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一
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
新
し
い
刑
罰
制
度
が
施
行
さ
れ
て
一
〇
年
以
上

に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
制
度
で
採
用
さ
れ
た
新
し
い
法
律
上
の
諸
機

関
、
そ
れ
ら
の
実
際
的
価
値
、
そ
の
適
用
の
動
向
を
詳
し
く
観
察
す
る
た

め
に
は
、
十
分
な
時
が
経
過
し
て
い
る
と
思
う
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
考
え
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ぽ
、
考

察
の
中
心
は
、
刑
事
処
分
の
適
用
の
動
向
に
な
る
。

　
一
九
六
九
年
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
の
基
本
的
指
針
を
概
観
す
る
た
め
に
、

立
法
者
が
重
大
な
犯
罪
と
軽
微
な
犯
罪
を
別
の
方
法
で
扱
お
う
と
し
て
い

た
こ
と
を
は
じ
め
に
述
べ
て
お
こ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
重
大
な
犯
罪

を
犯
し
て
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
自
由
刑
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

例
外
的
で
は
あ
る
が
、
死
刑
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
危
険
性
が
高

く
、
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
、
あ
る
い
は
固
執
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
犯
罪

者
た
ち
に
は
刑
を
加
重
し
て
科
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
後
者
に
は
、
暴
力
的
な
犯
罪
を
犯
す
者
お
よ
び
累
犯
者
が
含
ま
れ
、

そ
の
中
に
は
、
刑
の
執
行
を
終
え
た
後
も
保
護
観
察
（
礪
0
8
＆
お

の
ε
R
〈
芭
8
）
に
付
し
、
あ
る
い
は
ま
た
保
護
観
察
に
合
わ
せ
て
社
会
適

応
セ
ン
タ
ー
（
8
9
巴
お
鑑
巷
鼠
菖
8
8
昌
霞
o
）
に
収
容
す
る
、
と
い
う

よ
う
な
特
別
の
刑
事
処
分
を
科
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
者
も
あ
る
と
い
う
。

　
し
か
し
他
方
で
、
軽
微
な
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
は
、
寛
大
な
刑
事
処
分

が
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
手
続
を
中

一
二
五



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

断
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
べ
ぎ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
軽
微
な
犯
罪
の
中

に
は
、
非
刑
罰
化
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
非
刑
罰
化
は
、
一
九

六
七
年
に
初
め
て
実
施
さ
れ
、
一
九
七
一
年
に
は
大
幅
に
行
な
わ
れ
た
が
、

そ
の
場
合
、
犯
罪
を
違
警
罪
（
窪
睾
詔
お
隆
8
ω
）
と
し
、
管
轄
権
を
裁

判
所
か
ら
違
警
罪
を
扱
う
行
政
委
員
会
へ
移
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

た
。　

刑
法
、
行
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
は
、
一
九
七
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ

れ
た
。
し
か
し
、
刑
事
立
法
は
こ
れ
ら
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
七
〇
年
代
初

め
に
は
二
つ
の
重
要
な
法
律
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
一
九
七
一
年

五
月
二
〇
日
公
布
の
一
連
の
法
律
の
中
に
あ
る
違
警
罪
法
（
8
号
9

耳
き
詔
お
路
8
ω
）
（
U
N
．
d
・
8
一
鱒
窓
蚕
崔
令
二
〇
。
）
で
、
違
警
罪
の

法
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
二
六

目
公
布
の
経
済
刑
法
（
嘗
目
9
巴
需
轟
一
8
留
）
（
関
税
そ
の
他
の
租
税

に
関
す
る
犯
罪
を
取
締
る
た
め
の
法
律
、
U
N
・
d
・
き
鵠
》
冨
寅
鴇
O
）

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
成
人
に
対
す
る
関
係
で
は
、
以
上
の
法
律
の
成
立

に
ょ
っ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
刑
事
立
法
の
法
典
化
の
過
程
は
完
了
し
た
と

言
え
る
。
少
年
（
一
七
歳
未
満
の
者
）
の
刑
事
責
任
は
、
一
九
八
二
年
一

〇
月
二
六
日
公
布
の
少
年
事
件
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
U
N
・
q
・
8

ω
9
冒
声
器
o
。
）
が
施
行
さ
れ
た
一
九
八
三
年
五
月
一
二
日
ま
で
、
　
一
九

三
二
年
刑
法
お
よ
び
一
九
二
八
年
刑
事
訴
訟
法
（
両
方
と
も
何
度
か
修
正

さ
れ
た
が
）
の
規
定
に
従
っ
て
い
た
。

一
二
六

　
も
し
新
た
な
諸
規
定
の
有
効
な
用
い
方
を
学
ぶ
の
に
必
要
な
最
低
の
期

間
と
、
す
で
に
掲
げ
た
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
施
行
さ
れ
た
日
時
を
考
慮
す

る
と
、
一
九
七
二
年
を
、
新
し
い
刑
法
典
が
完
全
な
形
で
決
定
さ
れ
た
時

期
と
し
て
、
成
人
に
対
す
る
刑
罰
政
策
を
分
析
す
る
た
め
の
出
発
点
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
一
九
六
九
年
刑
法
典
の
規
定
す
る
裁
判
所
に
よ
る
刑
の
適
用
の
原

則
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
正
に
こ
の
点
で
、
現
行
法
の
諸
規
定
が
か
な

り
成
功
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
形
跡
も
示
し
て
い
る
。

　
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ
の
複
雑
な
問
題
を
少
し
整
理

し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
が
刑
を
科
す
場
合
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
規
定
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
よ
う
と
思
う
。
第
一
グ
ル
ー
プ

は
刑
法
（
お
よ
び
他
の
刑
罰
法
規
）
の
各
則
部
分
の
規
定
で
、
そ
れ
ら
が

予
想
す
る
犯
罪
の
行
為
者
に
科
す
べ
き
刑
事
制
裁
の
種
類
と
限
界
を
定
め

て
い
る
。
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
刑
法
（
ま
た
は
、
経
済
刑
法
や
刑
法
第
三
七

章
の
軍
に
関
す
る
部
分
の
よ
う
に
総
則
部
分
を
も
つ
諸
法
令
）
の
総
則
部

分
で
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
諸
規
定
の
内
容
を
修
正
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
修
正
は
、
制
裁
の
限
界
の
変
更
、
二
つ
以
上
あ
る
制
裁
の
選
択

基
準
、
規
定
以
外
の
刑
事
処
分
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
グ
ル
ー
プ
は
、
犯
罪
者
に
適
用
す
べ
き
刑
事
処
分
の
種
類
と
程
度
を

選
択
す
る
際
に
裁
判
所
が
従
う
べ
き
諸
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
で
あ

る
。



　
こ
れ
ら
の
法
体
系
の
本
質
的
特
徴
は
、
特
定
の
犯
罪
に
対
す
る
特
定
の

刑
罰
と
い
う
ル
ー
ル
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
裁
判
所
は
常
に
刑

罰
を
選
択
す
る
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
、
い
っ

た
い
刑
罰
を
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
、
手
続
の
条
件
付
中
断
（
8
民
一
－

寓
8
巴
＆
の
8
暑
日
仁
き
8
鉱
浮
o
冥
8
8
良
昌
鴨
）
に
止
め
る
べ
き
か

ど
う
か
（
そ
し
て
時
に
は
、
も
し
法
令
上
許
さ
れ
る
な
ら
、
刑
の
執
行
を

断
念
す
べ
き
か
ど
う
か
）
。
ま
た
、
刑
の
言
渡
し
の
際
に
も
、
裁
判
所
は
、

も
う
一
つ
の
主
刑
あ
る
い
は
付
加
刑
を
併
科
す
べ
き
か
ど
う
か
、
罰
金
あ

る
い
は
予
防
処
分
を
行
な
う
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
が
従
う
べ
き
基

準
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
は
、
刑
法
典
、
と
り
わ
け

そ
の
五
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
裁
判
所
が
裁
量
に
よ
っ

て
刑
を
科
す
場
合
に
考
慮
す
べ
ぎ
基
準
が
三
つ
書
か
れ
て
い
る
。
e
、
犯

罪
の
社
会
的
危
険
性
の
程
度
、
⇔
、
刑
の
社
会
的
効
果
、
㊧
、
有
罪
を
宣

告
さ
れ
た
者
へ
の
予
防
的
・
教
育
的
効
果
。
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
新
し
い

言
葉
使
い
を
し
て
は
い
る
が
、
結
局
は
刑
罰
の
古
典
的
目
的
に
相
応
し
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
の
も
の
は
、
正
義
の
実
現
、
す
な
わ
ち
、
犯

罪
者
の
犯
し
た
「
悪
」
に
対
し
て
、
そ
の
「
悪
」
に
匹
敵
す
る
苦
痛
の
形

で
応
報
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
目
的
は
、
一
般
予
防
、
す
な
わ

ち
、
当
該
犯
罪
者
以
外
の
者
が
犯
罪
を
犯
す
の
を
予
防
す
る
た
め
に
犯
罪

者
を
罰
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
刑
罰
の
第
三
の
目
的
は
、
特
別
予
防
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

す
な
わ
ち
、
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
予
防
効
果
で
あ
る
。

　
正
義
の
原
則
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
そ
れ
が
文
字
ど

お
り
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
原
則
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
周
知
の
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る

必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
犯
罪
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
「
悪
」
の

程
度
を
、
彼
が
被
る
苦
痛
に
置
き
か
え
る
た
め
の
「
客
観
的
」
あ
る
い
は

「
不
変
の
」
尺
度
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う

と
思
う
。
こ
の
尺
度
が
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の

二
つ
の
場
合
に
よ
く
わ
か
る
。
一
つ
は
、
同
一
犯
罪
に
対
し
て
科
せ
ら
れ

る
刑
の
程
度
を
、
時
を
違
え
て
比
較
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ

と
重
要
な
の
は
、
法
益
ご
と
に
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
刑
を
比
較

す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
同
一
法
体
系
の
枠
内
に
お
い
て
、
正
し
い
応
報
と
い
う
原
則
に
基
づ

い
て
様
々
な
刑
罰
政
策
を
追
求
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
。

　
刑
法
五
〇
条
一
項
が
叫
般
予
防
と
い
う
よ
り
も
刑
の
社
会
的
効
果
と
言

っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
典
の
草
案
の
序

（
冒
霞
o
身
＆
8
）
で
行
な
わ
れ
て
い
る
議
論
か
ら
は
、
草
案
作
成
者
の

考
え
て
い
た
社
会
的
効
果
の
意
味
が
、
将
来
犯
罪
を
犯
す
虞
れ
の
あ
る
者

に
刑
罰
に
対
す
る
恐
怖
心
を
う
え
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

特
別
予
防
に
関
し
て
は
、
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
対
す
る
予
防
と
教

一
二
七



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

育
と
い
う
二
つ
の
効
果
が
区
別
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
予
防
と
は
、

刑
法
草
案
の
序
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者

を
刑
事
施
設
に
収
容
し
、
彼
を
社
会
か
ら
物
理
的
に
隔
離
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
犯
罪
を
行
な
え
な
い
よ
う
に
し
、
あ
る
い
は
死
刑
を
適
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
彼
を
社
会
か
ら
決
定
的
に
排
除
し
て
犯
罪
を
行
な
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
二
の
語
は
自
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
育
と
は
、

有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
の
態
度
や
動
機
づ
け
を
変
え
て
、
彼
が
将
来
法
の

諸
要
請
に
応
ず
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
刑
法
五
〇
条
の
一
つ
の
重
大
な
欠
点
は
、
犯
罪
者
の
処
遇
方
法
を
決
定

す
る
際
に
裁
判
所
が
従
う
べ
き
三
つ
の
独
立
の
基
準
を
、
そ
の
一
つ
一
つ

が
衝
突
す
る
こ
と
な
く
同
じ
結
論
に
到
達
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
仮
定
に

基
づ
い
て
列
挙
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
し
立
法
者
が
適
当
な
時
期
に
、

そ
れ
ら
の
衝
突
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
れ
ば
、
右
の
基
準
は
、
そ
の
重

要
性
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
衝
突
を
回
避
す

る
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
私
の
主
要
な
関
心
は
裁
判
所
の
刑
罰
政
策
に
あ
る
の
で
、
特
に
重
要
な

の
は
、
法
律
書
に
書
か
れ
た
学
者
の
意
見
よ
り
も
、
刑
法
五
〇
条
一
項
の

内
容
お
よ
び
解
釈
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
見
解
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
初
め
の
う
ち
は
、
刑
法
五
〇
条
一
項
の
基
準
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
最
高
裁
判
所
の
立
場
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
五
年
、
高

一
二
八

価
な
社
会
的
財
産
の
横
領
で
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
犯
罪
者
に
つ
い
て
、
最

高
裁
判
所
は
、
特
別
予
防
基
準
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
応
報
お
よ
び
一
般

予
防
基
準
を
用
い
る
こ
と
を
勧
告
し
て
、
三
者
間
の
区
別
を
認
め
た
の
で

あ
る
。
一
九
七
七
年
に
な
る
と
、
最
高
裁
判
所
が
「
正
当
な
応
報
」
を
刑

を
科
す
場
合
の
最
も
重
要
な
基
準
と
認
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。　

「
正
当
な
応
報
」
（
行
為
の
社
会
的
危
険
性
）
と
い
う
基
準
自
体
に
つ

い
て
み
て
も
、
強
調
点
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
初
め
、
行
為
の
社
会
的
危

険
性
は
、
客
観
的
要
素
と
主
観
的
要
素
を
総
合
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
と

さ
れ
た
が
、
結
局
、
客
観
的
要
素
の
一
つ
で
あ
る
加
害
者
に
よ
っ
て
惹
き

起
さ
れ
た
被
害
の
大
き
さ
、
ま
た
は
彼
の
得
た
利
益
の
大
き
さ
が
重
要
だ

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
何
故
最
高
裁
判
所
の
と
る
立
場
が
変
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い

う
問
題
が
起
る
。
後
に
続
く
結
果
を
見
こ
し
て
、
こ
の
変
更
は
裁
判
所
の

科
す
刑
の
著
し
い
増
加
と
関
係
が
あ
る
、
と
言
う
者
も
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
説
明
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
刑
罰
政
策
の
厳
格
化
の
理
由
は
、
刑
を
科
す
場
合
に
、
裁
判
所
が

「
応
報
」
基
準
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
、
と
す
る
の

が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
法
五
〇
条
の
三
つ
の
基
準
を
す
べ
て

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
勧
告
か
ら
「
応
報
」
へ
と
強
調
点
の
変
化
が

起
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
点
で
、
刑
が
以
前
よ
り
さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
た
と



い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
罰
金
と
被

害
の
程
度
の
関
係
を
密
接
に
す
る
と
い
う
形
で
、
責
任
を
よ
り
客
観
的
に

す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
も
特
に
強
調
さ
れ
た
。

　
第
二
の
説
明
は
、
最
高
裁
判
所
の
立
場
を
変
え
た
二
つ
の
理
由
、
す
な

わ
ち
、
応
報
の
強
調
と
刑
の
厳
格
化
が
、
両
者
と
も
第
三
の
理
由
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
応
報
の
強
調
と
刑
の
厳
格
化
は
、
刑

事
司
法
機
関
に
様
々
な
基
準
を
与
え
る
人
々
の
中
で
は
、
法
的
価
値
を
さ

ら
に
厳
格
化
す
る
過
程
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
厳
格
性
と
い
う

も
の
は
、
我
が
国
で
行
な
わ
れ
る
犯
罪
が
社
会
的
に
さ
ら
に
危
険
な
も
の

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
か
、
犯
罪
者
が
さ
ら
に
厳
し
い
処
遇
を
受

け
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
刑
法
五
〇
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
基
準
は
ど
れ
も
、
寛
大
な

刑
事
政
策
ま
た
は
厳
格
な
刑
事
政
策
と
明
瞭
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
基
準
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
に

基
づ
い
て
、
あ
る
犯
罪
者
（
犯
罪
）
は
寛
大
な
刑
事
処
分
を
必
要
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
他
方
で
、
そ
れ
と

異
な
る
犯
罪
者
（
犯
罪
）
は
、
厳
し
い
刑
罰
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
刑
罰
政
策
の
最
終
的
な
形
式
や
種
類
は
、

寛
大
な
処
遇
の
「
要
求
」
と
刑
罰
「
相
当
性
」
の
間
の
ど
こ
に
線
が
ひ
か

れ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
以
上
す
べ
て
を
考
慮
す
る
と
、
私
は
第
二
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

説
明
の
方
が
第
一
の
説
明
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
本
稿
の
初
め
の
方
で
述
べ
た
例
外
は
あ
る
が
、
七
〇
年
代
の
ポ
ー
ラ
ソ

ド
に
お
け
る
刑
事
立
法
は
か
な
り
安
定
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
八

O
年
代
の
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
七
〇
年
代
後
半
の
社
会
的
・
経
済

的
危
機
の
増
大
を
反
映
し
て
、
八
○
年
代
初
頭
に
は
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
社
会

を
二
分
す
る
よ
う
な
激
し
い
社
会
的
・
政
治
的
抗
争
が
起
っ
た
。
荒
れ
狂

う
ス
ト
ラ
イ
キ
の
時
期
と
、
新
し
く
誕
生
し
あ
る
い
は
改
革
さ
れ
た
労
働

組
合
と
の
交
渉
や
合
意
を
経
て
、
当
局
は
、
一
九
八
一
年
コ
一
月
一
二
日
、

戒
厳
令
を
布
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
態
の
収
拾
を
図
ろ
う
と
し

た
。
戒
厳
令
は
、
一
九
八
二
年
末
ま
で
効
力
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
八
三

年
に
な
っ
て
も
数
ヶ
月
延
長
さ
れ
て
、
結
局
、
一
九
八
三
年
七
月
二
二
目

に
廃
止
さ
れ
た
。
戒
厳
令
下
で
刑
事
立
法
に
加
え
ら
れ
た
規
定
の
ほ
と
ん

ど
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
一
時
的
に
特
別
立
法

に
よ
っ
て
残
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
い
く
つ
か
は
現
在
の
刑
罰
法
規
に
編
入
さ

れ
た
。

　
戒
厳
令
下
で
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
効
力
を
も
っ
て
い
た
。
e
、
重

大
な
犯
罪
を
犯
し
た
一
般
市
民
お
よ
び
軍
の
工
場
あ
る
い
は
軍
の
事
業
所

で
働
く
市
民
に
対
し
て
は
、
軍
法
会
議
が
管
轄
権
を
持
つ
。
⇔
、
以
前
に

は
適
法
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
形
態
の
行
為
が
犯
罪
化
さ
れ
た
。
た
と
え

ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
し
ま
た
は
そ
れ
に
参
加
す
る
行
為
、
停
止
さ
れ

た
組
合
活
動
を
続
行
す
る
行
為
。
㊧
、
略
式
裁
判
手
続
で
加
重
さ
れ
た
刑

二
一
九



第一表　1972年と1983年に検察官の扱った犯罪に対して科せられた刑

刑種および刑期など

総計

死刑

自由刑（実刑）

　3月
　3月を超え6月未満

　6月
　6月を超え1年未満

　1年
　1年を超え2年未満

　2年
　2年を超え3年未満

　3年
　3年を超え5年以下

　5年を超え10年以下

　10年を超え15年以下

　25年

自由刑（執行猶予）

　義務の賦課あり

　義務の賦課なL

　監視付

　監視なし

　3月
　3月を超え6月未満

　6月
　6月を超え1年未満

　1年
　1年を超え2年未満

　2年
　2年を超え3年未満

　3年

1972

実数百分率百分率

7
5
6
4
1
8
9
8
2
0
5
9
3
8
9
0
9
0
9
　
7
2
　
7
9
1
1
9
5
7
7
3

471

54

34

52

66

91

01

50

55

34

86

62

01

12

4
5
6
8
8
6
8
　
9
7
5
9
　
4
9
餌
5
9
3

1
2
2
5
3
6
8
3
3

9
3
1
3
9
6
2
8
2
3
3
1
　
5
6
8
5
9
　
1
1
5
1
1
3

6
　
6
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　

8
3
4
　
2
5
　
　
　
1
2
3
1

1 100

　0．0

37．5

50．5

1983

実数百分率百分率

㈹
9
姫
幽
婿
鍋
四
鰯
魏
兜
姻
訊
謝
脳
幽
肛
謝
鵬
鰯
　
銀
獅
　
酩
鋤
謝
蜘
㎝
鰯
晰
㏄
㏄

2
　
0
　
　
1
2
8
8
7
2
3
3
　
　
　
6
1
4
　
0
6
　
　
　
3
8
1
5
5

4
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
2
4
　
2
4
　
　
　
　
　
3
1

1
　
　
　
5
4
8
6
1
7
5
7
1
7
6
2
1
　
1
9
　
4
4
　
6
9
6
6
6
4
3
0
0

　
　
0
住
λ
銑
ε
5
。
軌
3
．
3
。
α
ε
L
α
α
0
3
α
　
α
軌
　
α
1
3
乳
佳
3
4
0
0

　
　
0
　
　
　
1
2
1
1
　
　
　
　
　

0
4
5
　
3
6
　
　
　
1
2
3
1

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

100

0．0

28．5

46．9

100

　0．4

　1．1

　3．4

　6．7

22．0

20．9

19．6

　6．1

　8．8

　8．2

　2．2

　0．4

　0．2

100

32．6

67．4

5
5
0
9
3
6

ポ
ー
ラ
ソ
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

0．2

0．5

5．8

13．4

47．9　　－

23．2　一　　　〇
8．8

0．1

0．1



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

自由刑（総計）

罰金併科

罰金併科なし

自由刑に併科される罰金（額）

　500ズロティ

　501－1000ズロティ

　1001－2000ズロティ

　2001－5000ズロティ

　5001－10000ズロティ

　10001－20000ズβティ

　20001－50000ズワティ

50001ズロティ以上

自由制限刑

仕事を成し遂げる義務

　労働報酬からの控除

就職指導

義務の賦課

義務の賦課なし

　　3月

　　3月を超え6月以下

　　6月を超え1年以下

　　1年を超え2年以下

　　罰金刑

　　　500ズロティ

　　　501－1000ズロティ

　　　1001－2000ズロティ

　　　2001－5000ズロティ

　　　5001－10000ズロティ

　　　10001－20000ズ牌ティ

　　　20001ズロティ以上

＿　付加刑のみ

三　教育または矯正処分

　　有罪宣告のみ，刑の賦科なし

149，115

91，054

58，061

91，054

　3，178

10，440

42，299

28，609

　5，013

　　971

　　467

　　77

9，718

3，702

5，713

　303
1，151

8，567

　509
4，028

4，805

　376

10，356

　329
1，104

4，785

3，796

　285
　　38

　　19

　　14

　103
　156

5．7

6．1

0．0

0．1

0．1

100　　　106，956

61．1　　78，482

38．9　　28，472

100　　　　78，482

ilii卜

　5．5　　167861

　1．1　　36，072

　0．5　　19，981

　0．1　　　3，514

100

38．1

58．8

　3．1

11．8

88．2

　5．2

41．4

49．5

　3．9

100

　3．2

10．7

46．1

36．6

　2．8

　0．4

　0．2

　　｛

13，200

4，584

72627

　989
　720
12，480

　169
1，776

7，541

3，714

21，191

442

4，297

10，971

5，481

　412
　　81

　190

9。3

14，9

0．3

0．0

0．1

100

　73．4

、器6

ll：1

21：1

100

34．7

57．8

　7．5

　5．5

94．5

　1．3

13．5

57．1

28．1

100

｛…

ll：1

　25．8



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。
画
、
法
秩
序
を
乱
し
、
ま
た
は
国
家
の
安
全
に

と
っ
て
有
害
な
活
動
を
行
な
う
虞
れ
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
者
を
拘
留

す
る
権
限
が
、
行
政
当
局
に
与
え
ら
れ
る
。

　
三
、
現
行
刑
法
が
採
用
し
た
新
し
い
刑
事
処
分
の
一
つ
に
手
続
の
条
件

付
中
断
（
8
区
往
8
巴
臼
の
8
旨
一
霊
き
8
9
鷺
8
8
良
話
の
）
が
あ

る
。
こ
れ
は
軽
微
な
犯
罪
を
犯
し
た
者
を
扱
う
手
段
と
し
て
工
夫
さ
れ
た

も
の
で
、
有
罪
の
宣
告
と
前
科
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
断
は
一

年
以
上
二
年
以
下
の
範
囲
で
行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
な
義
務
を
課
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
犯
罪
に
よ
る
被
害
の
賠
償
、
傷
害
を
受
け
た
者

に
対
す
る
口
頭
で
の
謝
罪
、
決
め
ら
れ
た
仕
事
を
行
な
う
こ
と
ま
た
は
決

め
ら
れ
た
社
会
的
な
諸
目
的
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
（
二
七
条
－
二
九

条
）
で
あ
る
。
手
続
の
条
件
付
中
断
は
、
予
備
審
問
の
段
階
で
検
察
官
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
と
、
刑
事
手
続
の
そ
の
後
の
段
階
で
裁
判
所
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
為
場
合
と
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
手
続
中
断
命
令
全
体

の
八
五
ー
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
検
察
官
が
行
な
っ
て
い
る
。
手
続
中
断
命

令
は
、
概
ね
ど
の
年
も
、
有
罪
が
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
者
の
約
一
五
ー
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
最
も
適
用
が
多
か
っ
た
の
は
、

一
九
八
O
I
一
九
八
一
年
の
二
三
f
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　
ほ
と
ん
ど
の
有
罪
宣
告
は
、
検
察
官
（
讐
呂
。
鷲
8
8
旨
寂
）
が
裁
判

所
に
公
訴
を
提
起
し
そ
れ
を
立
証
す
る
と
い
う
手
続
に
ひ
き
続
き
行
な
わ

れ
た
。
一
九
七
二
年
か
ら
八
三
年
に
は
、
毎
年
お
よ
そ
一
五
万
か
ら
一
七

一
三
二

万
の
有
罪
宣
告
が
あ
っ
た
が
、
恩
赦
が
行
な
わ
れ
た
年
（
一
九
七
四
、
七

七
、
八
三
年
）
に
は
、
そ
の
数
は
や
や
減
少
し
（
お
よ
そ
二
二
万
か
ら
一

五
万
）
、
ま
た
、
　
一
九
八
一
年
に
は
別
の
理
由
で
減
少
し
て
い
る
。
　
一
九

八
一
年
の
恩
赦
は
、
戒
厳
令
を
布
告
す
る
法
律
と
一
緒
に
一
九
八
一
年
末

に
行
な
わ
れ
た
の
で
、
一
九
八
二
年
の
有
罪
宣
告
数
に
あ
ま
り
影
響
を
与

え
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
掲
げ
た
数
と
は
別
に
、
傷
害
を
受
け
た
者
が
私
人
訴
追
官

（
冥
貯
讐
①
冥
8
9
葺
8
）
と
し
て
裁
判
所
に
提
起
す
る
犯
罪
に
対
す
る
有

罪
宣
告
数
が
約
三
〇
〇
〇
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
ほ
と
ん
ど
は
、
暴

行
1
こ
と
ば
ま
た
は
身
体
的
！
で
あ
り
、
適
用
さ
れ
る
刑
事
処
分
は
通
常

罰
金
刑
ま
た
は
自
由
制
限
刑
（
匡
昌
富
菖
自
9
ま
R
蔓
）
で
あ
る
。
し
か

し
本
稿
で
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
有
罪
宣
告
を
受
け
た
犯
罪
者

の
処
遇
方
法
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
四
、
第
一
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
死
刑
は
ご
く
わ
ず
か
な
ケ
ー
ス

に
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
法
律
家
や
犯
罪
学
者
の
中
に
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
刑
法
に
死
刑
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
を
強
く
批
判
す
る
者
が
あ

る
。　

裁
判
所
が
適
用
す
る
刑
事
処
分
の
中
で
は
、
自
由
刑
（
も
窪
巴
蔓
9

一
目
ヨ
①
＆
讐
①
留
嘆
貯
畳
8
0
コ
旨
R
蔓
）
が
死
刑
に
次
い
で
重
い
。

　
自
由
刑
は
何
年
何
月
と
い
う
形
で
科
せ
ら
れ
（
三
二
条
二
項
）
、
刑
期

は
三
月
以
上
一
五
年
以
下
（
三
二
条
一
項
）
と
二
五
年
を
言
渡
す
こ
と
が



で
ぎ
る
。

　
自
由
刑
の
刑
期
に
つ
い
て
分
析
す
る
場
合
に
は
、
次
の
四
つ
の
特
徴
に

注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
O
、
一
九
八
三
年
に
お
い
て
、
一
年
未
満

の
自
由
刑
は
九
人
に
一
人
に
す
ぎ
な
い
（
一
九
七
二
年
に
は
四
、
五
人
に

一
人
だ
っ
た
）
。
＠
、
一
年
以
上
二
年
未
満
の
期
間
で
定
め
ら
れ
た
自
由

刑
が
最
も
多
く
適
用
さ
れ
て
い
る
（
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
五
〇
パ
ー

セ
ソ
ト
に
近
い
年
も
あ
る
）
。
㊧
、
一
九
七
五
年
か
ら
八
三
年
の
期
間
中
、

長
期
刑
（
三
年
以
上
の
刑
）
を
科
せ
ら
れ
た
の
は
五
人
に
一
人
（
一
九
七

二
年
に
は
七
人
に
一
人
）
だ
っ
た
。
㊨
、
最
も
厳
し
い
刑
の
言
渡
し
（
一

〇
年
を
超
え
一
五
年
以
下
ま
た
は
二
五
年
の
刑
）
の
実
数
は
、
一
九
七
六

年
ま
で
規
則
的
に
上
昇
し
た
が
、
そ
の
後
安
定
し
、
徐
々
に
下
降
し
は
じ

め
た
。
し
か
し
な
お
、
七
〇
年
代
初
頭
よ
り
も
多
い
。
た
だ
し
、
一
九
七

五
年
以
降
、
自
由
刑
を
科
せ
ら
れ
た
者
の
総
数
は
減
少
し
て
ぎ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
特
に
強
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
も
多
く
適
用
さ
れ
る
刑
事
処
分
は
、
自
由
刑
の
執
行
猶
予
（
号
震
一
・

〈
讐
凶
o
口
o
＝
一
び
o
旨
冤
名
一
跨
8
昌
良
賦
o
昌
巴
ω
仁
聲
魯
ω
一
〇
昌
o
臨
浮
o
o
×
o
－

o
旨
一
8
）
（
刑
法
七
三
条
）
で
あ
っ
た
。

　
刑
法
七
五
条
に
よ
れ
ぽ
、
裁
判
所
は
自
由
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
場
合
、

と
く
に
こ
の
条
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
つ
以
上
の
義
務
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
。
裁
判
所
が
こ
の
義
務
を
課
す
頻
度
は
最
近
ま
す
ま
す
高
く
な
っ

て
き
て
い
る
。
し
ば
し
ば
課
せ
ら
れ
る
義
務
は
、
「
ア
ル
コ
ー
ル
の
濫
用

ポ
ー
ラ
ソ
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

を
避
け
る
こ
と
」
、
「
決
め
ら
れ
た
仕
事
を
し
、
ま
た
は
、
決
め
ら
れ
た
社

会
的
な
諸
目
的
へ
の
貢
献
を
な
す
こ
と
」
、
「
有
給
の
仕
事
を
し
、
学
業
を

続
け
る
か
、
職
業
に
就
く
準
備
を
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深

い
の
は
、
裁
判
所
の
課
す
義
務
の
数
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
課
す
義
務
が
一
つ
だ
け
の
場
合
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
お
け

る
裁
判
所
の
活
動
は
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
課
せ
ら
れ
る
義
務
と
は
関
係
な
く
、
裁
判
所
は
、
自
由
刑
の
執
行
を
猶

予
す
る
場
合
、
「
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
を
、
指
定
さ
れ
た
人
、
機
関
、
ま

た
は
社
会
団
体
の
監
視
の
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
」
（
七
六
条
二
項
）
。

自
由
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
こ
う
し
た
監
視
の
下
に
置
か

れ
た
者
の
割
合
は
、
七
〇
年
代
の
初
め
の
頃
は
一
定
し
て
い
た
（
三
〇
1

一
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
、
一
九
七
四
年
に
上
昇
し
は
じ
め
、
一
九
八
○
年

か
ら
八
一
年
に
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
ま
で
な
っ
た
。
し
か
し
、
一

九
八
二
年
か
ら
八
三
年
に
は
再
び
下
降
し
は
じ
め
た
（
三
〇
ー
三
一
パ
ー

セ
ン
ト
）
。

　
裁
判
所
は
、
故
意
犯
に
つ
い
て
は
刑
期
二
年
以
下
、
非
故
意
犯
に
つ
い

て
は
刑
期
三
年
以
下
を
言
渡
す
場
合
に
、
自
由
刑
の
執
行
を
条
件
付
で
猶

予
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
三
条
一
項
）
。
こ
の
場
合
に
言
渡
す
刑
期
の

長
さ
に
つ
い
て
も
、
一
九
七
二
年
か
ら
八
三
年
の
間
で
明
ら
か
な
変
化
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
は
自
由
刑
（
実
刑
）
の
刑
期
の
長
さ
の
変
化
に
類

三
三



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

似
し
て
い
る
。
要
約
す
る
と
次
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
e
、
一
年
未

満
の
刑
の
割
合
は
著
し
く
下
降
し
て
い
る
（
四
五
・
七
か
ら
一
九
・
九
パ

ー
セ
ソ
ト
ヘ
）
。
⇔
、
一
年
の
刑
の
場
合
に
執
行
猶
予
は
最
も
多
く
行
な

わ
れ
た
（
三
六
・
六
か
ら
四
七
・
九
パ
ー
セ
ソ
ト
）
。
㊧
、
一
年
を
超
え

二
年
以
下
の
刑
の
執
行
猶
予
が
著
し
く
増
加
し
た
（
一
七
・
七
か
ら
三
ニ

パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
）
。

　
自
由
刑
に
は
、
実
刑
の
場
合
も
条
件
付
猶
予
の
場
合
も
、
罰
金
（
場
合

に
よ
っ
て
は
、
義
務
も
）
を
併
科
し
う
る
。
こ
の
場
合
の
罰
金
額
は
五
〇

〇
か
ら
一
〇
〇
万
ズ
ロ
テ
ィ
（
三
六
条
二
項
乃
至
四
項
）
で
あ
っ
た
が
、

一
九
八
二
年
の
半
ば
以
降
、
五
〇
〇
〇
か
ら
一
〇
〇
万
ズ
・
テ
ィ
に
な
っ

た
。
残
念
な
が
ら
、
ご
く
最
近
ま
で
、
（
い
く
つ
か
の
犯
罪
の
場
合
を
除

い
て
）
司
法
統
計
は
、
罰
金
が
実
刑
に
併
科
さ
れ
た
の
か
猶
予
刑
に
併
科

さ
れ
た
の
か
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
。
自
由
刑
を
言
渡
さ
れ
る
者
が
罰

金
を
併
科
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
多
く
、
一
九
七
二
年
に
は
六
一
・
一

パ
ー
セ
ソ
ト
、
八
三
年
に
は
七
三
・
四
パ
ー
セ
ソ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
一

九
七
二
年
か
ら
八
O
年
の
期
間
、
一
〇
〇
〇
ズ
ロ
テ
ィ
以
下
の
罰
金
は
非

常
に
少
な
か
っ
た
が
、
わ
ず
か
八
年
間
で
、
そ
の
数
は
一
万
三
六
〇
〇
人

か
ら
八
二
人
に
減
少
し
、
自
由
刑
に
併
科
さ
れ
る
罰
金
刑
の
中
に
占
め
る

割
合
も
一
五
・
○
か
ら
○
・
＝
ハ
ー
セ
ン
ト
ヘ
減
少
し
た
。

　
自
由
制
限
刑
は
新
し
い
刑
事
処
分
の
一
つ
で
あ
り
、
紆
余
曲
折
を
経
た

後
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
だ
そ
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
時

一
三
四

期
に
、
こ
の
刑
事
処
分
の
言
渡
し
は
三
倍
に
増
え
、
一
九
八
O
年
に
は
全

言
渡
し
の
一
八
パ
ー
セ
ソ
ト
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
二
、
三
年
は
減

少
傾
向
に
あ
り
、
一
九
八
三
年
に
は
一
九
八
○
年
の
半
数
に
言
渡
さ
れ
た

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
刑
は
、
刑
を
言
渡
さ
れ
た
者
に
い
く
つ
か
の
制
限
を

科
す
。
た
と
え
ば
、
居
所
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
（
三
三
条
一
項
）
と
い
う

よ
う
な
。
ま
た
さ
ら
に
次
の
三
つ
の
形
態
で
行
な
わ
れ
る
。
第
一
は
、
「
月

あ
た
り
二
〇
ー
五
〇
時
間
、
公
共
の
目
的
の
た
め
に
、
無
給
で
監
視
付
の

労
働
に
従
事
す
る
」
義
務
で
あ
る
（
三
四
条
一
項
）
。
こ
の
形
態
の
自
由
制

限
刑
は
、
一
九
七
二
年
に
は
、
こ
の
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
三
八
・

一
パ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め
て
い
た
が
、
一
九
八
三
年
に
は
三
四
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
形
態
は
、
社
会
主
義
的
事
業
に
雇
わ
れ
て

い
る
者
に
だ
け
適
用
さ
れ
、
国
庫
の
利
益
の
た
め
に
、
労
働
報
酬
の
一
〇

ー
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
カ
ッ
ト
す
る
（
三
四
条
二
項
）
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
一
九
七
二
年
に
は
こ
の
刑
を
言
渡
さ
れ
た
者
の
五
八
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
、
八
三
年
に
は
五
七
・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
に
適
用
さ
れ
た
。
第
三
の
形
態

は
ー
め
っ
た
に
使
わ
れ
な
い
が
ー
、
適
当
な
社
会
主
義
的
事
業
と
雇
用
関

係
の
な
い
者
に
対
し
、
裁
判
所
が
、
そ
こ
で
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
命

じ
、
さ
ら
に
労
働
報
酬
の
一
〇
ー
二
五
パ
！
セ
ソ
ト
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
】
九
七
二
年
に
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、

八
三
年
に
は
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
適
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
自
由
制
限
刑
は
、
三
月
以
上
二
年
以
下
の
期
間
で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
（
三
三
条
一
項
）
が
、
そ
の
下
限
の
三
月
を
言
渡
さ
れ
た
者
の

割
合
は
、
一
九
七
二
年
の
五
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
、
最
近
で
は
一
．

一
－
一
・
三
パ
ー
セ
ソ
ト
に
す
ぎ
な
い
。
言
渡
さ
れ
る
頻
度
の
高
い
期
間

は
六
月
を
超
え
一
年
以
下
で
あ
る
。
一
九
八
三
年
に
は
、
こ
の
刑
を
言
渡

さ
れ
た
者
の
四
人
に
一
人
が
一
年
を
超
え
二
年
以
下
の
期
問
で
決
定
さ
れ

て
い
る
が
、
一
九
七
二
年
に
は
二
五
人
に
一
人
で
あ
っ
た
。
自
由
刑
、
自

由
刑
の
執
行
猶
予
、
自
由
刑
に
併
科
さ
れ
る
罰
金
と
同
様
に
、
自
由
制
限

刑
も
ま
た
、
程
度
の
低
い
も
の
が
科
せ
ら
れ
る
の
は
ま
れ
で
、
程
度
の
高

い
も
の
、
最
高
限
の
も
の
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
と
い
う
顕

著
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　
犯
罪
者
に
適
用
さ
れ
る
独
立
の
刑
事
処
分
と
し
て
の
罰
金
（
三
六
条
一

項
）
に
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
罰
金
刑
は
、
五
〇
〇
ズ
・
テ

ィ
以
上
二
万
五
〇
〇
〇
ズ
・
テ
ィ
以
下
の
範
囲
で
、
す
な
わ
ち
、
自
由
刑

に
併
科
さ
れ
る
罰
金
よ
り
も
ず
っ
と
狭
い
範
囲
で
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
一
九
八
二
年
の
半
ば
以
降
、
こ
の
罰
金
の
範
囲
は
、
五
〇
〇

〇
ズ
ロ
テ
ィ
以
上
一
〇
〇
万
ズ
β
テ
ィ
以
下
に
ひ
き
上
げ
ら
れ
た
。
一
九

七
二
年
か
ら
八
三
年
の
間
に
、
こ
の
罰
金
の
額
に
関
し
て
は
、
自
由
刑
に

併
科
さ
れ
る
罰
金
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
変
化
が
起
っ
た
（
第
一
表
）
。

　
基
本
的
な
刑
事
処
分
に
つ
い
て
の
議
論
を
終
る
に
あ
た
り
、
二
つ
の
こ

と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
付
加
刑
だ
け
を
科
す
（
五
五
条
）
場
合
の
九

〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
一
定
の
物
件
の
没
収
で
あ
り
、
残
り
の
一
〇
パ
ー
セ
ン

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

ト
は
自
動
車
の
運
転
の
禁
止
で
あ
る
。
教
育
的
・
矯
正
的
処
分
（
九
条
三

項
）
と
し
て
は
、
数
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
ボ
ー
ス
タ
ル
収
容
処
分
と

い
う
一
種
の
自
由
剥
奪
処
分
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
処
分
を
科
さ
れ

る
者
の
約
半
数
は
プ
ロ
ベ
ー
シ
・
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
監
視
下
に
置
か
れ

る
。　

五
、
次
に
、
刑
事
処
分
の
構
成
と
適
用
範
囲
に
関
す
る
デ
ー
タ
か
ら
導

か
れ
る
い
く
つ
か
の
一
般
的
結
論
を
述
べ
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
四
つ
の
見
出
し
を
用
い
て
、
簡
単
に
結
論
を
述
べ
た
い
と

思
う
（
第
二
表
）
。
こ
れ
ら
の
見
出
し
は
、
統
計
的
資
料
と
し
て
は
、
ポ

ー
ラ
ン
ド
の
刑
罰
制
度
の
最
も
重
要
な
面
を
示
し
て
い
る
。

　
最
初
の
見
出
し
は
、
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
の
程
度
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
従
来
か
ら
、
刑
事
処
分
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
範

囲
の
犯
罪
に
対
し
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
も
し
刑
事

処
分
の
発
展
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
犯
罪
の
発
展
の
も
つ
性
質
を

調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
の
程
度
を

決
定
す
る
方
法
は
い
く
つ
か
あ
る
。
（
警
察
・
検
察
統
計
か
ら
得
ら
れ
る
）

犯
罪
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
基
礎
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
司
法

統
計
か
ら
一
般
的
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て
あ
る
。
そ
の
刑
の
言
渡
し
の
数
は
、
立
法
者
が
最
も
重
大
な
犯
罪
と
し

た
行
為
に
対
す
る
刑
の
言
渡
し
の
数
か
ら
比
較
的
容
易
に
測
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
刑
法
五
条
）
。
こ
こ
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
数
値
は
、
人
口
一

〇
万
人
に
対
す
る
割
合
（
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
に
関
す
る
デ

ー
タ
）
で
、
ま
た
は
、
成
人
人
口
一
〇
万
人
に
対
す
る
割
合
（
刑
の
言
渡

し
に
関
す
る
デ
ー
タ
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
割
合
か
ら
そ
の
変
化
を
比
較
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
結
論
が

導
か
れ
る
。
第
一
に
、
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
重
大
な
犯
罪
の
数
は
、

七
〇
年
代
中
は
、
公
判
に
付
さ
れ
た
犯
罪
者
の
数
と
同
様
、
多
少
の
変
化

は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
同
一
レ
ベ
ル
で
推
移
し
て
い
た
。
警
察
に
よ
っ
て

認
知
さ
れ
た
犯
罪
全
体
の
割
合
は
、
三
つ
の
方
法
で
測
定
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
の
割
合
、
有
罪
認
定
を
受
け
た

者
の
割
合
、
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
割
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
二

つ
の
周
知
の
見
解
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
第
一
の
見
解

は
、
刑
事
事
件
が
一
連
の
刑
事
司
法
制
度
（
警
察
・
検
察
・
裁
判
所
）
を

進
む
に
つ
れ
て
、
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
の
規
模
は
小
さ
く
な

る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
見
解
は
、
重
大
な
犯
罪
の
場
合
、
そ
の

よ
う
な
変
化
を
受
け
に
く
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
現
象
が
起
っ
て
き
た
。
警

察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪
の
う
ち
あ
る
特
定
の
重
大
な
犯
罪
の
数
が

急
激
に
増
加
し
た
と
い
う
の
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
重
大
な
犯
罪
の
増
加

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

は
、
破
壊
犯
や
侵
入
犯
（
耳
9
江
躍
き
α
曾
8
は
韻
O
鴫
窪
8
の
）
の
増

加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
は
逆
に
、
重
大
な
犯
罪
で
有

罪
認
定
を
受
け
た
者
の
数
も
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
の
数
も
増
加
し
て

い
な
い
。
報
告
さ
れ
た
犯
罪
の
数
と
そ
れ
に
対
す
る
反
作
用
の
数
と
の
間

に
関
連
性
の
な
い
こ
と
か
ら
、
第
二
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
右
に
述
べ
た
犯
罪
の
割
合
を
比
較
し
て
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
刑
事

処
分
の
構
成
お
よ
び
軽
重
の
変
化
が
、
警
察
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
犯
罪

の
程
度
お
よ
び
性
格
の
変
化
に
相
応
し
て
起
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意

見
が
正
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
法
的
価
値
の
変

化
に
由
来
す
る
。
法
へ
の
明
白
な
敵
対
に
は
ど
ん
な
種
類
の
刑
罰
的
反
作

用
が
「
適
切
な
」
応
答
に
な
る
か
、
ど
ん
な
刑
罰
が
犯
罪
の
社
会
的
危
険

性
の
量
と
重
い
刑
罰
の
も
つ
一
般
予
防
効
果
に
対
す
る
信
念
に
と
っ
て

「
十
分
」
と
い
え
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
意
見
の
高
ま
り

の
中
に
、
法
的
価
値
の
変
化
は
読
み
と
れ
る
。

　
未
決
拘
禁
の
適
用
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
有
罪
宣
告
を
受
け
る
時
点
で
、

四
人
に
一
人
は
未
決
拘
禁
を
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
予
想

ど
お
り
、
後
に
裁
判
所
が
自
由
刑
を
科
す
る
こ
と
に
な
る
者
に
は
共
通
の

経
験
で
あ
っ
た
。

　
第
二
表
の
三
番
目
に
記
載
さ
れ
た
デ
ー
タ
（
刑
事
処
分
の
構
成
お
よ
び

適
用
状
況
に
関
す
る
も
の
）
は
、
刑
事
処
分
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
自
由
刑
の
言
渡
し
が
制
限
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ぎ

一
三
九



ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

四
〇

て
お
り
、
自
由
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
数
が
そ
れ
に
も
増
し
て
減
少
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
刑
事
司
法

制
度
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
自
由
の
剥
奪
を
伴
う
刑
を
で
き
る
だ
け
減
ら
し
、
自
由
の
剥
奪
を
伴

わ
な
い
刑
の
適
用
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉

に
よ
る
説
明
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
刑
の
言
渡
し
に
お
い
て
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
兆
候
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
者
に
関

し
て
は
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
と
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
二
年
か
ら
八
三
年
と
い
う
期
間

は
、
自
由
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
の
割
合
の
低
下
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
監
視
処
分
や
義
務
命
令
の
割
合

の
増
加
、
義
務
の
数
の
増
加
、
併
科
さ
れ
る
罰
金
と
そ
の
額
の
増
加
に
よ

っ
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
刑
事
処
分
の
適
用
の
割
合
を
測
定
し
て
み
よ
う
。
第
二
表
の
四

番
目
に
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
グ
ル
ー
プ
は
、
成

人
人
口
一
〇
万
人
中
自
由
刑
を
言
渡
さ
れ
た
者
の
数
を
示
し
た
も
の
で
あ

り
、
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
他
の
刑
種
の
平
均
値
を
示
し
て
い
る
。

　
右
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
動
向
に
注
目
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
う
。
一
つ
は
自
由
刑
の
適
用
を
制
限
す
る
流
れ
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
由
刑
の
言
渡
し
数
の
低
下
か
ら
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
数
は
、

（
成
人
人
口
一
〇
万
人
中
）
二
七
三
・
一
人
（
一
九
七
二
年
）
か
ら
一
七

二
・
二
人
（
一
九
八
O
年
）
へ
、
つ
ま
り
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
低
下
し
て

い
る
。
も
う
一
つ
逆
の
方
向
の
流
れ
は
、
長
期
の
自
由
刑
、
す
な
わ
ち
三

年
以
上
、
そ
し
て
特
に
五
年
以
上
の
言
渡
し
の
「
割
合
」
に
表
わ
れ
て
い

る
。　

わ
ず
か
四
年
間
で
、
自
由
刑
の
刑
期
の
平
均
値
は
一
九
七
二
年
の
一
九

月
余
り
か
ら
一
九
七
六
年
の
二
五
月
余
り
へ
と
約
六
ヶ
月
も
長
く
な
っ

た
。
こ
の
高
い
レ
ベ
ル
は
そ
の
後
数
年
続
き
、
一
九
八
三
年
に
は
わ
ず
か

に
低
下
し
た
。

　
刑
の
上
昇
傾
向
は
、
自
由
刑
の
執
行
猶
予
の
場
合
の
刑
期
の
平
均
値
が
、

一
九
七
二
年
の
約
二
一
月
か
ら
一
九
八
○
年
の
約
一
五
月
へ
二
五
パ
ー
セ

ン
ト
も
上
昇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
上
昇
は
き
わ

め
て
不
合
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
刑
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
執
行
す

る
必
要
が
な
い
と
い
う
の
が
周
知
の
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
以
前
の
よ
う
な
刑
期
で
科
さ
れ
た
刑
に
効
果
が
な
く
、
刑
期
を
長
く

し
た
場
合
の
方
が
よ
り
効
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
い
。

　
第
二
表
の
四
番
目
の
下
二
列
に
あ
る
平
均
値
は
、
二
種
類
の
罰
金
（
自

由
刑
に
併
科
さ
れ
る
も
の
と
独
立
の
も
の
）
の
程
度
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
数
値
は
七
〇
年
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
貨
幣
価
値
の
著
し
い
低
下

を
念
頭
に
置
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
第
二
表
の

次
の
部
分
に
は
、
我
が
国
の
社
会
主
義
経
済
機
構
に
お
け
る
平
均
月
収
を

示
し
た
。



　
心
九
七
二
年
か
ら
八
O
年
の
間
に
、
月
収
は
二
倍
以
上
に
な
っ
た
。
し

か
し
罰
金
は
五
倍
に
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
当
時
、
罰
金
の
平
均
値
は
月

収
と
同
じ
か
そ
れ
を
少
し
上
ま
わ
る
程
度
だ
っ
た
が
、
一
九
八
○
年
に
は
、

独
立
の
罰
金
の
場
合
月
収
の
二
倍
以
上
、
自
由
刑
に
併
科
さ
れ
る
罰
金
で

は
月
収
の
三
倍
に
も
達
し
、
罰
金
に
よ
る
圧
迫
は
著
し
く
増
加
し
た
。
最

近
三
年
間
（
一
九
八
一
－
八
三
）
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
罰
金
の
平
均
値

の
上
昇
は
、
名
目
賃
金
の
上
昇
よ
り
少
な
く
な
り
始
め
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
こ
と
は
、
罰
金
の
圧
迫
が
以
前
よ
り
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
活
費
の
上
昇
は
賃
金
の
上
昇
よ
り
も
激
し
く
、

同
額
の
罰
金
で
も
、
現
在
は
一
、
二
年
前
に
比
べ
て
重
い
負
担
に
な
っ
て

い
る
。

　
第
二
表
の
最
後
の
部
分
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
刑
務
所
人
口
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
は
、
受
刑
者
お
よ
び
未
決
拘
禁
者
が
含
ま
れ
る
。
五
〇
年
代

の
終
り
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
刑
務
所
総
人
口
は
九
万
人
か
ら
一
〇

万
人
（
人
口
一
〇
万
人
中
三
〇
〇
人
か
ら
三
三
〇
人
）
の
間
で
安
定
し
て

い
た
。
恩
赦
に
よ
っ
て
そ
の
数
は
時
々
減
少
し
た
（
一
九
五
六
年
、
六
四

年
、
六
九
年
）
。
七
〇
年
代
も
、
状
況
に
本
質
的
な
変
化
は
な
か
っ
た

（
恩
赦
は
一
九
七
四
年
、
七
七
年
に
行
な
わ
れ
た
）
。
一
九
八
○
年
か
ら

八
一
年
に
か
け
て
、
自
由
刑
の
執
行
政
策
は
、
主
に
仮
釈
放
の
拡
大
に
よ

っ
て
変
化
し
た
。
未
決
拘
禁
に
関
す
る
検
察
官
の
政
策
も
変
っ
た
。
そ
の

結
果
、
一
九
八
一
年
の
刑
務
所
人
口
は
か
な
り
減
少
し
た
。
そ
の
後
二
年

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

間
、
一
九
八
一
年
と
八
三
年
に
続
い
て
行
な
わ
れ
た
二
度
の
恩
赦
に
よ
っ

て
、
ま
た
、
一
九
八
二
年
に
も
戒
厳
令
で
導
入
さ
れ
た
予
防
検
束
（
す

8
旨
ヨ
。
旨
）
の
影
響
で
、
刑
務
所
人
口
は
比
較
的
低
い
レ
ベ
ル
に
止
ま

っ
た
。

　
他
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
国
に
比
べ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
多
数
の
刑
務
所
人

口
を
か
か
え
て
い
る
。
東
ド
イ
ッ
や
チ
ェ
コ
も
同
じ
よ
う
な
拘
禁
率
を
示

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ユ
ー
ゴ
の
拘

禁
率
は
ず
っ
と
低
い
。
大
部
分
の
西
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
国
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
二
分
の
一
か
三
分
の
一
以
下
の
拘
禁
率
し
か
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ

は
、
わ
が
国
の
現
行
刑
罰
制
度
の
厳
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
ポ
ー
ラ
ソ
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向
に
関
す
る
議
論
を
終
る
に
あ

た
り
、
一
つ
だ
け
一
般
的
な
所
見
を
述
べ
て
お
こ
う
。
過
去
三
〇
年
間
の

刑
罰
政
策
の
発
展
を
振
り
返
る
と
、
二
つ
の
特
徴
が
は
っ
き
り
と
見
え
て

く
る
。
第
一
は
、
多
少
の
紆
余
曲
折
や
障
害
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
個
々
の
刑
事
処
分
が
徐
々
に
重
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
刑
を
言
渡
さ
れ
る
者
に
、
同
時
に
何
種
類

か
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
相
乗
的
効
果
を
得
よ
う
と

す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
六
〇
年
代
に
も
見
ら

れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
行
法
の
規
定
に
よ
っ
て
さ
ら
に
著
し
い
も

の
と
な
っ
た
。
現
行
法
の
規
定
は
、
こ
の
面
で
、
新
し
く
さ
ら
に
大
き
な

可
能
性
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
刑
罰
政
策
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
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ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
の
動
向

そ
の
有
効
性
と
倫
理
的
正
当
性
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
生
じ
さ

せ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
に
お
け
る
刑
事
処
分
が
、
ま
す
ま
す
そ
の

価
値
を
落
と
す
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
思

う
。
同
一
の
刑
罰
政
策
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ま
る
で
、
常
に

刑
事
処
分
の
数
も
量
も
増
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
も
っ
と
寛
大
な
刑
事
処
分
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と

早
く
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
と
き
に
そ
の
よ
う
に
価
値
を
低
下
さ
せ
る

よ
う
な
こ
と
が
本
当
に
行
な
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
最
も
疑
問
と
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
形
態
の
抑
圧
的
な
処
分
が
、
別
の
用
い
方

を
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
、
累
積
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
現
在
の
刑
罰
政
策
を
特
徴
づ
け
て

い
る
の
は
正
に
浪
費
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
誰
も
避
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な

い
だ
ろ
う
。
将
来
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
罰
政
策
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
、
根
本
的
な
分
析
と
段
階
的
な
方
向
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
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