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序
文

本
年
四
月
一
日
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
拘
禁
法
と
拘
置
法
と
が
施
行
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
伴
い
一
九
七
四
年
に
施
行
さ
れ
た
行
刑
法

︵
犯
罪
者
の
施
設
内
処
遇
に
関
す
る
法
律
︶
が
廃
止
さ
れ
た
︵

︶
︒
一
九
七
四
年
に
施
行
さ
れ
た
行
刑
法
に
つ
い
て
筆
者
は
︑
か
つ
て
慶
應

1

義
塾
大
学
の
故
宮
澤
浩
一
教
授
と
と
も
に
そ
の
翻
訳
及
び
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
︵

︶
︒
そ
れ
か
ら
三
十
有
余
年
を
経
て
︑
昨
年
施

2

設
内
矯
正
保
護
に
関
す
る
法
律
︵
行
刑
法
︵

︶
︶
は
拘
禁
法
︵

︶
と
名
称
を
変
え
︑
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
︒

3

4

本
稿
で
は
︑
今
回
の
改
正
に
至
る
経
過
を
記
述
す
る
と
と
も
に
︑
新
た
な
法
律
の
内
容
を
紹
介
し
︑
わ
が
国
の
制
度
へ
の
意
味
合

い
を
探
り
た
い
︒
な
お
︑
本
稿
に
お
い
て
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
つ
い
て
二
つ
の
略
語
を
使
用
す
る
︒
ひ
と
つ
は
﹁
六
二
刑
法
﹂

で
︑
制
定
当
時
の
現
行
刑
法
を
︑
他
は
﹁
現
刑
法
﹂
で
︑
一
九
八
八
年
の
改
正
以
後
︑
現
在
有
効
な
刑
法
の
規
定
群
を
そ
れ
ぞ
れ
指

す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
︒

第
一

改
正
の
経
過

一
九
七
四
年
施
行
の
行
刑
法
の
制
定
に
至
る
沿
革
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
別
稿
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︵

︶
︒
そ
こ
で
は
︑
通
常
の
犯
罪

5

者
の
取
扱
︵
監
獄
︶︑
少
年
犯
罪
者
の
取
扱
︵
少
年
拘
禁
︑
社
会
福
祉
上
の
諸
措
置
︶︑
精
神
障
害
犯
罪
者
の
取
扱
︵
精
神
病
院
︑
閉
鎖
的

精
神
医
学
的
処
遇
︶
等
対
象
者
の
別
に
基
づ
き
制
度
の
変
遷
を
記
述
し
て
い
る
︒

同
法
制
定
後
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
者
処
遇
制
度
に
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
︑
制
裁
体
系
︑
対
象
者
の
特
性
及
び
矯
正
保
護
制
度

の
三
つ
の
面
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
︒
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一

制
裁
体
系
の
変
化

一
九
七
四
年
当
時
の
刑
法
典
︵
六
二
刑
法
︵

︶
︶
は
︑
そ
の
第
三
篇
﹁
制

6

裁
﹂
の
中
で
二
五
章
か
ら
三
二
章
ま
で
︑
八
個
の
制
裁
を
規
定
し
て
い

た
︒
二
五
章
・
罰
金
︑
二
六
章
・
拘
禁
︑
二
七
章
・
条
件
付
判
決
︑
二

八
章
・
保
護
観
察
︑
二
九
章
・
少
年
拘
禁
︑
三
〇
章
・
抑
留
︵
保
安
拘

禁
︶︑
三
一
章
・
特
別
保
護
へ
の
委
託
︵
引
渡
し
︶
及
び
三
二
章
・
公
務

員
の
刑
罰
と
軍
人
の
懲
戒
罰
で
あ
る
︵

︶
︒
7

現
刑
法
︵

︶
で
は
︑
以
上
の
う
ち
二
五
章
・
罰
金
︑
二
六
章
・
拘
禁
︑
二

8

七
章
・
条
件
付
判
決
︑
二
八
章
・
保
護
観
察
︑
三
一
章
・
特
別
保
護
へ

の
委
託
及
び
三
二
章
・
少
年
の
保
護
の
み
が
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
る
制

裁
と
し
て
残
り
︑
他
の
制
裁
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
か
ら
み
る
限

り
︑
現
刑
法
に
お
い
て
は
︑
六
二
刑
法
の
制
裁
体
系
が
コ
ン
パ
ク
ト
に

整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒

制
裁
の
歴
年
変
化
は
図

の
通
り
で
あ
る
︒

1

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
者
処
遇
は
︑
通
常
の
犯
罪
者
に
対
す
る
も
の

と
し
て
の
刑
罰
︵
拘
禁
及
び
罰
金
︶︑
保
護
観
察
及
び
条
件
付
判
決
の
他

に
︑
対
象
者
を
少
年
︑
精
神
障
害
者
及
び
薬
物
乱
用
者
に
分
け
た
特
別

な
処
遇
を
考
え
る
方
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒
そ
し
て
︑
拘
禁
が

9

施
設
内
及
び
施
設
外
で
執
行
さ
れ
る
︵

︶
よ
う
に
︑
保
護
観
察
も
施
設
内
及

10
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図 1 施設への新入所者及び社会内処遇開始者（1989-2009）

（Kriminalvården: Efter domen - om påföljder och program inom kriminalvården, 2010, s.5.）
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び
施
設
外
で
執
行
さ
れ
る
︵

︶
︒
純
粋
に
施
設
外
で
執
行
さ
れ
る
制
裁
は
条
件
付
判
決
の
み
で
あ
る
︒

11

対
象
者
別
に
よ
る
犯
罪
者
の
処
遇
に
つ
い
て
略
述
す
る
と
︑
最
初
に
︑
精
神
障
害
犯
罪
者
は
︑
矯
正
保
護
で
は
な
く
て
︑
医
療
保

護
︵
精
神
医
学
︶
の
領
域
に
属
し
て
お
り
︑
そ
の
専
門
機
関
と
し
て
︑
か
つ
て
は
医
務
庁
が
︑
現
在
は
法
医
学
庁
︵

︶
が
責
任
を
負
っ
て

12

お
り
︑
施
設
に
つ
い
て
は
地
方
自
治
体
で
あ
る
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
が
運
営
し
て
い
る
︒
法
精
神
医
学
的
保
護
︵

︶
が
こ
れ
に
当
た
る
︒
第

13

二
に
︑
少
年
犯
罪
者
は
︑
原
則
と
し
て
矯
正
保
護
で
は
な
く
国
営
施
設
庁
︵

︶
の
運
営
す
る
い
わ
ゆ
る
一
二
条
ホ
ー
ム
︵

︶
に
お
い
て
拘
禁
に

14

15

あ
た
る
制
裁
︑
閉
鎖
的
少
年
保
護
︵

︶
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
施
設
外
処
遇
は
社
会
福
祉
の
領
域
に
属
し
て
い
る
︒
第
三

16

に
︑
薬
物
乱
用
者
に
つ
い
て
は
︑
施
設
外
処
遇
は
社
会
福
祉
の
領
域
に
属
す
る
と
同
時
に
︑
国
営
施
設
庁
の
運
営
す
る
保
護
施
設
に

お
い
て
収
容
処
分
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
矯
正
保
護
の
領
域
で
は
︑
保
護
観
察
に
併
科
さ
れ
る
契
約
治
療
保
護
に
よ
る
処
遇
が

17

な
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
限
り
に
お
い
て
薬
物
乱
用
犯
罪
者
は
矯
正
保
護
の
領
域
に
含
ま
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
以
上
の
三
種
の
犯
罪

18

者
に
つ
い
て
は
︑
処
遇
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
官
庁
の
責
任
で
実
施
さ
れ
︑
以
上
に
属
さ
な
い
通
常
の
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
矯
正
保
護

が
責
任
を
も
っ
て
制
裁
を
執
行
し
て
い
る
︒
薬
物
乱
用
犯
罪
者
の
保
護
観
察
は
︑
こ
の
意
味
で
は
例
外
に
属
す
る
︒

制
裁
体
系
の
変
化
は
︑
こ
れ
を
前
提
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
今
回
の
改
正
は
︑
施
設
内
矯
正
保
護
︵
拘
禁
︶
の

体
制
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
︑
他
の
三
個
の
領
域
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︵

︶
︒
19

上
記
の
よ
う
に
︑
行
刑
法
の
制
定
後
制
裁
体
系
は
大
き
く
変
化
し
た
︒
具
体
的
に
述
べ
る
と
︑
一
九
七
〇
年
代
の
処
遇
理
論
批
判
︵

︶
20

を
受
け
て
︑
い
ず
れ
も
不
定
期
の
処
分
で
あ
っ
た
︑
少
年
拘
禁
と
保
安
拘
禁
︵
抑
留
︶
が
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
廃
止
さ
れ
︑
こ
の

と
き
同
時
に
保
護
観
察
に
伴
う
施
設
処
遇
も
拘
禁
の
併
科
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
21

次
い
で
︑
一
九
八
八
年
の
刑
法
一
部
改
正
で
︑
有
名
な
刑
法
一
章
七
条
の
規
定
が
削
除
さ
れ
︑
刑
法
二
九
章
及
び
三
〇
章
が
新
設

さ
れ
て
﹁
刑
罰
価
値
︵
S
tra
ffv
ä
rd
e︶﹂
の
概
念
が
刑
法
に
導
入
さ
れ
た
︵

︶
︒
22

六
二
刑
法
の
一
章
七
条
は
︑﹁
制
裁
を
選
択
す
る
に
あ
た
り
︑
裁
判
所
は
︑
一
般
の
法
遵
守
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
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留
意
し
つ
つ
︑
制
裁
が
判
決
を
受
け
た
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂

と
定
め
て
い
た
︒
こ
れ
が
廃
棄
さ
れ
て
︑
刑
法
二
九
章
一
条
一
項
に
﹁
刑
は
︑
統
一
的
な
法
の
適
用
の
利
益
に
て
ら
し
て
︑
罪
及
び

総
合
さ
れ
た
犯
罪
性
の
刑
罰
価
値
に
従
い
︑
適
用
可
能
な
刑
罰
尺
度
の
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
と
定
め
ら
れ
た
︒

ま
た
︑
三
〇
章
一
条
一
項
に
︑
拘
禁
が
保
護
観
察
及
び
条
件
付
判
決
よ
り
重
い
制
裁
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
︑
更
に
︑
同
章
四
条
二

項
に
︑﹁
拘
禁
の
理
由
と
し
て
裁
判
所
は
罪
の
刑
罰
価
値
及
び
種
類
の
他
に
︑
被
告
人
が
過
去
に
罪
で
有
罪
に
な
っ
た
こ
と
を
考
慮

す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
と
定
め
ら
れ
た
︵

︶
︒
23

こ
れ
に
よ
り
刑
を
含
む
制
裁
の
根
拠
は
︑
犯
罪
者
の
処
遇
の
必
要
か
ら
犯
罪
者
の
処
罰
に
変
更
さ
れ
た
︒
刑
は
︑
単
に
苦
痛
の
賦

課
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
︑
制
裁
選
択
及
び
刑
の
量
定
の
基
準
は
刑
罰
価
値
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

二

拘
禁
︵
自
由
剝
奪
︶
の
回
避

Ａ

拘
禁
の
代
替
処
分

拘
禁
が
被
収
容
者
の
生
活
に
否
定
的
な
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
事
実
は
︑
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
一
九
八
六

年
に
提
出
さ
れ
た
拘
禁
刑
審
議
会
の
答
申
は
︑
は
っ
き
り
と
こ
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
観
察
は
現
在
に
至
る
ま
で
変
化
し

24

て
い
な
い
︒
刑
務
所
の
被
収
容
者
の
大
部
分
は
い
わ
ば
社
会
の
最
底
辺
の
人
々
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
人
々
を
社
会
復
帰
さ
せ
よ
う
と

い
う
の
は
︑
労
多
く
し
て
実
り
の
極
め
て
乏
し
い
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
︑
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

刑
務
所
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
々
を
収
容
す
る
所
で
あ
り
︑
長
期
間
の
収
容
は
︑
そ
れ
だ
け
で
も
社
会
へ
の
復
帰
を
困
難
に
す
る
︒

そ
こ
で
︑
拘
禁
の
使
用
を
縮
減
し
︑
そ
れ
に
代
替
す
る
措
置
を
準
備
す
る
だ
け
で
な
く
︑
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
何
ら
か
形
で
外
部

と
接
触
さ
せ
︑
施
設
の
外
部
で
の
生
活
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
︒
い
わ
ゆ
る
外
部
通
勤
︑
仮
釈
放
な
ど
は
そ
の
た
め
の
手
段
で

あ
る
︒
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
︑
そ
れ
だ
け
で
な
く
拘
禁
に
代
替
す
る
制
裁
の
導
入
を
行
っ
て
き
た
︒
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そ
の
代
表
的
な
も
の
が
契
約
治
療
保
護
と
社
会
奉
仕
命
令
で
あ
る
︒
社
会
奉
仕
命
令
は
︑
自
由
刑
の
代
替
処
分
と
し
て
一
九
九
〇

年
よ
り
試
行
さ
れ
︵

︶
︑
そ
の
効
果
を
確
認
し
た
後
保
護
観
察
の
遵
守
事
項
と
し
て
一
九
九
三
年
一
月
一
日
よ
り
全
国
施
行
さ
れ
た
︒
こ

25

の
命
令
は
︑
更
に
一
九
九
九
年
一
月
一
日
よ
り
条
件
付
判
決
に
拡
大
さ
れ
︑
刑
法
典
の
中
に
取
込
ま
れ
た
︒

社
会
奉
仕
命
令
は
条
件
付
判
決
を
言
渡
す
際
に
観
察
期
間
中
の
遵
守
事
項
と
し
て
被
告
人
に
科
さ
れ
る
︒
刑
法
二
七
章
二
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
と
︑
四
〇
時
間
以
上
二
四
〇
時
間
以
下
で
裁
判
所
の
定
め
る
時
間
無
報
酬
の
労
働
に
服
す
る
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ

る
︒
社
会
奉
仕
命
令
は
被
告
人
が
同
意
す
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
︑
拘
禁
と
同
様
の
介
入
性
を
求
め
ら
れ
る
が
︑
人
間
性
に
反
す

る
よ
う
な
使
役
を
内
容
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
同
意
を
要
件
と
す
る
の
は
︑
こ
の
命
令
の
実
質
的
な
効
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
被

告
人
の
意
欲
が
決
定
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
奉
仕
を
強
制
労
働
と
し
な
い
た
め
で
あ
る
︵

︶
︒
作
業
の
内
容
は
︑
環
境
・
自
然
保
護
︑

26

教
育
・
文
化
・
体
育
活
動
な
ど
公
共
活
動
に
関
わ
る
も
の
を
選
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
27

こ
の
命
令
は
保
護
観
察
と
条
件
付
判
決
の
双
方
に
用
い
ら
れ
る
が
︑
ど
ち
ら
の
場
合
も
拘
禁
に
代
替
す
る
性
格
を
も
ち
︑
対
象
者

の
社
会
適
応
を
促
進
す
る
と
認
め
ら
れ
る
点
は
同
様
で
あ
る
︒
そ
の
相
違
は
︑
条
件
付
判
決
と
保
護
観
察
の
制
裁
の
相
違
に
帰
さ
れ

る
︒
そ
の
要
点
は
︑
対
象
者
の
犯
し
た
罪
が
初
犯
で
継
続
の
危
険
性
が
な
い
場
合
︑
対
象
者
に
対
す
る
監
督
の
必
要
性
の
な
い
場
合

等
が
条
件
付
判
決
︑
そ
の
逆
の
場
合
が
保
護
観
察
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
社
会
奉
仕
命
令
を
独
立
の
制
裁
と
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑

制
裁
体
系
の
中
の
位
置
づ
け
︑
特
に
制
裁
選
択
に
関
す
る
現
行
規
則
の
変
更
と
い
う
大
き
い
問
題
を
引
起
こ
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
︵

︶
︒
28社

会
奉
仕
命
令
を
遵
守
事
項
と
す
る
条
件
付
判
決
の
言
渡
し
に
は
︑
拘
禁
に
換
算
し
た
場
合
の
刑
期
の
指
定
が
必
要
と
さ
れ
る
︒

換
算
率
は
︑
下
限
の
四
〇
時
間
が
一
月
の
拘
禁
︑
以
下
一
月
ご
と
に
二
〇
時
間
を
加
算
し
︑
上
限
の
二
四
〇
時
間
は
一
一
月
の
拘
禁

に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
29

保
護
観
察
に
社
会
奉
仕
命
令
を
併
科
す
る
た
め
の
条
件
も
条
件
付
判
決
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
︒
規
定
の
文
言
は
条
件
付
判
決
に
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関
す
る
二
七
章
二
条
の
二
と
同
一
で
あ
る
︵
刑
法
二
八
章
二
条
の
二
︶︒

契
約
治
療
保
護
は
保
護
観
察
の
付
随
処
分
と
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
言
渡
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
別
の
機
会
に
紹
介
し

た
こ
と
が
あ
る
︵

︶
︒
刑
法
三
〇
章
九
条
二
項
三
号
は
︑﹁
依
存
性
薬
物
の
乱
用
又
は
本
質
的
な
程
度
で
保
護
も
し
く
は
そ
の
他
の
処
遇

30

を
必
要
と
す
る
そ
の
他
の
特
別
な
状
況
が
犯
罪
の
実
行
を
た
す
け
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
︑
か
つ
被
告
人
が
自
分
の
た
め
に
作
成
さ

れ
た
計
画
に
従
っ
て
保
護
観
察
の
執
行
と
同
時
に
命
じ
ら
れ
る
適
切
な
処
遇
を
受
け
る
意
思
を
明
確
に
し
て
い
る
か
﹂
否
か
に
注
意

す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
場
合
裁
判
所
は
判
決
主
文
に
代
替
的
拘
禁
の
刑
期
を
明
示
す
る
と
と
も
に
︑
被
告
人
が

自
ら
実
行
す
る
処
遇
計
画
に
関
す
る
遵
守
事
項
を
言
渡
す
︵
刑
法
二
八
章
六
条
の
二
︶︒
契
約
治
療
保
護
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
︑
そ
の

処
遇
は
長
期
に
亘
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
︑
保
護
観
察
の
観
察
期
間
の
終
了
の
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︵
同
章
五
条
四
項
︶︒

最
近
は
︑
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｖ
の
場
合
に
も
契
約
治
療
保
護
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
二
〇
〇
九
年
の
統
計
で
は
契
約
治
療

31

保
護
が
一
四
六
九
件
︑
社
会
奉
仕
命
令
が
五
五
三
九
件
言
渡
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
32

Ｂ

拘
禁
の
施
設
外
執
行

電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
は
六
月
以
下
の
拘
禁
に
処
さ
れ
た
対
象
者
本
人
の
申
請
に
基
づ
い
て
︑
矯
正
保
護
施
設
外
で
実
施

さ
れ
る
︒
但
し
︑
保
護
観
察
に
併
科
さ
れ
た
拘
禁
の
対
象
者
に
は
適
用
が
な
い
︒
こ
れ
に
関
す
る
規
定
は
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化

観
察
に
関
す
る
法
律
︵

︶
に
存
在
す
る
︒
裁
判
所
は
単
に
被
告
人
を
有
期
の
拘
禁
に
処
す
︒
拘
禁
に
処
さ
れ
た
者
が
そ
の
執
行
を
受
け
る

33

段
階
で
︑
矯
正
保
護
が
対
象
者
に
情
報
を
提
供
し
︑
対
象
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
矯
正
保
護
が
審
理
を
行
い
︑
そ
の
判
断
で
強
化
観

察
が
実
施
さ
れ
る
︒
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
者
は
︑
足
に
発
信
機
を
装
着
さ
れ
︑
同
時
に
自
宅
の

電
話
器
に
矯
正
保
護
に
接
続
す
る
受
信
装
置
を
付
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
︒
施
設
外
執
行
は
保
護

観
察
で
は
な
い
の
で
保
護
司
は
選
任
さ
れ
ず
︑
矯
正
保
護
の
職
員
が
直
接
対
象
者
と
接
触
を
保
ち
︑
行
動
の
監
視
に
あ
た
る
︒

こ
の
制
度
は
︑
拘
禁
に
よ
る
自
由
の
剝
奪
が
も
た
ら
す
有
害
な
効
果
を
減
殺
す
る
と
同
時
に
︑
拘
禁
と
い
う
刑
罰
の
も
つ
介
入
的
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な
性
格
は
維
持
し
た
い
と
い
う
刑
事
政
策
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
︒
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
が
拘
禁
の
施
設
外

執
行
或
い
は
拘
禁
の
一
形
態
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︵

︶
︒
34

Ｃ

出
所
措
置︵
二
〇
〇
七
年
改
革
・
二
〇
〇
六
年
法
律
第
四
三
二
号
︶

拘
禁
は
通
常
施
設
内
で
執
行
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
刑
の
執
行
は
矯
正
保
護
施
設
の
中
で
完
了
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
執
行
終
了
後

通
常
の
社
会
生
活
に
戻
っ
た
後
に
再
犯
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
被
収
容
者
の
社
会
復
帰
に
重
点
を
置
い
た
矯
正
保

護
の
運
営
に
向
け
た
改
革
が
進
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
矯
正
保
護
法
の
現
代
化
︵

︶
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
仮
釈
放
と
の
接
続
を
意
識
し

35

つ
つ
︑
施
設
内
の
生
活
と
出
所
後
の
生
活
の
連
続
性
を
ど
の
よ
う
に
保
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵

︶
︒
在
来
の
施
設
外
滞
在
に
関
す
る

36

行
刑
法
三
四
条
を
廃
止
し
て
︑
下
記
の
四
個
の
出
所
措
置
を
設
け
る
法
改
正
が
二
〇
〇
七
年
に
施
行
さ
れ
た
︒

①

外
部
通
勤︵
F
rig
å
n
g
︶

被
収
容
者
が
日
中
施
設
外
で
勤
務
し
︑
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
参
加
し
︑
処
遇
︵
治
療
︶
を
受
け
︑
又
は
特
に
準
備
さ

れ
た
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
い
い
︑
被
収
容
者
が
釈
放
後
通
常
の
社
会
生
活
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
や
る
必
要
の
あ
る
者

に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
︵
行
刑
法
五
五
条
︶︒

②

保
護
滞
在︵
V
å
rd
v
iste
lse︶

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
六
章
一
条
に
定
め
る
居
住
と
保
護
の
た
め
の
ホ
ー
ム
︵

︶
に
収
容
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
措
置
の
対
象
と
な

37

る
の
は
︑
依
存
性
の
薬
物
乱
用
の
あ
る
被
収
容
者
な
ど
で
︑
再
犯
そ
の
他
の
危
険
の
な
い
者
で
あ
る
︵
行
刑
法
五
六
条
︶︒

③

中
間
施
設︵
H
a
lv
v
ä
g
sh
u
s︶滞
在

こ
れ
は
︑
被
収
容
者
を
補
導
援
護
す
る
の
に
適
し
た
︑
矯
正
保
護
の
統
制
下
に
あ
る
施
設
に
被
収
容
者
を
収
容
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

三
月
以
上
か
つ
刑
期
の
半
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
者
で
︑
再
犯
そ
の
他
の
危
険
の
な
い
者
が
こ
の
措
置
の
対
象
に
な
る
︒
被
収

容
者
は
︑
中
間
施
設
で
服
役
し
︑
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
参
加
し
︑
処
遇
︵
治
療
︶
を
受
け
︑
又
は
特
に
準
備
さ
れ
た
活
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動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
︵
行
刑
法
五
七
条
︶︒

④

延
長︵
拡
大
︶外
部
通
勤︵
U
tö
k
a
d
frig
å
n
g
︶

こ
れ
は
︑
矯
正
保
護
の
統
制
を
受
け
な
が
ら
︑
自
宅
で
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
三
月
以
上
か
つ
刑
期
の
半
分
の

執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
者
で
︑
再
犯
そ
の
他
の
危
険
の
な
い
者
が
こ
の
措
置
の
対
象
に
な
る
︒
住
宅
と
し
て
使
用
で
き
る
自
宅
の
あ

る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
被
収
容
者
は
︑
自
宅
で
服
役
し
︑
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
参
加
し
︑
処
遇
︵
治
療
︶
を
受

け
︑
又
は
特
に
準
備
さ
れ
た
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
︵
行
刑
法
五
八
条
︶︒

以
上
の
出
所
措
置
を
受
け
る
者
は
︑
更
に
善
行
を
保
持
し
︑
ア
ル
コ
ー
ル
そ
の
他
の
酩
酊
性
物
質
の
摂
取
を
控
え
︑
そ
の
統
制
の

た
め
に
血
液
検
査
︑
尿
検
査
︑
呼
気
検
査
を
受
け
る
こ
と
︑
施
設
外
滞
在
に
つ
い
て
有
意
味
な
状
況
を
矯
正
保
護
に
連
絡
す
る
こ
と
︑

矯
正
保
護
の
指
示
に
従
っ
て
矯
正
保
護
と
接
触
を
保
つ
こ
と
及
び
出
所
措
置
に
適
用
さ
れ
る
条
件
︵
行
刑
法
六
〇
条
︶
又
は
遵
守
事

項
を
守
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
︵
行
刑
法
五
九
条
︶︒

三

対
象
者
の
変
化

Ａ

生
活
状
況

一
九
九
七
年
に
矯
正
保
護
局
と
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
研
究
所
が
合
同
で
実
施
し
た
被
収
容
者
調
査
の
結
果
︵

︶
は
︑
下
記
の
よ

38

う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

①

被
収
容
者
の
七
人
に
一
人
は
完
全
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
︒
そ
の
数
は
対
象
群
で
は
一
〇
〇
人
に
一
人
で
あ
っ
た
︒

②

自
由
を
剝
奪
さ
れ
る
直
前
被
収
容
者
の
四
人
に
三
人
は
失
職
し
て
い
た
︒
そ
の
数
は
対
象
群
で
は
一
〇
人
に
三
人
で
あ
っ
た
︒

③

被
収
容
者
の
五
人
に
一
人
は
自
由
な
最
後
の
時
期
に
︑
食
事
︑
家
賃
及
び
家
計
│
国
民
生
活
水
準
調
査
│
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
生
活
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手
段
の
経
常
出
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
罪
を
犯
す
必
要
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
︒

④

被
収
容
者
の
一
〇
人
に
三
人
は
自
由
を
剝
奪
さ
れ
る
前
︑
自
分
の
住
居
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
数
は
対
象
群
で
は
一
〇
〇
人
に
四
人
で
あ

っ
た
︒

⑤

長
期
間
の
病
気
で
重
い
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
と
述
べ
た
者
は
︑
被
収
容
者
で
は
対
象
群
と
比
べ
て
三
倍
以
上
で
あ
っ
た
︒
精
神
的
な

健
康
に
関
し
て
は
︑
そ
の
比
率
は
五
倍
で
あ
っ
た
︒

⑥

被
収
容
者
の
八
人
に
一
人
は
︑
近
年
医
師
の
治
療
を
必
要
と
す
る
暴
力
行
為
の
被
害
を
受
け
て
い
た
︒
そ
の
数
は
︑
全
人
口
で
は
一
〇

〇
人
に
一
人
未
満
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
同
調
査
は
︑
問
題
や
欠
陥
を
総
合
し
た
と
き
︑
被
収
容
者
の
四
分
の
一
は
︑
三
個
の
社
会
福
祉
上
の
問
題
を
抱
え
て
い

る
と
報
告
し
て
い
る
︒
こ
の
数
は
︑
対
象
群
で
は
僅
か
に
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
れ
に
加
え
て
︑
①
拘
禁
に
処
さ
れ
る
こ
と
及
び
再
犯
す
る
こ
と
と
同
様
に
︑
ア
ル
コ
ー
ル
と
薬
物
の
乱
用
が
当
然
の
こ
と
な
が

ら
生
活
状
況
の
欠
陥
の
し
る
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
②
問
題
の
不
存
在
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
︑
被
収
容
者
の
一
七
パ
ー
セ
ン
ト

だ
け
が
︑
自
由
を
剝
奪
さ
れ
る
前
に
︑
職
業
又
は
学
業
に
従
事
し
︑
住
居
を
持
ち
︑
経
済
的
に
問
題
が
な
く
︑
乱
用
の
問
題
の
な
い

こ
と
︑
及
び
︑
③
生
活
水
準
の
観
点
で
は
︑
被
収
容
者
は
福
祉
社
会
の
失
敗
者
と
し
て
︑
特
に
苦
難
に
曝
さ
れ
て
い
る
集
団
で
あ
る

こ
と
︑
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

同
様
な
調
査
は
二
〇
〇
二
年
に
も
実
施
さ
れ
︵

︶
︑
そ
の
後
の
経
済
状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
︑
矯
正
保
護
の
み
で
な
く
社
会
保
護
︑
医

39

療
保
護
の
領
域
で
も
予
算
の
削
減
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
の
も
と
で
︑
状
況
の
劣
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
調
査
で
は
︑

一
九
九
二
年
と
二
〇
〇
二
年
の
比
較
か
ら
︑
被
収
容
者
に
つ
い
て
︑
①
高
齢
化
︑
②
Ｅ
Ｕ
市
民
の
増
加
︑
③
教
育
程
度
の
低
下
︑
④

就
職
状
況
の
悪
化
︑
⑤
臨
時
労
働
者
・
失
業
年
金
の
増
加
︑
⑥
四
分
の
一
の
者
が
失
業
保
険
等
で
生
活
︑
⑦
半
分
以
上
の
者
が
生
活
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保
護
︑
傷
病
年
金
で
生
活
︑
⑧
住
居
保
有
者
の
減
少
及
び
⑨
拘
禁
経
験
者
の
増
加
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

一
九
九
二
年
の
被
収
容
者
と
比
べ
て
︑
二
〇
〇
二
年
の
被
収
容
者
は
︑
拘
禁
の
期
間
が
長
く
︑
薬
物
乱
用
の
問
題

を
多
く
抱
え
︑
社
会
的
な
状
況
が
劣
悪
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
こ
の
調
査
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
劣
悪
な
生
育
環
境
︑
現
在
の
劣
悪
な
生
活
状
況
︑
こ
う
し
た
も
の
が
犯
罪
と
離
れ
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
前
提
に
し
て
考
え
る
と
き
︑
刑
罰
は
苦
痛
の
賦
課
で
あ
る
と
し
て
も
︑
苦
痛
の
具

体
的
内
容
は
端
的
に
自
由
の
喪
失
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
︑
こ
れ
を
除
い
て
︑
被
収
容
者
の
生
活
は
一
般
の
国
民
の

生
活
と
同
様
の
水
準
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
の
考
え
方
が
指
示
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
常
態
化
︵
N
o
rm
a
lisa
tio
n
︶

で
あ
り
︑
同
時
に
社
会
復
帰
を
重
視
す
る
観
点
が
維
持
さ
れ
る
︵

︶
︒
40

Ｂ

再
犯

生
活
状
況
に
加
え
て
︑
被
収
容
者
の
再
犯
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
公
式
統
計
に
よ
れ
ば
被
収
容
者
の

出
所
後
の
再
犯
率
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
︵

︶
と
さ
れ
る
︒
矯
正
保
護
の
再
犯
調
査
に
よ
れ
ば
︑
矯
正
施
設
出
所

41

後
又
は
制
裁
言
渡
後
三
年
以
内
に
再
犯
し
た
者
の
数
は
制
裁
別
に
表

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る

1

と
︑
二
年
未
満
の
拘
禁
を
受
け
終
わ
っ
た
者
の
再
犯
率
が
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
最
大
に
︑
そ
し
て
電
子
的
統
制
を

伴
う
強
化
観
察
︵
拘
禁
の
施
設
外
執
行
︶
を
受
け
た
者
の
再
犯
率
が
最
低
に
な
っ
て
い
る
︒
同
報
告
書
は
︑
こ
れ

ら
の
他
に
詳
細
な
再
犯
状
況
等
の
報
告
を
し
て
お
り
︑
三
年
後
の
再
犯
で
︑
行
為
別
で
は
盗
犯
の
拘
禁
二
年
未
満

の
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
最
大
に
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
42

更
に
二
〇
〇
九
年
発
表
の
二
〇
〇
八
年
の
犯
罪
統
計
で
再
犯
の
状
況
を
み
る
と
︑
二
〇
〇
三
年
に
司
法
処
理
さ

れ
た
者
の
再
犯
状
況
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
43

スウェーデン「拘禁法」の制定について
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表 1 3 年以内の再犯──全犯罪（抄）

拘禁
２月未満

拘禁
２年未満

拘禁
２年以上

保護観察
契約治療
保護

社会奉仕
命令

保護観察
拘禁併科

拘禁
電子統制

再犯率 23％ 58％ 32％ 39％ 29％ 32％ 56％ 13％

Kriminalvården: Åter avsändaren, s.7, Tab.“Återfall inom tre år--samtliga brottstyper.”



①

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
一
年
以
内
に
︑
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
三
年
以
内
に
再
犯
︒

②

再
犯
状
況
は
︑
性
別
︑
年
齢
︑
罪
種
及
び
制
裁
別
に
最
近
一
〇
年
間
変
動
が
な
い
︒

③

女
子
で
は
︑
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
一
年
以
内
に
︑
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
三
年
以
内
に
再
犯
︒

④

年
齢
別
で
は
︑
三
年
以
内
の
再
犯
で
五
〇
歳
以
上
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
︑
一
八
歳
以
上
二
五
歳
未
満
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
︒

⑤

再
犯
率
の
差
は
︑
初
犯
者
と
司
法
処
理
歴
一
〇
回
以
上
の
者
と
の
間
で
は
大
き
く
︑
三
年
以
内
の
再
犯
で
︑
前
者
で
は
二
二
パ
ー
セ
ン

ト
︑
後
者
で
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
︒

こ
の
よ
う
に
︑
再
犯
対
策
が
強
く
求
め
ら
れ
る
状
況
が
存
在
し
て
い
る
︒

こ
れ
に
関
連
し
て
︑
矯
正
保
護
審
議
会
の
答
申
︑﹁
将
来
の
矯
正
保
護
︵

︶
﹂
は
︑
そ
の
付
録
と
し
て
︑﹁
危
険
及
び
必
要
性
分
析
│
│

44

危
険
判
断
か
ら
危
険
予
防
へ
﹂
を
引
用
︑
添
付
し
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
論
文
で
は
︑
暴
力
犯
罪
の
危
険
性
を
個
人
の
特
性
と
し
て
判
断
す

45

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︵
危
険
な
人
を
判
断
で
き
な
い
︶
こ
と
を
前
提
し
︑
危
険
な
状
況
を
様
々
な
視
点
か
ら
推
定
し
て
い
く
方
法

︵
危
険
な
場
面
を
予
想
す
る
︶
を
と
ろ
う
と
す
る
︒
こ
れ
は
︑
個
人
別
執
行
計
画
の
策
定
と
い
う
今
回
の
改
正
の
内
容
に
つ
な
が
っ
て

い
く
︒

Ｃ

薬
物
乱
用

犯
罪
者
と
薬
物
と
は
深
い
関
係
に
あ
る
︒
日
本
に
お
い
て
暴
力
団
が
薬
物
に
関
わ
る
よ
う
に
︑
矯
正
保
護
の
対
象
者
と
薬
物
は
切

り
離
せ
な
い
︒
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
︑
薬
物
乱
用
者
の
数
は
︑
一
九
六
〇
年
代
以
降
増
加
を
続
け
︑
一
九
八
〇
年
以
降
大
き
い
問

題
に
な
っ
た
︵

︶
︒
46

こ
の
状
況
を
受
け
て
︑
一
九
九
八
年
に
薬
物
問
題
審
議
会
が
設
置
さ
れ
︑
二
〇
〇
〇
年
に
答
申
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
薬
物
問
題

47

が
矯
正
保
護
の
対
象
者
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
︑
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
政
府
は
︑
矯
正
保
護
の
処
遇
資
源
に
関
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し
て
薬
物
問
題
審
議
会
が
︑
刑
の
執
行
中
に
矯
正
保
護
が
最
善
の
方
法
で
影
響
を
及
ぼ
し
︑
処
遇
を
行
う
可
能
性
を
発
展
さ
せ
る
方

法
及
び
矯
正
保
護
と
関
係
機
関
と
の
協
力
関
係
を
強
化
し
︑
新
た
な
協
力
体
制
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
検
討
す
る
よ
う
追
加

指
示
を
出
し
て
い
る
︵

︶
︒
48

こ
う
し
て
︑
こ
の
答
申
は
︑
矯
正
保
護
と
薬
物
に
関
し
特
に
一
章
を
も
う
け
て
︑
問
題
を
極
め
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
︒
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
の
標
題
に
従
い
概
略
以
下
の
通
り
で
あ
る
︵

︶
︒
49

①

矯
正
保
護
が
薬
物
乱
用
問
題
の
中
核
的
機
能
を
担
う
も
の
で
あ
り
︑
被
収
容
者
も
矯
正
職
員
も
薬
物
か
ら
解
放
さ
れ
た
環
境
に
対
す
る

権
利
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
︑
財
政
的
な
制
約
の
中
で
︑
そ
の
資
源
の
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
な
活
用
が
必
要
︒

②

薬
物
問
題
の
処
理
が
被
収
容
者
の
社
会
復
帰
を
改
善
す
る
最
も
効
果
的
措
置
の
一
つ
で
あ
り
︑
薬
物
乱
用
対
象
者
に
対
す
る
矯
正
保
護

の
施
策
は
︑
処
遇
へ
の
動
機
付
け
に
重
点
を
お
き
︑
可
能
で
あ
れ
ば
︑
矯
正
保
護
施
設
入
所
中
に
処
遇
を
開
始
す
る
︒
薬
物
乱
用
に
対
す

る
施
策
は
︑
矯
正
保
護
業
務
に
統
合
さ
れ
︑
優
先
順
位
を
与
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
処
遇
や
動
機
付
け
は
早
期
に
開
始
す
る
︒

矯
正
保
護
に
上
記
の
責
任
を
負
わ
せ
る
と
と
も
に
︑
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
乱
用
者
処
遇
の
責
任
を
逃
れ
な
い
よ
う
に
し
︑
常
態
化
の
原
則

を
守
る
よ
う
に
す
る
こ
と
︑
施
設
の
過
剰
収
容
が
被
収
容
者
の
分
類
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
︑
矯
正
施
設
の
通
常
業
務
に
個
人
の
ニ
ー

ド
へ
の
余
地
を
残
す
こ
と
︑
計
画
的
活
動
︑
方
法
の
向
上
及
び
能
力
開
発
を
優
先
す
る
こ
と
︑
社
会
内
処
遇
を
両
者
の
接
点
に
し
て
矯
正

保
護
と
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
協
力
を
改
善
す
る
こ
と
︑
並
び
に
︑
仮
釈
放
へ
と
接
続
さ
れ
る
行
刑
法
三
四
条
に
よ
る
施
設
外
滞
在
を
活
用
す

る
こ
と
が
必
要
︒

③

矯
正
保
護
庁
は
︑
契
約
治
療
保
護
の
た
め
に
特
別
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
課
題
を
社
会
内
処
遇
部
門
に
科
す
こ
と
が
必
要
︒

④

矯
正
保
護
施
設
及
び
拘
置
所
に
︑
ま
た
同
様
に
保
護
観
察
所
に
お
い
て
も
執
る
こ
と
の
で
き
る
統
制
措
置
に
関
す
る
規
定
が
必
要
︒

以
上
を
元
に
︑
同
審
議
会
は
当
時
の
行
刑
法
を
改
正
し
て
︑
面
会
の
際
の
も
の
の
や
り
と
り
を
妨
げ
る
こ
と
を
提
案
し
︑
ま
た
面
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会
者
と
矯
正
職
員
の
身
体
の
捜
索
に
つ
い
て
新
た
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
︵

︶
︒
50

矯
正
保
護
領
域
に
お
い
て
も
様
々
な
薬
物
問
題
対
策
が
一
九
六
〇
年
代
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
状
況
は
︑
一
九
九
七
年
以
降

﹁
矯
正
保
護
に
お
け
る
薬
物
乱
用
の
説
明
︵

︶
﹂
と
い
う
報
告
書
に
毎
年
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
二
〇
〇
六
年
の
資
料
で
み
た
場
合
約
一
万

51

人
の
新
入
所
者
の
う
ち
薬
物
犯
罪
に
よ
る
も
の
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
︑
増
加
の
傾
向
に
あ
る
︒
被
収
容
者
の
う
ち
薬
物
乱
用

の
経
験
者
は
二
四
〇
〇
人
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
矯
正
保
護
は
そ
の
資
源
を
投
じ
て
︑
薬
物
か
ら
解
放
さ
れ
た
環

境
を
被
収
容
者
及
び
矯
正
保
護
職
員
の
た
め
に
作
り
あ
げ
る
努
力
を
し
て
い
る
︒
薬
物
乱
用
歴
の
あ
る
被
収
容
者
は
︑
処
遇
群
︑
動

機
付
け
群
及
び
困
難
群
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
専
用
の
施
設
又
は
分
画
に
収
容
さ
れ
て
い
る
︒
被
収
容
者

は
︑
居
室
の
捜
索
や
尿
検
査
等
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
て
い
る
︒
報
告
書
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
と
施
設
内
に
お
け
る
薬
物
の
押

収
件
数
は
二
〇
〇
四
年
が
︑
居
室
の
捜
索
は
二
〇
〇
六
年
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
52

処
遇
の
内
容
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
米
国
で
開
発
さ
れ
た
ア
ル
コ
ー
ル
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
で
使
用
さ
れ
る
一
二
段
階
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
り
︵

︶
︑
こ
れ
に
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
と
と
も
に
︑
よ
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う
考
え
方
が
示

53
さ
れ
︑
施
設
の
雰
囲
気
︑
環
境
の
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
54

四

矯
正
保
護
体
制
の
変
化

こ
こ
で
是
非
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
矯
正
保
護
行
政
の
変
化
で
あ
る
︒
従
来
矯
正
保
護
の
領
域
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の

矯
正
保
護
施
設
︑
保
護
観
察
所
等
が
行
政
組
織
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
た
こ
と
を
廃
し
て
︑
矯
正
保
護
全
体
を
単
一
の
行

政
組
織
体
と
し
て
矯
正
保
護
行
政
を
統
合
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
矯
正
保
護
庁
︵
K
rim
in
a
lv
å
rd
ssty
re
lse
n
︶
が

矯
正
保
護
︵
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
︶
に
変
化
し
た
︒
こ
の
変
更
は
二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
︒

現
在
︑
矯
正
保
護
行
政
は
︑
こ
の
体
制
下
で
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
︒
法
務
省
の
下
で
独
立
し
た
中
央
行
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政
事
務
局
と
な
る
矯
正
保
護
の
指
揮
下
に
す
べ
て
の
矯
正
保
護
施
設
︑
拘
置
所
及
び
保
護
観
察
所
が

六
個
の
地
域
事
務
局
︵
わ
が
国
の
矯
正
管
区
と
地
方
更
生
保
護
委
員
会
と
を
併
せ
た
組
織
に
相
当
︶
を
介

し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
い
わ
ば
外
局
と
し
て
移
送
事
務
局
が
設
置
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
れ
は
︑

55

図

の
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
︒

2言
葉
を
変
え
る
と
︑
矯
正
保
護
行
政
は
︑
個
別
的
な
﹁
公
務
所
﹂
の
散
在
か
ら
︑
矯
正
保
護
制
度

全
体
を
統
括
す
る
﹁
公
務
所
﹂
の
確
立
へ
と
大
き
く
変
動
し
た
︒

第
二

今
回
の
改
正

一

政
府
提
出
法
律
案

政
府
提
出
法
律
案
と
議
会
で
成
立
し
た
法
律
と
は
同
一
の
章
別
と
条
文
数
を
有
し
て
い
る
︒
行
刑

法
の
条
番
号
が
通
し
番
号
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
章
別
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒

第
一
章

通
則

第
二
章

収
容

第
三
章

作
業
・
学
習
及
び
給
付
金

第
四
章

余
暇

第
五
章

個
人
的
所
持
品

第
六
章

雑
居
及
び
隔
離
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図 2 矯正保護の組織

政府（法務省）→矯正保護（主管公務所）
北部地域事務局 矯正保護施設 8 拘置所 7 保護観察所 8
中央地域事務局 矯正保護施設 9 拘置所 6 保護観察所 6
ストックホルム地域事務局 矯正保護施設 10 拘置所 4 保護観察所 3

矯正保護 西部地域事務局 矯正保護施設 10 拘置所 5 保護観察所 5
東部地域事務局 矯正保護施設 6 拘置所 6 保護観察所 7
南部地域事務局 矯正保護施設 7 拘置所 7 保護観察所 5
移送事務局

（2011.4.18 現在。矯正保護の資料 < Kriminalvårdens organisation > による。）



第
七
章

面
会
及
び
そ
の
他
の
外
部
接
触

第
八
章

特
別
統
制
及
び
強
制
措
置

第
九
章

健
康
及
び
疾
病
保
護

第
一
〇
章

外
泊
及
び
そ
の
他
の
一
時
的
施
設
外
滞
在

第
一
一
章

特
別
出
所
措
置

第
一
二
章

警
告
及
び
仮
釈
放
の
延
期

第
一
三
章

決
定

第
一
四
章

不
服
申
立

第
一
五
章

付
則

今
回
の
改
正
の
特
徴
を
政
府
提
出
法
律
案
の
要
約
︵

︶
か
ら
み
る
と
下
記
の
よ
う
に
な
る
︒

56

①

再
犯
の
防
止
の
実
現
を
第
一
に
志
向
し
︑
保
安
を
重
視
し
︑
同
時
に
被
収
容
者
の
責
任
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
個
人
的
ニ
ー

ド
の
充
足
を
図
る
︒
被
収
容
者
個
人
ご
と
の
執
行
計
画
︵

︶
を
作
成
し
︑
そ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
︒

57

②

外
泊
制
度
の
合
理
化
︵

︶
︑
即
ち
社
会
復
帰
の
た
め
の
外
泊
と
不
幸
の
際
の
外
泊
を
明
確
に
分
け
る
︒
外
泊
許
可
の
要
件
を
明
確
に
す
る
︒

58

③

均
衡
原
理
︵

︶
を
法
規
化
す
る
︒

59

④

面
会
︵

︶
に
対
す
る
統
制
を
強
化
す
る
︒
面
会
時
の
物
品
の
授
受
を
不
可
能
に
す
る
︒
ガ
ラ
ス
窓
で
中
を
分
け
た
特
別
な
面
会
室
を
用
意

60

す
る
︒
ま
た
︑
職
員
に
よ
る
統
制
を
強
化
し
︑
面
会
の
却
下
︑
棄
却
の
権
限
を
職
員
に
与
え
る
︒

⑤

国
外
退
去
処
分
の
被
収
容
者
が
自
国
ま
で
の
旅
費
を
支
払
え
る
よ
う
に
︑
給
付
金
の
一
部
の
強
制
積
み
立
て
を
行
う
︵

︶
︒
61

⑥

拘
禁
法
を
模
範
に
︑
そ
れ
に
準
じ
た
方
式
で
拘
置
法
を
制
定
す
る
︵

︶
︒
被
拘
置
者
へ
の
制
限
を
最
大
限
抑
制
す
る
た
め
に
︑
被
拘
置
者

62

に
対
し
て
制
限
を
言
渡
す
検
察
官
の
決
定
の
︑
地
方
裁
判
所
で
の
審
理
に
上
訴
す
る
可
能
性
を
設
け
る
︒
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⑦

監
督
委
員
会
の
決
定
に
対
し
て
行
政
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
へ
の
不
服
申
立
て
の
制
度
を
設
け
る
︒
こ
れ
に
よ
り
矯
正
保
護
委
員

会
︵
K
rim
in
a
lv
å
rd
sn
ä
m
n
d
︶
を
廃
止
す
る
︵

︶
︒
63

⑧

表
現
を
わ
か
り
や
す
く
︑
単
純
な
も
の
に
す
る
︵

︶
︒
64

二

改
正
の
内
容

行
刑
法
の
内
容
を
筆
者
は
︑
①
行
刑
手
続
法
と
行
刑
実
体
法
の
分
離
︑
②
新
施
設
体
系
︑
③
作
業
義
務
︑
④
外
部
社
会
と
の
接
触
︑

⑤
被
収
容
者
団
体
︑
⑥
独
居
拘
禁
及
び
⑦
懲
罰
の
七
項
目
に
分
け
て
記
述
し
た
︒
こ
れ
と
比
べ
て
今
回
の
改
正
の
内
容
は
︑
⑥
を
収

容
の
問
題
と
と
ら
え
れ
ば
︑
上
記
の
③
④
⑥
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
︒
政
府
提
出
法
律
案
は
︑
行
刑

法
が
矯
正
保
護
の
自
由
化
に
関
す
る
厳
し
い
議
論
の
後
に
成
立
し
た
と
述
べ
︑
そ
の
特
徴
は
︑
被
収
容
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
及
び

自
由
剝
奪
の
有
害
な
効
果
の
減
殺
に
あ
っ
た
と
総
括
し
︑
こ
の
後
者
を
今
回
の
改
正
は
そ
の
ま
ま
引
継
い
で
い
る
と
い
う
︵

︶
︒
そ
し
て
︑

65

こ
の
前
者
︑
行
刑
の
自
由
化
に
つ
い
て
規
制
を
強
め
て
い
る
の
が
今
回
の
改
正
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
︒

Ａ

法
律
の
名
称

今
回
の
改
正
で
法
律
の
名
称
は
﹁
拘
禁
法
﹂
と
さ
れ
た
︒
こ
の
理
由
は
︑
二
〇
〇
九
年
六
月
に
政
府
が
制
裁
体
系
の
見
直
し
を
目

的
に
新
た
な
調
査
を
指
示
し
た
︵

︶
こ
と
に
よ
り
制
裁
体
系
全
体
を
こ
の
時
点
で
考
え
る
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
政
府
提
出
法
律
案

66

は
︑
被
収
容
者
が
罪
を
犯
し
て
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
拘
禁
と
い
う
刑
を
受
け
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
︵

︶︒
な
お
︑
矯
正
保
護
審
議
会
の
答
申
は
︑
行
刑
法
が
矯
正
保
護
施
設
︵
k
rim
in
a
lv
å
rd
sa
n
sta
lt︶
の
語
を
用
い
た
こ
と
を
高
く
評

67価
し
て
い
る
︵

︶
︒
68

Ｂ

再
犯
の
防
止

第
一
・
三
・
Ｂ
で
述
べ
た
よ
う
に
再
犯
の
問
題
は
拘
禁
を
含
む
制
裁
の
執
行
上
大
き
い
問
題
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
を
意
識
し
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て
新
法
は
︑
再
犯
の
防
止
を
拘
禁
の
執
行
の
主
要
な
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
︒
政
府
提
出
法
律
案
の
説
明
に
よ
る
と
︑
公
式
犯
罪

統
計
に
よ
れ
ば
犯
罪
に
よ
り
司
法
処
理
さ
れ
た
者
の
三
年
間
の
追
跡
に
よ
る
再
犯
者
率
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
と
さ
れ
︑
将

来
の
矯
正
保
護
へ
の
挑
戦
は
︑
効
果
的
な
再
犯
防
止
活
動
を
実
行
す
る
た
め
の
正
し
い
公
式
を
発
見
し
︑
被
収
容
者
の
改
善
へ
の
動

機
付
け
と
彼
の
ニ
ー
ド
を
専
門
的
な
方
法
で
活
用
し
︑
か
つ
有
効
な
知
識
に
基
づ
い
た
措
置
を
執
行
期
間
中
に
執
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
69

そ
し
て
︑
法
律
案
の
一
章
五
条
二
項
に
︑
行
刑
法
四
条
に
は
な
か
っ
た
﹁
執
行
は
︑
社
会
防
衛
の
要
求
を
無
視
せ
ず
に
可
能
な
範

囲
内
で
︑
罪
の
再
犯
を
防
止
す
る
の
に
適
す
る
措
置
に
特
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
各
被
収
容
者
ご
と
に
特
に
構
成
さ
れ

た
執
行
計
画
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
規
定
の
注
解
は
︑
こ
れ
が
行
刑
法
の
四
条

及
び
五
条
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
二
項
に
︑
刑
の
執
行
が
社
会
防
衛
の
要
求
を
無
視
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
︑
罪

の
再
犯
を
防
止
す
る
措
置
に
特
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︵

︶
︒
法
律
案
の
規
定
は
そ
の
ま
ま
法
律
に
な
っ
て
い
る
︒

70

Ｃ

執
行
計
画

今
回
の
改
正
で
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
︑
矯
正
保
護
が
収
容
の
開
始
に
あ
た
り
個
人
別
に
執
行
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
法
律
に

定
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
規
定
も
法
律
案
の
一
章
五
条
二
項
に
あ
り
︑
法
律
案
と
法
律
と
で
そ
の
規
定
に
変
化
は
な
い
︒

行
刑
法
で
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
処
遇
計
画
を
個
別
に
立
て
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
て
い
た
︵

︶
︒
し
か
し
︑
今
回
の
改
正
の
際
に

71

会
計
検
査
院
か
ら
個
人
別
執
行
計
画
の
実
現
を
政
府
が
確
約
す
る
と
の
要
求
が
出
さ
れ
て
お
り
︑
か
な
り
厳
し
い
指
摘
が
同
検
査
院

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
し
て
︑
処
遇
計
画
立
案
の
適
正
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

72

わ
れ
る
︒

法
律
案
の
説
明
は
︑
被
収
容
者
の
再
犯
の
防
止
と
自
由
剝
奪
の
被
収
容
者
へ
の
有
害
な
影
響
の
減
殺
を
実
現
す
る
た
め
に
︑
拘
禁

の
初
期
の
段
階
で
個
人
別
に
執
行
計
画
を
立
案
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
︑
処
遇
計
画
の
名
称
を
執
行
計
画
に
変
更
し
て
︑
法
律
の
中
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に
取
入
れ
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
れ
に
よ
り
社
会
防
衛
︑
施
設
内
の
秩
序
と
安
全
の
保
全
と
と
も
に
被
収
容
者
の
犯
罪
及
び
薬
物
乱
用
へ

73

の
対
抗
措
置
の
必
要
性
を
充
足
す
る
方
法
で
施
設
内
で
の
執
行
と
釈
放
措
置
と
を
構
成
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
矯
正

保
護
審
議
会
の
提
案
し
た
褒
賞
制
の
採
用
に
つ
い
て
は
反
対
の
立
場
を
と
り
︑
法
律
案
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
︵

︶
︒
74

な
お
︑
執
行
計
画
に
か
ら
ん
で
︑
矯
正
保
護
審
議
会
は
そ
の
答
申
の
中
で
︑
法
医
学
庁
で
研
究
さ
れ
て
い
る
再
犯
の
危
険
性
判
定

に
関
す
る
論
文
を
引
用
し
て
い
る
︵

︶
︒
75

Ｄ

矯
正
保
護
と
他
の
機
関
と
の
協
力

矯
正
保
護
の
活
動
は
社
会
か
ら
孤
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
破
り
︑
他
の
機
関
と
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る

常
態
化
の
原
則
の
実
現
を
意
味
す
る
︒
こ
の
内
容
は
︑
例
え
ば
被
収
容
者
の
医
療
に
つ
い
て
は
施
設
の
存
在
す
る
地
域
の
医
療
機
関

に
責
任
を
も
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
拘
禁
法
九
章
一
条
参
照
︶︒
同
様
に
矯
正
保
護
は
︑
社
会
福
祉
委
員
会
等
の
機
関
と
協
力

関
係
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
︵

︶
︒
76

Ｅ

被
収
容
者
の
行
動
の
制
限

刑
の
執
行
と
し
て
施
設
の
秩
序
と
安
全
の
維
持
の
た
め
に
被
収
容
者
の
行
動
の
自
由
は
制
限
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
制
限
は
す
べ

て
法
律
に
明
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
統
治
組
織
法
二
章
六
条
に
定
め
る
身
体
の
捜
索
や
秘
密
送
付
物
の
検
閲
の
禁
止
と
関
係
し
て
い

る
︵

︶︒
77

勿
論
被
収
容
者
の
逃
走
や
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
統
制
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
そ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
︑
戒
具
の
使
用

な
ど
の
強
制
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
手
段
の
重
点
は
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
う
︵

︶
︒
78

被
収
容
者
の
行
動
を
制
限
す
る
た
め
の
手
段
は
必
要
以
上
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
均
衡
原
理
に
よ
っ

て
︑
措
置
の
目
的
と
措
置
の
内
容
と
は
均
衡
の
取
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
均
衡
原
理
の
遵
守
は
︑
今
回

の
改
正
の
重
要
な
契
機
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
れ
も
権
利
の
制
限
に
関
す
る
統
治
組
織
法
二
章
一
二
条
の
規
定
に
反
し
な
い
よ
う
に
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵

︶
︒
79

Ｆ

施
設
の
構
成
と
収
容

行
刑
法
は
︑
中
央
施
設
と
地
方
施
設
の
区
分
を
法
律
で
定
め
て
い
た
が
︑
こ
の
区
別
は
︑
近
接
性
の
原
理
と
の
調
和
が
取
れ
ず
︑

一
九
九
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
︵

︶
︒
そ
の
後
は
開
放
施
設
と
閉
鎖
施
設
の
区
分
の
み
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
区
分
は
︑
拘
禁
法
に
お

80

い
て
も
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
男
子
と
女
子
︑
成
人
と
少
年
の
区
別
も
残
さ
れ
て
い
る
︵
拘
禁
法
二
章
二
条
及
び
三
条
︶
が
︑
改
正
後
の
拘
禁
法
の
規
定
の
中

に
男
女
の
混
合
収
容
に
関
す
る
規
定
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
を
惹
く
︒
ま
た
︑
児
童
の
最
善
の
観
点
か
ら
男
女
と
も
に
収
容

に
際
し
て
幼
児
の
携
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︵
拘
禁
法
二
章
五
条
︵

︶
︶︒

81

Ｇ

出
所
措
置

出
所
措
置
に
つ
い
て
は
上
記
の
二
〇
〇
七
年
改
革
に
よ
る
行
刑
法
の
改
正
結
果
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
︵

︶
︒
た
だ
︑
出
所
措
置

82

に
伴
う
諸
条
件
に
関
す
る
部
分
が
変
更
を
受
け
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
関
連
で
は
︑
特
に
社
会
福
祉
機
関
︑
労
働
市
場
な
ど
と
の
協
力
が
不

83

可
欠
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
議
会
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
︒
常
態
化
の
原
理
が
生
か
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︵

︶
︒
84

Ｈ

外
泊

外
泊
︵
休
暇
制
︵

︶
︶
は
︑
被
収
容
者
を
収
容
生
活
の
厳
し
さ
か
ら
一
時
的
に
解
放
す
る
制
度
で
︑
一
九
四
五
年
の
行
刑
改
革
以
前
か

85

ら
続
い
て
い
る
制
度
で
あ
り
︑
一
九
四
五
年
の
改
革
で
そ
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
行
刑
法
は
︑
外
泊
を
通
常
外
泊
と

特
別
外
泊
と
に
分
け
て
い
た
︵
行
刑
法
三
二
条
︶︒
こ
の
区
別
は
一
九
九
九
年
の
行
刑
法
の
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
つ

い
て
︑
矯
正
保
護
審
議
会
は
︑
出
所
措
置
の
一
形
態
と
し
て
と
ら
え
︑
通
常
外
泊
と
特
別
外
泊
の
別
を
廃
し
て
一
本
化
し
て
︑
そ
の

要
件
等
を
定
め
た
︒
今
回
の
改
正
で
は
矯
正
保
護
審
議
会
の
提
案
を
受
け
て
︑
こ
の
区
別
を
廃
し
て
外
泊
を
一
本
化
し
た
が
︑
出
所
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措
置
と
は
別
の
制
度
と
し
︑
運
用
条
件
を
厳
し
く
し
て
︑
被
収
容
者
の
外
泊
期
間
中
の
行
動
の
統
制
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
︵

︶
︒
86

以
上
︑
今
回
の
改
正
の
内
容
を
述
べ
て
き
た
が
︑
総
じ
て
被
収
容
者
の
行
動
規
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
︒
そ

れ
だ
け
で
な
く
︑
面
会
人
の
行
動
に
つ
い
て
も
規
制
が
強
化
さ
れ
︑
矯
正
保
護
施
設
に
出
入
り
す
る
自
動
車
に
対
す
る
統
制
も
法
律

に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒結

語

一
九
七
四
年
の
行
刑
法
改
正
を
支
え
た
思
想
は
︑
行
刑
の
人
道
化
で
あ
っ
た
︒
特
に
︑
各
刑
務
所
に
生
じ
た
受
刑
者
組
合
結
成
の

動
き
は
︑
被
収
容
者
に
対
す
る
矯
正
保
護
施
設
の
処
遇
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
改
善
す
る
方
向
に
向
か
わ
せ
た
︒

今
回
の
改
正
に
あ
た
っ
て
︑
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
す
る
矯
正
保
護
理
念
の
基
本
的
方
向
に
変
化
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
基
本
法
に

定
め
る
国
民
の
権
利
を
矯
正
保
護
施
設
の
被
収
容
者
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り
擁
護
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
は
︑
出
所
後
の
生
活
の

安
定
に
向
け
て
以
前
よ
り
も
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
矯
正
保
護
施
設
の
運
営
に
均
衡
主
義
を
取
り
入
れ
︑
一
人
一
人
の
被
収
容
者
に
そ
の
責
任
を
果
た
さ
せ

る
と
い
う
強
い
処
遇
上
の
要
求
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
上
述
し
た
︑
再
犯
の
防
止
と
薬
物
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
て
厳
し
い
︵
暴
力
的

で
は
な
い
︶
処
遇
が
被
収
容
者
に
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
得
よ
う
︒
被
収
容
者
団
体
に
関
す
る
規
定
も
拘
禁
法
に
は
存
在

す
る
が
︑
そ
れ
は
か
つ
て
の
受
刑
者
組
合
と
は
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︵

︶
︒
87

本
文
の
中
で
も
触
れ
た
け
れ
ど
も
︑
拘
禁
法
は
通
常
の
犯
罪
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒
保
護
観
察
等
の
社
会
内
保
護
︑
精
神
障

害
者
に
対
す
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
の
組
織
に
よ
っ
て
検
討
が
続
い
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
拘
禁
法
の
改
正
の
み

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
拘
置
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
︒
機
会
が
あ
れ
ば
ま
と
め
て
み
た
い
が
︑
今
年
暮
れ
に
法
精
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神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
が
提
出
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
︑
そ
ち
ら
へ
の
関
心
が
今
は
強
い
︒

一
方
︑
わ
が
国
で
は
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
及
び
心
身
喪
失
者
医
療
観
察
法
が
成
立
し
︑
犯
罪
者
処
遇

の
体
制
は
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
刑
法
改
正
は
︑
刑
法
の
口
語
化
以
降
進
展
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
筆
者

は
︑
少
な
く
と
も
保
護
観
察
を
独
立
し
た
刑
法
上
の
処
分
︵
刑
又
は
制
裁
︶
と
す
る
改
正
を
早
急
に
実
現
し
て
欲
し
い
と
思
う
︵

︶
︒
88

故
宮
澤
浩
一
教
授
は
︑﹁
見
事
な
本
質
論
と
裏
腹
の
貧
困
な
﹁
行
刑
﹂
の
現
実
﹂
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
お
ら
れ
る
が
︵

︶
︑
こ
れ
を

89

絶
え
ず
乗
越
え
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
矯
正
保
護
に
筆
者
は
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
︒

故
宮
澤
浩
一
教
授
と
の
長
い
交
際
を
振
り
返
り
つ
つ
本
稿
を
閉
じ
た
い
︒

︵

︶

S
F
S
2
0
1
0
:6
1
0
及
び
S
F
S
2
0
1
0
:6
1
1
.

1
︵

︶

一
九
七
四
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
行
刑
法
︑
監
獄
法
改
正
資
料
二
〇
号
︑
法
務
省
矯
正
局
︑
昭
和
五
〇
年
︒

2
︵

︶

L
a
g
o
m

k
rim
in
a
lv
å
rd
i
a
n
sta
lt,
S
F
S
1
9
7
4
:2
0
3
.本
稿
で
は
行
刑
法
と
呼
ぶ
︒

3
︵

︶

F
ä
n
g
e
lse
la
g
,
S
F
S
2
0
1
0
:6
1
0
.

4
︵

︶

坂
田
仁
︑
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
昭
和
五
九
年
︑
八
一
～
一
二
三
頁
︒

5
︵

︶

宮
澤
浩
一
訳
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
︵
法
務
資
料
四
〇
六
号
︶︑
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
︑
昭
和
四
三
年
︒

6
︵

︶

六
二
刑
法
の
三
二
章
は
特
別
な
位
置
づ
け
を
も
つ
制
裁
で
︑
公
務
員
及
び
軍
人
の
み
を
対
象
と
す
る
刑
罰
で
あ
る
︒
刑
法
二
〇
章
及

7び
二
一
章
の
罪
に
対
応
し
て
い
た
刑
罰
で
あ
る
が
︑
公
務
員
犯
罪
に
か
か
る
刑
罰
は
一
九
七
五
年
に
︑
軍
人
の
懲
戒
罰
は
一
九
八
六
年
に
︑

そ
れ
ぞ
れ
刑
法
上
の
処
分
︵
刑
事
罰
︶
と
し
て
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
︵
S
F
S
1
9
7
5
:6
6
7
,
S
F
S
1
9
8
6
:6
4
5
.︶︒

︵

︶

坂
田
仁
訳
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
︑
法
学
研
究
七
九
巻
一
〇
～
一
二
号
︑
平
成
一
八
年
参
照
︒

8
︵

︶

刑
法
三
一
章
は
︑
特
別
保
護
へ
の
委
託
を
規
定
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
は
薬
物
乱
用
者
︑
精
神
障
害
者
に
関
す
る
規
定
が
収
め
ら
れ

9て
い
る
︒
ま
た
︑
少
年
に
関
す
る
規
定
は
︑
現
在
三
二
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

︵

︶

電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
に
関
す
る
法
律
︵
L
a
g
o
m

in
te
n
siv
ö
v
e
rv
a
k
n
in
g
m
e
d
e
le
k
tro
n
isk
k
o
n
tro
ll,
S
F
S
1
9
9
4
:4
5
1
.︶︑

10
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坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
︑
犯
罪
と
非
行
一
二
五
号
︑
平
成
一
二
年
参
照
︒

︵

︶

現
刑
法
二
八
章
三
条
一
項
﹁
保
護
観
察
に
は
︑
一
四
日
以
上
三
月
以
下
の
拘
禁
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂

11
︵

︶

R
ä
ttsm
e
d
ic
in
a
lv
e
rk
e
t.

12
︵

︶

R
ä
ttsp
sy
k
ia
trisk
v
å
rd
.坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹁
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
﹂
及
び
﹁
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関

13す
る
法
律
﹂︑
法
学
研
究
七
六
巻
九
号
︑
平
成
一
五
年
参
照
︒

︵

︶

S
ta
te
n
s
in
stitu
tio
n
ssty
re
lse
.

14
︵

︶

T
o
lv
h
e
m
,L
a
g
m
e
d
sä
rsk
ild
a
b
e
stä
m
m
e
lse
r
o
m
v
å
rd
a
v
u
n
g
a
,S
F
S
1
9
9
0
:5
2
,1
2§

.こ
の
法
律
は
Ｌ
Ｖ
Ｕ
と
略
称
さ
れ
る
︒

15
︵

︶

L
a
g
o
m

v
e
rk
stä
llig
h
e
t
a
v
slu
te
n
u
n
g
d
o
m
sv
å
rd
,
S
F
S
1
9
9
8
:6
0
3
.坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
﹁
閉
鎖
的
少
年
保
護
﹂︑
森
下

16忠
ほ
か
編
︑
日
本
刑
事
法
の
理
論
と
展
望
︵
下
巻
︶︑
平
成
一
四
年
所
収
参
照
︒

︵

︶

乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
︵
L
a
g
o
m

v
å
rd
a
v
m
issb
ru
k
a
re
i
v
issa
fa
ll,
S
F
S
1
9
8
8
:8
7
0︶
に
規
定
が
あ
る
︒
収
容
保
護
に

17つ
い
て
は
同
法
二
二
～
三
〇
条
の
二
参
照
︒

︵

︶

現
刑
法
三
〇
章
九
条
及
び
二
八
章
六
条
の
二
及
び
三
を
参
照
︒

18
︵

︶

精
神
障
害
犯
罪
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
現
在
検
討
が
進
行
中
で
あ
る
が
︑
政
府
指
示
︵
D
ir.
2
0
0
8
:9
3︶
が
定
め
た
答
申
の
提
出
期

19限
が
延
期
さ
れ
︑
今
年
︵
二
〇
一
一
年
︶
末
に
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
︒
坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
障
害
犯
罪
者
に

対
す
る
刑
法
上
の
処
分
︑
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
︑
慶
應
の
法
律
学
︵
刑
事
法
︶︑
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
︑

平
成
二
〇
年
所
収
参
照
︒

︵

︶

N
y
tt
stra
ffsy
ste
m
,B
rå
ra
p
p
o
rt
1
9
7
7
:7
.抄
訳
・
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

20体
系
＝
理
念
と
提
案
＝
抄
訳
︑
法
学
研
究
五
二
巻
一
二
号
︑
昭
和
五
四
年
参
照
︒

︵

︶

S
F
S
1
9
7
9
:6
8
0
,
S
F
S
1
9
8
1
:2
1
1
及
び
S
F
S
1
9
8
1
:3
2
8
.

21
︵

︶

S
F
S
1
9
8
8
:9
4
2
.
N
JA
-
II
1
9
8
8
,
ss.1
5
5
ff.,
1
6
5
f.基
本
的
思
考
の
転
換
に
も
拘
ら
ず
︑
立
法
顧
問
院
︵
L
a
g
rå
d
︶
は
︑
一
章
七
条
の

22廃
止
と
刑
罰
価
値
の
導
入
に
つ
い
て
反
論
す
る
事
由
は
な
い
と
し
た
︵
N
JA
-
II
1
9
8
8
,
s.1
5
6
.︶︒

︵

︶

坂
田
仁
︑
一
九
八
八
年
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
一
部
改
正
に
つ
い
て
︑
朝
倉
京
一
ほ
か
編
︑
刑
事
法
学
の
現
代
的
展
開
︵
下
巻
︶︑

23法
学
書
院
︑
平
成
四
年
所
収
参
照
︒
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︵

︶

F
ä
n
g
e
lse
stra
ffk
o
m
m
itté
n
:
P
å
fö
ljd
fö
r
b
ro
tt
2
,
S
O
U
1
9
8
6
:1
4
,
s.7
8
.邦
訳
︑
坂
田
仁
︑
現
行
制
裁
体
系
を
改
正
す
べ
き
理
由

24︵
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︶︑
法
学
研
究
六
二
巻
三
号
︑
平
成
二
年
︑
一
〇
六
頁
︒

︵

︶

社
会
奉
仕
命
令
の
試
行
に
関
す
る
法
律
︵
S
F
S
1
9
8
9
:9
2
8︶︒

25
︵

︶

N
JA
-
II
1
9
8
8
,
ss.4
0
6
-7
.

26
︵

︶

S
tra
ffsy
ste
m
k
o
m
m
itté
n
:
E
tt
re
fo
rm
e
ra
t
stra
ffsy
ste
m

D
e
l
2
,
S
O
U
1
9
9
5
:9
1
,
s.2
5
3
.

27
︵

︶

N
JA
-
II
1
9
8
8
,
s.4
0
8
.

28
︵

︶

N
JA
-
II
1
9
8
8
,
s.4
0
9
.

29
︵

︶

坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
契
約
治
療
保
護
︑
犯
罪
と
非
行
九
六
号
︑
平
成
元
年
︒

30
︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
:
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
s
å
rsb
o
k
2
0
0
9
,
2
0
1
0
,
ss.1
6
f.

31
︵

︶

Ib
id
.,
s.7
5
.

32
︵

︶

前
出
注
(

)参
照
︒

33

10

︵

︶

坂
田
仁
︑
前
掲
犯
罪
と
非
行
一
二
五
号
︑
二
〇
五
頁
︑
S
O
U
1
9
9
5
:9
1
,
D
e
l
2
,
ss.2
7
1
ff.

34
︵

︶

P
ro
p
.
2
0
0
5
/
0
6
:1
2
3
,
E
n
m
o
d
e
rn
a
k
rim
in
a
lv
å
rd
sla
g
.

35
︵

︶

Ib
id
.,
ss.2
4
f.

36
︵

︶

N
o
rströ
m
,
C
a
rl
e
t
a
l.:
N
y
a
so
c
ia
lla
g
a
rn
a
,
2
0
u
p
p
l.,
N
o
rste
d
ts
ju
rid
ik
,
2
0
0
7
,
ss.1
6
1
ff.

37
︵

︶

N
ilsso
n
,
A
n
d
e
rs
&
T
h
a
m
,
H
e
n
rik
:
F
å
n
g
a
rn
a
s
le
v
n
a
d
sfö
rh
å
lla
n
d
e
n
,
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
,
1
9
9
9
,
ss.1
0
f.こ
の
調
査
は
︑
一

38九
九
七
年
二
月
か
ら
四
月
の
間
に
被
収
容
者
の
面
接
調
査
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
四
一
一
人
の
被
収
容
者
︵
男
子
三
六
二
人
︑
女
子
四
九

人
︶
が
調
査
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

K
lin
g
,
B
o
o
&

G
u
sta
v
sso
n
,
Ja
n
:
F
å
n
g
a
rn
a
,
fä
n
g
e
lse
t
o
c
h
sa
m
h
ä
lle
,
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
,
2
0
0
4
,
ss.7
ff.

39
︵

︶

常
態
化
の
重
要
性
は
現
在
ま
で
変
化
し
て
い
な
い
︒
P
ro
p
.
2
0
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
4
.

40
︵

︶

P
ro
p
.
2
0
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
3
.

41
︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
:
Å
te
r
a
v
sä
n
d
a
re
n
--
o
m

å
te
rfa
ll
o
c
h
å
te
rfa
llsp
ro
b
le
m
a
tik
i
k
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
,
1
9
9
9
,
s.4
2
.
T
a
b
.7
.7
.5
.

42
︵

︶

B
rå
:
K
rim
in
a
lsta
tistik
2
0
0
8
,
B
rå
ra
p
p
o
rt
2
0
0
9
:1
7
,
ss.2
5
6
ff.

43
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︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
sk
o
m
m
itté
n
:
F
ra
m
tid
e
n
s
k
rim
in
a
lv
å
rd
,
D
e
l
1
-
2
,
S
O
U
2
0
0
5
:5
4
.

44
︵

︶

Ib
id
.,D
e
l
1
,ss.2
7
4
-
2
7
7
,K
ristia
n
sso
n
,M
a
ria
n
n
e
:R
isk
-
o
c
h
b
e
h
o
v
sa
n
a
ly
sis-
frå
n
risk
b
e
d
ö
m
n
in
g
till
risk
p
re
v
e
n
tio
n
,

45
Ib
id
.,
D
e
l
2
,
ss.1
0
7
3
-1
0
8
7
.
B
e
lfra
g
e
,
H
e
n
rik
&

F
ra
n
sso
n
,
G
ö
ra
n
:
H
C
R
-
2
0
--
B
e
d
ö
m
n
in
g
a
v
risk
fö
r
fra
m
tid
a
v
å
ld
,

R
ä
ttsp
sy
k
ia
trisk
a
re
g
io
n
k
lin
ik
e
n
,
2
0
0
0
.

︵

︶

当
時
の
犯
罪
防
止
委
員
会
は
薬
物
問
題
に
関
す
る
数
多
く
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
︒
坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報

46告
書
概
観
︵
一
九
八
一
～
一
九
八
七
年
︶︑
慶
應
通
信
︑
平
成
元
年
︑
二
〇
～
二
五
頁
な
ど
参
照
︒

︵

︶

薬
物
問
題
審
議
会
︵
N
a
rk
o
tik
a
k
o
m
m
issio
n
e
n
︶
は
︑
D
ir.
1
9
9
8
:1
8
に
よ
り
設
置
さ
れ
︑
二
〇
〇
〇
年
に
答
申
︑
N
a
rk
o
tik
a
-

47
k
o
m
m
issio
n
e
n
,
V
ä
g
v
a
le
t
--
d
e
n
n
a
rk
o
tik
a
p
o
litisk
a
u
tm
a
n
in
g
e
n
,
S
O
U
2
0
0
0
:1
2
6
を
提
出
し
て
い
る
︒

︵

︶

S
O
U
2
0
0
0
:1
2
6
,
s.3
4
5
.

48
︵

︶

Ib
id
.,
ss.2
2
3
-2
7
9
.

49
︵

︶

Ib
id
.,
ss.5
8
f.

50
︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
:
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
s
re
d
o
v
isn
in
g
o
m

d
ro
g
situ
a
tio
n
e
n
.

51
︵

︶

D
o
,
2
0
0
5
-
2
0
0
6
,
ss.1
9
-
4
1
.特
に
s.3
5
,
D
ia
g
ra
m

1
4
,
s.4
0
,
D
ia
g
ra
m

1
8
.

52
︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
:
E
fte
r
d
o
m
e
n
,
2
0
1
0
,
IS
B
N
:9
1
-
8
5
1
8
7
-
6
3
-
1
,
ss.2
6
f.

53
︵

︶

K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
:
K
rim
in
a
lv
å
rd
e
n
s
in
sa
tse
r
m
o
t
n
a
rk
o
tik
a
,
2
0
0
6
,

54
︵

︶

坂
田
仁
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正
保
護
組
織
の
変
更
︑
犯
罪
と
非
行
一
五
一
号
︑
平
成
一
九
年
所
収
参
照
︒

55
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.1
f.

56
︵

︶

V
e
rk
stä
llig
h
e
tsp
la
n
,
p
ro
p
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
3
.

57
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.9
4
ff.

58
︵

︶

Ib
id
.,
s.6
0
,
s.6
6
,
s.1
2
1
.

59
︵

︶

Ib
id
.,
ss.8
3
-
8
6
.

60
︵

︶

Ib
id
.,
ss.7
8
-
8
0
.

61
︵

︶

Ib
id
.,
ss.1
0
7
-
1
1
6
.

62

スウェーデン「拘禁法」の制定について

443



︵

︶

Ib
id
.,
ss.1
0
2
-
1
0
5
.

63
︵

︶

Ib
id
.,
s.6
2
.

64
︵

︶

Ib
id
.,
s.6
3
f.

65
︵

︶

D
ir.
2
0
0
9
:6
0
,
E
n
ö
v
e
rsy
n
a
v
p
å
fö
ljd
ssy
ste
m
.

66
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
2
.

67
︵

︶

S
O
U
2
0
0
5
:5
4
D
e
l
1
,
s.2
9
9
.

68
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
3
.

69
︵

︶

Ib
id
.,
s.1
2
0
.

70
︵

︶

施
設
内
保
護
に
関
す
る
政
令
︵
F
ö
ro
rd
n
in
g
o
m

k
rim
in
a
lv
å
rd
in
a
n
sta
lt,
S
F
S
1
9
7
4
:2
4
8︶
六
条
︒

71
︵

︶

E
n
n
y
fä
n
g
e
lse
-
o
c
h
h
ä
k
te
sla
g
stiftn
in
g
,
2
0
0
9
/
1
0
:Ju
U
2
1
,
ss.1
7
f.

72
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.6
3
,
1
2
0
.

73
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.6
0
,
6
9
,
S
O
U
2
0
0
5
:5
4
,
D
e
l
1
,
ss.3
4
f.,
6
3
7
-6
5
9
,
2
0
0
9
/
1
0
:Ju
U
2
1
,
ss.1
8
f.

74
︵

︶

S
O
U
2
0
0
5
:5
4
,
D
e
l
2
,
ss.1
0
7
3
-
1
0
8
7
.注
(

)参
照
︒

75

45

︵

︶

拘
禁
令
︵
F
ä
n
g
e
lse
fö
ro
rd
n
in
g
,
S
F
S
2
0
1
0
:2
0
1
0︶
七
条
参
照
︒

76
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
5
.

77
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.6
5
f.

78
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.6
6
.

79
︵

︶

S
F
S
1
9
9
5
:4
9
2
.
F
ä
n
g
e
lse
u
tre
d
n
in
g
e
n
:
V
e
rk
stä
llig
h
e
t
a
v
fä
n
g
e
lse
stra
ff,
S
O
U
1
9
9
3
:7
6
,
s.2
0
f.

80
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.1
2
7
.

81
︵

︶

2
0
0
9
/
1
0
:Ju
U
2
1
,
s.2
7
.前
出
本
稿
四
二
六
│
四
二
七
頁
参
照
︒

82
︵

︶

Ib
id
.,
s.2
8
,
P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.1
6
8
.拘
禁
法
一
一
章
六
条
参
照
︒

83
︵

︶

協
力
の
状
況
が
上
記
2
0
0
9
/
1
0
:Ju
U
2
1
,
s.3
0
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

84
︵

︶

矯
正
保
護
審
議
会
は
外
泊
制
度
の
沿
革
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
︒
S
O
U
2
0
0
5
:5
4
D
e
l
2
,
ss.6
9
2
-6
9
8
,
7
6
4
-
7
7
2
.

85
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︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
ss.9
4
-
9
9
,
1
5
9
-
1
6
3
.

86
︵

︶

P
ro
p
.
0
9
/
1
0
:1
3
5
,
s.1
3
3
.

87
︵

︶

坂
田
仁
︑
自
由
制
限
刑
の
提
言
︑
犯
罪
と
非
行
一
五
五
号
︑
平
成
二
〇
年
参
照
︒

88
︵

︶

宮
澤
浩
一
︑
刑
事
政
策
の
源
流
と
潮
流
︵
刑
事
法
論
集
第
三
巻
︶︑
成
文
堂
︑
昭
和
五
二
年
︑
一
〇
四
頁
︒

89
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