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行政罰たる過料による制裁のあり方をめぐる研究
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一　

問
題
の
所
在

　

わ
が
国
に
お
け
る
過
料
と
は
、
刑
法
で
定
め
る
懲
役
や
罰
金
等
と
異
な
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
科
す
行
政
罰
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
一
定
金
額
の
納
付
を
命
じ
る
罰
金
類
似
の
制
裁
で
は
あ
る
も
の
の
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
国
の
法
律
に
定
め
の
あ
る
過
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
五
年
に
改
正
さ
れ
た
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
九
条
以

下
の
規
定
（
以
下
で
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
と
す
る
。）
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
過
料
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
一
四
条
第
三
項
及
び
第
二
五
五
条
の
三
な
ど
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
過
料
を
科
す
手
続
き

は
、
前
者
の
よ
う
な
法
律
違
反
に
対
す
る
過
料
の
場
合
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
九
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
他
の
法
令
に
別
段
の

定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
地
方
裁
判
所
が
科
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
後
者
の
よ
う
な
条
例
等
の
違
反
に
対
す
る
過
料
の
場
合
、

地
方
自
治
法
第
二
五
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
が
科
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
わ
が
国
に
お
い
て
、（
１
）
過
料
は
い
か
な
る
理
由
で
刑
罰
と
区
分
し
て
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
過

料
制
度
の
導
入
に
至
る
背
景
に
つ
い
て
概
観
し
か
つ
同
制
度
導
入
後
の
実
効
性
の
有
無
等
に
つ
き
考
察
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
意
義

深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、（
２
）
刑
罰
と
過
料
が
区
分
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
刑
罰
と
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料

の
理
論
的
区
別
を
明
確
に
な
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
。
前
述
の
地
方
自
治
法
第
一
四
条
第
三
項
に
よ
れ
ば
、「
法
令

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
条
例
中
に
、
条
例
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
、

一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
、
科
料
若
し
く
は
没
収
の
刑
又
は
五
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
本
規
定
に
基
づ
き
各
地
方
自
治
体
で
施
行
さ
れ
て
い
る
条
例
の
一
つ
に
い
わ
ゆ
る
「
煙
草
の
ポ
イ
捨
て

1
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を
防
止
す
る
条
例
」
が
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
条
例
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
り
法
的
制
裁
を
科
さ
れ
る
法
律

等
と
異
な
り
各
自
治
体
で
独
自
に
設
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
行
為
者
が
た
と
え
同
様
の
行
為
を
お
こ
な
っ
た

と
し
て
も
異
な
っ
た
法
的
制
裁
を
科
さ
れ
得
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
条
例
を
施
行
し
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
法
的
制
裁
を
科
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
埼
玉
県
熊
谷
市
や
東
京
都
立
川
市
等
の
よ
う
に
煙
草
の
吸
い
殻
を
投
げ
捨
て
る

行
為
に
つ
い
て
防
止
す
る
条
例
を
設
け
て
は
い
る
も
の
の
、
個
人
の
マ
ナ
ー
意
識
向
上
が
主
目
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
努

力
義
務
ま
た
は
禁
止
か
つ
罰
則
の
な
い
規
定
に
と
ど
め
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
東
京
都
千
代
田
区

や
千
葉
県
市
川
市
を
は
じ
め
当
該
行
為
に
つ
い
て
過
料
に
よ
る
制
裁
を
科
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
方
で
、
千
葉
県
木
更
津
市
や
神
奈

川
県
横
浜
市
の
よ
う
に
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
罰
金
に
よ
る
制
裁
を
科
す
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
同
じ
性
質
の
義
務
違
反
を
行
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
地
方
自
治
体
で
本
条
例
に
つ
い
て
の
対
応
が
不
統
一
で

あ
る
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
３
）
わ
が
国
に
は
、「
過
料
」
の
他
に
も
、
例
え
ば
、「
課
徴
金
」、「
重

加
算
税
」、「
反
則
金
」
と
い
っ
た
行
政
制
裁
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
道
路
交
通
法
違
反
に
お
け
る
反
則
金
も
行
政
制

裁
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
刑
事
手
続
に
移
行
す
る
旨
留
意
を
要
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た

行
政
制
裁
に
つ
き
刑
罰
と
区
分
け
し
た
上
で
統
一
を
図
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
模
索
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。（
４
）
わ
が

国
で
は
法
人
処
罰
に
つ
い
て
刑
罰
た
る
罰
金
を
科
す
旨
定
め
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
法
人
処
罰
を
行
う
に
際
し
て
過
料
等
の
行
政

罰
で
は
な
く
刑
罰
が
科
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
議
論
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
と
同
様
に
過
料
制
度
を
有
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
過
料
賦
課
手
続
が
な

さ
れ
、
法
体
系
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
両
国
の
諸
制
度
に
つ
い
て
比
較
研
究
す

る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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二　

過
料
制
度
の
歴
史
的
沿
革

　

本
章
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
で
過
料
制
度
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
沿
革
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）
わ
が
国
に
お
け
る
変
遷

　

わ
が
国
に
お
け
る
過
料
制
度
の
歴
史
は
、
古
く
鎌
倉
幕
府
の
法
制
に
遡
る
。
同
幕
府
の
法
制
に
お
け
る
財
産
刑
と
し
て
は
、「
重
科
」

に
対
応
す
る
所
領
没
収
が
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
比
較
的
軽
微
な
罪
た
る
「
過
怠
」
に
対
応
す
る
罪
と
し
て
、「
過
料
」「
過
怠

践
」「
過
代
」
な
ど
と
称
し
て
銭
貨
を
徴
し
、
も
し
く
は
寺
社
・
道
路
等
の
修
理
を
命
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

の
後
、
西
洋
法
の
継
受
に
よ
り
、
今
日
、
過
料
は
刑
罰
と
し
て
の
罰
金
及
び
科
料
等
と
分
離
さ
れ
た
行
政
罰
と
し
て
広
く
設
置
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る
過
料
は
、
各
法
律
や
各
地
方
自
治
体
の
条
例
等
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一

章
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
変
遷

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
経
済
刑
法
（W

irtschaftsstrafgesetz

）
が
初
め
て
犯
罪
と
秩
序
違
反
と
を

区
別
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
経
済
刑
法
を
引
き
継
ぐ
形
で
一
九
五
二
年
暫
定
的
な
秩
序
違
反
法
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
過
料
（G

eldbuße

）
を
科
す
こ
と
の
で
き
る
一
般
法
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
秩
序
違
反
法
は
、

3
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完
成
度
の
低
い
そ
し
て
ま
だ
大
ま
か
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の
法
体
系
に
お
い
て
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

今
日
ド
イ
ツ
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
秩
序
違
反
法
「（G

esetz über ordnungsw
idrigkeiten

）
以
下
で
は
、O

W
iG

と
い
う

場
合
が
あ
る
。」
は
、
一
九
六
八
年
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
年
に
は
、
秩
序
違
反
法
を
大
改
正
し
、
手
続
規
定
も
整
備

し
て
大
量
の
交
通
違
反
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
交
通
犯
罪
に
つ
き
秩
序
違
反
行
為
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
様
々
な
理
由
か
ら
秩
序
違
反
法
を
設
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
「
刑
罰
」
に
よ
る
制
裁
処
分
に
対
し
増
加

す
る
不
満
の
念
は
、
こ
の
場
で
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
従
来
の
刑
罰
シ
ス
テ
ム
に
多

く
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
有
効
性
が
非
常
に
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
の
要
求
は
、
刑
罰
の
重
大
犯
罪
行

為
へ
の
制
限
か
ら
国
家
に
よ
る
制
裁
の
完
全
撤
廃
に
ま
で
及
ん
だ
が
、
し
か
し
、
後
者
は
む
し
ろ
少
数
意
見
で
あ
っ
た
。
立
法
者
自

身
も
ま
た
従
来
の
規
定
に
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
き
わ
め
て
軽
微
な
犯
罪
の
た
め
に
刑
法
の
剣
を
用
い
る
こ
と
は
、

つ
ね
に
莫
大
な
費
用
と
結
び
付
く
裁
判
を
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
増
加
に
向
か
っ
て
行
く
と
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
一
九
七
五
年
ま
で
刑
法
の
小
改
正
は
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
、
刑
法
典
が
違
警
罪
（Ü

bertretung

）

を
完
全
に
廃
止
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
違
警
罪
と
さ
れ
て
い
た
多
く
の
行
政
法
規
違
反
はO

W
iG

に
取
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
七
五
年
連
邦
法
だ
け
で
お
よ
そ
二
五
〇
の
行
政
法
令
の
罰
則
改
正
を
行
い
、
そ
の
中
に
定
め
ら

れ
て
い
た
違
警
罪
がO

W
iG

に
転
換
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
経
て
、
現
在
のO

W
iG

が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

5
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三　

わ
が
国
の
過
料
手
続

　

わ
が
国
の
過
料
手
続
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
く
場
合
と
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
場
合
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
過
料
は
、
前
者
に
よ
る
場
合
だ
け
で
も
、
た
と
え
ば
、
民
法
第
一
〇
〇
五
条
、
会
社
法
第
九
七
六
条
以
下
、
銀
行
法

第
六
五
条
以
下
、
戸
籍
法
第
一
三
四
条
以
下
、
外
国
人
登
録
法
第
一
九
条
以
下
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
五
一
条
以
下
、
労
働
組
合
法

第
三
二
条
以
下
を
は
じ
め
多
く
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
後
述
す
る
地
方
自
治
法
に
よ
る
各
地
方
自
治
体

の
条
例
等
も
あ
わ
せ
る
と
、
も
は
や
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
非
訟
事
件

手
続
法
に
基
づ
き
過
料
が
徴
収
さ
れ
る
法
律
は
、
相
当
数
に
上
る
も
の
の
、
戸
籍
法
、
外
国
人
登
録
法
、
住
民
基
本
台
帳
法
、
労
働

組
合
法
等
を
除
い
た
法
律
は
実
効
性
に
乏
し
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
指
摘
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
過
料
に
処
さ
れ
る
べ

き
者
を
知
る
に
至
る
事
情
は
、
①
関
係
公
務
員
か
ら
の
通
報
が
あ
っ
た
場
合
、
②
私
人
か
ら
の
通
報
の
あ
っ
た
場
合
、
③
裁
判
所
が

職
務
上
知
り
得
た
場
合
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
、
既
述
の
わ
ず
か
な
法
律
は
、
こ
れ
ら
の
①
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

戸
籍
法
等
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
過
料
は
、
そ
の
職
務
発
動
を
促
す
手
段
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
効
性
が
保

障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
戸
籍
法
施
行
規
則
第
六
五
条
に
よ
れ
ば
、「
市
町
村
長
が
、

届
出
、
申
請
又
は
そ
の
追
完
を
怠
っ
た
者
が
あ
る
と
知
っ
た
時
は
、
遅
滞
な
く
、
届
出
事
件
を
具
し
て
、
管
轄
簡
易
裁
判
所
に
そ
の

旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
務
員
に
通
知
義
務
を
課
す
法
令
が
存
す
る
こ
と
に
よ

り
実
効
性
を
確
保
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
了
解
可
能
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
東
京
都
内
を
は
じ
め
所
在
不
明
の
高
齢
者
が
相
次
い
で
見
つ
か
っ
て
い
る
問
題
等
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と
え

11
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戸
籍
法
等
に
定
め
の
あ
る
過
料
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
職
権
発
動
を
促
す
手
段
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も

見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
戸
籍
法
第
八
六
条
第
１
項
に
よ
れ
ば
、「
死
亡
の
届
出
は
、
届
出
義
務
者
が
、
死
亡
の
真

実
を
知
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
（
国
外
で
死
亡
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
か
ら
三
箇
月
以
内
）
に
、
こ
れ
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
旨
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
を
怠
っ
た
届
出
義
務
者
に
対
し
、
同
法
第
一
三
五
条
に
よ
れ
ば
、「
正

当
な
理
由
が
な
く
て
期
間
内
に
す
べ
き
届
出
又
は
申
請
を
し
な
い
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。」
旨
定
め
て
い
る
。
つ

ま
り
、
人
が
死
亡
し
た
ら
同
居
の
親
族
や
家
主
な
ど
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
死
亡
を
知
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、

医
師
に
よ
る
死
亡
診
断
書
等
、
死
亡
を
証
明
す
る
書
類
と
と
も
に
市
区
町
村
に
死
亡
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
受
け

て
戸
籍
に
も
死
亡
が
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
届
出
義
務
者
が
こ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
も
、
既
述
の
②
私
人
か
ら
の
通

報
が
期
待
で
き
る
場
合
を
除
い
て
届
出
義
務
者
に
対
し
、
過
料
を
科
す
の
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
う
し
た
法
律
違
反
に
対
す
る
過
料
の
場
合
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
九
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
法
令
に
別
段
の

定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
地
方
裁
判
所
が
科
す
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
後
者
す
な
わ
ち
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
過
料
が
徴
収
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
各
地
方
自
治
体
が

事
実
認
定
を
行
い
、
相
手
に
告
知
し
、
弁
解
の
機
会
を
与
え
た
う
え
で
過
料
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
各
自
治
体
が
最
初

か
ら
最
後
ま
で
首
尾
一
貫
し
て
独
自
に
運
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、「
煙
草
の
ポ
イ
捨
て
を
防
止
す
る
条
例
」

の
よ
う
な
場
合
、
各
地
方
自
治
体
の
職
員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
り
違
反
者
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
き
過

料
が
科
さ
れ
る
場
合
と
比
べ
て
実
効
性
は
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
後
者
に
よ
る
条
例
等
の
違
反
に
対
す
る

過
料
の
場
合
、
地
方
自
治
法
第
二
五
五
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
の
長
が
科
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

14
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四　

ド
イ
ツ
の
過
料
手
続

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
行
の
秩
序
違
反
法
は
、
第
一
編
総
則
（
第
一
条
〜
第
三
四
条
）、
第
二
編
（
過
料
手
続
（
第
三
五
条
〜
第
一

一
〇
条
）、
第
三
編
個
別
の
秩
序
違
反
（
第
一
一
一
条
〜
第
一
三
一
条
）
第
四
編
付
則
（
第
一
三
二
条
〜
一
三
五
条
）
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
手
続
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
秩
序
違
反
の
実
体
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。O

W
iG

第
一
条

第
一
項
に
よ
れ
ば
、
秩
序
違
反
行
為
と
は
、
過
料
を
定
め
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
か
つ
非
難
可
能
性
の
あ
る
行
為
と
定
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
秩
序
違
反
行
為
の
実
体
的
成
立
要
件
は
、
犯
罪
成
立
要
件
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
一

方
で
、
過
料
賦
課
手
続
は
、
刑
事
手
続
と
大
き
く
異
な
る
。
以
下
で
は
過
料
賦
課
手
続
き
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

O
W

iG

の
手
続
は
、
検
察
官
（Staatsanw

altschaft

）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
行
政
官
庁
（Verw

altungsbehörde

）、
例
え
ば
、

警
察
官(

秩
序
違
反
法
第
三
五
条
以
下)

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
過
料
手
続
に
対
す
る
異
議
（E

inspruch

）
申
し
立
て
が
な
さ
れ

た
場
合
に
だ
け
、
検
察
官
や
裁
判
所
（G

ericht
）
が
関
与
す
る
。
手
続
の
一
般
的
過
程
は
、O

W
iG

の
第
一
編
と
第
二
編
の
規
定

に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
手
続
は
、
①
（
刑
事
手
続
の
）
事
前
手
続
ま
た
は
警
告
手
続
（Vor-bzw

.

Verw
arnungsverfahren

）、
②
中
間
手
続
ま
た
は
調
査
手
続
（Zw

ischen- oder E
rm

ittlungsverfahren

）、
③
裁
判
手
続

（gerichtliches Verfahren

）
の
三
つ
に
区
分
で
き
る
。
過
料
手
続
は
、（
刑
事
訴
訟
法
「Strafprozeßordnung

」
に
よ
る
）
刑
事

手
続
に
類
似
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
部
分
的
に
準
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、O

W
iG

に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
手
続
の
過
程
が
定
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
秩
序
違
反
手
続
も
ま
た
「
疑
わ
し
く
は
罰
せ
ず
」（in dubio pro reo

）
の
受
け
入
れ
が
認
め
ら
れ
る
。

　

秩
序
違
反
行
為
と
犯
罪
行
為
の
双
方
に
該
当
す
る
と
い
う
場
合
の
た
め
に
、O

W
iG

第
二
一
条
で
犯
罪
行
為
の
手
続
と
秩
序
違
反

16
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行
為
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
一
行
為
が
、
同
時
に
犯
罪
行
為
と
秩
序
違
反
行
為
の
双
方
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
刑
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
秩
序
違
反
と
し
て
の
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で
き

る
。

　

ま
ず
、
①
事
前
手
続
す
な
わ
ち
警
告
手
続
（Vor- bzw

. Verw
arnungsverfahren

）
に
つ
い
て
触
れ
る
。
も
し
も
手
続
開
始
の

た
め
に
十
分
な
証
拠
が
見
つ
か
っ
た
場
合
、
行
政
官
庁
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
二
条
第
二
項
と
関
連
し
て
秩
序
違
反
法
第
四
六
条

第
一
項
に
よ
り
秩
序
違
反
手
続
を
と
り
う
る
。O

W
iG

第
五
六
条
に
よ
れ
ば
、
警
告
金
（Verw

arnungsgeld

）
の
支
払
に
よ
り
手

続
は
完
了
と
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、O

W
iG

第
五
六
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
軽
微
な
秩
序
違
反
の
場
合
、
行
政
官
庁
は
、
当
該
者
を

警
告
し
五
〜
三
五
ユ
ー
ロ
の
警
告
金
を
徴
収
す
る
旨
定
め
て
い
る
。O

W
iG

第
五
六
条
〜
五
八
条
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
警
告
を
発

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
行
政
官
庁
、
一
定
の
外
勤
官
及
び
警
察
官
で
あ
る
。
も
し
も
当
該
者
が
警
告
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
、

警
告
に
よ
る
処
理
は
で
き
ず
、
過
料
を
科
す
た
め
の
過
料
手
続
へ
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
②
調
査
手
続
す
な
わ
ち
過
料
手
続
（E

rm
ittlungs- bzw

. B
ußgeldverfahren

）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い

て
は
、
当
該
者
に
弁
護
人
に
よ
る
代
理
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
代
理
人
は
、
当
該
者
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
非
難
に
対
す
る
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
権
利
を
有
す
る
。
同
様
に
、
こ
の
代
理
人
に
書
類
の
閲
覧
申
請
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。O

W
iG

第
三
五
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
警
告
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
な
い
秩
序
違
反
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
が
過
料
を
科
す
こ
と

に
な
る
。O
W

iG

第
四
六
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
過
料
手
続
に
お
い
て
は
、
秩
序
違
反
法
が
別
に
定
め
な
い
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
、

裁
判
所
構
成
法
、
少
年
法
が
準
用
さ
れ
る
。

　

行
政
官
庁
は
秩
序
違
反
が
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
場
合
、OW

iG

第
六
五
条
に
よ
り
過
料
決
定
（B

ußgeldbescheid

）
を
下
す
。

O
W

iG

第
一
七
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
過
料
の
金
額
は
、
法
律
が
別
に
定
め
な
い
限
り
、
五
ユ
ー
ロ
か
ら
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
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な
お
、
過
料
決
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
、O

W
iG

第
六
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
政
官
庁
に
よ
る
裁
判
類
似
行
為
を

受
け
て
、
多
く
の
違
反
者
は
こ
れ
に
服
し
、
過
料
を
支
払
う
た
め
事
件
は
終
了
と
な
る
。
本
手
続
に
は
、
裁
判
所
も
検
察
官
も
関
与

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、O

W
iG

第
六
七
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
当
該
者
は
行
政
官
庁
が
過
料
決
定
を
送
達
後
、
こ
れ
に
対
し
て
、

二
週
間
以
内
に
異
議
申
立
て
を
す
る
機
会
を
得
る
。
当
該
者
が
こ
の
権
利
を
行
使
し
た
場
合
、
中
間
手
続
（Zw

ischenverfahren

）

に
し
た
が
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
当
該
者
が
過
料
決
定
に
対
し
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
場
合
、O

W
iG

第
六
八
条
に
よ
れ
ば
、

事
件
は
検
察
官
経
由
で
区
裁
判
所
に
回
付
さ
れ
、
過
料
事
件
と
し
て
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
当
該
者
が

異
議
申
し
立
て
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
過
料
決
定
が
既
判
力
（R

echtskraft

）
を
維
持
し
、
そ
し
て
行
政
官
庁
に
よ
っ

て
執
行
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
行
政
官
庁
の
過
料
決
定
に
対
し
て
、
当
該
者
が
過
料
を
支
払
わ
ず
、
か
つ
二
週
間
以
内
に
異
議
申

し
立
て
も
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、OW

iG

第
八
九
条
に
よ
れ
ば
、「
過
料
決
定
は
、
そ
れ
が
既
判
力
と
さ
れ
た
時
に
執
行
可
能
で
あ
る
」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
決
定
は
確
定
し
執
行
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、O

W
iG

第
九

六
条
に
よ
れ
ば
、
違
反
者
の
過
料
支
払
を
強
制
す
る
た
め
の
裁
判
所
に
よ
る
強
制
拘
留
制
度
（A

nordnung von 

E
rzw

ingungshaft

）
に
つ
い
て
も
準
備
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
③
裁
判
手
続
と
執
行
（G

erichtliches Verfahren und Vollstreckung

）
に
つ
い
て
触
れ
る
。
審
理
は
、
通
常
、
口

頭
手
続
に
よ
り
進
行
す
る
た
め
、
書
面
手
続
は
稀
有
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
過
料
決
定
に
よ
る
行
政
官
庁
へ
の
異
議
申
し
立
て
に
拘

束
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
区
裁
判
所
で
の
事
件
の
審
理
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
に
よ
り
下
さ
れ
た
過
料
決
定
の
当
否
を

審
査
す
る
の
で
は
な
く
、
区
裁
判
所
に
よ
り
秩
序
違
反
成
立
の
有
無
及
び
成
立
す
る
場
合
の
過
料
額
に
つ
き
、
行
政
官
庁
に
よ
り
下

さ
れ
た
過
料
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
く
独
自
に
か
つ
は
じ
め
か
ら
行
わ
れ
る
。
審
理
は
、
判
決
（U

rteil

）
も
し
く
は

決
定
（B

eschluss

）
に
よ
り
終
了
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
者
は
、O

W
iG

第
七
二
条
に
よ
り
、
法
律
違
反
を
理
由
と
す
る
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抗
告
（R

echtsbeschw
erde

）
の
機
会
を
有
す
る
。O

W
iG

第
七
九
条
に
よ
れ
ば
、
区
裁
判
所
の
審
理
に
対
し
て
は
、
一
定
の
要

件
の
下
で
さ
ら
に
上
級
裁
判
所
へ
の
上
訴
が
認
め
ら
れ
る
。

五　

若
干
の
検
討

（
１
）　

本
稿
第
三
章
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
法
律
に
定
め
の
あ
る
過
料
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
い
て
科
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
戸
籍
法
等
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
過
料
は
、
そ
の
職
務
発
動
を
促
す
手
段
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
実
効
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
法
律
に
定
め
の
あ
る
過
料
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、

こ
の
実
効
性
と
い
う
点
に
疑
問
が
残
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
各
法
律
に
お
い
て
定
め
の
あ
る
過
料
に
よ
る
制
裁
が
妥
当

で
あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
議
論
を
前
提
と
し
た
場
合
、
そ
も
そ
も
刑
罰
と
過

料
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

「
行
政
罰
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
過
料
が
あ
る
が
、
そ
の
使
用
法
は
い
わ
ば
雑
然
と
し
て
お
り
、
な
か
に
は
た
だ
こ
れ
ま
で
も
規

定
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
性
質
及

び
適
用
範
囲
は
、
何
時
か
は
総
合
的
に
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、「
現
行
法

上
の
過
料
規
定
は
、
軽
微
な
行
政
上
の
義
務
違
反
に
対
し
て
少
額
の
過
料
を
科
す
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
行
政
刑
罰
と
秩
序
罰
の

区
別
も
、
刑
法
犯
と
行
政
犯
の
区
別
と
同
様
に
、
程
度
問
題
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
指
摘
も
み

ら
れ
る
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
罰
は
、
社
会
倫
理
的
な
非
難
と
結
び
付
く
の
に
対
し
て
、
秩
序
違
反
と
結
び
付
け
ら

れ
る
過
料
は
、
そ
う
し
た
国
家
的
刑
罰
の
尊
厳
性
を
欠
く
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
を
契
機
に
わ
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が
国
に
お
け
る
刑
罰
と
過
料
の
あ
り
方
を
再
考
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）　

条
例
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
一
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

も
の
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
条
例
中
に
、
条
例
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
、

拘
留
、
科
料
若
し
く
は
没
収
の
刑
又
は
五
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
イ
捨
て
防
止
条
例
」
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
自
治
体
レ
ベ
ル
で
、
①
条
例
を
設
け
て

は
い
る
も
の
の
、
個
人
の
マ
ナ
ー
意
識
向
上
が
主
目
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
努
力
義
務
ま
た
は
禁
止
か
つ
罰
則
の
な
い
規
定

に
と
ど
め
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
②
行
政
罰
た
る
過
料
を
科
す
と
こ
ろ
、
③
刑
罰
た
る
罰
金
を
科
す
と
こ
ろ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
た

と
え
同
一
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
自
治
体
に
よ
り
対
応
が
異
な
る
事
態
が
起
こ
り
う
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
区
別
基
準
の
不
統
一
を
解
消
す
る
た
め
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
秩
序
違
反
法
の
よ
う
な
総
則
と
手

続
法
と
を
一
本
化
し
た
よ
う
な
法
律
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
イ
捨
て
防
止
条
例
」

に
お
い
て
区
別
基
準
の
不
統
一
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
条
例
制
度
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

条
例
制
度
の
主
な
趣
旨
の
一
つ
と
し
て
、
当
該
地
域
と
そ
の
特
殊
性
を
も
っ
と
も
把
握
し
得
る
立
場
に
あ
る
の
は
各
自
治
体
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
迅
速
に
対
応
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
や
京
都
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

「
景
観
条
例
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
こ
う
し
た
趣
旨
を
踏
ま
え
た
典
型
例
で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
景
観
条
例
の
よ
う
に
本
来
の
条
例
制
度
の
趣
旨
に
合
致
し
て
い
る
も
の
は
と
も
か
く
、「
ポ
イ
捨
て
防
止
条
例
」
の
よ

う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
区
別
基
準
の
統
一
を
図
る
べ
く
新
た
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
3
）　

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
に
、
過
料
と
は
、
軽
微
な
行
政
上
の
義
務
違
反
に
対
し
て
設
け
ら
れ
た
制
度
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
金
銭
的
制
裁
と
し
て
、
例
え
ば
、
①
カ
ル
テ
ル
・
入
札
談
合
と
い
っ
た
違
反
行
為
防
止
と
い

う
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
庁
が
違
反
事
業
者
等
に
対
し
て
課
す
「
課
徴
金
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
融
商
品
取
引
法
第
一

五
八
条
（
風
説
の
流
布
、
偽
計
、
暴
行
又
は
脅
迫
の
禁
止
）
に
対
す
る
課
徴
金
を
定
め
て
い
る
同
法
第
一
七
三
条
な
ど
が
一
例
で
あ

る
。
②
脱
税
、
申
告
漏
れ
な
ど
に
よ
り
個
人
や
法
人
が
国
に
納
め
る
税
金
額
が
、
本
来
支
払
う
べ
き
額
よ
り
も
少
額
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
、
追
加
で
課
さ
れ
る
税
金
と
し
て
の
「
追
徴
課
税
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
追
徴
課
税
に
つ
い
て
は
、
そ

も
そ
も
適
正
に
申
告
し
て
い
れ
ば
課
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
税
金
で
あ
る
た
め
、
不
適
正
な
申
告
に
対
す
る
懲
罰
的
要
素
を
有
す

る
税
金
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
中
の
一
つ
に
「
重
加
算
税
」
が
含
ま
れ
る
。
国
税
通
則
法
第
六
八
条
第
一
項
に

よ
れ
ば
、「（
一
部
抜
粋
）
納
税
者
が
、
そ
の
国
税
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
の
全
部
又
は
一
部

を
隠
ぺ
い
し
、
又
は
偽
装
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
納
税
申
告
書
を
提
出
し
て
い
た
と
き
は
、
当
該
納
税
者
に
対
し
重
加
算
税
を
課
す

る
」
旨
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
③
駐
車
違
反
等
の
比
較
的
軽
微
な
道
路
交
通
法
違
反
行
為
に
つ
き
、
道
路
交
通
法
第
四
五
条
等
に
基

づ
き
第
一
二
五
条
以
下
に
よ
っ
て
行
政
上
の
処
分
と
し
て
国
に
納
付
さ
せ
る
「
反
則
金
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
過
料
」
と

「
課
徴
金
」、「
追
徴
課
税
の
一
種
で
あ
る
重
加
算
税
」、「
反
則
金
」
と
い
っ
た
も
の
を
区
別
し
て
設
け
た
理
由
は
一
体
ど
こ
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら

に
つ
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
秩
序
違
反
法
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
で
一
本
化
す
る
こ
と
に
つ
き
検
討
す
る
余
地
は

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
法
人
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
両
罰
規
定
が
あ
る
。
両
罰
規
定
に
よ
れ
ば
、
罰
金
刑
は
違
反
行
為
者
だ
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け
で
な
く
、
法
人
に
対
し
て
も
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
独
占
禁
止
法
第
九
五
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、「
法
人
の
代
表
者

又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金

刑
を
科
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
法
本
項
第
一
号
に
よ
れ
ば
、
法
人
に
対
す
る
罰
金
刑
の
上
限
は
五
億
円
と
規
定
し

て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
〇
七
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、「
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
」

旨
定
め
て
い
る
。
な
お
、
本
法
本
項
第
一
号
に
よ
れ
ば
、
法
人
に
対
す
る
罰
金
刑
の
上
限
は
七
億
円
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
法
人
（juristische Person

）
に
対
す
る
刑
罰
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
秩

序
違
反
法
第
三
〇
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
法
人
の
代
表
権
限
の
あ
る
機
関
、
若
し
く
は
、
そ
の
機
関
の
構
成
員
（M

itglied

）、
又
は
、

本
条
本
項
第
四
号
に
よ
れ
ば
、
法
人
の
包
括
的
代
理
権
者
（G

eneralbevollm
ächtigter

）、
及
び
経
営
に
お
い
て
管
理
・
指
導
的
地

位
（leitende Stellung

）
に
あ
る
支
配
人
（Prokurist
）（
業
務
代
理
人
）
若
し
く
は
、
商
事
代
理
人
（H

andlungsbevollm
ächtigter

）

が
、
犯
罪
又
は
秩
序
違
反
を
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
法
人
の
義
務
に
違
反
す
る
か
、
又
は
法
人
が
利
益
を
獲
得
し
若
し
く
は
獲
得
し
よ

う
と
し
た
場
合
、
本
法
第
三
〇
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
れ
ば
、
故
意
に
よ
る
犯
罪
行
為
（vorsätzliche Straftat

）
の
場
合
に
つ
い

て
は
一
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
、
本
法
三
〇
条
第
二
項
第
二
号
に
よ
れ
ば
、
過
失
に
よ
る
犯
罪
行
為
（fahrlässige 

Straftat

）
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
五
〇
万
ユ
ー
ロ
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
号
に
よ
れ
ば
、
秩
序
違
反
行
為
の
場

合
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
に
対
す
る
過
料
額
の
上
限
を
科
す
旨
の
規
定
も
み
ら
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

33
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わ
が
国
の
法
人
処
罰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
な
ぜ
過
料
で
は
な
く
罰
金
に
よ
る
制
裁
を
要
す
る
の
か
と
い
う
議
論
を
行
う
と
と
も

に
、
罰
金
で
は
な
く
過
料
に
よ
る
制
裁
で
対
応
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
完
全
に
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
違
反
に
対
す
る
過
料
の
場
合
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
九
条
以
下
の
規
定
に
よ

り
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
地
方
裁
判
所
が
科
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
現
行
法
に
お
い
て
実

効
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
作
り
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
負
担
は
さ
ら
に
増
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
秩
序
違
反
法
の
創
設
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
立
法
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
当
時
、
立
法
者
は
秩
序
違
反
法
を
創
設
す
る
こ
と
で
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
を
狙
い
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
で

あ
る 

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
裁
判
所
の
負
担
軽
減
を
図
る
う
え
で
も
過
料
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
図
る

余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六　

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
過
料
手
続
に
関
す
る
比
較
研
究
を
中
心
に
行
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
大
別
し
て
次
の
四
つ

に
つ
い
て
考
察
し
た
。（
1
）
わ
が
国
に
お
い
て
過
料
を
科
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
非
訟
事
件
手
続
法
と
地
方
自
治
法
の
う
ち
、

非
訟
事
件
手
続
法
に
つ
い
て
は
、
各
法
律
の
実
効
性
に
課
題
が
残
る
と
い
う
点
に
言
及
し
た
。（
２
）（
１
）
の
延
長
線
上
の
問
題
と

し
て
景
観
条
例
な
ど
の
地
域
の
特
殊
性
は
堅
持
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
イ
捨
て
防
止
条
例
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
過
料
制
度
の

不
統
一
に
つ
い
て
解
決
を
図
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。（
３
）
過
料
制
度
と
課
徴
金
、
追
徴
課
税
の
一
種
で
あ
る
重
加
算
税
、

反
則
金
と
い
っ
た
行
政
制
裁
の
刑
罰
と
は
区
分
け
し
た
上
で
の
統
一
を
模
索
す
る
余
地
の
有
無
に
つ
い
て
言
及
し
た
。（
４
）
わ
が

34
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国
と
ド
イ
ツ
の
法
人
処
罰
の
あ
り
方
を
比
較
す
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
罰
金
で
は
な
く
過
料
に
よ
る
制
裁
で

対
応
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
模
索
し
た
。（
１
）〜（
４
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
秩
序
違
反
法
の
よ
う
な
総
則
と
手
続
法
の
創
設
を
模

索
す
る
こ
と
で
こ
う
し
た
問
題
解
決
の
た
め
の
道
が
開
け
る
と
い
う
点
で
は
共
通
性
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
今
後
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
諸
問
題
に
つ
き
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
注

（
１
）　

田
中
二
郎
「
過
料
小
論
」
国
家
学
会
雑
誌
第
六
二
巻
第
一
一
号
（
一
九
四
八
年
）
六
一
、
六
三
頁
、
佐
藤
功
「
過
料
制
度
と
憲
法
の
関

係
」『
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
）
一
二
〇
頁
、
平
野
龍
一
「
特
別
刑
法
の
基
本
問
題
（
１
）
│
刑
事
法
ノ
ー
ト
六
」

警
察
研
究
第
五
七
巻
第
八
号
（
一
九
八
六
年
）
一
一
頁
。
佐
伯
仁
志
『
制
裁
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
。 

（
２
）　

本
文
中
に
示
し
た
い
わ
ゆ
る
「
煙
草
の
ポ
イ
捨
て
を
防
止
す
る
条
例
」
に
つ
き
各
地
方
自
治
体
で
対
応
が
異
な
る
と
い
う
点
を
は
じ
め

と
し
て
、
わ
が
国
の
過
料
制
度
の
執
筆
部
分
に
つ
き
論
文
の
構
成
上
、
拙
稿
「
行
政
罰
た
る
過
料
に
よ
る
制
裁
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
研
究

│
刑
事
的
視
点
か
ら
見
た
刑
罰
と
過
料
の
限
界
を
中
心
と
し
て
│
」
亜
細
亜
法
学
第
四
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
八
頁
、
一
六

〇
頁
と
大
幅
に
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
旨
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
本
稿
第
三
章
「
わ
が
国
の
過
料
手
続
」
で
示
し
た
注
（
12
）

や
（
15
）
な
ど
の
部
分
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
３
）　

過
料
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、
牧
英
正
「
過
料
」『
国
史
大
辞
典
三
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
六
七
六
頁
、
新
田
一
郎
・

加
藤
英
明
「
過
料
」『
日
本
史
大
辞
典
第
二
巻
（
全
七
巻
）』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
四
三
五
頁
。

（
４
）　Peter Schw

acke, R
echt der O

rdnungsw
idrigkeiten,  4 A

ufl., 2006, S. 2.

（
５
）　M

ustafa Salem
, D

ie O
rdungsw

idrigkeit im
 Straßenverkehr Verfahrensrecht, 2009, S. 1.

（
６
）　

村
上
歴
造
「
行
政
庁
に
よ
る
処
罰–

行
政
法
令
違
反
に
対
す
る
非
刑
事
的
金
銭
罰
に
つ
い
て–

」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.764

号
（
有
斐
閣
、

一
九
八
二
年
）
一
一
三
頁
。
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（
７
）　Salem

, a. a. O
., S. 1f.

（
８
）　Salem

, a. a. O
., S. 2.

（
９
）　Schw

acke, a. a. O
., S. 2.

（
10
）　

村
上
・
前
出
注
（
６
）
一
一
三
頁
。

（
11
）　

川
口
公
隆
『
簡
易
裁
判
所
の
取
扱
う
過
料
の
諸
問
題
』
司
法
研
究
報
告
書
第
一
七
巻
第
四
号
（
司
法
研
修
所
、
一
九
六
七
年
）
四
三
頁
。

（
12
）　

拙
稿
・
前
出
注
（
２
）
一
五
〇
頁
。
公
務
員
の
通
知
義
務
を
根
拠
づ
け
て
い
る
国
の
法
令
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
口
・
前
出
注

（
11
）
一
〇
頁
。

（
13
）　

高
齢
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
記
事
と
し
て
は
、
読
売
新
聞
二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
朝
刊
一
面
・
地
域
京
葉
版
二
七
面
、

産
経
新
聞
二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
朝
刊
二
三
面
、
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
朝
刊
一
面
、
三
一
面
。

（
14
）　

死
亡
届
に
関
す
る
記
事
と
し
て
は
、
読
売
新
聞
二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
朝
刊
二
三
面
。

（
15
）　

拙
稿
・
前
出
注
（
２
）
一
五
一
頁
。

（
16
）　

Salem
, a. a. O

., S. 4.

（
17
）　Salem

, a. a. O
., S.  4 f.

（
18
）　G

ünter R
osenkötter, D

as R
echt der O

rdnungsw
idrigkeiten,  6 A

ufl., 2002 S. 185.

（
19
）　Salem

, a. a. O
., S. 5.

（
20
）　Joachim

 B
ohnert, O

rdnungsw
idrigkeitenrecht,  3 A

ufl., 2008 S. 74.

（
21
）　Salem

, a. a. O
., S. 6.

（
22
）　Salem

, a. a. O
., S. 6.

（
23
）　Salem
, a. a. O

., S. 6.

（
24
）　

平
野
龍
一
「
経
済
活
動
と
刑
事
制
裁
│
ド
イ
ツ
経
済
刑
法
に
お
け
る
過
料
制
度
」
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
（
現
代
商
法
学
の
課
題

（
下
）
一
五
八
八
頁
以
下
、
村
上
歴
造
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
法
令
違
反
処
理
手
続
」
海
上
保
安
大
学
研
究
報
告
二
六
巻
二
号
七
〇

頁
以
下
を
参
照
。

（
25
）　Schw

acke, a. a. O
., S. 150.
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（
26
）　Schw

acke, a. a. O
., S. 151.

（
27
）　Salem

, a. a. O
., S. 6.

（
28
）　

村
上
・
前
出
注
（
６
）
一
一
三
頁
。

（
29
）　

平
野
・
前
出
注
（
１
）
一
一
頁
。

（
30
）　

佐
伯
・
前
出
注
（
１
）
一
〇
頁
。

（
31
）　

村
上
・
前
出
注
（
６
）
一
一
四
頁
。

（
32
）　

平
野
・
前
出
注
（
24
）
一
五
九
三
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、「
わ
が
国
で
は
、
過
料
は
、
執
行
罰
と
さ
れ
、
そ
れ
は
行
政
の
執
行
を
確
保
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
過
去
の
行
為
に
対
す
る
応
報
・
制
裁
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
手
続
も
全
く
刑
事
手
続
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
し
か
し
、
執
行
「
罰
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
が
示
す
よ
う
に
、
行
為
に
対
す
る
処
罰
と
い
う
色
彩
を
持
つ
こ
と
は
、
否
定
で
き

な
い
。」
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
現
在
の
過
料
制
度
自
体
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
適
用
範
囲
を
現
在
よ

り
も
一
段
と
拡
大
し
、
経
済
事
犯
の
一
部
に
ま
で
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
一
段
と
問
題
性
を
大
き
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
そ
の
中
間
に
、
新
た
な
種
類
の
制
裁
手
段
を
設
け
る
と
い
う
や
り
方
も
一
つ
の
解
決
方
法
だ
と
思
わ
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
ド
イ
ツ
の
過
料
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
わ
が
国
で
も
、
交
通
事
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
反
則

金
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
に
際
し
て
論
じ
ら
れ
た
課
徴
金
を
め
ぐ
る
議
論
も
、
こ
の
よ
う
な
新

し
い
制
裁
手
段
を
設
け
る
こ
と
に
た
だ
ち
に
踏
み
切
れ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
課
徴
金
を
制
裁
手
段
と
し
て

用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
法
案
と
し
て
も
消
極
的
に
解
決
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。」
と
し
て
、

刑
罰
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
る
制
裁
の
あ
り
方
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
33
）　

法
人
処
罰
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
西
田
典
之
「
両
罰
規
定
と
法
人
の
過
失
」
西
田
典
之
・
山
口
厚
・
佐
伯
仁
志
編
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ

総
論
﹇
第
六
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
八
頁
。

（
34
）　

Salem
, a. a. O

., S. 8.




