金
制
」
、
刑
法
と
刑
事
政
策
、
一
粒
社
、
昭
和
三
九
年
。
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（
17
）
　
幹
蚕
耳
8
●
葺
‘
憲
ま
一
』
畠
鴇
マ
＝
S

五
　
略
式
命
令
と
秩
序
罰

スウェーデンにおける罰金制度の沿革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
九
四
八
年
一
月
一
日
よ
リ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
は
包
括
的
な
訴
訟
制
度
の
改
革
が
実
施
に
移
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
二
六
年
に
設
け

ら
れ
た
訴
訟
制
度
委
員
会
の
答
申
に
よ
っ
て
一
九
四
二
年
に
立
法
化
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
組
織
、
民
事
、
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

事
の
訴
訟
手
続
き
に
大
き
い
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
た
．

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
現
行
の
司
法
裁
判
所
の
組
織
は
、
最
高
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
．
地
方
裁
判
所
で
あ
る
が
、
一
九
四
八
年
の
改
革
以

前
の
時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
の
伝
統
の
も
と
に
司
法
制
度
も
ま
た
国
家
的
組
織
で
は
な
く
地
方
的
組
織
で
あ
っ
た
．
従
っ
て
、
都

市
と
地
方
で
は
ま
っ
た
く
構
造
の
異
な
る
裁
判
所
が
民
事
、
刑
事
の
訴
訟
事
件
を
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
制
度
の
中
に
、

　
　
　
（
3
）

警
察
裁
判
所
も
存
在
し
、
小
犯
罪
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
警
察
、
検
察
の
組
織
も
当
然
地
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
検
察
官
と

い
う
職
名
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
職
務
内
容
は
警
察
事
務
や
執
行
吏
事
務
か
ら
分
化
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
が
混
じ
り
あ
っ
た
状
態
で
あ

　
（
4
）

っ
た
．
中
央
に
は
、
法
務
監
察
長
官
及
び
議
会
オ
ム
ブ
ッ
ヅ
マ
ソ
が
存
在
し
て
検
察
事
務
を
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の
二
つ
の
組
織
は
、
国

民
か
ら
の
提
訴
を
受
け
ま
た
は
自
ら
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
公
務
員
の
犯
罪
な
ど
特
定
の
国
家
的
な
犯
罪
の
訴
追
又
は
、
裁
判
も
含
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

不
法
、
不
当
な
公
務
の
執
行
を
弾
劾
し
、
そ
の
被
害
を
救
済
す
る
役
割
を
も
っ
ば
ら
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
こ
の
改
革
で
、
司
法
裁
判
所
は
最
高
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
、
都
市
裁
判
所
、
郡
部
裁
判
所
の
三
審
四
種
の
裁
判
所
に
整
理
さ
れ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ま
た
検
察
官
は
、
訴
訟
法
上
固
有
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
存
在
と
な
り
、
そ
の
職
務
組
織
も
検
事
総
長
、
国
家
検
事
、
地
区
検
事
に
整
理

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
区
検
事
は
同
時
に
地
区
の
警
察
長
を
兼
務
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
地
方
性
を
保
っ
て
い
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
こ
の
改
革
は
、
同
時
に
罰
金
刑
の
科
刑
手
続
き
に
も
大
き
い
変
更
を
加
え
た
．
即
ち
、
略
式
命
令
の
新
設
で
あ
る
．
こ
の
制
度
に
よ
っ
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（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕗
）

て
罰
金
刑
の
み
を
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
検
察
官
は
二
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
を
略
式
命
令
に
よ
っ
て
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
る

権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
略
式
命
令
は
、
書
面
で
被
疑
者
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
、
被
疑
者
が
そ
の
内
容
を
認
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
判

決
と
同
一
の
効
力
を
得
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
施
行
後
、
罰
金
の
中
に
占
め
る
略
式
命
令
の
数
は
年
々
増
加
し
、
秩
序
罰
が
立
法

化
さ
れ
た
一
九
六
六
年
ま
で
お
お
む
ね
罰
金
総
数
の
七
〇
な
い
し
七
五
％
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
（
第
四
表
）
。

　
一
九
六
五
年
現
行
刑
法
の
施
行
と
時
を
同
じ
く
し
て
司
法
組
織
全
体
の
中
央
集
権
化
が
実
現
し
た
．
検
事
総
長
を
頂
点
と
す
る
検
察
官

の
組
織
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
警
察
も
ま
た
独
立
の
中
央
集
権
的
組
織
と
な
っ
た
の
で
あ
る
．

　
こ
こ
で
秩
序
罰
の
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
秩
序
罰
は
一
九
六
六
年
に
立
法
化
さ
れ
、
一
九
六
七
年
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

一
九
六
八
年
に
は
訴
訟
法
四
八
章
の
中
に
取
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
罰
金
刑
の
数
の
多
い
犯
罪
は
交
通
違
反
、
交
通
犯
罪
、
そ
し
て
酩
酊
罪
で
あ
っ
た
．
ス
ト
ラ
ー
ル
の
罰
金
に
関
す
る
論
文
の
中
で
も
ふ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
罰
金
の
五
〇
％
以
上
は
交
通
関
係
の
犯
罪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
の
犯
罪
統
計
で
は
、
罰
金
刑
に
付
さ

れ
た
者
三
五
一
、
八
五
一
の
う
ち
交
通
犯
罪
法
に
よ
る
者
三
八
、
三
七
五
、
そ
の
他
の
特
別
法
犯
に
よ
る
者
二
二
八
、
三
四
四
と
な
っ

　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
い
る
。
こ
の
中
に
道
路
交
通
法
違
反
が
大
量
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
．
一
九
七
六
年
の
犯
罪
統
計
で
は
、

罰
金
刑
に
付
さ
れ
た
者
二
〇
二
、
五
八
二
人
中
交
通
犯
罪
法
に
よ
り
罰
金
に
付
さ
れ
た
者
が
三
〇
、
一
四
一
、
道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る

者
が
一
三
三
、
五
八
九
、
合
わ
せ
て
一
六
三
、
七
三
〇
で
、
全
体
の
八
○
、
八
二
％
に
達
し
て
い
る
．
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
道
路
交
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

法
違
反
、
酩
酊
罪
等
の
簡
易
処
理
の
手
続
き
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
秩
序
罰
は
警
察
官
の
権
限
で
あ
る
。
即
ち
、
予
め
検
事
総
長
が
警
察
庁
と
協
議
し
て
定
め
た
行
為
（
法
定
刑
が
定
額
罰
金
の
み
の
犯
罪
に
限

る
）
に
つ
い
て
警
察
官
が
犯
人
に
対
し
て
秩
序
罰
の
賦
課
を
行
い
、
犯
人
の
認
諾
に
よ
っ
て
そ
の
賦
課
に
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が
与

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
秩
序
罰
は
、
そ
の
制
度
化
以
後
年
々
そ
の
数
が
増
加
し
て
お
り
、
第
四
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
最
近
で
は
罰
金
の
総
数
の
六
〇
％
以
上
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第4表スウェーデンの罰金

年度
判決罰金
　　笑数

略　式

実　数

秩序罰

実　数 合計
判決罰金

比率

略　式

比率
秩序罰

比　率

換刑処分

実数　比率

1948 52300 60300 112600 46．45％ 53．55％ 2770．25％1

1949 63434 90080 153514 41．32％ 58．68％ 2750．18％

1950 68563 95050
o　．　．　9．　・

163613 41．91％ 58．09％ 3910．24％
1951 76291 103023 179314 42．55％ 57．45％ 276　0．15％

1952 75248 104994 ユ80242 41．75％ 58．25％ 362　0．20％

1953 440

1954 407

1955 71263 183208 254471 28．OO％ 72．00％ 4970乳20％
1956

1369

1957 316

1958 450

1959 411
　　　　　　．　o　－　r　o　甲■　－　■　一 ●　・・　．

1960 99705 314092 413797 24’．10％ 75．90％ 3300．08％
1961 106913 286850 393763 27．15％ 72．85％ 3180．08％
1962 99981 246530 346511 28．85％ 71．15％ 3720．11％
1963 98337 240091 338428 29．06％ 70．94％ 2690．08％
1964 96944 254907 351851 27．55％ 72．45％ 2570．07％
1965 89167 226147 315314 28．28％ 71．72％ 1600．05％
1966 94128 279595 373723 25．19％ 74．81％ 170　0．05％

1967 102412 292904 36974 432290 23．69％ 67．76％ 8．55％ 2870．07％
1968 94660 227876 87288 409824 23．10％ 55．60％ 21．30％ 263　0．06％’

1969 67825 127690 178686 374021 18．13％ 34．12％
　　　　　　犀甲

47．75％
．一甲　o●o

205　0．05％’
●　q　騨　甲　一　一　一 一　■　一　”，聯　一一　甲曙　一

1970 61721 150987 150434 363142 17．OO％ 41．58％ 41．43％ 1370．04％．

1971 51418 165156 151747 368321 13．96％ 44．84％ 41．20％ 127　0．03％，

1972 58840 166942 166052 391834 15．02％ 42．61％ 42．38％ 1330．03％、

1973 61178 189426 191774 442378 13．83％ 42．82％ 43．35％ 780．02％」

1974 58904 200300 200844 460048 12．80％ 43．54％ 43．66％ 680．01％1

1975 58700 199159 190321 448180 13．10％ 44．44％ 42．47％ 730．02％’

1976 55936 191467 190108 437511 12．79％ 43．76％ 43．45％ 440．01％，

1977 47000 152292 169746 369038 12．74％ 41．27％ 46．00％ 200．01％
1978 43714 110330 183355 337399 12．96％ 32．70％ 54．34％ 170．01％
1979 37737 93924 177324 308990 12．21％ 30．40％ 57．39％ 33　0．01％

一　一　－　●　o　甲　一　一　一　層　一　幅　『　”鱒　一　〇 騨　o一　・　『　一　噂　璽

1980 38690 94544 202559 335793 11．52％ 28．16％ 60．32％ 490．01％
1981 39095 101380 215801 356276

’
1
0 ．97％ 28．46％ 60．57％ 500．01％

1982 40997 93190 223176 357363 11．47％ 26．08％ 62．45％ 320．01％・

1983 40519 90267 218428 341294 11．87％ 26．45％ 64．OQ％ 90．00％き

1984 36451 83744 200875 321070 11．35％ 26．08％ 62．56％ O　O．00％

1985 31772 77900 177138 28681Q 11．08％ 27．16％ 61．76％ O　O．00％

1986 29773 75820 182915 288508 10．32％ 26．28％ 63．40％ 00．00％1
1987 30366 74392 189284 294042 10．33％ 25．30％ 64．37％ 00．OO％

（Strahl　Om飴f611d　f6r　brott，1955，p．116及びSCB，Rattsstatistiska　arsbok，1980，1985，1988による。）
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に
及
び
、
略
式
命
令
の
二
五
％
、
判
決
に
よ
る
罰
金
の
一
〇
％
を
は
る
か
に
こ
え
る
数
に
な
っ
て
い
る
．

　
略
式
命
令
と
秩
序
罰
の
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
罰
金
、
と
く
に
日
数
罰
金
制
度
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
司
法
の
中
に
定
着
し
た
と
い

い
得
る
。
一
九
六
五
年
施
行
の
現
行
刑
法
は
、
日
数
罰
金
に
関
す
る
限
り
何
の
変
更
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
、
一
九
三
〇
年

代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
刑
事
政
策
上
の
改
革
を
一
つ
に
ま
と
め
て
法
典
化
し
た
の
が
現
行
刑
法
で
あ
り
、
そ
の
第
三
編
（
い
わ
ゆ
る
処
遇
法

（
E
）典

）
に
含
ま
れ
て
い
る
個
々
の
制
裁
は
そ
れ
以
前
か
ら
事
実
上
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
罰
金
刑
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
一
九
三
〇
年
代
の
議
論
が
鎮
静
化
し
て
、
実
務
的
に
安
定
し
た
罰
金
制
度
の
運
用
の
時
期
に
入
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
六
五
年
に
は
上
記
の
よ
う
に
検
察
の
全
国
的
な
統
一
組
織
が
整
い
、
検
察
事
務
が
全
国
的
に
統
一
し
た
基
準
に

よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
態
勢
が
で
き
あ
が
っ
て
、
検
事
総
長
の
指
示
す
る
通
達
に
よ
っ
て
略
式
命
令
、
秩
序
罰
の
適
用
に
関
し
て
は
全
国
共

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

通
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
．
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
裁
判
所
の
裁
判
実
務
を
参
考
に
し
て
検
事
総
長
が
中
央
で

ま
と
め
て
い
る
（
秩
序
罰
に
つ
い
て
は
警
察
庁
と
協
議
し
て
）
も
の
で
、
略
式
命
令
の
運
用
は
、
法
律
と
判
例
の
範
囲
内
で
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
三
年
、
現
行
刑
法
施
行
の
二
年
前
に
検
事
総
長
は
略
式
命
令
に
お
け
る
日
数
罰
金
の
日
額
の
算
定
基
準
を
次
の
よ
う
に
指
示
し

　
　
（
1
7
）

て
い
る
。

　
e
　
日
額
は
必
要
経
費
を
控
除
し
た
後
の
年
収
の
一
、
○
○
○
分
の
一
を
基
本
額
と
す
る
．

　
⇔
　
収
入
の
あ
る
配
偶
者
の
あ
る
者
の
場
合
も
本
人
の
収
入
を
基
本
的
に
考
慮
し
、
配
偶
者
の
収
入
は
考
慮
し
な
い
．

　
㊧
　
収
入
の
な
い
（
又
は
、
極
端
に
少
な
い
）
妻
の
場
合
は
、
そ
の
者
の
生
活
水
準
か
ら
み
て
合
理
的
な
金
額
を
目
額
と
す
る
．

　
四
　
高
収
入
者
は
累
進
課
税
額
に
て
ら
し
て
基
本
日
額
を
減
額
す
る
。
減
額
は
年
収
二
万
ク
ロ
ー
ネ
以
上
と
し
、
五
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
ご
と
に
一
ク

　
　
ロ
ー
ネ
を
減
額
す
る
。

　
㊨
　
無
収
入
の
妻
を
有
す
る
夫
は
日
額
の
五
分
の
一
を
減
額
す
る
．
こ
れ
は
、
自
己
の
生
活
を
維
持
す
る
に
足
る
収
入
の
あ
る
妻
が
い
る
場
合
に
は
適

　
　
用
し
な
b
．
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術
　
本
人
の
収
入
に
依
存
し
て
い
る
同
居
の
子
一
人
に
つ
き
ニ
ク
ロ
ー
ネ
を
減
額
す
る
．

　
㊦
　
三
万
ク
ロ
ー
ネ
以
上
の
財
産
を
有
す
る
者
の
場
合
、
三
万
ク
ロ
ー
ネ
に
つ
ぎ
一
ク
ロ
ー
ネ
、
以
後
一
万
ク
ロ
ー
ネ
ご
と
に
一
ク
ロ
ー
ネ
を
増
額
す

　
　
る
。

　
㈹
極
端
に
多
い
負
債
の
あ
る
場
合
に
は
減
額
を
考
慮
す
る
。

　
σ
〇
　
一
般
的
に
日
額
は
五
ク
ロ
ー
ネ
を
下
ま
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
．
例
外
は
、
財
産
の
な
い
継
続
的
な
無
能
力
状
態
に
あ
る
者
で
あ
る
．

　
⑥
　
勤
労
収
入
又
は
財
産
の
な
い
学
生
、
兵
役
中
の
者
及
び
国
民
年
金
以
外
の
収
入
の
な
い
者
の
目
額
は
三
ク
ロ
ー
ネ
と
す
る
．

　
⇔
　
日
額
は
ク
ロ
ー
ネ
単
位
で
定
め
る
．
罰
金
総
額
が
二
五
ク
ロ
ー
ネ
以
上
に
な
る
場
合
は
、
五
ク
ロ
ー
ネ
ご
と
に
下
方
に
ま
る
め
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
一
九
六
八
年
に
ダ
ー
リ
ン
は
、
過
去
の
日
額
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を
通
覧
し
て
、
日
数
罰
金
の
日
額
の
算
定
方
法
の
私
案
を
公
に
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
額
決
定
の
基
本
的
な
規
則
と
し
て
、
e
日
額
は
被
告
人
が
最
も
質
素
な
生
活
を
す
る
場
合
に
、
彼
の
全
財
源

か
ら
一
日
に
つ
い
て
節
約
で
き
る
と
こ
ろ
に
応
じ
る
金
額
で
あ
る
こ
と
、
⇔
日
数
罰
金
は
財
産
の
没
収
で
は
な
い
こ
と
、
を
掲
げ
、
年
収

の
一
、
五
〇
〇
分
の
一
を
日
額
と
す
る
案
を
提
案
し
て
い
る
．
こ
の
資
料
の
中
に
は
、
日
額
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
資
料
が
簡
潔

に
引
用
さ
れ
、
重
要
な
判
例
の
標
題
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
日
額
の
算
定
を
め
ぐ
る
問
題
の
良
い
概
観
を
提
供
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）

　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
二
部
に
分
か
れ
、
第
一
部
は
総
論
的
な
規
則
集
、
第
二
部
は
略
式
命
令
の
適
用
の
あ
る
事
件
の

定
型
的
な
量
刑
を
記
述
で
き
る
行
為
類
型
の
一
覧
表
に
な
っ
て
い
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
第
一
部
は
、
適
用
領
域
と
略
式
命
令
の
方
式
、
制

裁
の
問
題
、
強
制
処
分
、
時
効
送
達
等
の
特
殊
問
題
、
認
諾
、
略
式
命
令
の
誤
り
の
訂
正
、
略
式
命
令
の
事
後
処
理
、
特
殊
手
順
（
事
務

日
記
、
個
人
票
に
ょ
る
処
理
等
）
、
関
係
機
関
の
間
合
わ
せ
先
、
秩
序
罰
（
警
察
庁
作
成
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
、
裁
判
例
等
、
メ
モ
、
の
一
二
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

別
の
部
分
を
も
つ
加
除
式
冊
子
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
制
裁
問
題
中
日
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
み
若
干
抄
録
す
る
。

　
◇
通
常
の
場
合
の
罰
金
日
額
の
算
定

　
e
　
被
疑
者
の
必
要
経
費
及
び
扶
養
料
の
た
め
の
支
出
を
控
除
し
た
税
引
き
前
の
年
収
を
出
発
点
と
す
る
．
職
業
訓
練
補
助
金
、
扶
養
料
、
継
続
的
に

　
　
支
給
さ
れ
る
社
会
保
障
給
付
及
び
住
宅
費
補
助
も
収
入
に
含
め
る
．
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⇔
　
無
収
入
の
配
偶
者
を
有
す
る
場
合
は
二
〇
％
を
減
額
す
る
．
逆
に
配
偶
者
に
収
入
が
あ
る
場
合
に
は
配
偶
者
の
収
入
の
二
〇
％
を
加
算
す
る
．
被

　
疑
者
が
無
収
入
の
場
合
は
、
配
偶
者
が
あ
れ
ば
そ
の
配
偶
者
の
収
入
み
二
〇
％
を
e
の
収
入
の
基
礎
と
す
る
．

㊧
　
被
疑
者
の
収
入
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
同
居
の
子
に
つ
い
て
は
．
基
本
生
計
費
の
半
額
を
減
額
す
る
。
配
偶
者
に
も
収
入
が
あ
る
場
合
に
は
．

　
夫
婦
の
ど
ち
ら
の
収
入
が
子
の
経
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
減
額
す
る
。

㊨
　
e
ー
㊧
で
得
ら
れ
た
金
額
の
一
、
○
○
○
分
の
一
を
基
本
日
額
と
す
る
。

㊨
　
㊨
の
基
本
日
額
か
ら
間
接
税
及
び
最
低
生
計
費
を
考
慮
し
て
一
〇
ク
ロ
ー
ネ
を
減
額
す
る
。

㈹
　
㊨
の
金
額
か
ら
直
接
税
に
お
け
る
累
進
税
率
を
考
慮
し
て
減
額
を
行
う
．
減
額
は
、
e
又
は
O
に
よ
る
収
入
の
高
い
方
の
金
額
か
ら
別
表
に
従
っ

　
て
行
う
．

紛
　
純
資
産
二
〇
万
ク
・
ー
ネ
未
満
は
加
算
を
せ
ず
、
二
〇
万
ク
・
ー
ネ
の
資
産
に
つ
い
て
五
ク
ロ
ー
ネ
、
以
後
一
〇
万
ク
・
ー
ネ
増
す
ご
と
に
五
ク

　
・
ー
ネ
を
加
算
す
る
。
多
額
の
純
債
務
に
は
相
当
な
考
慮
を
払
う
．

㈹
　
罰
金
の
総
額
は
ク
ロ
ー
ネ
を
単
位
と
し
て
定
め
る
．
二
五
ク
ロ
ー
ネ
以
上
の
罰
金
に
つ
い
て
は
五
ク
ロ
ー
ネ
ご
と
に
下
方
へ
丸
め
を
行
う
。
罰
金

　
額
の
最
低
は
五
〇
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
。

◇
減
額
修
正

e
　
刑
法
二
五
章
二
条
に
よ
る
減
額
修
正
は
制
限
的
に
適
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
小
犯
罪
と
は
犯
罪
の
類
型
を
い
う
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な

　
事
件
の
状
況
に
て
ら
し
て
重
大
で
な
く
秩
序
違
反
行
為
の
性
格
を
お
び
て
い
る
よ
う
な
法
律
違
反
行
為
を
指
す
．

⇔
　
秩
序
罰
の
導
入
に
よ
る
定
額
罰
金
の
適
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
減
額
修
正
の
適
用
領
域
は
極
端
に
限
定
さ
れ
て
い
る
．
秩
序
違
反
行
為
と
他
の
犯
罪

　
と
の
体
系
的
な
区
別
が
立
法
の
中
で
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
新
し
い
特
別
法
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
な
お
減
額
修
正
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
皿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
無
免
許
運
転
及
び
交
通
に
お
け
る
無
謀
行
為
な
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
減
額
修
正
を
す
べ
き
で
は
な
い
．

㊧
　
一
般
的
に
故
意
犯
に
つ
い
て
は
減
額
修
正
を
す
べ
き
で
な
い
．
刑
法
犯
に
つ
い
て
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
減
額
修
正
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

四
　
減
額
修
正
は
略
式
命
令
に
明
示
し
て
行
い
、
い
わ
ゆ
る
暗
黙
の
減
額
修
正
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

◇
収
入
の
調
査

　
　
被
疑
者
本
人
の
申
述
を
尊
重
す
る
．
そ
れ
が
誤
ま
っ
て
い
る
か
、
完
全
で
な
い
場
合
に
は
照
合
を
行
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
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（
1
）
　
の
一
ヨ
・
o
戸
O
①
旨
霞
脅
曽
≦
一
－
β
包
幹
声
な
周
o
器
器
⑳
窃
Φ
訂
の
9
≦
a
雪
・
｝
切
①
岳
7
一
3
ω
9

（
2
）
　
訴
訟
手
続
上
口
頭
主
義
、
直
接
主
義
、
集
中
主
義
の
実
現
、
法
定
証
拠
主
義
か
ら
自
由
心
証
主
義
へ
の
転
換
、

立
等
と
さ
れ
る
．
（
量
負
醤
」
－
謡
．
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
U
）

（
12
）

　
一
一

　2け吋国（
1
3
）

（
14
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
17
）

（
18
）

（
1
9
）

（
2
0
）

　
い
）
．

（
2
1
）

裁
判
所
組
織
、
検
察
組
織
の
確

冨
一
芭
。
ヨ
馨
9
冨
凝
ζ
目
巨
巽
①
と
し
て
文
献
に
出
て
く
る
が
詳
細
は
不
明
．

舞
器
げ
。
夷
い
蜜
一
襲
目
冨
閃
。
一
①
。
騰
夢
①
ギ
。
器
。
暮
。
裡
日
の
名
＄
帥
昌
霊
≦
（
U
。
一
騨
の
ゆ
蓋
ぎ
9
一
邑
召
＝
冠
乏
レ
O
o。
o。
）
●

萩
原
、
前
掲
書
一
〇
頁
他
参
照
。

閏
α
嘘
鼠
3
墓
琶
婁
国
。
〈
議
罫
”
鈎
象
臣
鼠
罫
＝
警
＆
駕
鋒
“
　
こ
の
後
二
者
が
後
に
目
ぎ
鴨
鼠
詳
に
統
合
さ
れ
る
。

起
訴
放
棄
の
権
限
は
こ
の
時
与
え
ら
れ
た
。
起
訴
独
占
は
行
わ
れ
て
い
な
い
．
幹
蚕
年
β
。
一
～
乞
葛
囚
一
〇
㎝
一
u
b
』
8
鑑

訴
訟
手
続
法
四
八
章
。

現
在
は
罰
金
又
は
長
期
六
月
以
下
の
拘
禁
に
該
る
犯
罪
に
適
用
の
要
件
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

現
在
は
一
〇
〇
目
以
下
で
あ
る
。

の
霞
当
一
｝
8
D
9
ε
2
葛
国
一
〇
㎝
ポ
b
b
．
8
ω
弗

8
犀
警
＆
槻
＄
o
臼
。
邑
蜀
¢
寅
蓼
“
弊
（
益
・
冨
く
器
S
）
一
ご
8
凝
プ
蚕
　
ス
ト
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
七
年
に
罰
金
刑
に
付
さ
れ
た
者

二
、
六
〇
〇
人
の
う
ち
酩
酊
罪
三
万
人
、
道
交
法
違
反
が
六
四
、
○
○
○
人
、
無
軌
道
な
行
為
が
八
、
五
〇
〇
人
で
あ
る
。
（
幹
3
年
o
マ
。
F

　
一
〇
㎝
一
や
8
ε

零
野
2
旨
酔
暮
蚕
瀞
釜
け
Φ
目
（
ω
轟
蚕
署
o
詳
一
〇
ミ
“
刈
）
博
b
●
oo
ホ
．

一
獣
傷
‘
b
．
O
oo
o
鴎
。

平
野
龍
一
、
「
刑
法
改
正
の
指
針
」
、
犯
罪
者
処
遇
法
の
諸
問
題
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
八
年
、
一
頁
以
下
．

即
》
あ
蕾
ま
邑
舞
震
導
ユ
⑦
u
①
＝
俸
u
①
記
」
。
。。
鋳

U
導
①
一
冒
孕
国
導
翼
切
9
①
扉
胆
け
。
二
①
F
ω
ξ
↓
一
8
轟
｝
薯
。
卜
。
ω
轟
坤

U
㊤
包
甘
”
日
幹
∪
お
び
9
①
塗
9
0
二
①
ぎ
の
〈
噛
目
一
〇
〇
〇〇
℃
b
b
●
①
q
一
舜

本
節
注
（
16
）
．

閑
＞
”
密
冨
欝
一
謎
舘
Φ
塁
導
＜
一
。
・
昌
甘
α
q
舘
ま
『
び
霞
欝
三
夷
麩
審
磐
げ
。
班
び
。
一
。
暑
9
〈
宣
弩
島
α
匡
甜
撃
昆
①
る
＞
O
一
“
零
（
即
＞
宏
一
。
o。
呼

交
通
犯
罪
法
三
条
の
罪
。
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（
羽
）
　
交
通
犯
罪
法
一
条
の
罪
．
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六
　
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
変
化

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
最
近
に
至
る
ま
で
の
罰
金
制
度
の
変
化
は
、
e
適
用
領
域
の
変
動
、
⇔
支
払
い
の
確
保
、
㊧
換
刑
処
分
の
改
革
、

の
三
点
に
認
め
ら
れ
る
。

　
　

　
一
　
罰
金
刑
の
適
用
領
域
の
変
化

　
（

　
秩
序
罰
の
導
入
に
よ
り
罰
金
刑
は
、
手
続
的
に
判
決
罰
金
、
略
式
命
令
、
秩
序
罰
の
三
本
立
て
に
な
っ
た
。
判
決
罰
金
は
重
い
犯
罪
に
、

略
式
命
令
は
軽
い
犯
罪
に
、
秩
序
罰
は
ご
く
軽
微
な
秩
序
違
反
行
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
．

　
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
刑
事
政
策
の
傾
向
の
一
つ
に
非
犯
罪
化
の
動
き
が
あ
る
．
日
本
で
は
一
九
六
七
年
か
ら
交
通
反
則
通
告
制
度
が

施
行
さ
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
犯
罪
を
犯
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
す
こ
と
が
行
わ
れ
始
め
た
．
こ
の
傾
向
に
合
わ
せ
て
、
罰
金
刑
と

か
か
わ
り
の
深
い
と
こ
ろ
で
酩
酊
罪
の
非
犯
罪
化
が
実
現
し
た
．

　
第
五
表
は
，
秩
序
罰
の
導
入
後
酩
酊
罪
に
対
し
て
は
秩
序
罰
が
原
則
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
状
況
を
示
し
て
い
る
．
即
ち
、
酩
酊
罪
で

有
罪
に
な
っ
た
者
が
四
万
余
、
同
じ
く
酩
酊
罪
等
で
秩
序
罰
に
処
さ
れ
た
者
が
四
万
余
で
、
酩
酊
罪
が
秩
序
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
．
ま
た
、
一
九
六
四
年
の
統
計
は
、
酩
酊
罪
で
有
罪
に
な
っ
た
者
六
三
、
四
九
八
人
中
六
三
、
三
九
五
人
が
罰
金
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
こ
れ
か
ら
、
酩
酊
罪
の
大
部
分
は
秩
序
罰
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
し
か
し
、
北
欧
諸
国
に
お
け
る
非
犯
罪
化
の
波
は
酩
酊
罪
を
一
九
七
〇
年
代
に
相
次
い
で
非
犯
罪
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
．
こ
の
流
れ

の
中
で
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
は
、
一
九
七
七
年
に
酩
酊
罪
を
非
犯
罪
化
し
て
い
る
．
即
ち
、
刑
法
一
六
章
一
五
条
を
廃
止
し
、
新
た
に
酩
酊
者

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
拘
束
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
て
、
警
察
官
に
一
定
の
要
件
の
も
と
に
酩
酊
者
を
拘
束
す
る
権
限
を
与
え
た
の
で
あ
る
．
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第5表　酪酊罪に関する統計

年度 （1） （2） （3） （4） （5） （6）

1960 63370 4735

1961 70513 4836 80282

1962 65812 5431 74689 46112

1963 59935 5152 71608 44097

1964 63499 4990 111789 75033 45153

1965 63755 4269 ’117745 74648 47936

1966 62368 4094 118676 75724 45424

1967 64409 3677 125599 74122 42879

1968 67697 3387 111772 74121 42275 10290

1969 72283 3752 ユ09531 77417 44409 　　49119
．。。一一甲一廓一・り一1

1970 62775 2844 104043 66554

・　．　一　畠　．　卿　－　印　．　，

40866 44123

1971 59814 2567 103941 63682 40022 37322

1972 57614 2441 110642 38098

1973 111673

（1〉酪酊罪第一審有罪者　　　　（4）酪酊罪等により判決を受けた者

（2）無軌道行為第一審有罪者　　（5）酩酊罪により有罪となった者

（3）酩酊行為による被拘束者　　（6）酩酊罪等によ｝）秩序罰を受けた者

（Statistiska5rsbok　f6r　Sverige，1965－1974各年度版による。）

第6表　交通関係の犯罪等で処分を受けた者

年度 （1） （2） （3） （4） （1）＋（4） （5） （6）

1960 46814 7223 39591 227988 274802 227988

1961 45335 7324 38011 212503 257838 212503

1962 43463 8519 34944 179042 222505 179042 145762

1963 41988 6921 35067 163963 205951 163965 200597

1964 43161 7783 35378 169733 212894 169733 252189

1965 34297 8205 26092 152364 186661 152364 285162

1966 33878 9232 24646 205083 238961 205083 318541

1967 35132 10218 24914 262039 297171 225065 373802

1968 37199 10201 26998 238146 275345 161148 461642

1969 38130 10315 27815 199198 237328 69631 421803
●　一　一　■　薗 噛一〇■　■　●冒一　一一■

1970 36508 10544 25964 202057 238565 68575 464902

1971 35780 9727 26053 214808 250588 100383 430083

1972 38066 11504 26562 230033 268099 102079 465872

（1）交通犯罪法違反〔（2）＋（3〉〕　（4）道交法違反

（2）酩酊運転等　　　　　　　　（5）交通違反で第一審で処理された者

（3）その他　　　　　　　　　（6）駐車違反で有罪になった者（（5〉の内数）

（1二1；黙慧盤濫禦濾無19，、各年度版、．よる♪
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第7表　換刑処分に関する統計

年度 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） い9〉 （10）

1975 3404 73

1976 3201 314 2080 55 620 0 81 51 3306 44

ユ977 2255 198 1327 42 566 1 67 54 3338 20

1978 2061 239 1242 11 477 1 51 40 2154 17

1979 1754 266 946 6 475 0 33 28 33

1980 1545 299 741 2 440 0 42 21 49

〔1）換刑処分事件の総数〔（2）一（8）の合計〕　　　　（6）猶予処分の取消し

〔2）猶予なしの換刑処分　　　　　　　　　　　　（7）罰金刑執行法22条による処分の停止

13）猶予付換刑処分　　　　　　　　　　　　　　（8）罰金刑執行法22条によ’る処分の失効

〔4）換刑処分の決定後その執行を放棄された者　　（9）換刑処分で訴追された者

15）執行官事務所移送　　　　　　　　　　　　　㈲　換刑処分で実際に施設に収容された者

（DS　Ju1981：24，pp．30f．，p，33．及ぴSOU1980：7，p．55．の表より作成。）

　
ま
た
、
第
六
表
は
交
通
違
反
、
特
に
駐
車
違
反
の
激
増
し
て
い
る
状
況
を
示
し
て

い
る
。
一
九
六
二
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
一
〇
年
間
に
駐
車
違
反
の
数
は
三
倍
以
上

に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
．
こ
う
し
て
、
一
九
七
七
年
に
駐
車
違
反
も
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

非
犯
罪
化
さ
れ
て
．
不
正
駐
車
反
則
金
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
法
改
正
は
罰
金
刑
の
統
計
に
大
ぎ
い
影
響
を
与
え
た
。
第
四
表
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ら
れ
る
よ
う
に
、
罰
金
刑
の
数
は
約
一
五
％
前
年
に
比
べ
て
減
少
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

　
二
　
罰
金
の
支
払
い
の
確
保

　
（

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
九
年
の
罰
金
制
度
の
改
革
は
罰
金
の
支
払
い
を
犠
牲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
し
て
換
刑
処
分
を
減
少
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
第
七
表
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
換
刑
処
分
で
訴
追
さ
れ
た
者
は
三
千
人
以
上
お
り
な
が
ら
そ
の
執
行
を
猶

予
さ
れ
た
者
が
そ
の
半
数
以
上
で
、
そ
の
他
の
理
由
で
収
容
さ
れ
な
か
っ
た
者
も
考

慮
す
る
と
、
最
終
的
に
は
、
訴
追
さ
れ
た
者
の
一
〇
〇
分
の
一
し
か
現
実
に
換
刑
処

分
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
し
か
も
、
一
九
七
九
年
の
施
設

収
容
者
三
三
人
中
二
一
人
は
収
容
後
に
支
払
い
を
し
て
恩
赦
の
申
請
を
し
、
出
所
し

　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
般
的
に
み
て
罰
金
の
納
入
率
は
高
く
、
罰
金
の
九
〇
％
は
支
払
わ
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
（
8
）

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
罰
金
刑
の
執
行
を
免
れ
る
者
に
対
し

て
罰
金
刑
を
効
果
的
に
す
る
た
め
に
制
度
の
改
革
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
改
革
の
提
案
は
換
刑
処
分
の
廃
止
と
罰
金
刑
執
行
法
の
制
定
の
二
本
建
て
に
な
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っ
て
い
た
が
、
実
現
し
た
の
は
後
者
で
前
者
に
つ
い
て
は
問
題
が
後
に
持
ち
越
さ
れ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
一
九
七
九
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
改
革
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ω
　
強
制
執
行
の
際
の
罰
金
（
過
料
）
債
権
の
優
先
順
位
を
税
金
と
同
順
位
に
強
化
し
た
．

　
ω
　
判
決
に
よ
る
罰
金
に
つ
い
て
も
略
式
命
令
、
秩
序
罰
と
同
じ
支
払
い
の
原
則
を
適
用
し
、
そ
の
確
定
前
の
任
意
支
払
い
を
認
め
た
。

　
⑥
　
罰
金
債
権
の
時
効
が
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
さ
れ
た
．

　
　

　
三
　
換
刑
処
分
の
廃
止

　
（

　
一
九
七
五
年
以
来
の
罰
金
刑
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
罰
金
刑
に
付
さ
れ
て
い
な
が
ら
罰
金
を
支
払
お
う
と
し
な
い
者
に
二
種
類
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
罰
金
の
支
払
い
能
力
の
な
い
者
、
二
は
罰
金
を
支
払
う
能
力
は
十
分
に
あ
り
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
、
支
払
い
を
せ
ず
、
徴
収
手
続
ぎ
を
意
識
的
に
回
避
す
る
者
で
あ
る
。
後
者
は
、
更
に
怠
慢
に
よ
っ
て
支
払
い
を
回
避
す
る
者
と
罰
金

刑
に
あ
た
る
同
種
犯
罪
を
反
覆
す
る
者
と
に
分
け
ら
れ
る
．
換
刑
処
分
を
廃
止
し
た
場
合
こ
の
二
種
類
の
罰
金
受
刑
者
に
対
す
る
何
ら
か

の
手
段
を
別
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
九
七
七
年
の
政
府
提
案
は
、
こ
の
者
に
対
し
て
罰
金
刑
し
か
法
定
刑
に
含
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
由
刑
の
判
決
を
可
能
に
す
る
よ

う
な
規
定
を
刑
法
の
中
に
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
罰
金
刑
回
避
の
理
由
が
本
人
の
怠
慢
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
、

罰
金
刑
が
本
人
の
再
犯
防
止
に
役
立
た
な
い
か
又
は
自
由
刑
が
公
の
観
点
か
ら
必
要
な
場
合
に
は
、
罰
金
刑
よ
り
重
い
刑
罰
の
定
め
の
な

い
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
、
そ
の
実
行
前
三
年
以
内
に
二
回
以
上
罰
金
刑
に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
者
を
三
月
以
下
の
拘
禁
に
付
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
改
正
提
案
は
、
し
か
し
立
法
顧
問
院
の
レ
ミ
ス
で
承
認
が
得
ら
れ
ず
、
問
題
は
過
料
制
度
委
員
会
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
た
。
同
委

員
会
は
、
検
討
の
末
罰
金
受
刑
者
を
判
決
の
言
い
渡
し
、
略
式
命
令
及
び
秩
序
罰
の
賦
課
の
時
点
で
（
確
定
を
ま
た
ず
）
刑
法
一
一
章
の
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

務
に
関
連
し
た
犯
罪
に
い
う
債
務
老
と
み
な
す
こ
と
を
提
案
し
、
同
章
各
条
に
定
め
る
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
．
し
か
し
、
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こ
の
提
案
は
レ
ミ
ス
の
段
階
で
す
べ
て
の
レ
ミ
ス
機
関
か
ら
拒
否
さ
れ
た
．
そ
の
理
由
は
、
罰
金
債
権
の
金
額
は
小
さ
い
が
．
こ
の
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

き
は
繁
雑
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
換
刑
処
分
の
代
替
処
置
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
．

　
こ
こ
で
改
め
て
司
法
省
内
部
で
法
案
の
再
検
討
が
な
さ
れ
．
過
去
の
検
討
作
業
を
整
理
し
た
上
で
新
た
な
提
案
が
な
さ
れ
た
．

　
こ
こ
で
は
、
換
刑
処
分
の
裁
判
の
実
態
が
調
査
さ
れ
、
第
七
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
現
状
が
明
ら
か
に
な
っ
た
．
そ
れ
と
同
時
に
一
九

六
八
年
に
換
刑
処
分
で
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
は
、
概
ね
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
の
乱
用
者
か
身
体
障
害
者
等
通
常
の
労
働
で
は
収
入
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ら
れ
な
い
者
で
あ
る
と
の
調
査
が
引
用
さ
れ
て
い
る
．

　
こ
れ
ら
か
ら
、
換
刑
処
分
に
は
罰
金
の
支
払
い
強
制
の
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を
廃
止
す
れ
ば
罰
金
受
刑
者
の
支
払
い
傾
向
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

き
い
影
響
の
出
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
罰
金
無
効
群
の
発
生
を
抑
え
る
た
め
の
方
法
に
触
れ
、
基
本
的
に
換
刑
処
分
の

語
は
残
し
、
e
怠
慢
に
よ
り
支
払
い
が
な
さ
れ
な
い
場
合
及
び
二
回
以
上
罰
金
犯
罪
を
反
覆
し
、
公
の
観
点
か
ら
必
要
の
あ
る
場
合
に
換

刑
処
分
を
行
う
こ
と
．
O
上
の
二
つ
の
要
件
の
存
否
に
つ
い
て
慎
重
な
調
査
を
求
め
る
こ
と
、
㊧
換
刑
処
分
の
日
数
と
、
日
数
罰
金
の
日

数
、
定
額
罰
金
の
金
額
と
の
換
算
表
を
廃
止
し
、
一
四
日
以
上
三
月
以
下
の
範
囲
で
裁
判
所
が
期
間
を
決
定
す
る
こ
と
、
㊨
換
刑
処
分
は

例
外
的
に
実
施
し
、
そ
の
最
初
の
必
要
性
は
執
行
官
事
務
所
が
、
次
に
検
察
官
が
判
断
し
て
訴
追
す
る
こ
と
、
㊨
旧
換
刑
処
分
に
あ
っ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

換
刑
処
分
の
猶
予
、
換
刑
処
分
の
例
外
、
執
行
官
事
務
所
へ
の
移
送
等
の
制
度
は
廃
止
す
る
こ
と
等
の
提
案
を
行
っ
た
。

　
こ
の
提
案
は
、
一
部
の
技
術
的
修
正
を
受
け
て
議
会
の
承
認
を
得
、
一
九
八
四
年
七
月
一
目
よ
り
施
行
さ
れ
た
．
こ
れ
が
現
行
法
に
な

っ
て
い
る
。

　
本
節
の
最
後
に
、
一
九
七
三
年
の
北
欧
刑
法
専
門
家
会
議
が
罰
金
の
問
題
を
討
議
し
て
い
る
こ
と
と
，
一
九
七
五
年
に
西
ド
イ
ッ
が
日

数
罰
金
の
採
用
を
内
容
と
す
る
刑
法
改
正
を
行
い
、
そ
の
翌
年
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ソ
ク
研
究
所
が
罰
金
に
つ
い
て
国
際
的
コ
・
キ
ア
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

開
催
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
者
の
会
議
の
様
子
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
資
料
が
な
く
、
こ
こ
で
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
．
後
者
の
会
議
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
K
・
ワ
ー
ベ
ソ
が
出
席
し
（
そ
の
他
の
北
欧
諸
国
か
ら
の
参
加
者
は
い
な
い
）
、
日
数
罰
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（
1
8
）

金
に
対
す
る
消
極
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
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七
　
将
来
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
犯
罪
防
止
委
員
会
の
刑
事
政
策
部
会
の
報
告
書
、
新
刑
罰
体
系
は
、
い
わ
ゆ
る
処
遇
思
想
の
批
判
の
上
に
立
っ
て
、
刑
罰
を
受
刑
者
の

二
ー
ド
に
ょ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
こ
れ
を
端
的
に
苦
痛
の
賦
課
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
に
立
つ
。
自
由
刑
は
受
刑
者
の
社
会

復
帰
に
は
有
害
な
効
果
を
及
ぼ
す
の
で
そ
の
適
用
は
制
限
し
、
そ
れ
に
代
替
す
る
処
分
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
罰
金
刑

も
自
由
刑
に
代
替
す
る
制
裁
と
し
て
今
後
の
刑
罰
体
系
の
中
で
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

七
点
に
要
約
で
き
よ
う
。

62

e
　
罰
金
刑
を
短
期
自
由
刑
の
代
替
処
分
と
し
て
用
い
る
。
現
在
拘
禁
の
七
六
％
は
四
月
以
下
の
刑
期
で
あ
り
、
こ
こ
に
罰
金
刑
を
充
て
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
罪
名
で
い
え
ば
酩
酊
運
転
、
傷
害
、
財
産
犯
一
般
で
あ
る
．
い
わ
ゆ
る
強
化
監
督
や
監
督
処
分
と
の
併
科
も
考
慮
す
る
．

⇔
　
罰
金
刑
の
登
録
制
度
を
確
立
す
る
。
現
在
の
犯
罪
者
登
録
は
拘
禁
刑
が
主
体
で
、
罰
金
刑
は
何
回
科
せ
ら
れ
て
も
前
科
登
録
さ
れ
な
い
。
し
か
し
．

　
一
方
で
は
電
算
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
っ
て
正
確
に
前
歴
が
判
る
場
合
も
あ
る
．
そ
の
た
め
に
生
じ
る
前
歴
調
査
の
不
公
平
を
な
く
す
た
め
に
、
罰
金
刑

　
に
つ
い
て
も
そ
の
登
録
制
度
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

㊧
　
日
数
罰
金
制
度
は
維
持
す
る
．
こ
の
制
度
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
社
会
に
根
づ
い
て
お
り
、
そ
の
算
出
の
方
法
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
社

　
会
的
正
義
に
合
致
し
た
面
を
も
っ
て
い
る
。

四
　
定
額
罰
金
制
度
は
刑
事
反
則
金
と
し
て
、
罰
金
刑
と
は
別
の
財
産
刑
と
し
て
構
成
す
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
は
ド
イ
ッ
の
よ
う
な
犯
罪
と
違
警
罪

　
と
の
区
別
が
な
い
が
．
単
な
る
秩
序
違
反
行
為
は
非
刑
罰
化
し
て
軽
い
制
裁
の
形
式
を
と
る
よ
う
に
す
る
。
現
在
定
額
罰
金
は
概
ね
一
〇
1
五
〇
ク

　
ロ
ー
ネ
の
範
囲
で
分
布
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
罰
金
刑
よ
り
軽
い
財
産
刑
を
考
慮
す
る
。

㊨
　
い
わ
ゆ
る
標
準
化
罰
金
は
、
こ
れ
を
全
廃
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

の
特
別
法
犯
、
特
に
交
通
違
反
は
数
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
刑
罰
も
目
数
罰
金
で
あ
れ
ば
三
〇
日
以
下
、
定
額
罰
金
で
あ
れ
ぽ
五
〇
ク
・
ー
ネ
以
下

　
の
も
の
が
圧
倒
的
な
の
で
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
処
分
は
非
刑
罰
化
し
、
行
政
的
な
反
則
金
の
導
入
を
検
討
す
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
、
行
為
類

　
型
の
客
観
的
記
述
．
す
べ
て
の
行
為
へ
の
処
分
の
公
平
な
賦
課
、
適
用
範
囲
の
明
確
化
、
不
服
申
立
制
度
の
確
保
等
が
必
要
で
あ
る
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
㈹
　
法
人
を
処
罰
す
る
た
め
の
企
業
罰
金
制
度
を
導
入
す
る
．

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
更
に
、
一
九
八
六
年
の
「
拘
禁
及
び
施
設
内
矯
正
保
護
委
員
会
」
の
答
申
は
、
上
記
の
犯
罪
防
止
委
員
会
と
基
本
的
に
同
じ
立
場
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
を
重
点
に
お
い
て
、
実
務
的
に
次
の
よ
う
な
罰
金
刑
の
改
革
を
提
案
し
て
い
る
．

スウェーデンにおける罰金制度の沿革

e
　
罰
金
刑
の
適
用
領
域
を
拡
大
す
る
。
犯
罪
を
、
重
大
、
通
常
、
軽
微
の
三
段
階
に
分
け
れ
ば
、
現
在
刑
法
犯
で
罰
金
刑
を
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

　
軽
微
な
犯
罪
で
あ
っ
て
、
重
大
な
犯
罪
と
通
常
の
犯
罪
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
．
し
か
し
、
特
別
法
犯
で
は
通
常
の
犯
罪
の
場
合
で
も
罰
金
刑
が

　
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
改
正
提
案
は
、
財
産
犯
に
つ
い
て
通
常
の
窃
盗
、
詐
欺
、
横
領
等
に
つ
い
て
も
罰
金
刑
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
実
際
上
は
条
件
付
判
決
を
罰
金
刑
で
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
条
件
付
判
決
の
七
〇
％
は
罰
金
を
併
科
さ
れ
て
い
る
．

⇔
　
定
額
罰
金
と
目
数
罰
金
の
間
の
不
均
衡
を
な
く
す
。
具
体
的
な
例
と
し
て
三
〇
キ
・
以
上
の
速
度
違
反
と
三
〇
キ
・
未
満
の
速
度
違
反
で
は
前
者

　
が
日
数
罰
金
、
後
者
が
定
額
罰
金
に
な
る
が
、
定
額
罰
金
の
額
が
六
〇
〇
ク
・
ー
ネ
と
固
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
数
罰
金
は
目
額
の
算
定
か

　
ら
六
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

㊧
定
額
罰
金
、
特
に
秩
序
罰
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。
訴
訟
手
続
法
四
八
章
の
現
在
の
規
定
で
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に
検
事
総
長
の
決
定
す
る

　
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
と
い
う
の
を
改
正
し
て
、
必
要
な
場
合
に
は
す
べ
て
の
犯
罪
に
定
額
罰
金
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
．

㊨
　
標
準
化
罰
金
は
存
置
す
る
。
こ
れ
を
廃
止
す
る
と
、
特
別
な
場
合
の
罰
金
は
定
額
罰
金
の
金
額
の
増
額
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
定

　
額
罰
金
の
位
置
付
け
が
不
明
確
に
な
る
。

　
具
体
的
な
改
正
提
案
と
し
て
は
、
日
数
罰
金
の
日
額
の
範
囲
を
二
〇
ー
一
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
と
し
、
日
数
の
範
囲
を
二
五
i
二
〇
〇

日
（
併
合
さ
れ
た
刑
罰
の
場
合
は
三
〇
〇
日
）
と
す
る
．
日
数
罰
金
に
基
礎
日
額
五
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
を
設
定
し
、
そ
の
上
に
日
数
罰
金
を
加
算

す
る
．
ま
た
、
日
数
罰
金
の
最
低
日
数
二
五
と
、
最
低
日
額
二
〇
ク
ロ
ー
ネ
と
を
あ
わ
せ
て
日
数
罰
金
の
最
低
額
が
一
、
○
○
○
ク
・
ー

ネ
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
定
額
罰
金
の
最
高
額
一
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
と
の
間
の
調
和
を
図
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
改
正
提
案
は
、
同
委
員
会
の
作
成
し
た
改
正
刑
法
草
案
の
二
八
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
以
下
に
訳
出
す
る
。
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第
二
八
章
　
罰
金
に
つ
い
て

第
一
条
定
額
罰
金
も
し
く
は
標
準
化
罰
金
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
の
他
、
罰
金
は
目
数
罰
金
と
し
て
言
い

　
渡
さ
れ
る
．

第
二
条
　
目
数
罰
金
は
二
五
目
以
上
二
〇
〇
目
以
下
、
又
は
罰
金
刑
が
数
個
の
犯
罪
に
対
す
る
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
三

　
〇
〇
日
以
下
の
日
数
の
範
囲
内
で
言
い
渡
さ
れ
る
。

　
　
個
々
の
日
数
罰
金
の
額
は
、
二
〇
ク
・
ー
ネ
以
上
一
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
範
囲
で
、
被
告
人
の
収
入
、
財
産
、
扶
養
義
務
及
び
そ
の
他
の

　
経
済
条
件
に
て
ら
し
て
理
由
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
．

　
　
前
項
の
他
日
数
罰
金
の
言
い
渡
し
に
あ
た
っ
て
は
常
に
五
〇
〇
ク
・
ー
ネ
の
基
礎
額
が
言
い
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
日
数
罰
金
は
、
罰
金
刑
の
定
め
の
あ
る
一
個
又
は
数
個
の
犯
罪
に
対
し
て
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
個
の
犯
罪
の
中
の
ど
れ
か
に
目
数

　
罰
金
の
定
め
が
あ
れ
ば
、
そ
の
他
の
犯
罪
に
対
し
て
定
額
罰
金
を
こ
え
る
刑
罰
の
定
め
の
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
数
個
の
犯
罪
に
対
す
る
併
合
さ
れ

　
た
刑
罰
と
し
て
日
数
罰
金
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
一
個
又
は
数
個
の
犯
罪
に
つ
い
て
二
五
目
以
下
の
日
数
罰
金
を
科
す
べ
き
場
合
に
は
、
一
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
定
額
罰
金
を
言
い
渡
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
定
額
罰
金
は
一
、
○
○
○
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
金
額
で
定
め
ら
れ
る
罰
金
刑
で
あ
る
。

　
　
数
個
の
犯
罪
の
す
べ
て
に
つ
い
て
定
額
罰
金
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
犯
罪
の
す
べ
て
に
対
す
る
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
最
高
二
、
○

　
○
○
ク
・
ー
ネ
の
定
額
罰
金
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
標
準
化
罰
金
は
特
別
な
計
算
根
拠
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
罰
金
刑
で
あ
る
．

第
六
条
標
準
化
罰
金
又
は
拘
禁
に
換
刑
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
罰
金
刑
の
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
罰
金
を

　
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
七
条
　
他
に
定
め
の
な
い
限
り
、
罰
金
の
最
低
額
は
一
〇
〇
ク
β
ー
ネ
で
あ
る
。

　
　
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
罰
金
を
言
い
渡
す
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、
右
の
犯
罪
の
ど
れ
か
に
罰
金
の
下
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
の

　
下
限
を
下
ま
わ
る
罰
金
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
．

第
八
条
　
数
個
の
犯
罪
の
個
数
、
重
さ
及
び
相
互
関
係
に
て
ら
し
て
正
当
な
理
由
の
存
す
る
場
合
に
は
、
右
の
数
個
の
犯
罪
に
つ
い
て
罰
金
刑
の
み
が

64



　
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
法
に
従
い
数
個
の
犯
罪
に
対
す
る
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
罰
金
刑
以
外
の
制
裁
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
右
の
場
合
、
一
月
以
上
三
月
以
下
の
拘
禁
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
．

第
九
条
他
に
定
め
の
な
い
限
り
、
罰
金
は
国
庫
に
帰
属
す
る
．

　
　
数
個
の
犯
罪
に
対
す
る
併
合
さ
れ
た
刑
罰
と
し
て
罰
金
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
右
の
数
個
の
犯
罪
の
ど
れ
か
に
つ
い
て
罰
金
が
全

　
部
も
し
く
は
一
部
が
国
庫
以
外
の
も
の
に
帰
属
す
る
場
合
、
又
は
右
の
罰
金
が
特
別
な
用
途
に
充
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
罰
金
の
分

　
配
に
つ
い
て
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
罰
金
の
納
付
及
び
徴
収
に
つ
い
て
は
、
罰
金
刑
の
執
行
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
九
年
法
律
第
一
八
九
号
）
に
定
め
る
．

　
　
他
に
定
め
の
な
い
限
り
、
罰
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
罰
金
刑
の
執
行
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
罰
金
刑
を
一
四
日
以

　
上
三
月
以
下
の
拘
禁
に
換
刑
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
裁
判
所
又
は
そ
の
他
の
官
署
の
決
定
に
よ
り
特
別
な
場
合
に
科
せ
ら
れ
る
過
料
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
一
〇
条
を
準
用
す

　
る
も
の
と
す
る
．
そ
の
他
の
過
料
に
つ
い
て
は
罰
金
刑
に
つ
い
て
本
章
に
定
め
た
と
こ
ろ
を
適
用
す
る
。

スウェーデンにおける罰金制度の沿革

（
1
）
　
○
す
。
F
ω
閑
卜
因
碧
冒
艮
這
ミ
”
S
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
犯
罪
防
止
委
員
会
、
「
新
し
い
刑
罰
制
度
」
（
杉
原
鎮
雄
訳
）
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
更
生
保

護
関
係
法
令
集
、
青
少
年
福
祉
セ
ソ
タ
ー
、
昭
和
五
五
年
は
、
本
報
告
書
の
英
文
要
約
の
翻
訳
で
あ
る
．
な
お
、
坂
田
仁
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
現

行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価
－
新
刑
罰
体
系
〔
理
念
と
提
案
〕
抄
訳
1
」
、
法
学
研
究
五
二
巻
一
二
号
。

（
2
）
○
づ
。
。
ぎ
男
＞
寄
箸
。
暮
§
↓
”
S
暮
ω
ミ
朔

（
3
）
　
一
び
す
｝
b
層
9
。
9
唐
＄
㍗
b
●
8
S
質
G
。
逡
。
坂
田
仁
、
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
、
慶
鷹
通
信
、
昭
和
五
九
年
、
一
五
四
頁
参
照
．

（
4
）
　
凄
話
鼠
盤
げ
3
　
刑
法
三
六
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
＞
図
び
Φ
茜
貫
頃
導
甲
ρ
”
国
ざ
－
ぼ
。
罫
　
国
ざ
山
夷
醇
。
魯
　
国
ざ
ム
。
蒙
毘
舞
ω
即
》

　
男
o
話
閥
づ
冒
瞬
一
〇
〇。
o
o
”
ω
｝
b
b
．
O
一
第
o
い

（
5
）
　
霊
ま
一
鴇
ま
『
酵
0
9
一
－
ω
一
の
O
q
お
o
。
9
一
㌣
蜀
　
抄
訳
、
坂
田
仁
（
訳
）
、
「
現
行
制
裁
体
系
を
改
正
す
べ
き
理
由
－
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
、

　
（
S
O
U
一
九
八
六
年
一
四
号
）
第
六
章
」
、
法
学
研
究
六
二
巻
三
号
。

（
6
）
　
O
b
■
巳
f
の
O
d
お
o
。
9
一
♪
寒
●
一
〇
N
弗
”
一
①
o。
抄

（
7
）
の
O
d
お
。。
①
二
ω
｝
層
ふ
。
抽
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結

葦五
口口

　
以
上
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
制
度
の
沿
革
を
述
べ
て
来
た
が
、
こ
こ
で
我
が
国
の
罰
金
制
度
と
の
比
較
を
多
少
し
て
、

し
た
い
。

　
始
め
に
非
体
系
的
で
は
あ
る
が
、
両
国
の
相
違
点
を
あ
げ
て
み
る
。

本
稿
の
結
び
と

e
　
我
が
国
の
財
産
刑
は
罰
金
と
科
料
と
で
あ
り
．
罰
金
は
拘
留
（
三
〇
目
未
満
）
よ
り
重
い
刑
罰
で
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
財
産
刑
は
罰
金
だ

　
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
罰
金
は
自
由
刑
よ
り
も
軽
い
刑
罰
と
さ
れ
て
い
る
．
つ
ま
り
，
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
の
性
質
は
日
本
の
科
料
に
近
い
の
で

　
あ
る
。

⇔
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
は
、
日
数
罰
金
．
定
額
罰
金
、
標
準
化
罰
金
と
い
う
三
種
類
の
類
型
が
あ
る
が
、
日
本
に
は
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
刑
法
の

　
各
則
の
規
定
に
は
罰
金
の
金
額
は
通
常
示
さ
れ
て
い
な
い
．
金
額
の
示
さ
れ
て
い
る
定
額
罰
金
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
我
が
国
の
反
則
金
に
近
い

　
性
質
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

㊧
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
判
決
主
文
に
労
役
場
留
置
を
う
た
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
換
刑
処
分
は
、
罰
金
の
不
払
い
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
新
た
な

　
手
続
き
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
労
役
場
留
置
の
性
質
と
換
刑
処
分
の
性
質
と
は
同
一
の
も
の
と
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
．
換
刑
処
分
の
ル
ー

　
ツ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
旧
刑
法
の
パ
ン
と
水
だ
け
の
拘
禁
で
あ
り
、
日
本
の
労
役
場
留
置
の
ル
ー
ツ
と
は
違
う
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

㊨
　
最
近
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
は
、
環
境
犯
罪
等
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
、
法
人
処
罰
の
可
能
性
を
導
入
し
、
い
わ
ゆ
る
企
業
罰
金
を
法
制
化
し
た
。
こ

　
れ
は
、
日
本
の
付
加
刑
と
し
て
の
没
収
と
は
違
う
も
の
で
、
日
本
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
．

㈲
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
検
察
官
、
警
察
官
は
そ
れ
ぞ
れ
略
式
命
令
、
秩
序
罰
を
賦
課
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
罰
金
を
賦
課

　
す
る
権
限
は
裁
判
所
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
．

㊨
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
検
察
官
は
、
捜
査
と
公
判
維
持
の
権
限
を
も
つ
が
、
日
本
の
よ
う
な
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
．
罰

　
金
刑
の
執
行
権
限
は
執
行
官
事
務
所
に
あ
り
、
そ
れ
は
大
蔵
省
の
所
属
機
関
で
お
ろ
．
二
こ
か
ら
、
税
金
の
年
末
調
整
と
罰
金
の
相
殺
が
可
能
に
な

　
る
．
そ
し
て
、
自
由
刑
の
執
行
権
限
は
矯
正
保
護
庁
に
あ
る
．
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㈹
　
裁
判
所
の
審
理
に
は
参
審
員
が
原
則
的
に
列
席
す
る
、
そ
の
権
限
は
、
法
律
職
の
専
門
裁
判
官
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
り
、
事
実
聞
題
、
法
律
職

　
　
題
の
双
方
に
裁
判
官
と
同
等
の
決
定
権
を
も
つ
．

　
㈹
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
行
政
庁
は
関
係
人
に
対
し
て
自
ら
過
料
を
言
い
渡
す
権
限
を
も
っ
て
い
る
．
こ
れ
は
、
罰
金
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ス
ウ

　
　
ェ
ー
デ
ン
の
行
政
の
一
つ
の
特
色
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
で
は
過
料
の
言
い
渡
し
は
裁
判
所
の
権
限
で
あ
る
．

　
σゆ
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
刑
事
訴
訟
で
は
被
害
者
は
検
察
官
と
と
も
に
訴
訟
当
事
者
と
し
て
訴
訟
に
関
与
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
．
そ
し
て
、
不

　
　
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
を
刑
事
訴
訟
の
中
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
．
こ
の
状
態
で
の
罰
金
の
判
決
は
、
損
害
賠
償
の
判
決
と
同
時
に
な
さ
れ
、

　
　
罰
金
と
損
害
賠
償
と
が
相
関
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
罰
金
刑
を
損
害
賠
償
の
思
想
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を

　
　
主
張
し
た
チ
ュ
レ
ー
ン
の
考
え
か
た
が
現
実
味
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
．
こ
れ
は
、
日
本
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
．

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
罰
金
と
い
う
比
較
的
単
純
な
形
式
の
刑
罰
の
理
解
に
す
ら
両
国
の
司
法
制
度
の
あ
り
方
の
相
違
が
か
か
わ
っ

て
、
そ
の
理
解
が
非
常
に
困
難
な
こ
と
が
判
る
。
た
だ
、
こ
と
を
日
数
罰
金
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
筆
者
は
そ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
は
充
分

考
慮
に
値
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

　
今
日
本
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
罰
金
刑
の
量
刑
が
硬
直
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
罰
金
の
額
が
法

定
刑
の
上
限
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
限
を
更
に
高
く
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
．
こ
の
案
は
、

明
治
以
来
の
物
価
の
上
昇
率
と
比
べ
て
罰
金
の
金
額
の
上
昇
率
が
小
さ
い
と
い
う
事
実
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
所
得
の
上
昇
、

国
民
の
物
質
的
生
活
条
件
の
向
上
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
低
い
生
活
水
準
に
甘
ん
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
こ
の
事
実
に
も
私
達
は
注

意
を
払
う
必
要
が
あ
る
．

　
必
要
な
の
は
、
罰
金
の
上
限
を
上
げ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
罰
金
の
量
刑
に
大
き
い
幅
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
．
即
ち
、
刑
事
責
任

の
大
小
と
は
別
に
、
経
済
力
の
個
人
的
格
差
を
も
罰
金
額
の
決
定
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
罰
の
個
別
化
、
社
会
化
の
観
点
を
罰

金
刑
に
も
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
日
数
罰
金
が
提
案
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
．
し
か
し
、
そ
れ
が
実
際
に
法
律
に
な
っ
て
施

67



法学研究63巻4号（’90：4）

行
さ
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
で
あ
っ
た
．
そ
の
間
に
一
回
議
会
は
政
府
の
提
案
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
罰
金
の
上
限

が
五
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
か
ら
一
挙
に
三
六
、
○
○
○
ク
・
ー
ネ
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
甚
だ
し
い

不
均
衡
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
．

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
日
数
罰
金
刑
の
運
用
は
、
む
し
ろ
罰
金
額
の
減
少
と
し
て
現
れ
、
全
体
と
し
て
安
定
し
た
運
用
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
．
そ
の
理
由
の
中
に
は
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、
裁
判
に
お
け
る
参
審
員
の
参
加
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
罰
金
の
効
果
の
も

つ
貧
富
の
差
を
な
く
す
と
い
う
．
こ
の
制
度
の
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
意
義
が
国
民
に
い
き
わ
た
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

思
う
。

　
勿
論
、
日
数
罰
金
の
適
用
範
囲
、
経
済
状
態
の
査
定
、
日
額
の
算
定
方
法
、
労
役
場
留
置
な
ど
検
討
を
要
す
る
間
題
は
多
い
と
思
う
が
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
例
で
示
さ
れ
る
量
刑
の
幅
の
極
度
の
拡
大
を
利
点
と
考
え
て
、
日
数
罰
金
制
度
の
日
本
へ
の
導
入
を
是
非
考
慮
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
。

　
日
本
に
し
て
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
し
て
も
、
と
も
に
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
罰
金
刑
の
比
率
が
九
〇
％
に
達
し
て
い
る
国
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
支
払
い
状
況
は
非
常
に
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
．
ど
ち
ら
の
国
の
国
民
も
遵
法
精
神
に
富
ん
だ
国
民
性
を
も
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
元
年
九
月
稿
）

　
［
追
記
］
　
本
稿
で
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
ス
ウ
ェ
！
デ
ソ
の
日
数
罰
金
の
紹
介
に
は
次
の
資
料
が
あ
る
。

　
　
　
↓
げ
。
彗
馨
亀
“
国
導
裟
ω
5
＆
ぎ
零
置
魯
Φ
卑
富
ぼ
目
鴨
づ
邑
け
自
①
目
↓
轟
Φ
ω
日
ゆ
①
ロ
照
9
Φ
B
N
の
霞
名
o
。
9
一
〇
起
〕
薯
。
＄
竃
暁
．

　
　
　
u
。
”
醤
Φ
富
『
－
旨
①
馨
け
§
甘
警
①
q
Φ
ダ
寓
。
『
暴
廿
言
切
昆
。
昔
。
騰
誓
Φ
2
慧
。
琶
ω
奉
q
喜
o
。
き
。
一
一
す
9
ぎ
亀
舅
①
畳
8
（
切
閃
卜
）

　
　
　
乞
o
。
ω
”
Z
o
〈
①
菖
び
Φ
噌
る
o。
①
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
平
成
二
年
三
月
］
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訂
正
　
本
誌
第
六
三
巻
第
四
号
五
七
頁
掲
載
の
「
第
6
表
　
交
通
関
係
の
犯
罪

等
で
処
分
を
受
け
た
者
」
の
説
明
部
分
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
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