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Ⅰ

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
施
設
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
刑
事
施
設
の
老
朽
化
︑
過
剰
収
容
の
問
題
︑
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
自
殺
者
数
の
増
大
︑

刑
事
施
設
の
刑
務
官
の
安
全
と
待
遇
改
善
な
ど
様
々
な
問
題
が
国
内
外
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

国
際
的
に
は
︑
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
一
九
九
八
年
一
二
月
一
七
日
の
決
議
に
お
い
て
︑
欧
州
議
会
は
︑
構
成
国
に
対
し
て
︑

法
律
上
の
制
度
︑
被
収
容
者
か
ら
の
異
議
申
立
の
権
利
︑
被
収
容
者
の
義
務
な
ど
を
規
定
す
る
枠
組
み
を
定
義
し
︑
被
収
容
者
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
被
収
容
者
が
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
独
立
監
督
機
関
の
創
設
を
想
定
し
た
刑
事
施
設
に
関
す
る
基
本
法
を

制
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
︵

︶
︒
さ
ら
に
︑
国
連
の
最
小
限
の
規
範
︑
欧
州
評
議
会
及
び
欧
州
議
会
の
勧
告
な
ど
に
お
い
て
︑
数
年

1

前
か
ら
︑
各
国
は
刑
事
施
設
へ
の
収
容
に
関
す
る
一
般
的
な
条
件
の
み
な
ら
ず
被
収
容
者
及
び
矯
正
施
設
の
職
員
の
地
位
に
関
し
て

そ
の
行
刑
関
連
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
た
︒
既
に
︑
イ
タ
リ
ア
︑
ス
ペ
イ
ン
︑
ギ
リ
シ
ャ
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
カ

ナ
ダ
な
ど
は
︑
こ
の
要
請
に
基
づ
き
︑
行
刑
関
連
法
の
改
正
を
実
現
し
て
い
る
︵

︶
︒

2

ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
国
内
的
な
問
題
と
し
て
は
︑
現
在
の
刑
事
施
設
被
収
容
者
の
権
利
及
び
義
務
︑
刑
事
施
設
︑
社
会
復
帰

及
び
保
護
観
察
制
度
に
関
す
る
法
規
は
そ
の
大
半
が
司
法
省
の
省
令
及
び
通
達
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
︒

憲
法
上
︑
公
民
権
及
び
自
由
権
の
行
使
へ
の
保
障
な
ど
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
の
は
立
法
者
の
権
限
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
︒
た
だ
︑
省
令
な
ど
に
よ
る
被
収
容
者
の
自
由
の
制
限
の
多
く
が
︑
欧
州
人
権
条
約
で
承
認
さ
れ
て
い
る
個
人
の
基
本
権
を
制

約
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
︑
原
則
と
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
制
約
は
立
法
者
に
よ
っ
て
法
律
で
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
︒
従
っ
て
︑
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
連
で
︑
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
被
収
容
者
の
自
由
権
等
の
保
障
に
つ
い
て
は
︑
法
律
で

規
定
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︒

3

こ
れ
ま
で
も
幾
度
か
︑
行
刑
法
制
定
の
動
き
が
あ
り
︑
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
八
日
に
︑
当
時
の
ジ
ョ
ス
パ
ン
首
相
は
行
刑
法
の
制
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定
を
宣
言
し
︑
二
〇
〇
一
年
五
月
に
は
当
時
の
司
法
大
臣
が
刑
罰
及
び
行
刑
的
公
役
務
に
関
す
る
草
案
を
制
定
す
る
た
め
の
委
員
会

を
設
置
し
︑
そ
の
結
果
︑
刑
事
施
設
に
お
け
る
拘
禁
の
条
件
及
び
刑
務
所
に
お
け
る
一
般
的
な
監
督
に
関
す
る
法
律
提
案
が
示
さ
れ

る
に
至
っ
た
︵

︶
︒
し
か
し
︑
こ
の
法
律
提
案
は
実
現
を
見
な
い
ま
ま
︑
政
権
交
代
が
な
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
︑
サ
ル
コ
ジ

4

大
統
領
が
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
行
刑
法
の
制
定
を
公
約
し
︑
行
刑
法
の
方
向
性
を
戦
略
的
に
考
え
る
委
員
会
が
二
〇
〇
七
年
七
月

よ
り
研
究
を
重
ね
︑
司
法
官
︑
刑
事
施
設
所
長
︑
刑
務
官
な
ど
が
参
加
し
て
議
論
さ
れ
︑
そ
こ
で
提
案
さ
れ
た
内
容
が
行
刑
法
の
制

定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︵

︶
︒
こ
の
法
案
は
緊
急
手
続
に
よ
り
採
択
さ
れ
︑
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
に
行
刑
法
が
制
定

5

さ
れ
た
︵

︶
︒

6
二
〇
〇
九
年
の
行
刑
法
は
︑
刑
事
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
の
権
利
の
保
障
を
強
化
す
る
一
方
で
︑
過
剰
拘
禁
・
収
容
の
状
況
を

改
善
す
る
た
め
︑
短
期
自
由
刑
に
つ
い
て
は
︑
実
刑
を
言
い
渡
す
の
で
は
な
く
︑
刑
罰
の
調
整
に
よ
っ
て
︑
社
会
内
で
の
刑
罰
の
執

行
を
優
先
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
点
に
お
い
て
も
非
常
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
改
正
に
関
連
し
て
︑
被
収
容
者
の
権
利
及
び
収
容
体
制
に
関
連
す
る
改
正
を
概
観
し

た
う
え
で
︑
行
刑
法
に
お
い
て
改
正
さ
れ
た
刑
罰
の
調
整
に
つ
い
て
そ
の
理
念
と
現
実
の
運
用
の
在
り
方
を
中
心
と
し
て
検
討
を
加

え
た
い
と
考
え
る
︒

Ⅱ

行
刑
法
に
よ
る
被
収
容
者
の
権
利
及
び
収
容
体
制
に
関
連
す
る
改
正

欧
州
行
刑
規
則
︵

︶
の
レ
ベ
ル
に
適
合
さ
せ
る
た
め
︑
行
刑
法
は
︑
被
収
容
者
︵

︶
の
権
利
を
保
障
す
る
一
方
︑
矯
正
行
政
の
体
制
︑
刑
事

7

8

施
設
内
の
刑
務
官
等
に
も
配
慮
を
し
て
い
る
が
︵

︶
︑
本
稿
で
は
︑
受
刑
者
の
権
利
の
保
障
に
関
す
る
改
正
を
中
心
に
検
討
す
る
︒

9
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１

改
善
が
図
ら
れ
た
分
野
│
│
被
収
容
者
の
権
利
の
保
障

⑴

被
収
容
者
の
身
体
の
完
全
性
の
保
障

被
収
容
者
の
身
体
の
完
全
性
を
保
障
す
る
と
い
う
原
則
は
︑
欧
州
人
権
裁
判
所
判
例
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
︑

続
い
て
内
国
裁
判
官
も
こ
の
原
則
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
行
刑
法
四
四
条
は
︑
行
刑
当
局
は
︑
刑
事
施
設
内
の
あ
ら
ゆ
る
場

所
に
お
い
て
︑
各
被
収
容
者
の
身
体
の
完
全
性
を
実
質
的
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
︒
こ
の
た
め
に
︑
刑
事
施
設

内
に
お
い
て
身
体
の
完
全
性
を
侵
害
す
る
危
険
性
の
あ
る
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

︵
行
刑
法
︹
以
下
︑
法
と
す
る
︺
五
八
条
︵

︶
︶
︒
ま
た
︑
国
は
︑
刑
事
施
設
内
で
他
の
被
収
容
者
の
攻
撃
に
よ
っ
て
被
収
容
者
が
死
亡
し
た

10

場
合
に
は
︑
国
の
過
失
が
認
定
さ
れ
な
く
と
も
損
害
賠
償
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
一
人
ま
た
は
複
数
の
受
刑
者
に
よ
る
加

重
的
な
暴
行
行
為
の
被
害
者
と
な
っ
て
い
る
受
刑
者
は
監
視
及
び
特
別
な
拘
禁
制
度
の
対
象
と
な
り
︑
そ
の
受
刑
者
に
は
優
先
的
に

個
室
︵
独
居
房
︶
が
与
え
ら
れ
る
︵
法
四
四
条
︵

︶
︶
︒

11

⑵

被
収
容
者
の
尊
厳
の
保
障

被
収
容
者
の
身
体
の
完
全
性
の
保
障
と
同
様
に
︑
被
収
容
者
の
尊
厳
の
保
障
も
原
則
と
し
て
規
定
さ
れ
る
︒
行
刑
当
局
は
︑
す
べ

て
の
人
の
尊
厳
と
そ
の
権
利
の
尊
重
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
権
利
の
行
使
は
︑
拘
禁
に
内
在
す
る
制
約
︑
刑
事
施
設
の
安

全
と
秩
序
の
維
持
︑
再
犯
防
止
及
び
被
害
者
の
利
益
の
保
護
な
ど
か
ら
生
じ
る
制
限
以
外
の
い
か
な
る
制
限
の
対
象
と
は
な
り
え
な

い
︒
上
記
の
制
限
は
︑
被
収
容
者
の
年
齢
︑
健
康
状
態
︑
身
体
障
害
の
有
無
︑
人
格
な
ど
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
︵
法
二
二
条
︶
︒

ま
た
︑
雑
居
房
に
お
い
て
は
︑
収
容
さ
れ
る
人
数
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
︑
安
全
と
尊
厳
が
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
︵
法
五
二
条
︵

︶
︶
︒

12

⑶

身
体
検
査

人
の
尊
厳
を
よ
り
侵
害
し
な
い
取
調
方
法
︑
た
と
え
ば
︑
触
診
に
よ
る
検
査
︑
電
子
的
な
探
知
な
ど
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
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合
に
身
体
検
査
が
用
い
ら
れ
る
︵

︶
︒
直
腸
内
や
膣
内
な
ど
の
体
内
の
取
調
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
法
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な
い
中
︑

13

す
で
に
国
務
院
は
そ
の
取
調
方
法
に
つ
い
て
二
つ
の
条
件
︵
被
収
容
者
の
過
去
の
態
度
や
第
三
者
と
の
接
触
状
況
な
ど
か
ら
被
収
容
者
の

行
動
に
疑
い
が
あ
る
こ
と
︑
比
例
性
の
原
理
に
従
う
こ
と
︶
を
提
示
し
て
い
た
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
法
的
に
整
備
さ
れ
た
︒
特
別
に

理
由
が
示
さ
れ
た
要
請
が
あ
る
場
合
に
限
り
︑
体
内
の
身
体
検
査
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
司
法
当
局
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ

た
刑
事
施
設
外
の
医
師
が
体
内
の
身
体
検
査
を
行
う
︵
法
五
七
条
︶
︒
た
だ
︑
行
刑
法
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
行
刑
規
則
に

は
︑
被
収
容
者
へ
の
身
体
検
査
は
同
性
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
七
五
条
︶
︑
房
内
の
検
査
の
課
題
点
を
明
確

に
す
る
こ
と
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
二
七
五
条
︶
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒

14

⑷

電
子
監
視
に
よ
る
住
居
の
指
定

行
刑
法
で
は
︑
無
罪
推
定
に
鑑
み
て
自
由
を
優
先
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
︵
法
七
一
条
︶
︒
そ
の
例
外
と
し
て
︑
予
審
の
必

要
性
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
保
安
処
分
と
し
て
︑
予
審
対
象
者
は
司
法
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
司
法
監
視
の
義
務
を

遵
守
し
な
か
っ
た
者
は
住
居
を
指
定
さ
れ
電
子
監
視
の
下
に
置
か
れ
る
︒
司
法
監
視
及
び
電
子
監
視
の
下
で
の
住
居
指
定
な
ど
を
義

務
づ
け
る
だ
け
で
は
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場
合
に
限
り
︑
被
疑
者
は
勾
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
電
子
監
視
を
と
も
な
う
住
居
指

定
処
分
は
︑
対
象
者
か
ら
の
要
請
が
あ
り
そ
の
合
意
の
も
と
で
︑
予
審
判
事
ま
た
は
自
由
と
勾
留
判
事
に
よ
っ
て
︑
双
方
の
弁
論
を

経
た
後
で
︑
理
由
を
付
し
た
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
︵

︶
︒
電
子
監
視
は
︑
固
定
型
電
子
監
視
措
置
ま
た
は
携
帯
型
電
子
監

15

視
措
置
の
い
ず
れ
か
で
行
わ
れ
る
︒
携
帯
型
電
子
監
視
措
置
の
対
象
と
な
る
の
は
︑
七
年
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
で
予
審
開

始
が
な
さ
れ
た
場
合
及
び
社
会
内
司
法
追
跡
を
科
せ
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
︒
電
子
監
視
措
置
の
期
間
は
六
か
月
で
最
高
二
年
ま
で
更

新
は
可
能
で
あ
る
︒
住
居
指
定
か
ら
生
じ
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合
︑
対
象
者
は
勾
留
さ
れ
る
︒
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
︑
電
子

監
視
を
伴
う
住
居
指
定
を
受
け
た
期
間
は
自
由
刑
の
刑
期
に
算
入
さ
れ
る
︵

︶
︒

16
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⑸

受
刑
者
の
刑
事
施
設
へ
の
受
入
等

刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
時
点
で
︑
被
収
容
者
は
そ
の
理
解
可
能
な
言
語
で
︑
収
容
規
則
に
関
す
る
規
定
を
定
め
た
受
入
証
が
交

付
さ
れ
︑
被
収
容
者
の
権
利
及
び
義
務
︑
不
服
申
立
及
び
要
望
の
方
法
な
ど
を
告
知
さ
れ
る
︵
法
二
三
条
︶
︒
学
際
的
観
察
期
間
の

経
過
後
で
︑
被
収
容
者
の
人
格
と
健
康
の
状
況
が
調
査
さ
れ
る
︵
法
八
九
条
︵

︶
︶
︒
こ
れ
ら
の
最
小
限
の
保
障
が
行
刑
法
で
規
定
さ
れ

17

て
い
る
が
︑
刑
事
施
設
へ
の
収
容
に
関
す
る
欧
州
行
刑
規
則
を
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
問
題
と
な
る
︒
す
で
に
矯
正
行
政
で

は
欧
州
行
刑
規
則
を
国
内
法
に
移
入
す
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
︒

２

改
善
が
不
完
全
で
あ
る
分
野

⑴

独
居
︵
個
室
︶
収
容
の
原
則

独
居
収
容
の
原
則
は
行
刑
法
で
確
認
さ
れ
た
︒
既
に
︑
二
〇
〇
八
年
六
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
に
よ
る
刑
訴
法
五
三
-
一
条
に
お
い

て
独
居
収
容
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︒
行
刑
法
で
は
︑
被
収
容
者
が
そ
れ
を
望
ん
だ
と
き
︑
人
格
の
問
題
か
ら
独
居
収
容
が
認

18

め
ら
れ
な
い
と
き
︑
労
働
す
る
こ
と
ま
た
は
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
編
成
上
の
必
要
性
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

る
と
き
な
ど
の
例
外
的
な
場
合
を
除
き
︑
被
収
容
者
の
独
居
収
容
が
原
則
と
さ
れ
た
︵

︶
︒
独
居
収
容
の
原
則
は
被
収
容
者
の
尊
厳
を
保

19

障
す
る
た
め
の
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
︑
今
回
の
行
刑
法
で
そ
の
点
が
確
認
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
独
居
収
容
の
原
則
は
欧
州
行
刑
規
則

に
お
い
て
も
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
︒

⑵

作
業

刑
事
施
設
に
お
け
る
労
働
及
び
職
業
活
動
︵
刑
務
作
業
︶
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
一
般
社
会
に
お
け
る
労
働
契
約
の
観
念
は
そ

れ
ほ
ど
尊
重
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
︑
今
回
の
改
正
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
改
善
が
み
ら
れ
る
︒
改
正
に
よ
り
︑
被
収
容
者
に

は
︑
社
会
復
帰
の
目
的
が
あ
り
︑
年
齢
︑
能
力
︑
障
害
及
び
人
格
に
応
じ
た
刑
務
作
業
で
あ
る
場
合
に
は
︑
刑
事
施
設
の
長
及
び
更
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生
保
護
部
長
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
作
業
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
の
作
業
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
作

業
は
︑
刑
事
施
設
の
長
と
被
収
容
者
と
の
間
の
契
約
の
対
象
と
な
る
︒
従
っ
て
︑
職
業
活
動
と
し
て
の
権
利
及
び
義
務
︑
並
び
に
︑

労
働
条
件
と
報
酬
︵

︶
に
つ
い
て
も
契
約
書
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
例
外
的
に
複
合
的
な
形
態
で
刑
務
作
業
が
行
わ
れ

20

る
こ
と
も
あ
る
︒
未
成
年
者
が
教
育
を
受
け
て
い
な
い
場
合
︑
教
育
的
な
性
格
を
も
つ
作
業
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
︵

︶
︒
刑
務
作
業
を
義

21

務
づ
け
る
と
い
う
点
は
︑
自
発
的
に
作
業
を
行
う
と
い
う
従
来
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
作
業
を
義
務
づ
け
る

こ
と
は
︑
被
収
容
者
が
何
も
し
な
い
と
い
う
怠
惰
な
生
活
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
︑
た
だ
︑
こ
れ
を
刑
務
所
も
含
め
て

す
べ
て
の
刑
事
施
設
に
お
い
て
一
般
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
︒
た
だ
し
︑
被
収
容
者
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
作
業
を
拒
ん
だ
と
し
て
も
︑
何
ら
か
の
制
裁
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
︒

⑶

私
的
生
活
及
び
家
族
と
の
生
活
の
尊
重
︑
外
部
と
の
関
係
の
尊
重

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
行
刑
法
に
お
い
て
改
善
が
み
ら
れ
る
︒
家
族
と
の
接
触
を
増
や
す
た
め
に
︑
三
か
月
に
一
度
は
家
族
と
の

面
会
が
許
可
さ
れ
︑
訪
問
者
の
移
動
距
離
を
考
慮
し
て
期
間
が
定
め
ら
れ
る
︵
法
三
六
条
︶
︒
但
し
︑
予
審
が
終
了
し
︑
判
決
裁
判

所
へ
の
召
喚
を
待
っ
て
い
る
被
告
人
に
対
し
て
は
︑
家
族
と
の
接
触
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
︵
法
三
四
条
︶
︒
家
族
へ
の
電
話
連
絡
も

全
て
の
受
刑
者
に
認
め
ら
れ
る
が
︑
家
族
関
係
の
強
化
︑
社
会
復
帰
へ
の
展
望
に
と
っ
て
も
こ
れ
は
重
要
で
あ
る
︒
従
来
は
︑
電
話

の
使
用
は
司
法
当
局
の
許
可
の
も
と
で
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︵
法
三
九
条
︶
︒
ま
た
︑
被
収
容
者
の
文
書
の
秘
密
が
認
め

ら
れ
た
︵
法
四
二
条
︶
︒
同
様
に
︑
被
収
容
者
の
肖
像
権
も
保
障
さ
れ
︵
法
四
一
条
︶
︑
あ
ら
ゆ
る
人
と
の
書
面
に
よ
る
通
信
の
自
由

も
︑
そ
の
通
信
が
社
会
復
帰
ま
た
は
公
序
及
び
治
安
の
維
持
を
著
し
く
危
険
に
陥
れ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
を
除
い
て
︑
認
め
ら
れ
た

︵
法
四
〇
条
︵

︶
︶
︒
弁
護
人
︑
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
及
び
国
際
的
な
行
政
及
び
司
法
当
局
︑
刑
事
施
設
付
司
祭
と
の
封
書
に
よ
る
通
信
の
権

22

利
も
保
障
さ
れ
た
︵
法
四
〇
条
︵

︶
︶
︒
被
収
容
者
の
郵
便
物
を
と
ど
め
置
く
決
定
を
す
る
場
合
に
は
︑
そ
れ
を
被
収
容
者
に
告
知
し
な

23

け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
四
〇
条
︵

︶
︶
︒
ま
た
︑
拘
禁
施
設
総
監
督
官
︵
C
on
trôleu
r
g
én
érald
es
lieu
x
d
e
p
riv
ation
d
e
lib
erté

︵

︶
︶
と
被
収

24

25
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容
者
と
の
間
の
書
面
に
よ
る
通
信
に
つ
い
て
は
︑
監
督
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
︵
法
四
条
︶
︒

他
の
刑
事
施
設
へ
の
移
転
に
関
す
る
監
査
に
つ
い
て
は
︑
判
例
も
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
行
刑
法
に
は
明
確
な
規
定
が
な
い
︒
権

限
の
逸
脱
に
対
す
る
不
服
申
立
が
可
能
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
範
囲
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
拘
置
所
か
ら
刑
務
所
へ
の
移
送
の

決
定
及
び
同
じ
性
質
の
刑
事
施
設
間
で
の
移
送
の
決
定
に
つ
い
て
は
︑
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
国
務
院
は
︑
勾
留

セ
ン
タ
ー
︵
cen
tre
d
e
d
éten
tion
︶
と
中
央
刑
務
所
︵
m
aison
cen
trale︶
は
刑
務
所
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
り
︑
同
じ
性
質
の
施

設
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵

︶
︒
従
っ
て
︑
例
外
的
に
︑
刑
事
施
設
間
の
移
送
の
決
定
が
自
由
権
及
び
憲
法
上
の
基
本
権
の
観
点
か
ら
問
題

26

と
な
る
と
き
に
は
︑
行
政
裁
判
官
に
よ
る
監
査
が
行
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
刑
事
施
設
間
の
移
送
に
つ
い
て
は
︑
防
御
権
の
行
使
︑
対
審

の
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
受
刑
者
は
︑
家
族
に
対
し
て
︑
他
の
刑
事
施
設
へ
の
拘
置
ま
た
は
移
送
︑
病
気
ま
た
は
重
大
な
負

傷
を
即
座
に
知
ら
せ
る
権
利
を
も
つ
︵
法
二
四
条
︶
︒

⑷

表
現
す
る
権
利

表
現
す
る
権
利
と
は
︑
拘
禁
の
一
般
的
な
条
件
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
疑
問
・
質
問
に
つ
い
て
︑
被
収
容
者
は
相
談
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
欧
州
行
刑
規
則
五
〇
条
の
影
響
を
受
け
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︵

︶
︑
受
刑
者
が
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

27

る
の
は
︑
被
収
容
者
に
提
示
さ
れ
た
作
業
に
関
係
す
る
も
の
の
み
で
あ
り
︑
そ
の
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
従
っ

て
︑
改
善
の
程
度
は
完
全
で
は
な
い
︒

⑸

被
収
容
者
の
隔
離

予
防
策
及
び
保
安
対
策
と
し
て
の
隔
離
は
成
人
の
被
収
容
者
の
み
を
対
象
と
す
る
が
︑
そ
の
法
的
根
拠
は
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い

る
︵
刑
訴
法
七
二
六
-
一
条
︑
法
九
二
条
に
よ
り
改
正
︶
︒
隔
離
は
三
か
月
の
期
間
で
行
わ
れ
る
が
︑
対
審
弁
論
を
経
て
︑
同
期
間
の
延

長
は
可
能
で
あ
る
︒
隔
離
の
期
間
︑
対
象
者
は
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
る
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
隔
離
が
一
年
を
超

え
れ
ば
︑
離
隔
の
可
否
に
つ
い
て
は
司
法
当
局
の
意
見
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
司
法
大
臣
が
︑
四
か
月
の
期
間
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離
隔
を
延
長
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
︑
同
期
間
再
延
長
は
可
能
で
あ
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
八
三
-一
-七
条
︶
︒
さ
ら
に
︑
隔
離

が
人
ま
た
は
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
︑
例
外
と
し
て
︑
二
年
を
超
え
て
期

間
の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
八
三
-一
-七
条
︵

︶
︶
︒
離
隔
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
︑
被
収
容
者
の
人
格
︑
特

28

別
な
危
険
性
︑
健
康
状
態
な
ど
を
考
慮
す
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
八
三
-
一
条
︶
︒
行
刑
法
は
︑
離
隔
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の

考
え
方
を
踏
襲
し
て
お
り
︑
裁
判
官
に
副
次
的
な
役
割
を
留
保
し
て
い
る
が
︑
裁
判
官
は
︑
懲
戒
権
の
場
合
と
全
て
同
じ
条
件
で
︑

権
限
の
逸
脱
に
対
す
る
不
服
申
立
の
場
合
に
の
み
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
行
刑
法
は
︑
対
審
弁
論
を
想
定
す
る
こ
と
で
︑
防
御

権
︵
弁
護
権
︶
の
保
障
の
原
則
を
認
め
て
い
る
︒

３

改
善
が
不
十
分
で
あ
る
分
野
│
│
懲
戒
手
続
に
関
す
る
被
収
容
者
の
権
利
保
障

⑴

公
平
な
手
続
き
を
受
け
る
権
利
│
│
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
の
観
点
か
ら

Ａ

欧
州
人
権
条
約
六
条
一
項
と
の
関
連

欧
州
人
権
条
約
六
条
一
項
︵

︶
と
の
関
係
で
は
︑
欧
州
人
権
裁
判
所
は
︑
懲
戒
権
に
つ
い
て
も
刑
事
法
上
の
訴
追
と
同
様
の
も
の
と
考

29

え
て
お
り
︑
懲
戒
手
続
︵

︶
に
つ
い
て
も
︑
六
条
一
項
で
定
め
る
権
利
の
保
障
が
及
ぶ
こ
と
を
求
め
て
い
る
︒
被
収
容
者
及
び
拘
禁
施
設

30

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
未
決
の
者
の
懲
戒
制
度
に
つ
い
て
は
︑
国
務
院
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
︵
刑
訴
法
七
二
六
条
︑
法

九
一
条
に
よ
り
改
正
︶
︒
懲
戒
委
員
会
の
構
成
は
︑
刑
事
施
設
の
長
と
の
関
係
で
︑
中
立
公
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
従
来
︑
刑

事
施
設
の
長
は
︑
訴
追
の
権
限
を
も
ち
︑
訴
追
す
る
か
不
起
訴
処
分
と
す
る
か
を
決
定
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
五

〇
-
一
条
︵

︶
︶
︒
さ
ら
に
︑
刑
事
施
設
の
長
は
︑
懲
戒
に
関
す
る
捜
査
を
担
当
す
る
者
を
任
命
し
︑
自
ら
の
権
限
の
下
に
置
い
て
い
る
︒

31

懲
戒
委
員
会
の
議
長
も
刑
事
施
設
の
長
で
あ
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．二
五
〇
条
︶
︒
そ
の
上
︑
刑
罰
の
執
行
に
お
い
て
も
権
限
を
有
し
て
い

る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
二
五
一
-
八
条
︶
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
の
改
善
を
図
る
た
め
︑
行
刑
法
で
は
︑
懲
戒
委
員
会
の
構
成
と
し
て
は
︑
刑
事
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施
設
の
長
の
他
に
︑
二
名
の
補
佐
を
お
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
︑
内
一
名
は
刑
務
官
︑
他
の
一
名
は
外
部
の
者
で
あ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
︵
法
九
一
条
︑
刑
訴
法
七
二
六
条
︵

︶
︶︒
た
だ
︑
こ
の
よ
う
な
改
正
に
よ
っ
て
も
︑
欧
州
人
権
条
約
六
条
一
項
が
規
定
す
る

32

レ
ベ
ル
と
比
較
す
れ
ば
︑
さ
ら
な
る
改
善
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
刑
事
施
設
の
長
の
権
限
が
幅
広
く
認
め
ら
れ
す
ぎ
て
い

る
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︵

︶
︒

33

ま
た
︑
行
刑
裁
判
所
と
の
関
連
で
い
え
ば
︑
行
刑
裁
判
官
が
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
陪
席
と
し
て
︑
ま
た
は
裁
判
長
と
し
て
︑
有

罪
判
決
の
言
い
渡
し
に
関
与
し
︑
そ
の
後
︑
対
象
者
の
刑
罰
の
調
整
を
行
う
か
否
か
を
決
定
す
る
︒
こ
こ
で
も
︑
役
割
の
重
複
が
問

題
と
な
る
の
で
︑
欧
州
人
権
条
約
六
条
一
項
に
定
め
る
独
立
し
た
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
は
︑
欧

州
裁
判
所
判
決
と
の
整
合
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒

34

Ｂ

欧
州
人
権
条
約
六
条
二
項
と
の
関
連

懲
戒
手
続
に
際
し
て
︑
被
収
容
者
に
対
す
る
弁
護
人
の
扶
助
が
行
刑
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
︑
被
収
容
者
に
対
し
て
そ
の
弁
護
が

保
障
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
被
収
容
者
自
身
が
自
ら
を
弁
護
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑

欧
州
人
権
条
約
六
条
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
る
︵

︶
︒

35

防
御
権
を
尊
重
す
る
た
め
に
︑
訴
訟
記
録
を
事
前
に
閲
覧
す
る
権
利
も
保
障
さ
れ
て
い
る
︒
対
審
審
理
の
た
め
に
︑
証
人
を
召
喚

す
る
権
利
も
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
刑
訴
法
Ｄ
．二
五
〇
-二
条
で
は
︑
懲
戒
委
員
会
へ
の
出
頭
は
書
面
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
が
︑
準
備

の
た
め
最
低
三
時
間
前
で
あ
る
必
要
が
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
行
刑
法
は
明
確
な
規
定
を
お
い
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
証
人
を
召

36

喚
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
︑
欧
州
行
刑
規
則
で
は
明
確
に
保
障
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
刑
訴
法
Ｄ
．二
四
〇
-四
条
の
規
定

を
尊
重
し
て
︑
証
人
を
召
喚
し
て
委
員
会
で
尋
問
す
る
か
否
か
は
懲
戒
委
員
会
委
員
長
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の

点
に
つ
い
て
も
保
障
は
完
全
で
は
な
い
︵

︶
︒

37

行
刑
委
員
会
は
︑
刑
訴
法
七
一
二
-
五
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
︑
刑
の
減
軽
︑
監
視
付
で
の
外
出
許
可
︑
外
出
許
可
の
処
分
に
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つ
い
て
事
前
に
意
見
を
提
示
す
る
と
い
う
役
割
を
有
し
て
い
る
︒
行
刑
委
員
会
委
員
長
は
行
刑
裁
判
官
で
あ
り
︑
法
律
上
の
委
員
は

共
和
国
検
事
及
び
刑
事
施
設
の
長
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
他
の
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
被
収
容
者
は
行
刑
委
員
会
に
出

席
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
弁
護
人
の
扶
助
及
び
立
ち
会
い
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
行
刑
委
員
会
は
︑
刑
事
施
設
が
提

出
し
た
書
類
の
み
に
基
づ
き
上
記
の
処
分
の
可
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
欧
州
人
権
条
約
六
条

で
保
障
さ
れ
て
い
る
内
容
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
保
障
が
十
分
で
は
な
い
︒
行
刑
裁
判
官
は
︑

刑
訴
法
七
一
二
-
八
条
に
定
め
る
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
︑
対
審
弁
論
を
経
ず
に
︑
理
由
を
付
し
た
命
令
を
出
す
︒
刑
罰
の
調
整

に
つ
い
て
の
行
刑
裁
判
官
の
決
定
は
控
訴
の
対
象
と
な
る
が
︑
被
収
容
者
に
は
二
四
時
間
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
弁
護
人
に

と
っ
て
控
訴
を
判
断
し
準
備
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
行
刑
院
長
に
は
控
訴
審
の
判
断
を
下
す
ま
で
に
は
二
か

月
の
猶
予
が
認
め
ら
れ
て
お
り
︑
公
平
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
大
き
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒

38

⑵

そ
の
他
の
保
障
さ
れ
た
権
利

Ａ

不
服
申
立
権
に
つ
い
て

従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
実
務
で
は
︑
懲
戒
委
員
会
の
判
断
に
不
服
が
あ
れ
ば
︑
基
本
的
自
由
の
侵
害
を
理
由
と
し
た
不
服
申
立

の
場
合
を
除
い
て
︑
刑
訴
法
Ｄ
．二
五
〇
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
被
収
容
者
は
地
域
圏
矯
正
局
長
︵
le
d
irecteu
r
reg
ion
al
d
es
serv
-

ices
p
én
iten
tiaires︶
に
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
被
収
容
者
は
緊
急
手
続
と
し
て
直

接
裁
判
官
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
懲
戒
房
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
は
︑
基
本
的
自
由
の
侵

害
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
同
様
に
︑
あ
る
種
の
防
御
権
を
遵
守
し
な
い
こ
と
も
︑
基
本
的
自
由
の
著
し
い
侵
害
で
は
な
い
と
判

断
さ
れ
て
き
た
︒
受
刑
者
を
非
難
す
る
事
実
の
把
握
が
詳
細
で
は
な
く
不
正
確
で
あ
る
報
告
書
に
基
づ
き
懲
戒
委
員
会
に
召
喚
さ
れ

た
場
合
や
懲
戒
処
分
の
理
由
づ
け
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
で
も
︑
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︵

︶
︒
一
方
︑
欧
州

39

人
権
裁
判
所
の
判
決
で
は
︑
欧
州
人
権
条
約
一
三
条
に
基
づ
き
︑
裁
判
官
へ
の
不
服
申
立
は
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︵

︶
︑

40
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
実
情
は
︑
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
行
刑
法
九
一
条

︵
刑
訴
法
七
二
六
条
四
項
︶
は
︑
従
来
の
判
例
実
務
を
追
認
し
︑
被
収
容
者
が
懲
戒
域
に
入
れ
ら
れ
た
と
き
に
は
︑
行
政
裁
判
所
法

Ｌ
．五
二
一
-
二
条
を
適
用
し
て
レ
フ
ェ
レ
︵
急
速
審
理
手
続
︶
裁
判
官
に
事
件
係
属
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
︵

︶
︒

41

Ｂ

付
加
刑
に
つ
い
て

現
在
の
刑
法
典
で
は
︑
自
動
的
に
科
せ
ら
れ
る
付
加
刑
は
存
在
し
て
い
な
い
が
︑
特
別
法
に
お
い
て
は
い
ま
だ
に
存
在
し
て
お
り
︑

そ
の
ひ
と
つ
の
例
が
公
職
選
挙
法
で
あ
る
︒
公
職
選
挙
法
七
条
で
は
︑
自
動
的
に
被
選
挙
欠
格
と
い
う
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
三
条
の
規
定
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
あ
り
︑
元
老
院
に
お

い
て
改
正
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
︑
結
局
︑
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
見
送
り
と
な
っ
た
︵

︶
︒

42

Ｃ

収
容
制
度
の
差
別
化

行
刑
法
に
お
い
て
は
︑
収
容
制
度
の
差
別
化
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
た
︒
矯
正
当
局
は
︑
人
格
︑
健
康
状
態
︑
危
険
性
︑
社
会

復
帰
に
向
け
ら
れ
た
努
力
等
に
従
っ
て
︑
被
収
容
者
の
収
容
体
制
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
一
七
-
一
条
︑
法
八
九
条

に
よ
り
改
正
︶
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
被
収
容
者
の
状
況
に
応
じ
て
︑
収
容
体
制
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
刑
罰
の
執

行
の
個
別
化
と
い
う
点
で
は
評
価
で
き
る
︒
具
体
的
に
は
︑
収
容
房
の
ド
ア
の
鍵
を
か
け
ず
解
放
し
て
お
く
か
否
か
︑
単
独
で
朝
食

を
と
る
の
か
否
か
︑
作
業
を
す
る
際
に
刑
務
官
の
随
行
が
必
要
か
否
か
等
の
点
に
つ
い
て
差
別
化
が
行
わ
れ
る
︵

︶
︒
こ
の
点
に
つ
い
て

43

は
︑
欧
州
行
刑
規
則
に
お
い
て
は
よ
り
明
確
に
規
定
し
て
い
る
︵
規
則
一
七
条
︑
一
〇
四
条
︶
︒
た
だ
︑
行
刑
法
は
︑
適
用
さ
れ
る
拘

禁
の
制
度
に
従
っ
て
受
刑
者
が
服
す
べ
き
処
遇
の
多
様
性
の
性
質
に
つ
い
て
は
詳
細
な
規
定
を
し
て
お
ら
ず
︑
ど
の
よ
う
な
判
断
に

基
づ
き
個
別
対
応
を
決
定
す
る
か
︑
受
刑
者
の
防
御
権
は
保
障
さ
れ
る
か
︑
不
服
申
立
手
続
は
保
障
さ
れ
る
か
等
に
つ
い
て
は
規
定

が
置
か
れ
て
い
な
い
︒
よ
り
厳
格
な
拘
禁
体
制
に
被
収
容
者
を
置
く
場
合
に
は
︑
法
二
二
条
に
定
め
る
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
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い
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︵
七
一
七
-
一
条
二
項
︑
法
八
九
条
に
よ
り
改
正
︶
︒
行
刑
法
に
お
い
て
︑
異
な
る
制
度
の
運
用
の
一
般

的
な
条
件
を
示
し
︑
最
低
保
障
の
詳
細
に
つ
い
て
規
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒

44

Ⅲ

刑
罰
の
執
行
│
│
刑
罰
の
調
整
の
理
念
と
現
実

１

行
刑
法
に
よ
る
改
正
以
前
の
刑
罰
の
調
整
の
実
情

刑
罰
の
執
行
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
法
︵

︶
に
お
い
て
刑
罰
の
適
用
に
関
す
る
改
正
が
な
さ
れ
た
が
︑
犯
罪
の
進
化

45

へ
の
司
法
の
対
応
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
法
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
お
い
て
も
さ
ら
に
重
要
な
改
正
が
盛
り
込
ま
れ

た
︵

︶︒
刑
罰
の
執
行
に
関
す
る
改
正
は
非
常
に
広
範
な
範
囲
に
及
ぶ
た
め
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
︒
こ
の
改
正
の
基
本

46的
な
方
針
は
︑
刑
罰
の
執
行
に
つ
い
て
司
法
当
局
の
決
定
と
監
督
を
確
立
す
る
こ
と
︑
適
宜
効
果
的
な
執
行
に
務
め
る
こ
と
︑
社
会

の
利
益
と
被
害
者
の
保
護
を
尊
重
す
る
こ
と
︑
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
し
再
犯
を
防
止
す
る
こ
と
︑
刑
の
執
行
途
中
で
の
執
行

形
態
の
変
更
は
必
要
で
あ
る
こ
と
︑
受
刑
者
を
早
期
に
釈
放
す
る
こ
と
︑
な
ど
で
あ
っ
た
︒

二
〇
〇
四
年
法
に
よ
り
︑
刑
事
訴
訟
法
七
〇
七
条
に
お
い
て
︑
裁
判
官
は
︑
判
決
の
宣
告
後
︑
刑
期
の
終
了
ま
で
︑
刑
罰
の
執
行

に
あ
た
り
責
任
を
負
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
刑
罰
の
執
行
は
完
全
に
司
法
権
の
管
轄
す
る
事
項
と
な
っ
た
︒
宣
告
さ

れ
た
刑
罰
の
執
行
は
効
果
的
に
適
宜
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
一
項
︶
︒
刑
罰
執
行
の
目
的
は
︑
社
会
及
び
被
害
者
の
権
利

保
護
︑
受
刑
者
の
社
会
復
帰
及
び
再
犯
予
防
に
あ
る
︵
二
項
︶
︒
二
項
所
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
︑
刑
期
の
途
中
で
︑
受
刑

者
の
人
格
の
進
展
及
び
状
態
を
考
慮
し
て
︑
刑
罰
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
刑
罰
の
個
別
化
を
進
め
る
こ
と
で
︑
受
刑
者
の
状

態
に
応
じ
て
︑
釈
放
を
促
進
し
︑
司
法
に
よ
る
追
跡
を
行
わ
な
い
釈
放
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
︵
三
項
︵

︶
︶
︒
自
由
刑
に
限
ら
ず
︑

47

そ
の
他
の
刑
罰
に
関
し
て
も
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
た
︒
刑
罰
の
執
行
に
お
い
て
︑
裁
判
官
の
権
限
は
刑
罰
適
用
に
お
い
て
拡
大
さ
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れ
る
一
方
︑
受
刑
者
は
枠
組
み
の
中
に
は
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
被
害
者
が
新
た
に
刑
罰
の
執
行
の
場
面
で
登
場

す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

⑴

刑
罰
の
適
用
に
関
す
る
一
般
原
則

刑
罰
の
適
用
に
関
し
て
は
︑
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
法
に
よ
っ
て
︑
行
刑
裁
判
官
の
決
定
が
司
法
化
さ
れ
︵
し
た
が
っ
て
︑
行

刑
裁
判
官
の
判
断
に
対
し
て
異
議
申
立
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
︶
︑
長
期
受
刑
者
の
仮
釈
放
の
裁
定
を
行
う
特
別
な
裁
判
所
が
創
設
さ
れ

る
こ
と
で
︑
刑
罰
適
用
に
関
す
る
司
法
の
関
与
が
拡
大
さ
れ
た
︒
二
〇
〇
四
年
の
改
正
で
こ
の
動
き
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
︵

︶
︒
特
に
以
下
の
三
点
が
重
要
で
あ
っ
た
︒

48
第
一
に
︑
各
大
審
裁
判
所
に
設
置
さ
れ
る
行
刑
裁
判
官
の
他
に
新
た
な
裁
判
所
す
な
わ
ち
﹁
行
刑
裁
判
所
︵
le
trib
u
n
al
d
e
l’ap
-

p
lication
d
es
p
ein
es︶
﹂
及
び
﹁
行
刑
院
︵
控
訴
行
刑
裁
判
所
︶︵
la
ch
am
b
re
d
e
l’ap
p
lication
d
es
p
ein
es︶
﹂
が
創
設
さ
れ
た
︒
行
刑

裁
判
所
は
三
名
の
行
刑
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ
︑
長
期
受
刑
者
の
仮
釈
放
︑
保
護
観
察
期
間
の
取
消
︑
刑
の
中
断
及
び
特
別
な
刑
の

軽
減
に
関
し
て
裁
定
す
る
権
限
を
も
つ
︒
行
刑
裁
判
所
の
配
置
と
権
限
は
大
審
裁
判
所
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
控
訴
院
に
置
か
れ

る
行
刑
院
は
︑
三
名
の
控
訴
院
判
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
︑
行
刑
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
上
訴
︵
抗
告
︶
に
つ
い
て
判
断
す
る
︒

ま
た
︑
行
刑
院
の
決
定
に
対
し
て
上
告
︵
破
棄
申
立
︶
が
で
き
る
︒
行
刑
院
の
審
理
に
は
︑
受
刑
者
社
会
復
帰
支
援
組
織
及
び
被
害

者
支
援
組
織
の
代
表
者
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
︒
行
刑
裁
判
所
等
の
設
置
に
よ
っ
て
︑
仮
釈
放
裁
判
所
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
︵

︶︒
ま
た
︑
未
成
年
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
︑
少
年
刑
法
の
特
別
領
域
を
強
化
す
る
た
め
に
︑
閉
鎖
施
設
に
お
け
る
刑
の
執
行
に
関

49し
て
も
︑
少
年
裁
判
官
及
び
少
年
裁
判
所
に
そ
の
権
限
が
委
ね
ら
れ
る
︵

︶
︒

50

第
二
に
︑
司
法
行
政
上
の
措
置
を
定
め
た
一
九
八
六
年
九
月
九
日
法
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
刑
訴
法
旧
七
三
三
-
一
条
は
二
〇
〇

〇
年
法
に
よ
り
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
が
︑
司
法
行
政
上
の
措
置
が
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
︒
今
後
は
︑
受
刑
者
の
釈
放
等
に
つ
い
て
は
︑

行
刑
裁
判
官
が
行
刑
委
員
会
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
で
︑
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
受
刑
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者
は
こ
の
決
定
に
対
し
て
行
刑
院
に
上
訴
︵
抗
告
︶
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︵
但
し
︑
受
刑
者
が
直
接
上
訴
で
き
る
の
は
二
〇
〇

五
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
は
検
察
官
の
み
が
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た
︵

︶
︶
︒

51

第
三
に
︑
行
刑
裁
判
官
の
権
限
が
一
層
拡
大
さ
れ
た
︒
受
刑
者
が
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
︑
軽
罪
裁
判
所
に
代
わ
り
︑
改

正
後
は
︑
行
刑
裁
判
官
に
保
護
観
察
付
の
執
行
猶
予
を
取
り
消
し
︑
刑
の
宣
告
猶
予
の
後
で
刑
の
免
除
を
許
可
し
︵
刑
法
一
三
二
-
六

五
条
︶
︑
六
月
以
下
の
自
由
刑
の
代
替
刑
と
し
て
公
益
奉
仕
労
働
ま
た
は
日
数
罰
金
刑
を
命
じ
︵
刑
法
一
三
二
-
五
七
条
︶
︑
公
益
奉
仕

労
働
の
代
替
刑
と
し
て
日
数
罰
金
刑
を
命
じ
る
︵
刑
訴
法
七
四
七
-一
-一
条
︶
権
限
が
与
え
ら
れ
た
︵

︶
︒

52

そ
の
他
の
重
要
な
改
正
点
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

短
期
自
由
刑
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
電
子
監
視
措
置
︵
p
lacem
en
t
sou
s
su
rv
eillan
ce
électron
iq
u
e︶
│
│
刑
事
訴
訟
法
七
二
三

-七
条
及
び
七
二
三
-八
条
に
規
定
さ
れ
る
電
子
監
視
措
置
と
は
︑
自
宅
を
刑
務
所
と
し
て
取
り
扱
い
︑
職
業
活
動
の
執
行
や
治
療
の

た
め
に
通
院
す
る
よ
う
な
事
前
に
認
め
ら
れ
た
場
合
以
外
で
は
住
宅
を
離
れ
る
こ
と
を
認
め
ず
︑
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
電
子
的
に
監

視
す
る
処
分
で
あ
る
│
│
に
つ
い
て
は
︑
判
決
裁
判
所
が
直
接
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒

53

公
益
奉
仕
労
働
に
つ
い
て
は
︑
二
一
〇
時
間
︵
改
正
前
は
二
四
〇
時
間
︶
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
一
二
か
月
以
内
︵
改
正
前
は

一
八
か
月
以
内
︶
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
︵

︶
︒

54

日
数
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
︑
一
日
の
罰
金
額
が
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
増
額
さ
れ
︑
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
そ
の
日
数
刑
事

施
設
に
収
容
さ
れ
る
︵
刑
訴
法
一
三
一
-五
条
︑
一
三
一
-二
五
条
︵

︶
︶
︒

55

罰
金
刑
を
宣
告
さ
れ
た
受
刑
者
が
︑
一
月
以
内
に
罰
金
を
完
納
し
た
場
合
︑
一
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
範
囲
で
二
〇
％
の
減

額
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
規
定
は
︑
適
用
に
関
す
る
デ
ク
レ
が
公
布
さ
れ
た
後
に
適
用
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
罰
金
の
支

払
が
執
行
さ
れ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
て
い
た
滞
納
留
置
が
司
法
留
置
︵
con
train
te
ju
d
iciaire︶
に
代
替
さ
れ
︑
行
刑
裁
判
官
が

留
置
を
決
定
す
る
︵
刑
訴
法
七
四
九
条
︶
︒
留
置
の
期
間
は
罰
金
の
言
渡
し
額
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
が
︵
刑
訴
法
七
五
〇
条
︶
︑
罰
金
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額
が
一
〇
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
関
税
法
上
の
罪
︵
例
え
ば
︑
薬
物
取
引
の
罪
︶
に
つ
い
て
は
︑
留
置
の
長
期
は
二
年
か
ら
一
年
に
減

軽
さ
れ
た
︵
刑
訴
法
七
〇
六
-
三
一
条
︶
︒
な
お
︑
裁
判
所
が
容
易
に
罰
金
刑
の
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
︑

被
告
人
は
収
入
の
証
明
書
及
び
税
金
の
通
知
書
を
持
参
し
て
出
廷
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒

56

⑵

受
刑
者
に
関
す
る
改
正

刑
訴
法
七
〇
七
条
で
は
︑
刑
罰
の
個
別
化
︵
in
d
iv
id
u
alisation
d
e
la
p
ein
e︶
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
従
来
︑
行
刑

裁
判
官
は
受
刑
者
の
有
利
な
点
の
み
を
考
慮
す
れ
ば
足
り
た
が
︑
二
〇
〇
四
年
法
に
よ
る
改
正
に
よ
り
︑
行
刑
裁
判
官
は
刑
の
執
行

方
法
を
定
め
︑
刑
の
適
用
条
件
を
定
め
監
督
し
︵
刑
訴
訟
七
一
二
-
一
条
︶
︑
刑
訴
法
七
〇
七
条
に
規
定
さ
れ
た
決
定
を
下
す
こ
と
に

な
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
行
刑
裁
判
官
の
役
割
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒

57

刑
の
執
行
の
軽
減
に
関
し
て
は
︑
従
来
は
受
刑
者
の
行
状
が
悪
く
な
い
限
り
︑
行
刑
裁
判
官
に
よ
っ
て
自
動
的
に
認
め
ら
れ
て
き

た
︒
改
正
に
よ
っ
て
︑
各
受
刑
者
に
は
︑
一
律
に
︑
一
年
目
に
は
三
月
︑
二
年
目
以
降
に
は
二
月
︑
一
月
に
つ
き
七
日
の
刑
期
の
短

縮
が
与
え
ら
れ
る
が
︑
受
刑
者
の
行
状
が
悪
い
場
合
は
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
行
刑
委
員
会
の
同
意
を
得
て
︑
一
年
に
つ
き
最
高
三
月
︑

一
月
に
つ
き
七
日
︑
刑
期
の
短
縮
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
︒
釈
放
後
︑
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
新
た
な
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合

に
は
︑
減
軽
さ
れ
た
刑
に
相
当
す
る
期
間
に
つ
い
て
も
同
様
に
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
二
一
条
︵

︶
︶
︒
刑
訴
法
七
二
一
-

58

一
条
は
︑
一
年
の
拘
禁
の
後
︑
受
刑
者
が
︑
新
た
な
知
識
の
習
得
の
た
め
学
校
︑
大
学
ま
た
は
職
業
上
の
試
験
に
合
格
し
て
社
会
復

帰
へ
の
真
摯
な
努
力
を
示
し
︑﹁
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
お
い
て
現
実
的
な
進
歩
が
証
明
さ
れ
︑
ま
た
は
︑
被
害
者
へ
の
損
害

賠
償
に
努
力
し
た
﹂
場
合
に
は
︑
刑
の
執
行
の
特
別
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
改
正
さ
れ
た
が
︵

︶
︑
こ
の
点
で
は
従
来
の
行

59

刑
裁
判
官
と
し
て
の
側
面
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
特
別
軽
減
の
期
間
は
二
月
か
ら
三
月
と
増
加
さ
れ
た
︒

五
年
以
下
の
自
由
刑
の
執
行
の
終
了
に
つ
い
て
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
た
︒
刑
訴
法
七
二
三
-
二
〇
条
以
下
の
規
定
で
は
︑
刑
期

が
六
月
以
上
二
年
以
下
の
自
由
刑
に
つ
い
て
は
最
後
の
三
か
月
︑
二
年
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
つ
い
て
は
最
後
の
六
か
月
に
お
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い
て
︑
行
状
が
悪
い
場
合
︑
社
会
復
帰
の
た
め
の
計
画
が
な
い
場
合
︑
事
実
上
不
可
能
な
場
合
を
除
き
︑
保
護
観
察
・
釈
放
者
支
援

施
設
の
長
の
提
案
に
基
づ
き
︑
検
察
官
の
意
見
聴
取
の
後
で
行
刑
裁
判
官
が
許
可
し
た
と
き
に
は
︑
受
刑
者
は
︑
半
自
由
︑
外
部
通

勤
作
業
ま
た
は
電
子
監
視
措
置
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︵

︶
︒
こ
の
よ
う
な
一
連
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た
理
由

60

と
し
て
︑
受
刑
者
の
釈
放
後
の
状
況
に
も
配
慮
す
る
こ
と
と
︑
過
剰
拘
禁
状
態
を
で
き
る
だ
け
早
急
に
解
消
し
た
い
と
い
う
政
府
の

方
針
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

た
だ
︑
こ
の
よ
う
な
改
正
が
実
現
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
刑
事
施
設
の
過
剰
拘
禁
状
態
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
よ

り
根
本
的
な
改
正
が
俟
た
れ
て
い
た
︒

２

行
刑
法
に
よ
る
刑
罰
の
調
整
に
関
す
る
改
正

刑
罰
の
調
整
︵
am
én
ag
em
en
ts
d
e
p
ein
e︶
に
つ
い
て
︑
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
に
よ
り
重
要
な
改
正
が
な
さ
れ
た
︒
一
九
九
四
年

刑
法
典
に
お
い
て
既
に
︑
刑
法
一
三
二
-
二
四
条
は
︑
犯
罪
の
事
情
及
び
行
為
者
の
人
格
に
応
じ
て
︑
個
別
的
な
刑
の
宣
告
を
認
め

て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
再
犯
者
予
防
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
二
日
法
に
お
い
て
︑
二
項
が
追
加
さ
れ
︑
宣
告
さ
れ
る
刑
罰

の
性
質
︑
刑
期
︑
執
行
方
法
は
︑
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
促
し
再
犯
を
防
止
す
る
と
い
う
必
要
性
と
同
時
に
︑
社
会
の
効
果
的
な
保

護
︑
受
刑
者
の
制
裁
及
び
被
害
者
の
利
益
を
調
和
さ
せ
な
が
ら
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
︵

︶
︒
さ
ら
に
︑
二

61

〇
〇
九
年
行
刑
法
に
よ
っ
て
三
項
が
追
加
さ
れ
た
︒
刑
法
一
三
二
-
二
四
条
三
項
は
︑
軽
罪
事
件
に
つ
い
て
︑
法
律
上
の
累
犯
と
し

て
処
罰
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
︑
犯
罪
の
重
大
性
及
び
行
為
者
の
人
格
に
よ
り
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
が
適
切
な
場
合
︑
そ
の
他

の
刑
罰
で
は
不
十
分
な
場
合
に
限
っ
て
︑
最
後
の
手
段
と
し
て
︑
拘
禁
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
拘
禁
刑
が
選
択
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
も
︑
実
質
的
に
不
可
能
な
場
合
を
除
い
て
︑
受
刑
者
の
人
格
及
び
状
況
に
よ
り
︑
半
自
由
︵
一
三
二
-
二
五
条
︶
︑

外
部
通
勤
作
業
︵
一
三
二
-
二
六
条
︶
︑
電
子
監
視
措
置
︵
一
三
二
-
二
六
-
一
条
︶
︑
刑
の
分
割
等
の
刑
罰
の
調
整
の
対
象
と
な
る
︒
こ
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の
よ
う
に
︑
軽
罪
刑
す
な
わ
ち
拘
禁
刑
に
つ
い
て
は
︑
軽
罪
裁
判
所
は
︑
受
刑
者
の
状
況
に
鑑
み
て
ま
た
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
る

場
合
以
外
は
︑
原
則
と
し
て
︑
刑
罰
の
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
︵

︶
︒
こ
れ
は
︑
短
期
自
由
刑
に
つ
い
て
は
︑
実

62

質
的
に
は
刑
事
施
設
に
収
容
せ
ず
に
︑
代
替
刑
で
処
遇
す
る
か
︑
刑
罰
の
調
整
を
行
い
社
会
内
で
処
遇
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
︑

実
刑
判
決
を
言
い
渡
し
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
は
例
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
に
よ
る
改
正
前
に
は
︑
半
自
由
︑
外
部
通
勤
作
業
︑
電
子
監
視
措
置
に
つ
い
て
は
︑
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
を

対
象
と
し
て
言
い
渡
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
︑
改
正
後
︑
対
象
が
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
で
そ
の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
︒

但
し
︑
再
犯
者
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
通
り
︑
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
が
対
象
と
な
る
︒
二
〇
〇
六
年
度
の
統
計
を
前
提
と
す
る
と
︑

有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
う
ち
そ
の
九
四
％
が
刑
の
調
整
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
な
り
︵

︶
︑
刑
の
調
整
の
対
象
が
格
段
と
拡
張
さ
れ
る

63

こ
と
に
な
る
︒
特
に
︑
半
自
由
︑
外
部
通
勤
作
業
︑
電
子
監
視
措
置
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
正
さ

れ
た
︒
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
現
在
︑
半
自
由
︑
外
部
通
勤
作
業
︑
電
子
監
視
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
の
数
は
︑
七
二
九

二
人
で
あ
り
︑
被
収
容
者
の
一
四
・
四
％
に
該
当
す
る
︵

︶
︒
ま
た
︑
刑
罰
の
調
整
に
関
す
る
改
正
は
︑
公
益
奉
仕
労
働
︑
仮
釈
放
に
も

64

及
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
︑
改
正
さ
れ
た
点
を
含
め
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く
︒

⑴

半
自
由

半
自
由
と
は
︑
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
状
態
で
の
刑
罰
の
調
整
の
一
つ
で
あ
り
︑
職
業
活
動
の
遂
行
︑
教
育
・
職
業
訓
練
の
受

講
ま
た
は
一
時
的
な
労
働
へ
の
従
事
︑
就
職
活
動
︑
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
生
活
へ
の
参
加
︑
医
学
的
な
治
療
を
受
け
る
︑
再

犯
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
社
会
復
帰
計
画
に
専
心
す
る
な
ど
の
目
的
で
︑
刑
事
施
設
を
離
れ
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
特
別
な
拘

置
制
度
で
あ
る
︵
刑
法
一
三
二
-
二
五
条
一
項
︵

︶
︶
︒
行
刑
法
に
よ
る
改
正
に
よ
り
︑
一
時
的
な
労
働
へ
の
従
事
︑
就
職
活
動
︑
再
犯
の

65

危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
社
会
復
帰
計
画
に
専
心
す
る
場
合
に
お
い
て
も
刑
の
調
整
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
適
用
範
囲

が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︵

︶
︒
毎
日
︑
上
記
の
活
動
が
終
了
す
れ
ば
︑
受
刑
者
は
半
自
由
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
刑
事
施
設
の

66
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特
別
房
に
収
容
さ
れ
る
︒
半
自
由
は
︑
刑
事
施
設
へ
の
収
容
開
始
時
ま
た
は
収
容
中
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

行
刑
裁
判
官
ま
た
は
一
定
の
場
合
に
は
更
生
保
護
部
︵
le
serv
ice
p
én
iten
tiaire
d
’in
sertion
et
d
e
p
rob
ation

︵

︶
︶
長
が
︑
半
自
由

67

の
執
行
条
件
︵
対
象
者
に
応
じ
て
義
務
及
び
禁
止
事
項
︶
を
定
め
る
︒
受
刑
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
行
刑
裁
判
官
等
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
︑
具
体
的
に
は
︑
活
動
時
間
︑
被
害
者
へ
の
賠
償
︑
他
人
と
交
流
す
る
こ
と
の
禁
止
な
ど
を
必
ず
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
労
働
等
の
条
件
に
対
応
し
て
︑
受
刑
者
が
施
設
を
出
発
す
る
時
間
︑
帰
宅
す
る
時
間

を
定
め
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
一
三
七
条
︶
︒
例
え
ば
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
く
者
に
つ
い
て
は
︑
夜
間
の
外
出
も
許
可
さ
れ
る
︒
な
お
︑
半

自
由
セ
ン
タ
ー
︵

︶
内
で
は
︑
受
刑
者
は
刑
務
官
の
監
視
に
置
か
れ
る
︒
半
自
由
が
執
行
さ
れ
て
い
る
全
期
間
に
お
い
て
︑
受
刑
者
は
︑

68

更
生
保
護
部
の
監
督
を
受
け
る
︒
更
生
保
護
部
は
︑
対
象
者
が
義
務
を
遵
守
し
て
い
る
か
を
監
視
し
︑
社
会
復
帰
へ
の
支
援
を
行
う
︒

受
刑
者
が
社
会
復
帰
へ
の
真
剣
な
計
画
を
提
出
し
た
場
合
に
︑
半
自
由
に
よ
る
収
容
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
対
象
と
な

る
受
刑
者
は
︑
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
ま
た
は
法
律
上
の
累
犯
に
つ
い
て
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
︑

刑
の
残
余
期
間
が
二
年
以
下
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
法
律
上
の
再
犯
者
の
場
合
に
は
刑
の
残
余
期
間
が
一
年
以
下
で
あ
る
こ
と
︑
半
自

由
の
期
間
を
執
行
す
れ
ば
仮
釈
放
を
許
可
さ
れ
る
者
︵
仮
釈
放
が
許
可
さ
れ
る
最
大
で
一
年
前
で
あ
る
こ
と
︶
︑
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
滞

納
留
置
を
執
行
し
た
者
で
あ
る
︵
刑
法
一
三
二
-
二
五
条
一
項
︑
法
六
六
条
に
よ
り
改
正
︑
刑
訴
法
七
二
三
-
一
条
︑
法
八
一
条
Ⅱ
に
よ
っ
て

改
正
︶
︒
半
自
由
を
執
行
さ
れ
る
受
刑
者
は
︑
刑
事
施
設
外
で
は
︑
そ
の
状
況
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書

類
を
常
に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

判
決
裁
判
所
は
︑
全
刑
期
ま
た
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
半
自
由
処
分
を
伴
う
拘
禁
刑
を
直
接
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑

部
分
的
に
執
行
猶
予
ま
た
は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
を
伴
う
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
場
合
に
も
︑
実
刑
に
該
当
す
る
部
分
が
二
年
以
下

の
拘
禁
刑
で
あ
る
と
き
︑
ま
た
は
︑
再
犯
者
の
場
合
に
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
で
あ
る
と
き
に
も
︑
半
自
由
に
関
す
る
規
定
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
法
一
三
二
-
二
五
条
二
項
︶
︒
そ
の
他
︑
行
刑
裁
判
官
ま
た
は
︵
行
刑
裁
判
官
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
に
は
︑
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職
権
で
ま
た
は
受
刑
者
も
し
く
は
検
察
官
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
は
︶
行
刑
裁
判
所
は
︑
対
審
弁
論
を
経
た
上
で
︑
受
刑
者
に
半
自
由

を
付
与
す
る
刑
罰
の
調
整
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
一
二
-
六
条
一
項
・
三
項
︶
︒
ま
た
︑
検
察
官
︑
受
刑
者
及
び
そ
の

弁
護
士
の
同
意
が
あ
れ
ば
︑
対
審
弁
論
を
経
る
こ
と
な
く
︑
半
自
由
等
の
刑
罰
の
調
整
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
一

二
-六
条
二
項
︶
︒

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
は
︑
刑
罰
の
調
整
の
実
施
を
検
討
す
る
た
め
に
︑
半
自
由
の
対
象
者
の
個
別
的
な
事
情
を
更
生
保
護
部
が
調

査
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
︒
社
会
復
帰
へ
の
計
画
が
存
在
し
な
い
と
き
は
︑
半
自
由
を
付
与
す
る
た
め
の
理
由
を
付
し
た
報
告

書
を
司
法
当
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

半
自
由
の
対
象
者
が
課
せ
ら
れ
る
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
な
ど
の
事
故
が
生
じ
た
場
合
は
︑
す
べ
て
行
刑
裁
判
官
に
報
告
さ
れ
︑

行
刑
裁
判
官
は
半
自
由
処
分
の
停
止
ま
た
は
取
消
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
︒
行
刑
裁
判
官
は
逮
捕
状
ま
た
は
拘
引
状
を
発
布
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
緊
急
の
場
合
に
は
︑
刑
事
施
設
長
は
受
刑
者
を
即
座
に
収
容
す
る
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
一
二

四
条
︶
︒
そ
の
場
合
︑
そ
の
事
実
を
行
刑
裁
判
官
に
即
座
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
要
求
さ
れ
た
時
間
内
に
施
設
に
戻
ら
な

い
場
合
は
︑
半
自
由
を
執
行
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
は
刑
事
施
設
か
ら
逃
走
し
た
と
み
な
さ
れ
︑
刑
事
訴
追
及
び
懲
戒
手
続
の
対
象
と

な
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．一
二
五
条
︶
︒

半
自
由
を
執
行
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
は
︑
労
働
契
約
に
署
名
す
る
権
利
を
有
す
る
︒
行
刑
裁
判
官
が
そ
の
他
の
決
定
を
し
た
場
合

を
除
い
て
︑
そ
こ
で
得
た
報
酬
は
受
刑
者
個
人
の
口
座
に
振
込
入
金
さ
れ
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．一
二
一
条
︶
︒
半
自
由
を
執
行
さ
れ
て
い

る
受
刑
者
の
権
利
と
し
て
︑
私
訴
原
告
人
へ
の
支
払
相
当
額
を
︑
毎
月
︑
刑
事
施
設
に
送
金
す
る
︵
届
け
る
︶
こ
と
が
で
き
る
︵
刑

訴
法
Ｄ
．
一
二
一
-一
条
︶
︒

な
お
︑
受
刑
者
の
人
格
ま
た
は
適
用
可
能
な
手
段
が
そ
れ
を
認
め
る
と
き
に
は
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
刑
訴
法
七
一
二
-
六
条
の
規

定
に
従
い
︑
半
自
由
か
ら
外
部
通
勤
作
業
に
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
︑
外
部
通
勤
作
業
か
ら
半
自
由
に
変
更
す
る
も
可
能
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で
あ
る
︵
刑
訴
法
七
二
三
-二
条
︶
︒

⑵

外
部
通
勤
作
業

外
部
通
勤
作
業
と
は
︑
半
自
由
と
同
じ
く
︑
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
状
態
で
の
刑
罰
の
調
整
の
一
つ
で
あ
り
︑
職
業
活
動
の
遂

行
︑
教
育
・
職
業
訓
練
の
受
講
ま
た
は
一
時
的
な
労
働
へ
の
従
事
︑
就
職
活
動
︑
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
生
活
へ
の
参
加
︑
医

学
的
な
治
療
を
受
け
る
︑
再
犯
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
社
会
復
帰
計
画
に
専
心
す
る
な
ど
の
目
的
で
︑
刑
事
施
設
を
離
れ
る
こ

と
を
許
可
さ
れ
る
特
別
な
拘
置
制
度
で
あ
る
︵
刑
法
一
三
二
-
二
六
条
︵

︶
︶
︒
従
っ
て
︑
例
え
ば
文
化
遺
産
ま
た
は
海
岸
景
観
の
保
全
と

69

関
係
す
る
現
場
に
参
加
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒

毎
日
︑
外
部
で
の
活
動
が
終
了
す
る
と
︑
行
刑
裁
判
官
の
決
定
に
従
っ
て
︑
受
刑
者
が
そ
こ
で
指
導
を
受
け
起
居
し
て
い
る
団
体

事
務
所
︑
近
親
者
の
住
居
ま
た
は
刑
事
施
設
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
受
刑
者
は
︑
そ
の
状
況
に
応
じ
て
︑
活
動
の
日

程
・
時
間
割
︑
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
︑
人
と
交
流
す
る
こ
と
の
禁
止
な
ど
の
行
刑
裁
判
官
が
定
め
た
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
必
ず
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
処
分
は
︑
刑
事
施
設
へ
の
収
容
開
始
時
ま
た
は
収
容
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

外
部
通
勤
作
業
の
対
象
と
な
る
受
刑
者
は
︑
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
ま
た
は
累
犯
の
場
合
に
は
一
年
以
下
の

拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
︑
拘
禁
刑
の
残
余
期
間
が
二
年
以
下
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
再
犯
者
の
場
合
に
は
一
年
以
下
で
あ
る
こ

と
︑
外
部
通
勤
作
業
の
期
間
を
執
行
す
れ
ば
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
者
︑
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
滞
納
留
置
を
執
行
す
る
者
で
あ
る

︵
刑
訴
法
七
二
三
-一
条
︶
︒

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
は
︑
刑
罰
の
調
整
の
実
施
を
想
定
す
る
た
め
に
︑
外
部
通
勤
作
業
の
対
象
者
の
個
別
的
な
事
情
を
更
生
保
護

部
が
調
査
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
︒
社
会
復
帰
へ
の
計
画
が
存
在
し
な
い
と
き
は
︑
外
部
通
勤
作
業
を
付
与
す
る
た
め
の
理
由

を
付
し
た
報
告
書
を
司
法
当
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

裁
判
所
に
よ
っ
て
実
刑
と
し
て
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
が
そ
の
執
行
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
者
を
未
拘
置
者
︵
拘
置
さ
れ
て
い
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な
い
と
い
う
意
味
で
自
由
︵
lib
re
︶
な
者
︶
と
い
う
︒
未
拘
置
者
は
︑
言
い
渡
さ
れ
た
拘
禁
刑
が
二
年
以
下
で
あ
る
場
合
︑
累
犯
の
場

合
は
一
年
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
︑
直
接
︑
外
部
通
勤
作
業
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

外
部
通
勤
作
業
の
請
求
は
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
︒
更
生
保
護
部
の
担
当
者
は
︑
外
部
通
勤
作
業
を
適
用
で
き
る
か
及
び
計
画

が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
評
価
す
る
た
め
に
︑
刑
罰
の
調
整
を
付
与
す
る
た
め
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
被
収
容
受
刑
者
と

面
会
す
る
︒
担
当
者
は
︑
施
設
の
書
記
官
を
介
し
て
行
刑
裁
判
官
に
受
刑
者
の
請
求
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
未
収
容
者
は
︑

刑
罰
の
調
整
を
検
討
す
る
た
め
に
︑
行
刑
裁
判
官
及
び
更
生
保
護
部
に
召
喚
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
受
領
証
を
伴
う
郵
便
物
を
︑
直
接
︑

行
刑
裁
判
官
に
発
送
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒

行
政
裁
判
官
ま
た
は
場
合
に
よ
っ
て
更
生
保
護
部
長
は
︑
外
部
通
勤
作
業
適
用
の
た
め
の
条
件
の
詳
細
を
定
め
る
︒
受
刑
者
に
応

じ
て
義
務
と
禁
止
事
項
を
定
め
る
︒
例
え
ば
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
受
刑
者
に
被
害
者
へ
の
賠
償
を
命
じ
︑
特
定
の
場
所
に
赴
き
特
定

の
人
物
と
の
関
係
を
も
つ
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
法
一
三
二
-
四
五
条
︵

︶
︶
︒
行
刑
裁
判
官
は
︑
外
部
通
勤
作
業
に
お
か

70

れ
た
受
刑
者
に
︑
夜
ま
た
は
週
末
︑
収
容
さ
れ
て
い
る
刑
事
施
設
に
戻
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
外
部
通
勤
作
業
が
執

行
さ
れ
て
い
る
全
て
の
期
間
︑
受
刑
者
は
更
生
保
護
部
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
︑
義
務
の
遵
守
︑
再
犯
の
防
止
を
監
視
さ
れ
る
︒
更
生

保
護
部
は
︑
社
会
復
帰
へ
の
支
援
を
行
い
︑
処
分
の
執
行
に
つ
い
て
行
刑
裁
判
官
に
報
告
す
る
︒
外
部
通
勤
作
業
に
お
か
れ
た
受
刑

者
は
︑
刑
事
施
設
外
で
は
︑
そ
の
状
況
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
書
類
を
常
に
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

外
部
通
勤
作
業
に
お
か
れ
た
受
刑
者
は
︑
被
収
容
受
刑
者
と
同
じ
く
刑
の
減
軽
を
付
与
さ
れ
︑
公
私
の
別
な
く
雇
用
者
の
た
め
に

労
働
し
︑
薬
物
中
毒
・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
等
の
治
療
の
対
象
と
な
る
︒
行
刑
裁
判
官
が
許
可
し
た
場
合
︑
受
刑
者
は
︑
外
部
の
口
座

で
給
料
を
受
領
す
る
こ
と
︑
特
定
の
夜
に
つ
い
て
は
自
宅
ま
た
は
宿
泊
所
に
戻
る
こ
と
︑
終
末
及
び
祝
日
に
は
外
出
す
る
許
可
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
一
四
三
-一
条
︶
︒

受
刑
者
に
不
適
切
な
行
動
ま
た
は
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
き
に
は
︑
行
刑
裁
判
官
は
処
分
の
取
り
消
し
及
び
刑
事
施
設
へ
の
再
収
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容
を
命
じ
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
二
三
-
二
条
︶
︒
所
定
の
時
間
を
遵
守
し
な
い
こ
と
は
脱
獄
と
み
な
さ
れ
︑

共
和
国
検
事
に
よ
っ
て
軽
罪
裁
判
所
へ
訴
追
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
外
部
通
勤
作
業
処
分
の
取
り
消
し
を
追
加
さ
れ
る
︒

⑶

電
子
監
視
措
置

電
子
監
視
措
置
は
︑
受
刑
者
を
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
な
く
拘
禁
刑
を
執
行
す
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
九

年
行
刑
法
に
よ
る
改
正
に
よ
っ
て
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
判
決
公
判
を
待
つ
間
の
未
決
勾
留
︵
d
éten
tion
p
rov
isoire︶
の
代
替
と
し

て
︑
住
居
指
定
︵
assig
n
ation
à
resid
en
ce︶
の
枠
内
で
電
子
監
視
措
置
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
刑
訴
法
一
四

二
-
五
条
以
下
︑
法
七
一
-
Ⅲ
に
よ
り
改
正
︶
︒
さ
ら
に
︑
刑
期
の
終
わ
り
の
電
子
監
視
措
置
と
し
て
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒
電
子

71

監
視
措
置
は
︑
例
え
ば
午
後
一
九
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で
と
い
う
よ
う
に
︑
裁
判
官
が
定
め
た
時
間
は
︑
受
刑
者
は
住
所
︵
ま
た
は

居
所
︶
に
留
ま
る
義
務
を
負
う
と
い
う
原
則
に
依
拠
す
る
処
分
で
あ
る
︒
受
刑
者
は
足
首
に
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
装
着
す
る
︵
刑
訴
法
Ｒ
．

五
七
-
一
一
条
︶
︒
指
定
さ
れ
た
時
間
内
に
外
出
し
た
場
合
︑
即
座
に
遠
隔
ア
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
監
視
官
に
警
告
さ
れ
る
︵

︶
︒

72

電
子
監
視
措
置
に
よ
っ
て
︑
受
刑
者
は
︑
職
業
活
動
を
遂
行
す
る
︑
教
育
を
受
け
る
︑
職
業
訓
練
を
受
け
る
︑
研
修
を
受
け
る
も

し
く
は
一
時
的
な
職
業
に
就
く
︑
就
職
活
動
を
行
う
︑
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
生
活
に
参
加
す
る
︑
医
学
的
な
治
療
を
受
け

る
︑
ま
た
は
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
の
そ
の
他
の
社
会
復
帰
計
画
に
専
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

刑
罰
の
調
整
の
枠
内
で
電
子
監
視
措
置
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
︑
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
受
刑
者
ま
た
は
五
年
以

下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
残
刑
期
が
二
年
以
下
で
あ
る
受
刑
者
︑
法
律
上
の
累
犯
の
場
合
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

れ
た
受
刑
者
︑
電
子
監
視
措
置
に
置
か
れ
て
一
定
期
間
を
執
行
し
た
こ
と
で
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
受
刑
者
︵
仮
釈
放
が
許
可
さ
れ

る
ま
で
最
高
一
年
前
で
あ
る
こ
と
︶
︑
期
限
の
条
件
な
く
滞
納
留
置
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
者
で
あ
る
︵

︶
︒
保
安
処
分
の
期
間
中
︑
電
子
監

73

視
措
置
は
執
行
さ
れ
な
い
︒

刑
期
の
終
わ
り
の
電
子
監
視
措
置
の
対
象
と
な
る
の
は
︑
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
受
刑
者
で
︑
刑
期
が
残
り
四
か
月
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以
下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
︑
こ
の
処
分
の
適
用
に
は
︑
受
刑
者
が
こ
の
処
分
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
こ
と
︑
受
刑
者
の

人
格
と
こ
の
処
分
の
執
行
が
矛
盾
し
な
い
こ
と
︑
再
犯
の
危
険
が
な
い
こ
と
︑
ま
た
は
物
理
的
に
処
分
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
︵
刑
訴
法
七
二
三
-一
九
条
︑
法
八
四
条
Ⅲ
に
よ
り
改
正
︶
︒

電
子
監
視
措
置
を
伴
う
住
居
指
定
の
対
象
と
な
り
う
る
者
は
︑
予
審
開
始
が
決
定
さ
れ
公
判
の
開
始
を
待
っ
て
い
る
者
で
あ
る

︵
刑
訴
法
一
四
二
-五
条
︶
︒
実
施
に
は
︑
該
当
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
三
二
-七
条
以
下
︶
︒

刑
罰
の
調
整
と
し
て
の
電
子
監
視
措
置
の
適
用
に
つ
い
て
は
︑
実
刑
と
し
て
拘
禁
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
直
後
に
電
子
監
視
措
置
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
未
収
容
者
は
︑
刑
罰
の
調
整
を
検
討
す
る
た
め
︑
行
刑
裁
判
官
及
び
更
生
保
護
部
に
召
喚
さ
れ
る
︒
受

刑
者
は
︑
直
接
︑
行
刑
裁
判
官
に
受
領
証
明
書
付
き
の
郵
便
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い

る
受
刑
者
で
刑
罰
の
調
整
を
付
与
す
る
た
め
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
者
は
︑
処
分
の
適
用
が
可
能
か
を
評
価
し
︑
そ
の
計
画
の
作

成
に
関
与
す
る
た
め
に
︑
更
生
保
護
部
職
員
と
面
会
す
る
︒
受
刑
者
は
︑
施
設
の
書
記
官
を
介
し
て
︑
行
刑
裁
判
官
に
電
子
監
視
措

置
の
請
求
を
伝
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
全
て
の
場
合
に
お
い
て
︑
刑
務
官
は
電
子
監
視
措
置
の
適
用
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下

で
可
能
か
を
決
定
す
る
た
め
に
︑
処
分
の
適
用
可
能
性
を
調
査
す
る
︒
電
子
監
視
措
置
の
決
定
に
お
い
て
︑
受
刑
者
に
対
し
て
課
せ

ら
れ
る
義
務
及
び
禁
止
事
項
を
定
め
る
︒

住
所
指
定
と
し
て
の
電
子
監
視
措
置
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
請
求
は
予
審
判
事
ま
た
は
自
由
と
勾
留
判
事
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る

︵
刑
訴
法
Ｄ
．三
二
-
四
条
︶
︒

二
〇
一
一
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
刑
期
の
終
わ
り
に
適
用
さ
れ
る
電
子
監
視
措
置
の
適
用
︵
刑
訴
法
七
二
三
-
二
八
条
︶
に
つ

い
て
は
︵

︶
︑
該
当
す
る
受
刑
者
の
側
か
ら
の
請
求
は
必
要
な
い
︒
更
生
保
護
部
は
︑
共
和
国
検
事
の
監
督
の
下
︑
自
動
的
に
該
当
す
る

74

受
刑
者
の
情
報
を
調
査
す
る
︵
刑
訴
法
七
二
三
-二
八
条
二
項
︶
︒

住
所
指
定
と
し
て
の
電
子
監
視
措
置
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
︑
少
な
く
と
も
電
子
監
視
措
置
が
適
用
さ
れ
る
期
間
︑
対
象
者
に
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確
か
な
住
所
ま
た
は
居
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
住
居
の
戸
主
で
は
な
い
と
き
に
は
︑
所
有
者
ま
た
は
正
式
の
賃
借
人
が
同
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
三
二
-
五
条
︶
︒
一
定
の
宿
泊
施
設
は
電
子
監
視
措
置
に
置
か
れ
た
受
刑
者
の
宿
泊
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
︒
必
要
な
場
合
に
は
︑
指
定
さ
れ
た
者
は
︑
電
子
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
装
着
す
る
こ
と
と
健
康
状
態
の
両
立
可
能
性
を

証
明
す
る
た
め
の
診
断
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
の
要
件
は
︑
技
術
的
な
装
置
の
利
用
可
能
性
及
び
受
刑
者
の
家

族
的
︑
実
質
的
︑
社
会
的
な
状
況
の
調
査
の
他
に
︑
更
生
保
護
部
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
事
前
の
調
査
の
際
に
収
集
さ
れ
る
︒

な
お
︑
行
刑
裁
判
官
は
︑
半
自
由
ま
た
は
外
部
通
勤
作
業
を
電
子
監
視
措
置
に
代
替
し
て
執
行
を
命
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

︵
刑
訴
法
七
二
三
-二
条
︶
︒

⑷

公
益
奉
仕
労
働

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
に
よ
っ
て
︑
公
益
奉
仕
労
働
の
言
渡
し
に
つ
い
て
も
そ
の
促
進
が
図
ら
れ
て
い
る
︒
改
正
後
の
刑
訴
法
七
〇

八
条
二
項
に
よ
り
︑
控
訴
院
検
事
長
に
認
め
ら
れ
て
い
る
判
決
言
渡
し
の
日
か
ら
二
か
月
の
控
訴
提
起
の
期
間
は
︑
公
益
奉
仕
労
働

の
執
行
の
障
害
に
は
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
刑
訴
法
四
七
四
条
も
改
正
さ
れ
︑
公
益
奉
仕
労
働
を
主
刑
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
受
刑
者

に
対
し
て
︑
三
〇
日
以
内
に
行
刑
局
に
召
喚
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
従
来
の
よ
う
に
執
行
ま
で
に
二
か
月
間
の
経
過
は
必
要
な
く
な

っ
た
︵

︶
︒

75ま
た
︑
公
益
奉
仕
労
働
の
期
間
に
つ
い
て
も
︑
従
来
は
四
〇
時
間
か
ら
二
一
〇
時
間
ま
で
の
期
間
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
改
正

さ
れ
た
刑
法
一
三
一
-
八
条
で
は
︑
二
〇
時
間
か
ら
二
一
〇
時
間
の
期
間
と
さ
れ
︑
公
益
奉
仕
労
働
の
期
間
の
幅
が
拡
大
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
週
三
五
時
間
労
働
に
整
合
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵

︶
︒

76

公
益
奉
仕
労
働
の
執
行
期
間
は
一
八
月
で
あ
る
が
︑
改
正
に
よ
り
︑
電
子
監
視
措
置
に
置
か
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
公
益
奉

仕
労
働
が
可
能
と
な
り
︑
他
の
刑
罰
と
の
併
科
が
可
能
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
公
益
奉
仕
労
働
を
部
分
的
に
執
行
し
た
と
き
に
は
︑
行

刑
裁
判
官
は
︑
公
益
奉
仕
労
働
と
し
て
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
日
数
罰
金
刑
に
代
替
し
て
執
行
を
命
じ
る
こ
と
も
可
能
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と
な
っ
た
︵
刑
法
一
三
二
-
五
七
条
︶
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
具
体
的
に
は
︑
受
刑
者
が
新
た
な
職
業
活
動
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
公

益
奉
仕
労
働
が
執
行
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
︑
行
刑
裁
判
官
は
い
つ
で
も
公
益
奉
仕
労
働
と
し
て
執
行
さ
れ
な

か
っ
た
部
分
を
日
数
罰
金
刑
に
代
替
し
て
執
行
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒

77

執
行
猶
予
付
き
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
︑
公
益
奉
仕
労
働
を
執
行
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
︑
改
正
さ
れ
た
刑
法
一

三
二
-五
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
︑
裁
判
所
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
法
一
三
二
-四
五
条
に
定
め
る
特
別
の
義
務
の
履
行
は
︑
公
益

奉
仕
労
働
の
一
八
月
以
内
の
期
間
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
期
間
内
に
公
益
奉
仕
労
働
が
終
了
し
た
場
合

に
は
︑
従
来
と
は
異
な
り
︑
特
別
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
︒
こ
の
改
正
は
︑
行
刑
裁
判
官
が
︑
社

会
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
極
め
て
重
要
な
特
別
義
務
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
︑
処
分
の
開
始
時
点
か
ら
︑
受
刑
者
が
公
益
奉

仕
労
働
を
完
全
に
は
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
を
監
督
す
る
た
め
で
あ
る
︒

改
正
に
よ
り
︑
公
益
奉
仕
労
働
は
︑
公
法
人
︑
公
役
務
の
実
行
を
担
う
私
法
人
︑
公
益
奉
仕
労
働
の
執
行
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た

団
体
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
︵
刑
法
一
三
二
-
五
七
条
︶
︒
従
来
は
︑
公
法
人
及
び
そ
れ
に
類
す
る
団
体
の
み
で
の
執
行
が
許
さ
れ
て

い
た
の
で
︑
公
益
奉
仕
労
働
を
執
行
で
き
る
場
所
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒

78

⑸

仮
釈
放

仮
釈
放
に
つ
い
て
も
改
正
が
な
さ
れ
た
︒
一
ま
た
は
複
数
の
自
由
刑
に
服
し
た
受
刑
者
は
︑
社
会
復
帰
へ
の
真
剣
な
努
力
を
示
し

た
と
き
︑
ま
た
は
︑
①
職
業
活
動
︑
修
習
ま
た
は
臨
時
的
職
業
の
遂
行
︑
授
業
ま
た
は
職
業
教
育
へ
の
出
席
︑
②
家
族
と
の
生
活
に

必
ず
参
加
す
る
こ
と
︑
③
医
学
的
な
治
療
を
受
け
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
︑
④
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
︑

⑤
社
会
復
帰
へ
の
真
剣
な
計
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
等
の
理
由
で
正
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
︑
仮
釈
放
の
恩
恵
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
二
九
条
︑
法
八
二
条
に
よ
り
改
正
︵

︶
︶
︒

79

仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
︑
少
な
く
と
も
刑
期
の
三
分
の
二
を
終
え
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
︑
改
正
に
よ
っ
て
︑
七
〇
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歳
以
上
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
︑
刑
期
の
三
分
の
二
を
終
了
す
る
と
い
う
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
︑
受
刑
者
の
社
会
復
帰
が
保
障
さ
れ

れ
ば
︑
特
に
︑
刑
事
施
設
か
ら
釈
放
さ
れ
た
後
︑
対
象
者
の
状
況
に
対
応
し
た
ケ
ア
ー
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
︑
再
犯
の
著
し
い
危

険
性
が
あ
る
ま
た
は
釈
放
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
公
の
秩
序
に
著
し
い
障
害
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
︑
居
住
す
る

と
こ
ろ
が
保
障
さ
れ
れ
ば
︑
即
座
に
仮
釈
放
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
刑
訴
法
七
二
九
条
︑
法
八
二
条
に
よ
り

改
正
︵

︶
︶
︒

80五
年
以
上
の
拘
禁
刑
ま
た
は
懲
役
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
受
刑
者
に
関
す
る
仮
釈
放
の
請
求
に
つ
い
て
は
︑
私
訴
原
告
人
の
弁
護

人
は
︑
要
求
す
れ
ば
︑
行
刑
裁
判
官
︑
行
刑
裁
判
所
︑
行
刑
院
で
の
対
審
弁
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
三
〇
条
︑

法
八
三
条
Ⅰ
に
よ
り
改
正
︵

︶
︶
︒

81

半
自
由
︑
外
部
通
勤
作
業
︑
電
子
監
視
措
置
と
同
じ
く
︑
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
被
収
容
者
︑
五
年
以
下
の
拘

禁
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
者
で
残
刑
期
が
二
年
以
下
で
あ
る
被
収
容
者
︑
法
律
上
の
累
犯
の
場
合
は
一
年
の
拘
禁
刑
を
科
せ
ら
れ
て

い
る
被
収
容
者
は
︑
物
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い
場
合
を
除
い
て
︑
被
収
容
者
の
人
格
ま
た
は
状
況
が
許
可
す
る
と
き
に
は
︑
仮
釈

放
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
︵
刑
訴
法
七
二
三
-
一
九
条
︶
︒
更
生
保
護
部
は
︑
刑
訴
法
七
二
三
-
一
九
条
所
定
の
対
象
者
に
つ

い
て
︑
刑
事
施
設
長
の
意
見
聴
取
の
後
︑
そ
の
人
格
並
び
に
事
実
的
︑
家
族
的
及
び
社
会
的
状
況
に
最
も
適
切
な
刑
罰
の
調
整
処
分

を
決
定
す
る
た
め
に
︑
受
刑
者
各
人
の
書
類
を
調
査
す
る
︒

Ⅳ

お
わ
り
に

刑
事
施
設
の
被
収
容
者
に
対
し
て
欧
州
レ
ベ
ル
の
人
権
保
障
を
実
現
す
る
た
め
︑
行
刑
法
に
よ
る
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に

よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
の
矯
正
行
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政
に
つ
い
て
も
一
歩
前
進
し
た
と
い
う
評
価
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
刑
罰
の
調
整
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
︑
上
述
し
た
よ
う
に
︑
か
な
り
大
胆
な
改
正
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
︒
実
質
的
に
は
︑
短
期
自
由
刑
に
つ
い
て
は
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
な
く
︑
刑
罰
の
調
整
手
段
を
用
い
て
社
会
内
で
処
遇
す

る
こ
と
が
原
則
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
刑
罰
の
調
整
が
大
量
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
︑
対
象
者
に
対
し
て

必
ず
し
も
十
分
な
処
遇
や
追
跡
調
査
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
点
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
監
督
付
き
で
釈
放
さ
れ
た
受
刑
者

82

に
対
し
て
全
く
監
督
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
も
起
こ
り
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
険
性
の
指
摘
も
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑

83

二
〇
一
一
年
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ー
ル
大
審
裁
判
所
で
実
施
し
た
調
査
で
は
︑
軽
罪
事
件
に
つ
い
て
は
︑
公
判
廷
に
出
頭
し
な
い

な
ど
の
被
告
人
側
の
理
由
で
︑
刑
罰
の
調
整
を
す
る
こ
と
な
く
︑
短
期
実
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
の
司
法

官
の
指
摘
が
あ
っ
た
︒

フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
再
犯
防
止
対
策
と
し
て
次
々
と
立
法
が
な
さ
れ
︵

︶
︑
再
犯
者
に
対
し
て
は
厳
格
な
処
罰
︑
処
遇
を
求
め
る
法
改
正

84

が
な
さ
れ
る
一
方
で
︑
短
期
自
由
刑
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
実
刑
判
決
を
言
い
渡
さ
ず
︑
他
の
方
法
で
処
遇
す
る
と
い
う
︑
一
見
す

る
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
現
実
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
過
剰
収
容
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
短
期
自
由
刑
か
ら
社
会
内
処
遇
へ
と
い
う
流
れ
が
加
速
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
刑
罰

の
調
整
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
革
新
的
で
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
特
に
︑
わ
が
国
の
刑
罰

の
執
行
制
度
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
理
念
先
行
で
︑
こ
れ
ま
で
も
法
整
備
に
実
務
上
の
運

用
が
十
分
に
対
応
で
き
な
い
場
面
が
多
々
見
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
︑
今
後
︑
行
刑
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
刑
罰
の
調
整
が

現
実
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
る
か
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
考
え
る
︒

私
の
恩
師
で
あ
る
故
宮
澤
浩
一
先
生
は
︑
大
学
院
に
進
学
し
て
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
研
究
を
し
た
い
と
い
う
私
の
希
望
を
受
け
入
れ
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て
く
だ
さ
っ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
︑
常
に
私
を
暖
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
︒
先
生
は
日
ご
ろ
か
ら
学
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を

陰
に
陽
に
示
し
て
く
だ
さ
り
︑
折
に
触
れ
て
貴
重
な
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
︒
大
柄
で
押
し
出
し
の
立
派
な
紳
士
で
あ
ら
れ
た
先
生
で

は
あ
る
が
︑
そ
の
繊
細
な
心
配
り
に
触
れ
て
励
ま
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
改
め
て
先
生
の
学
恩
に
深
く
感
謝
す

る
と
と
も
に
︑
先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
︒

︻
補
注
︼

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
の
適
用
に
関
す
る
規
則
を
定
め
た
一
連
の
デ
ク
レ
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
官
報
に
掲
載
さ
れ
た

︵
主
な
デ
ク
レ
と
し
て
は
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日
の
国
務
院
の
デ
ク
レ

no
2010-1634︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日
の
デ
ク
レ

no
2010-1635
が
あ
る
︒
そ
の
他
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
日
に
複
数
の
デ
ク
レ
が
制
定
さ
れ
て
い
る
︶︒

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
D
osssier
L
e
n
ou
v
eau
d
roit
d
e
l’ex
écu
tion
d
es
p
ein
es,A
.J.P
.
no
4,2011,p
p
.157
e
s.
を
参
照
︒

︻
後
記
︼

な
お
︑
本
稿
は
︑
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
研
究
補
助
金
︹
基
盤
研
究
Ｃ
︺
に
よ
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
︒

︵

︶

R
ésolu
tion
su
r
con
d
ition
s
carcérales
su
r
l’U
n
ion
eu
rop
éen
n
e
:
am
én
ag
em
en
t
et
p
ein
es
d
e
su
b
stitu
tion
d
u
17

1d
écem
b
re
1998,
J.O
.C
.E
.,
C
.98
d
u
9.4.1999,p
.299
;L
oi
no
2009-1436
d
u
24
n
ov
em
b
re
2009
p
én
iten
tiaire
E
x
p
osé
d
es

m
otifs
を
参
照
︒

︵

︶

L
oi
no
2009-1436
d
u
24
n
ov
em
b
re
2009
p
én
iten
tiaire
E
x
p
osé
d
es
m
otifs
を
参
照
︒

2
︵

︶

P
.P
éd
ron
,D
éten
tion
.D
isp
osition
s
com
m
u
n
es
au
x
d
ifféren
ts
étab
lissem
en
ts
p
én
iten
tiaires.F
on
d
em
en
ts
d
u
d
roit

3p
én
iten
tiaire
et
stru
ctu
res,
Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
2
0
,2010,no
27.

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
,D
éten
tion
.D
isp
osition
s
com
m
u
n
es
au
x
d
ifféren
ts
étab
lissem
en
ts
p
én
iten
tiaires.

4F
on
d
em
en
ts
d
u
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
stru
ctu
res,p
réc.,no
25
を
参
照
︒

︵

︶

M
.Jan
as,L
es
d
isp
osition
s
relativ
es
au
p
ron
on
cé
et
à
l’ap
p
lication
d
es
p
ein
es
d
e
la
loino
2009-1436
d
u
24
n
ov
em
b
re

52009
d
ite
loi
p
én
iten
tiaire.E
n
tre
am
én
ag
em
en
ts
d
e
p
ein
es
et
lib
ération
s
an
ticip
ées
d
e
l’in
d
iv
id
u
alisation
à

フランスにおける行刑法の制定と刑罰の調整の理念と現実

509



l’in
d
u
strialisation
d
es
am
én
ag
em
en
ts
d
e
p
ein
es,D
r.
pén
al,
no
1,2010,p
p
.7
et
s.

︵

︶

二
〇
〇
九
年
行
刑
法
の
解
説
に
つ
い
て
は
︑
D
ossier
L
oi
p
én
iten
tiaire,A
.J.P
.,no
12,2009,p
p
.473
et
s.
に
特
集
さ
れ
︑
E
.

6P
éch
illon
,R
eg
ard
d
’u
n
ad
m
in
istrativ
iste
su
r
la
loi
d
u
24
n
ov
em
b
re
2009,A
.J.P
.,
2009,p
.473
;J.-P
.C
éré,L
e
n
ou
v
eau

d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
,A
.J.P
.,
2009,p
.476
;M
.H
erzog
-E
v
an
s,

A
p
p
lication
d
e
p
ein
es
:la
p
réten
d
u
e
〈b
on
n
e
p
artie〉
d
e
la
loi
p
én
iten
tiaire,A
.J.P
.,
2009,p
.483
等
の
論
文
︑
さ
ら
に
︑
M
.

Jan
as,L
es
d
isp
osition
s
relativ
es
au
p
ron
on
cé
et
à
lap
p
lication
d
es
p
ein
es
d
e
la
loino
2009-1436
d
u
24
n
ov
em
b
re
2009

d
ite
loip
én
iten
tiaire,D
r.pén
al,2010,p
.7
;J.-P
.C
éré,L
a
loi24
d
u
24
n
ov
em
b
re
2009
;asp
ects
d
e
p
rocéd
u
re
p
én
ale
et
d
e

d
roit
p
én
iten
tiaire,D
r.
pén
al,
2010,p
.14
;P
.P
on
cela,L
a
loid
u
24
n
ov
em
b
er
2009,R
.S
.C
.,
2010,p
.190
等
が
あ
る
︒
二
〇
〇

九
年
行
刑
法
に
よ
る
改
正
を
含
む
刑
事
施
設
等
で
の
拘
禁
に
関
す
る
解
説
と
し
て
は
︑
P
.
P
éd
ron
,
D
éten
tion
.
D
isp
osition
s
com
-

m
u
n
es
au
x
d
ifféren
ts
étab
lissem
en
ts
p
én
iten
tiaires.F
on
d
em
en
ts
d
u
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
stru
ctu
res,Ju
ris-classeu
r

procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
2
0
,
2010
が
あ
る
︒

︵

︶

欧
州
行
刑
規
則
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
一
月
一
一
日
の
一
般
勧
告
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
,D
éten
tion
.D
isip
osition
s
com
-

7m
u
n
es
au
x
d
ifféren
ts
étab
lissem
en
ts
p
én
iten
tiaires.F
on
d
em
en
ts
d
u
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
stru
ctu
res,p
réc.,nos
148
et
s

を
参
照
︒

︵

︶

身
柄
の
拘
束
︵
d
éten
tion
︶
の
章
に
お
い
て
は
︑
被
収
容
者
︵
d
éten
u
︶
と
は
︑
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
自
由
刑
の
対
象
と
な
っ

8
た
者
を
い
う
︵
刑
訴
法
Ｄ
．
五
〇
条
一
項
︶︒
受
刑
者
︵
con
d
am
n
é︶
と
は
有
罪
の
確
定
判
決
を
受
け
た
者
を
い
う
︵
刑
訴
法
Ｄ
．五
〇

条
二
項
︶︒
被
告
人
︵
p
rév
en
u
︶
と
は
刑
事
訴
追
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
確
定
判
決
を
受
け
て
い
な
い
被
収
容
者
を
い
う
︵
刑
訴
法
Ｄ
．

五
〇
条
三
項
︶︒

︵

︶

本
稿
で
は
矯
正
行
政
に
関
連
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
検
討
を
行
わ
な
い
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
,D
éten
tion
.D
isi-

9p
osition
s
com
m
u
n
es
au
x
d
ifféren
ts
étab
lissem
en
ts
p
én
iten
tiaires.
F
on
d
em
en
ts
d
u
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
stru
ctu
res,

p
réc.,nos
215
et
s.
を
参
照
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.477.

10
︵

︶

ibid
.

11
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︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.477.

12
︵

︶

身
体
検
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,

13A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
2010,no
168
を
参
照
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.477.

14
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
p
.477
et
s.

15
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.478.

16
︵

︶

ibid
.

17
︵

︶

P
on
cela,op.
cit.,
p
.198.

18
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.478
;P
.

19P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
2010,nos

5
et
s.
な
お
︑
こ
の
原
則
は
政
府
提
出
の
法
案
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
元
老
院
に
お
け
る
審
議
の
結
果
︑
追
加
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
行
刑
法
で
は
︑
異
な
る
拘
禁
施
設
・
刑
事
施
設
に
対
応
し
て
︑
独
居
収
容
の
原
則
を
確
認
し
て
い
る
︒

︵

︶

な
お
︑
報
酬
額
に
つ
い
て
は
︑
法
三
四
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
刑
訴
法
七
一
七
-
三
条
に
︑
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
ス
ラ
イ
ド

20
化
さ
れ
た
最
低
賃
金
に
よ
る
時
間
給
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
報
酬
額
は
被
収
容
者
の
雇
用
形
態
に
よ

っ
て
多
様
化
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.478
et
s.

21
︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,A
rt.7
2
4

22à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
p
réc.,no
89
を
参
照
︒

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,A
rt.7
2
4

23à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
p
réc.,nos
97
et
s.
を
参
照
︒

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,A
rt.7
2
4

24à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
p
réc.,no
92
を
参
照
︒

︵

︶

拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
︑
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
︒
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
八
日
に
採
択
さ
れ
た
拷

25
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問
等
禁
止
条
約
選
択
議
定
書
を
フ
ラ
ン
ス
が
批
准
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
法
を

紹
介
し
た
文
献
と
し
て
︑
鈴
木
尊
紘
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
拘
禁
施
設
虐
待
防
止
法
│
│
警
察
留
置
場
か
ら
精
神
病
院
ま
で
の
人
権
保

護
│
│
﹂
外
国
の
立
法
二
三
九
号
︵
二
〇
〇
九
︶
四
頁
以
下
が
あ
る
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.479.

26
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.479.

27
︵

︶

P
on
cela,op.cit.,
p
.199.

28
︵

︶

C
on
v
.E
D
H
,A
rt.6,C
.P
.P
.,D
alloz,
2
0
1
1
,
p
.2294.

29
︵

︶

一
八
六
の
行
刑
施
設
に
お
い
て
︑
約
四
万
件
の
懲
戒
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
é-

30g
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,
p
réc.,no
230
を
参
照
︒

︵

︶

P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,

31p
réc.,nos
241
et
s.

︵

︶

P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,

32p
réc.,no
241.

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
C
éré,
L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.
E
sq
u
isse
d
e

33com
p
araison
p
réc.,p
.480
を
参
照
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.480.

34
︵

︶

欧
州
人
権
条
約
六
条
三
項
ｃ
に
お
い
て
︑
弁
護
士
の
扶
助
を
受
け
る
権
利
︑
自
分
自
身
で
弁
護
す
る
権
利
の
保
障
が
規
定
さ
れ
て

35
い
る
︒

︵

︶

C
.P
.P
.p
réc.,p
.1950.
な
お
︑
判
例
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
厳
格
に
解
釈
し
て
お
り
︑
受
刑
者
は
自
ら
の
弁
護
を
準
備
す
る
た
め

36に
必
ず
三
時
間
は
自
由
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
三
時
間
を
若
干
超
え
て
い
て
も
︑
そ
の
間
に
身
体
検
査
等
を
受
け
て
お
り
︑

完
全
に
三
時
間
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
︑
懲
戒
手
続
を
無
効
と
し
た
裁
判
例
︵
T
rib
u
n
alad
m
in
isitratifd
e
N
an
cy
,23
ju
in

1998
req
.no
97387
︶
が
あ
る
一
方
︑
形
式
的
に
三
時
間
を
超
え
て
い
れ
ば
手
続
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
裁
判
例
も
あ
る
︵
T
rib
u
n
al

ad
m
in
isitratif
d
e
V
ersailles,24
ju
in
,D
.2005,997,ob
s.J.-P
.C
éré︶︒
な
お
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit

法学研究 84 巻 9 号（2011：9）

512



p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.481
を
参
照
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.481.

37
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.481.

38
︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
C
éré,
L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.
E
sq
u
isse
d
e

39com
p
araison
p
réc.,p
.481
を
参
照
︒

︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.481.

40
︵

︶

ibid
.

41
︵

︶

C
éré,L
e
n
ou
v
eau
d
roit
p
én
iten
tiaire
et
le
resp
ect
d
u
d
roit
eu
rop
éen
.E
sq
u
isse
d
e
com
p
araison
p
réc.,p
.482.

42
︵

︶

P
.P
éd
ron
D
éten
tion
.R
ég
im
e
d
e
d
éten
tion
.S
écu
rité,Ju
ris-classeu
r
procéd
u
re
pén
ale,
A
rt.
7
2
4
à
7
2
8
:
fasc.
3
0
,

43p
réc.,no
36.

︵

︶

ibid
.

44
︵

︶

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
法
に
つ
い
て
は
︑
白
取
祐
司
﹃
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
司
法
﹄︵
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
一
︶
五
三
頁
以
下
︑

45
島
岡
ま
な
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
無
罪
推
定
保
護
と
被
害
者
の
権
利
強
化
に
関
す
る
法
律
﹂
捜
査
研
究
五
八
六
号
︵
二
〇
〇
〇
︶
七
二
頁

参
照
︒

︵

︶

ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
つ
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