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仮
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太　
　

田　
　

達　
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Ⅰ　

問
題
の
所
在

　

現
行
刑
法
は
、「
改
悛
の
状
」
と
並
ぶ
仮
釈
放
の
要
件
と
し
て
、
有
期
刑
の
場
合
は
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
、
無
期
刑
の
場
合
は

一
〇
年
と
い
う
期
間
の
経
過
を
定
め
て
お
り
、「
法
定
期
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（1
（

。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
法
定
期
間
の
経
過
か
ら

Ⅰ　

問
題
の
所
在

Ⅱ　

法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠

　

１　

恩
恵
・
恩
典
に
基
づ
く
説
（
恩
恵
説
（

　

２　

応
報
に
重
点
を
置
く
説
（
応
報
説
（

　

３　

一
般
予
防
に
重
点
を
置
く
説
（
一
般
予
防
説
（

　

４　

個
別
予
防
に
重
点
を
置
く
説
（
個
別
予
防
説
（

　

５　

応
報
と
予
防
の
調
和
に
根
拠
を
求
め
る
説
（
総
合
事
情
説
（

　

６　

司
法
処
分
尊
重
説

　

７　

法
定
期
間
不
要
説

　

８　

そ
の
他

Ⅲ　

法
定
期
間
の
再
検
討

　

１　

正
当
化
根
拠
―
―
処
遇
連
携
説

　

２　

有
期
刑
の
法
定
期
間

　

３　

法
定
期
間
の
機
能

　

４　

法
定
期
間
経
過
日
の
算
出
方
法

Ⅳ　

課
題
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間
も
な
い
時
期
に
仮
釈
放
さ
れ
る
受
刑
者
は
殆
ど
お
ら
ず
、
法
定
期
間
は
、
そ
の
経
過
時
に
刑
事
施
設
の
長
が
地
方
更
生
保
護
委
員

会
に
対
し
法
定
期
間
経
過
通
告
（
更
生
保
護
法
［
以
下
、
法
と
称
す
る
。］
三
三
条
（
を
行
う
時
期
と
し
て
の
意
味
と
、
刑
事
施
設
の
長

が
仮
釈
放
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
最
初
の
審
査
期
限
（
犯
罪
を
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
す
る
社

会
内
に
お
け
る
処
遇
に
関
す
る
規
則
［
以
下
、
規
則
と
称
す
る
。］
一
一
条
一
項
（
と
し
て
の
意
味
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
有
期
刑
に

せ
よ
、
無
期
刑
に
せ
よ
、
仮
釈
放
要
件
と
し
て
の
実
質
的
な
意
味
合
い
は
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
年
、
仮
釈
放
率
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
だ
け
で
な
く
、
平
成
一
六
年
以
降
、
仮
釈
放
ま
で
の
執
行
率
が
著
し
く
上
昇
し（2
（

、

無
期
刑
に
つ
い
て
も
、
仮
釈
放
ま
で
の
期
間
が
極
め
て
長
期
化
し
て
い
る（3
（

。
仮
釈
放
の
時
期
が
遅
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
残
刑
期

間
主
義
を
採
る
我
が
国
の
場
合
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
期
間
が
短
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
十
分
な
社
会
内
処
遇
を
行
い
得
な
く

な
る
ほ
か
、
仮
釈
放
以
外
に
は
釈
放
の
あ
り
得
な
い
無
期
刑
に
つ
い
て
は
、
長
期
の
拘
禁
に
よ
る
受
刑
者
の
非
社
会
化
や
高
齢
化
、

家
族
や
友
人
関
係
の
喪
失
に
繫
が
り
、
社
会
復
帰
が
困
難
と
な
る
た
め
、
社
会
復
帰
に
向
け
た
調
整
に
大
き
な
労
力
が
必
要
と
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
が
仮
釈
放
者
や
元
仮
釈
放
者
の
再
犯
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
得
る
た
め
、
仮
釈
放
の
時
期
と
い
う
観
点

か
ら
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　

折
し
も
平
成
二
四
年
に
は
、
昭
和
五
〇
年
代
末
か
ら
適
用
さ
れ
て
き
た
仮
釈
放
の
積
極
化
に
係
る
通
達（（
（

が
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
通

達
が
発
出
さ
れ
て
い
る（（
（

。
こ
う
し
た
仮
釈
放
の
手
続
や
運
用
方
針
の
見
直
し
も
、
仮
釈
放
時
期
の
適
正
化
に
係
わ
る
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
釈
放
時
期
の
適
正
化
を
図
る
た
め
に
は
、
や
は
り
仮
釈
放
要
件
た
る
法
定
期
間
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
必

要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
確
な
理
念
や
根
拠
に
裏
付
け
ら
れ
、
実
務
上
の
基
準
と
な
る
要
件
が
あ
っ
て
こ
そ
、
個
々
の
適
正

な
仮
釈
放
時
期
が
決
定
で
き
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

現
在
、
仮
釈
放
は
法
定
期
間
よ
り
も
遙
か
に
遅
い
時
期
に
し
か
許
可
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
法
定
期
間
を
見
直
し
た
と
し
て

も
、
殆
ど
意
味
が
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
仮
釈
放
要
件
と
し
て
の
意
味
が
殆
ど
な
く
、
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仮
釈
放
の
実
態
と
余
り
に
か
け
離
れ
た
法
定
期
間
が
法
制
度
と
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
し
て
や
、
実
務
に

支
障
が
な
い
か
ら
、
た
だ
漫
然
と
三
分
の
一
や
一
〇
年
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
法
定
期
間

が
法
制
度
と
し
て
の
正
当
性
と
実
務
上
の
指
標
と
な
り
う
る
実
務
的
妥
当
性
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

実
務
に
影
響
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
実
務
の
基
準
と
な
る
べ
き
、
実
務
に
影
響
を
与
え
る
要
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

特
に
、
法
的
期
間
の
見
直
し
は
、
仮
釈
放
ま
で
の
期
間
が
極
め
て
長
期
化
し
て
い
る
無
期
刑
と
の
関
係
で
も
重
要
で
あ
る
。
無
期
刑

受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
定
期
間
を
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

仮
釈
放
の
法
定
期
間
を
巡
っ
て
は
、
現
行
刑
法
制
定
の
際
と
昭
和
の
刑
法
全
面
改
正
作
業
に
お
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、

法
定
期
間
を
更
に
短
く
す
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
正
当
化
根
拠
に
つ
き
精
緻
な
議
論
が
行
わ
れ
た
形
跡
は

な

（
（
（（
6
（

い
。
し
か
も
、
早
々
に
現
行
刑
法
の
要
件
を
維
持
す
る
こ
と
に
落
ち
着
き
、
以
後
、
殆
ど
検
討
が
行
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。

　

他
方
、
無
期
刑
の
法
定
期
間
を
現
行
よ
り
長
く
す
べ
き
と
す
る
主
張
も
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
死
刑
廃
止
と
の
関
係
に

お
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て（8
（

、
仮
釈
放
の
法
定
期
間
そ
の
も
の
か
ら
の
問
題
提
起
で
は
な
い
。
仮
釈
放
の
重
要
性
が
改
め
て

認
識
さ
れ
、
仮
釈
放
の
積
極
化
が
推
進
さ
れ
よ
う
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
仮
釈
放
要
件
の
正
当
化
根
拠
や
内
容
に
つ
い
て
改
め
て

考
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
仮
釈
放
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
を
体
系
的
に
考
察
し
、
そ

れ
を
踏
ま
え
た
試
論
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠

　

仮
釈
放
の
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
を
巡
っ
て
は
、
か
つ
て
の
恩
恵
に
基
づ
く
見
解
を
除
け
ば
、
刑
罰
論
に
応
じ
て
、
応
報
に
重
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点
を
置
く
説
、
一
般
予
防
に
重
点
を
置
く
説
、
個
別
予
防
に
重
点
を
置
く
説
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

恩
恵
・
恩
典
に
基
づ
く
説
（
恩
恵
説
）

　

仮
釈
放
を
恩
恵
に
基
づ
く
制
度
と
す
る
古
い
思
想
に
立
て
ば
、
法
定
期
間
も
恩
典
と
し
て
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
最
低
期
間
を
定

め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
恩
恵
主
義
が
妥
当
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
法
定
期
間
を
決
め
る
根
拠
が
恩
恵
に

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
従
来
の
法
定
期
間
が
「
い
ず
れ
も
恩
恵
主
義
に
よ
る
仮
釈
放
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
」（
（
（

と
し
て
、
改
悛
の
状
が
明
ら
か
と
な
り
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
一
定
の
期
間
を
経
過
し
な
け
れ
ば
仮
釈

放
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
仮
釈
放
の
本
質
に
反
す
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
採
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
行
刑
法
制
定
の
理
由
書
も
、「
現
行
法
ハ
有
期
刑
ニ
付
テ
ハ
其
刑
期
四
分
ノ
三
、
無
期
刑
ニ
付
テ
ハ
十
五
年
ヲ
經
過
シ
タ
ル
後

假
出
獄
ノ
恩
典
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
爲
シ
タ
リ
ト
雖
モ
苟
モ
改
悛
ノ
狀
ア
ル
囚
人
ト
ナ
リ
ト
セ
ハ
斯
ノ
如
ク
長
ク
在
監
セ
シ
ム
ル
必
要

ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
在
監
期
間
ヲ
長
ク
ス
レ
ハ
囚
人
ヲ
シ
テ
自
暴
自
棄
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
害
弊
ア
ル
ニ
過
キ
ス
」
と
し
て
い
る（（（
（

。
改
悛

の
状
の
あ
る
受
刑
者
は
長
く
収
容
し
て
お
く
必
要
は
な
く
、
自
暴
自
棄
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
か
ら
、
有
期
刑
の
四
分
の
三
や
無
期

の
一
五
年
は
仮
釈
放
の
法
定
期
間
と
し
て
は
長
す
ぎ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
か
、
単
に
旧
法
か
ら
法
定
期
間
を
短
縮
し
た
説
明
に
過
ぎ
な
い
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、「
恩
典
ヲ
與
フ
ル
」
と
い
う
理
由
書
の
文
言
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仮
釈
放
が
恩
恵
・
恩
典
と

捉
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
法
定
期
間
は
、
改
悛
の
状
の
あ
る
受
刑
者
に
対
し
て
恩
恵
を
与
え
う
る
最
低
期
間
で
あ
り
、
そ

れ
以
上
の
拘
禁
は
更
生
意
欲
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
期
間
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

因
み
に
、
我
が
国
で
は
、
本
人
に
よ
る
刑
事
施
設
の
長
等
に
対
す
る
恩
赦
の
出
願
の
場
合
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
、
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そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
（
但
し
、
そ
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
一
年
（、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て

は
一
〇
年
と
い
う
制
限
期
間
を
設
け
て
お
り
（
恩
赦
法
施
行
規
則
昭
和
二
二
年
一
〇
月
一
日
司
法
省
令
第
七
八
号
六
条
一
項
（、
関
連
性

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
仮
釈
放
の
法
定
期
間
と
同
じ
と
な
っ
て
い
る（（（
（

。

　

た
だ
、
法
定
期
間
が
恩
恵
と
し
て
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
最
低
の
期
間
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
法
定
期
間
の
間
は
恩

恵
が
認
め
ら
れ
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
応
報
で
あ
る
と
す
る
説
明
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
恩
恵
説
も
後
述
す
る
法
定
期
間
の
根
拠
を
応
報
に
求
め
る
説
に
他
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
に
仮
釈
放
を
恩
恵
と
捉
え
る
思
想
そ
の
も
の
が
支
持
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
制
度

と
し
て
も
、
恩
恵
と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
法
定
期
間
を
合
理
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
の
場
合
、
わ
ず
か
刑
期
の
三
分
の

一
程
度
で
恩
典
に
浴
さ
せ
る
と
い
う
説
明
も
付
き
に
く
い
た
め
、
法
定
期
間
を
恩
恵
か
ら
導
く
説
に
は
合
理
性
が
な
い
。

　

２　

応
報
に
重
点
を
置
く
説
（
応
報
説
）

　
（
１
（
応
報
充
足
説

　

法
定
期
間
は
「
実
刑
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
し
ょ
く
罪
を
実
践
さ
せ
る
べ
き
最
小
限
度
の
期
間
と
解
釈
す
る
ほ
か
は
な
」（
（（
（

い
と
い

う
主
張
や
、
法
定
期
間
は
「
最
小
限
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
責
任
の
量
」
と
す
る
見
解（（（
（

の
よ
う
に
、
法
定
期
間
を
最
低
限
の
応
法
的

要
素
を
充
足
す
る
期
間
と
見
る
見
解
で
あ
る（（（
（

。
か
つ
て
正
木
亮
博
士
な
ど
の
教
育
刑
論
者
は
、
仮
釈
放
要
件
た
る
法
定
期
間
は
不
要

と
主
張
す
る
が（（（
（

、
そ
れ
故
、
現
行
法
に
残
る
法
定
期
間
は
一
種
の
応
報
刑
主
義
の
残
骸
と
せ
ざ
る
を
え
ず（（（
（

、
消
極
的
な
が
ら
法
定
期

間
は
刑
罰
の
う
ち
の
応
報
的
要
素
に
拠
る
こ
と
を
認
め
る
。
改
正
刑
法
草
案
の
理
由
書
も
、
未
決
勾
留
日
数
の
法
定
期
間
へ
の
通
算

に
お
け
る
解
説
で
は
あ
る
も
の
の
、「
仮
釈
放
前
に
経
過
す
べ
き
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
期
間
だ
け
拘
禁
に
よ
る
苦

痛
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
仮
釈
放
を
認
め
な
い
と
い
う
趣
旨
」
で
あ
る
と
し
て
い
る（（（
（

。
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し
か
し
、
仮
釈
放
が
犯
罪
者
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
に
よ
る
社
会
復
帰
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
犯
罪
者
の
適

正
処
罰
と
い
う
要
請
が
あ
る
と
し
て
も（（（
（

、
応
報
と
い
う
要
素
だ
け
が
仮
釈
放
の
一
要
件
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
の
は
や
は
り
妥
当
で

な
い
。
仮
釈
放
の
形
式
的
要
件
た
る
法
定
期
間
は
応
報
を
、「
改
悛
の
状
」
と
い
う
実
質
的
要
件
は
予
防
と
い
う
形
で
、
応
報
的
要

素
と
予
防
的
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
振
り
分
け
て
い
る
と
い
う
考
え
方
（
分
配
説
（
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
余
り
に
も
技
巧
的
で
あ
り
、
予
防
的
要
素
が
仮
釈
放
の
各
要
件
の
根
拠
た
り
得
な
い
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

　

仮
に
法
定
期
間
が
応
報
的
要
素
だ
け
で
決
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
行
為
責
任
を
中
心
と
し
、
予
防
的
評
価
を
加
え
て
刑
の

量
定
を
行
う
現
在
の
量
刑
理
論
や
実
務
に
お
い
て
、
わ
ず
か
三
分
の
一
（
日
本
（
を
経
過
す
れ
ば
応
報
を
充
足
し
た
と
す
る
に
は
余

り
に
合
理
性
を
欠
く
。
そ
れ
は
た
と
え
ド
イ
ツ
（
の
再
入
者
（
の
よ
う
に
三
分
の
二
と
い
う
法
定
要
件
を
採
用
し
て
い
る
場
合
で
さ

え
も
同
様
で
あ
る
。
応
報
的
要
素
を
充
足
す
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
宣
告
刑
の
大
半
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
最
低
限
度
の
応
報
」
を
充
足
す
る
と
い
う
、
そ
の
「
最
低
限
」
と
い
う
概
念
も
意
味
不
明
で
あ
る
。

　

や
は
り
、
応
報
の
観
点
か
ら
法
定
期
間
を
根
拠
付
け
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

　
（
２
（
社
会
感
情
是
認
説

　

応
報
充
足
説
に
似
て
非
な
る
主
張
に
社
会
感
情
是
認
説
と
も
呼
ぶ
べ
き
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
仮
釈
放
の
法
定
「
期
間
は
、
い

く
ら
改
悛
の
情
［
原
典
マ
マ
］
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
期
間
は
服
役
し
な
い
と
社
会
感
情
の
是
認
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
最
小

限
度
の
期
間
（
（（
（

」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
刑
の
う
ち
最
低
限
こ
れ
だ
け
は
刑
事
施
設
に
お
い
て
刑
の
執
行
を
行
わ
な
け
れ
ば
社
会
感
情

の
是
認
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
期
間
を
定
め
た
も
の
が
法
定
期
間
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
法
務
省
保
護
局
も
、
旧
法
た
る
犯
罪

者
予
防
更
生
法
の
注
釈
書
の
な
か
で
、「
仮
出
獄
の
要
件
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
⑴
仮
出
獄
に
至
る
ま
で
に
最
小
限
度
本

人
が
実
刑
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
を
言
渡
し
た
司
法
の
機
能
と
の
調
和
を
図
り
、
⑵
こ
の
時



（
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期
ま
で
に
は
、
社
会
の
一
般
的
法
律
感
情
が
仮
出
獄
を
是
認
す
る
に
至
る
と
の
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る（（（
（

。

「
趣
旨
を
含
む
も
の
」
と
し
て
や
や
含
み
を
も
た
せ
て
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
社
会
感
情
是
認
説
の
立
場
を
採
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
法
務
省
の
公
式
見
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

社
会
感
情
は
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
で
あ
る
「
改
悛
の
状
」
を
具
体
化
し
た
仮
釈
放
許
可
基
準
の
一
つ
で
も
あ
り
、
も
し
法
定
期

間
の
正
当
化
根
拠
と
さ
れ
る
社
会
感
情
が
仮
釈
放
許
可
基
準
た
る
社
会
感
情
と
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
、
特
定
の
社

会
構
成
員
や
団
体
の
具
体
的
な
感
情
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
抽
象
的
な
正
義
感
情
な
い
し
応
報
感
情
で
あ
る（（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の
社
会
感
情
説
も
、
実
質
的
に
は
前
述
の
応
報
充
足
説
と
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
社
会
感
情
は
、
個
別
予
防
的
評
価
が
中
心
と
な
る
「
改
悛
の
状
」
の
一
基
準
で
あ
り
、
変
化
し
う
る
動
的
な
要
素
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
仮
釈
放
を
是
認
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
「
改
悛
の
状
」
の
一
基
準
が
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
定
期

間
は
そ
の
一
般
的
な
最
下
限
を
定
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
な
る
。
仮
釈
放
許
可
基
準
た
る
社
会
感
情
の
先
駆
的
研
究
で
知
ら
れ
る
氏

家
文
一
郎
氏
（
元
関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員
（
も
、
社
会
感
情
の
種
類
に
は
、
①
被
害
者
感
情
、
②
帰
住
地
の
感
情
又
は
犯
罪

地
の
感
情
、
③
法
律
感
情
、
④
一
般
の
社
会
感
情
、
⑤
共
犯
者
と
の
均
衡
の
感
情
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
法
律
感
情
と
は
「
犯
罪
を
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
者
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
倫
理
感
情
を
指
す

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
倫
理
感
情
又
は
正
義
感
情
」
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
応
当
日
は
法
律
感
情
不
是
認
が
最
高
度
に
あ
る

と
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
応
報
充
足
説
は
、
過
去
に
犯
し
た
罪
に
対
す
る
回
顧
的
・
静
的
な
要
素
と
し
て
の
応
報
が
充
足
さ
れ
る
か
ど
う
か

で
あ
る
か
ら
、
展
望
的
・
予
防
的
観
点
か
ら
の
評
価
で
は
な
い
。
結
局
は
、
社
会
感
情
や
応
報
の
捉
え
方
次
第
で
あ
る
が（（（
（

、
そ
う
し

た
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
応
、
社
会
感
情
充
足
説
は
応
報
充
足
説
と
も
異
な
る
説
と
い
う
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
会
感
情
と
い
う
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
も
の
を
仮
釈
放
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
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た
、
何
故
、
刑
の
一
定
期
間
の
経
過
で
一
般
に
社
会
感
情
が
是
認
す
る
と
見
な
し
う
る
の
か
説
明
が
で
き
ず
、
一
種
の
擬
制
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

３　

一
般
予
防
に
重
点
を
置
く
説
（
一
般
予
防
説
）

　

法
定
期
間
は
、
刑
の
威
嚇
効
果
の
点
か
ら
必
要
と
な
る
最
低
限
の
刑
の
執
行
期
間
と
見
る
見
解
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
れ

位
執
行
し
な
い
と
刑
の
一
般
予
防
効
果
、
威
嚇
効
果
が
発
揮
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
六
年
に
公
表
さ
れ
た
改
正
刑

法
準
備
草
案
は
、
昭
和
六
年
の
改
正
刑
法
仮
案
（
総
則
（
に
お
い
て
刑
期
の
四
分
の
一
と
さ
れ
た
法
定
期
間
を
三
分
の
一
に
改
め
た

の
は
、「
刑
の
一
般
予
防
効
果
か
ら
み
て
も
、
宣
告
さ
れ
た
刑
は
も
う
少
し
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
に
拠
っ
た

か
ら
だ
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

仮
釈
放
は
司
法
機
関
が
言
い
渡
し
た
宣
告
刑
を
事
実
上
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
定
の
刑
を
宣
告
し
な
が
ら
、
そ
の
一
部
し
か
執
行
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
潜
在
的
犯
罪
者
に
対
す
る
抑
止
効
果
が
薄
れ

か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
予
防
効
果
を
中
心
に
刑
罰
の
機
能
を
考
え
る
か
つ
て
の
極
端
な
一
般

予
防
論
に
拠
ら
な
い
限
り
、
刑
罰
の
執
行
過
程
に
お
け
る
仮
釈
放
の
要
件
に
そ
こ
ま
で
一
般
予
防
を
重
視
す
る
見
解
を
採
る
こ
と
は

難
し
い
。
し
か
も
、
法
定
期
間
の
三
分
の
一
ま
で
執
行
す
れ
ば
最
低
限
の
一
般
予
防
効
果
は
保
た
れ
る
と
い
う
の
も
根
拠
が
曖
昧
で

あ
る
し
、
逆
に
量
刑
に
お
い
て
そ
こ
ま
で
一
般
予
防
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
。

　

４　

個
別
予
防
に
重
点
を
置
く
説
（
個
別
予
防
説
）

　
（
１
（
仮
釈
放
要
件
判
定
説

　

法
定
期
間
は
、
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
た
る
「
改
悛
の
状
」
の
判
断
を
行
う
の
に
必
要
な
期
間
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
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見
解
は
、
未
だ
仮
釈
放
を
恩
典
と
捉
え
、
施
設
内
で
の
行
状
を
中
心
に
判
断
し
て
い
た
時
代
か
ら
既
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
旧
刑

法
時
代
、
刑
法
学
者
の
岡
田
朝
太
郎
氏
は
、「
假
出
獄
ヲ
許
ス
ニ
ハ
囚
徒
カ
十
分
ニ
悛
改
シ
タ
ル
ノ
狀
ア
ル
ヲ
要
ス
果
シ
テ
悛
改
シ

タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ル
ニ
ハ
多
少
ノ
時
間
其
品
行
ヲ
視
察
ス
ル
必
要
ア
リ
我
立
法
者
カ
囚
徒
ノ
品
行
ヲ
視
察
ス
ル
ニ
必
要
ト
認
メ
タ
ル

時
間
ハ
無
期
徒
刑
ニ
對
シ
テ
ハ
少
ク
モ
十
五
年
、
流
刑
外
ノ
重
罪
輕
罪
ノ
自
由
刑
ニ
對
シ
テ
ハ
刑
期
四
分
ノ
三
ナ
リ
」
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

そ
し
て
、
仮
釈
放
を
改
善
更
生
の
た
め
の
制
度
と
捉
え
る
今
日
の
仮
釈
放
制
度
の
下
で
も
、
こ
の
見
解
は
妥
当
し
得
る
。
仮
釈
放

の
法
定
期
間
（
経
過
日
（
に
つ
い
て
、
唯
一
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
野
中
忠
夫
氏
は
、「
応
当
日
の
経
過
は
刑
の
応
報
的
要
素
の

消
却
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
法
定
期
間
経
過
日
が
刑
の
応
報
的
作
用
が
完
了
す
る
日
と
す
る
甲
説
（
本
稿
で
い
う

応
報
充
足
説
（
を
否
定
し
た
う
え
で
、「
刑
期
中
の
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
、
本
人
お
よ
び
社
会
の
側
に
主
観
的
、
客
観
的
事
情
の

変
化
が
あ
り
、
応
当
日
の
頃
に
は
、
本
人
の
生
活
態
度
、
生
活
能
力
も
社
会
生
活
に
た
え
る
程
度
に
ま
で
向
上
し
、
又
社
会
の
応
報

感
情
も
本
人
の
仮
出
獄
を
容
認
す
る
程
度
に
ま
で
寛
解
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
で
、
応
当
日
経
過
の
時
点
に
お
い
て
は
、

本
人
の
処
遇
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
応
当
日
は
、
こ
の
よ
う
な
処
遇
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
検
討
を
な

す
べ
き
機
会
で
あ
る
」
と
い
う
乙
説
を
妥
当
と
し
て
い
る（（（
（

。
本
人
の
改
善
更
生
や
社
会
感
情
の
変
化
な
ど
か
ら
施
設
内
処
遇
か
ら
社

会
内
処
遇
へ
の
変
更
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
日
が
法
定
期
間
経
過
日
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
仮
釈
放
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
日
が
法
定
期
間
経
過
日
で
あ
る
と
い
う
仮
釈
放
要
件
判
定
説
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

　

但
し
、
野
中
氏
は
、
自
説
を
採
る
根
拠
と
し
て
、
専
ら
応
報
的
要
素
は
法
定
期
間
経
過
日
を
も
っ
て
消
却
し
終
わ
る
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る（（（
（

。
即
ち
、
野
中
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
甲
説
（
応
報
充
足
説
（
を
否
定
す
べ
き
こ
と
を
乙
説

（
仮
釈
放
要
件
判
定
説
（
の
根
拠
に
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
で
は
「
今
日
の
行
刑
の
現
実
に
お
い
て
は
、
教
育
的
要
素
と

い
い
応
報
的
要
素
と
い
い
、
あ
る
い
は
保
安
処
分
的
要
素
と
い
い
、
す
べ
て
が
渾
然
と
合
一
さ
れ
て
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る
」
か
ら
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と
し
か
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
故
乙
説
（
仮
釈
放
要
件
判
定
説
（
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
積
極
的
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

他
方
、
法
定
期
間
経
過
日
の
算
出
に
お
け
る
未
決
勾
留
日
数
の
通
算
（
法
定
期
間
か
ら
の
控
除
（
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、

こ
の
仮
釈
放
要
件
判
定
説
に
立
つ
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
古
く
は
、
教
育
刑
論
の
立
場
に
立
つ
検
察
官
の
岡
原
昌
男
氏
が
、

「
も
と
も
と
假
釋
放
は
刑
執
行
中
に
囚
人
の
改
悛
を
促
し
累
進
制
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
組
織
的
に
そ
の
性
格
を
觀
察
し
、
改
悛
の

判
斷
に
誤
り
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
未
決
勾
留
中
だ
け
で
被
告
人
の
性
格
を
判
斷
す
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
且
危
險
で
あ
る
と
思
は
れ
る
」
と
し
て
、
未
決
勾
留
日
数
の
法
定
期
間
か
ら
の
控
除
を
認
め
る
と
し
て
も
、
通
算
日
数
が
多
い

場
合
に
は
仮
釈
放
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

森
下
忠
博
士
も
、「
お
よ
そ
仮
釈
放
は
、
一
定
期
間
刑
を
執
行
し
、
そ
の
成
績
を
見
て
、
再
犯
防
止
可
能
と
の
見
込
み
の
上
に
は

じ
め
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
未
決
勾
留
日
数
の
控
除
に
は
消
極
的
態
度
を
示
さ
れ
る（（（
（

。「『
改
悛
の

状
』
の
判
定
は
、
現
実
の
刑
の
執
行
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
改
善
更
生
が
仮
出
獄
制
度
の
機
能
で
あ
り
、
目
的
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
一
定
期
間
の
現
実
の
刑
の
執
行
を
予
定
す
る
こ
と
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
は
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
」
と
し
て
、
未
決
勾

留
日
数
を
法
定
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
は
当
然
と
す
る
見
解
も
同
様
の
立
場
で
あ
る（（（
（

。

　

仮
釈
放
要
件
判
定
説
は
、
仮
釈
放
が
受
刑
者
の
改
善
更
生
や
社
会
復
帰
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
す
る
点
と
よ
く
符
号
す
る
。
さ

ら
に
、
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
と
し
て
「
改
悛
の
状
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
評
価
に
は
一
定
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、

も
う
一
つ
の
形
式
的
要
件
た
る
法
定
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
要
件
を
有
機
的
に
結
び
付
け
て
説
明
で
き
る

と
こ
ろ
が
優
れ
て
い
る
。　
　
　

　

し
か
し
、
法
定
期
間
を
刑
期
と
の
相
対
的
関
係
（
三
分
の
一
（
に
よ
っ
て
定
め
る
現
行
法
の
場
合
、
刑
期
の
長
短
に
よ
っ
て
、
仮

釈
放
の
実
質
的
要
件
を
判
断
す
る
期
間
の
長
短
が
出
る
た
め
、
刑
期
が
短
い
受
刑
者
に
あ
っ
て
は
充
分
な
判
断
が
で
き
る
の
か
、
反

対
に
長
期
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
長
期
の
期
間
が
必
要
か
と
い
う
疑
問
が
つ
き
ま
と
う（（（
（

。
そ
の
た
め
、
特
に
刑
期
が
短
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い
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
刑
期
の
相
対
的
関
係
に
よ
る
の
で
な
く
、
刑
期
に
拘
わ
ら
ず
一
年
な
ら
一
年
と
い
っ
た
よ
う
に
絶
対
的
な

法
定
期
間
を
定
め
た
方
が
よ
い
と
い
う
見
解
を
採
る
立
場
も
あ
る（（（
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
要
件
は
や
は
り
硬
直
的
過
ぎ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
（
２
（
社
会
内
処
遇
確
保
説

　

刑
期
か
ら
法
定
期
間
を
除
し
た
残
刑
期
間
に
着
目
し
、
法
定
期
間
は
、
仮
釈
放
後
に
保
護
観
察
を
行
う
た
め
の
期
間
を
確
保
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
小
河
滋
次
郎
博
士
は
、「
刑
期
三
分
ノ
一
ノ
條
件
ハ
全
刑
期
ノ
大

部
分
ヲ
経
過
セ
シ
ム
ル
ノ
要
義
ニ
一
致
セ
サ
ル
カ
如
シ
ト
雖
モ
出
獄
後
、
当
該
者
ノ
行
動
ヲ
検
束
監
視
ス
ル
ニ
相
当
ナ
ル
期
間
ヲ
存

シ
テ
假
出
獄
ノ
妙
用
ヲ
全
フ
ス
ル
ノ
要
義
ニ
適
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
ウ
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
ま
た
、
正
木
亮
博
士
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
純
粋
な
教
育
刑
論
の
立
場
か
ら
法
定
期
間
不
要
説
の
立
場
を
採
る
が
、
別
の
論
稿
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い

る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
重
要
な
点
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

　
「
累
犯
の
孵
卵
期
と
は
釈
放
者
が
最
も
誘
惑
に
か
か
り
易
く
、
ま
た
自
暴
自
棄
の
結
果
再
び
罪
を
犯
す
に
至
り
易
い
時
期
を
言
う
も
の
で

あ
っ
て
、
釈
放
者
が
普
通
累
犯
に
陥
る
統
計
上
の
期
間
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
二
、
三
ヵ
月
よ
り
二
年
間
位
継
続
す
る
も
の
で

あ
る
と
は
学
者
の
通
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仮
出
獄
の
申
請
は
こ
の
期
間
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
何
と
な
れ
ば
囚
人
は
そ
の
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
残
期
中
具
体
的
自
由
剝
奪
を
免
除
さ
れ
、
も
し
仮
出
獄
の
趣
旨
に
悖
る
と
き
は
、
た
だ
ち
に
再
び
実
刑
を
行
わ
れ
る
危
険
の

た
め
に
あ
え
て
そ
の
身
を
謹
む
の
結
果
を
生
じ
、
引
い
て
は
そ
の
行
為
が
慣
い
と
な
る
が
た
め
で
あ
る
。
故
に
わ
た
く
し
は
仮
出
獄
の
申
請

時
期
は
右
の
孵
卵
期
を
含
む
期
間
で
あ
る
こ
と
を
法
定
す
れ
ば
足
り
、
仮
出
獄
を
長
期
囚
の
み
に
限
り
、
ま
た
は
服
役
年
限
を
条
件
と
す
る

如
き
は
こ
れ
を
採
ら
な
い
」（
（（
（
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法
定
期
間
を
巡
る
見
解
の
う
ち
個
別
予
防
に
重
点
を
置
く
仮
釈
放
要
件
判
定
説
で
さ
え
、
仮
釈
放
の
法
定
期
間
を
施
設
内
処
遇
と

の
関
わ
り
だ
け
で
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
社
会
内
処
遇
の
期
間
に
着
目
す
る
こ
の
見
解
は
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
の
意
義
を
評

価
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
に
拠
る
と
す
れ
ば
、
定
む
べ
き
は
こ
の
時
期
ま
で
は
仮
釈
放
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
定
期
間
で
は
な
く
、

仮
釈
放
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
期
の
い
つ
い
つ
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仮
釈
放
期
限
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
仮
釈

放
を
早
く
す
る
ほ
ど
長
期
の
社
会
内
処
遇
期
間
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
釈
放
を
禁
ず
る
法
定
期
間
の
設
定
は
不
要
の
は

ず
で
あ
る
。
仮
釈
放
後
に
一
定
の
社
会
内
処
遇
の
期
間
を
確
保
す
る
と
い
う
意
義
は
充
分
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
法
定
期
間
を
社

会
内
処
遇
期
間
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
だ
け
で
根
拠
付
け
る
に
は
や
や
弱
く
、
他
の
理
屈
付
け
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
の
説
は
残
刑
期
間
主
義
の
下
で
の
仮
釈
放
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
考
試
期
間
主
義
に
お
い
て
は
、
仮
釈
放
の

時
期
に
拘
わ
ら
ず
一
定
の
考
試
期
間
が
設
定
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
の
説
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　

５　

応
報
と
予
防
の
調
和
に
根
拠
を
求
め
る
説
（
総
合
事
情
説
）

　

法
定
期
間
は
、
責
任
主
義
（
応
報
（
と
改
善
主
義
（
予
防
（
の
調
和
点
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
吉
永
豊
文
氏
と
林
真
琴
氏

は
、
法
定
期
間
は
「
所
詮
刑
罰
に
お
け
る
責
任
主
義
と
犯
罪
者
処
遇
に
お
け
る
改
善
主
義
と
の
調
和
点
と
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
社
会
一
般
の
正
義
感
情
を
満
足
さ
せ
、
か
つ
、
刑
を
言
い
渡
す
司
法
の
機
能
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
失
わ

な
い
限
度
で
、
改
善
主
義
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
」
と
し
て
い
る（（（
（

。
こ
こ
で
は
、
応
報
と
予
防
が
法

定
期
間
決
定
の
う
え
で
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
ま
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
宣
告
刑
が
刑
事
責
任
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら（（（
（

、
応
報
は
刑
期
（
満
期
（
の
方
向
へ
、
予
防
は
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
へ
作
用
し
、
そ
の
均
衡
が
と
れ
る
点
が
法
定

期
間
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
定
期
間
そ
の
も
の
の
正
当
化
根
拠
と
い
う
よ
り
は
、
仮
釈
放
に
す
べ
き
か
否
か
、

仮
釈
放
に
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
と
い
う
仮
釈
放
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
全
て
の
要
素
（
許
可
基
準
（
を
掲
げ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
（
（（
（（
（（
（

る
。
仮
釈
放
を
決
す
る
全
て
の
要
素
の
調
和
が
と
れ
る
時
点
が
仮
釈
放
日
た
る
べ
き
こ
と
は
個
々

具
体
的
な
受
刑
者
に
あ
っ
て
は
想
定
で
き
る
し
、
そ
れ
を
一
般
化
し
た
も
の
が
法
定
期
間
で
あ
る
こ
と
も
観
念
的
に
は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
応
報
と
改
善
更
生
の
調
和
点
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
制
度
論
と
し
て
応
報
が
充
足
さ
れ
る
最
低
期
間
が
、

改
善
更
生
の
た
め
の
必
要
期
間
と
一
致
す
る
と
い
う
保
障
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
総
合
事
情
説
と
は
い
え
、
応
報
を
充
足
さ

せ
る
最
低
期
間
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
応
報
充
足
説
に
対
す
る
同
じ
批
判
が
妥
当
す
る
。

　

６　

司
法
処
分
尊
重
説

　

裁
判
所
が
宣
告
し
た
刑
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
と
い
う
制
約
原
理
が
法
定
期
間
に
働
く
と
す
る
見
解
で
あ
る（（（
（

。
仮
釈
放
は
刑

の
執
行
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
説
を
採
る
と
し
て
も
、
自
由
刑
は
「
刑
事
施
設
に
拘
置
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
以
上
（
刑
法
一
二

条
二
項
、
一
三
条
二
項
（、
仮
釈
放
は
宣
告
刑
を
一
部
修
正
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
余
り
に
大
幅
な
仮
釈
放
を
許
容
す
る

こ
と
は
定
期
刑
を
事
実
上
不
定
期
刑
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
司
法
処
分
尊
重
説
は
、
そ
う
し
た
性
質
を
有
す
る
仮
釈
放
で
は
、
司
法

処
分
の
実
質
的
な
修
正
を
で
き
る
だ
け
抑
え
る
た
め
に
法
定
期
間
を
設
定
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
司
法
処
分
を
尊
重
す
る
な
ら
仮
釈
放
を
認
め
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
に
違
い
な
く（（（
（

、
刑
期
の
三
分
の
一
や
二
分
の
一
で

仮
釈
放
の
制
度
を
認
め
る
こ
と
の
説
明
に
窮
す
る
し
、
具
体
的
な
基
準
と
も
な
り
難
い
。

　

な
お
、
司
法
判
断
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
責
任
中
心
の
量
刑
判
断
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
応
報
に
重

点
を
置
く
学
説
の
一
つ
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し（（（
（

、
一
般
予
防
説
的
な
説
明
に
拠
っ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
で
も
「
宣

告
さ
れ
た
刑
は
も
う
少
し
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り（（（
（

、
刑
罰
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
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内
実
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
応
報
に
重
点
を
置
く
説
に
も
一
般
予
防
に
重
点
を
置
く
説
に
も
位
置
付
け
ず
、
独
自
の
見
解

と
し
て
分
類
し
た
。

　

７　

法
定
期
間
不
要
説

　

法
定
要
件
の
正
当
化
根
拠
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
法
定
期
間
そ
の
も
の
を
不
要
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
教
育
刑
論

の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
る
も
の
で
、
仮
釈
放
の
許
否
は
受
刑
者
の
改
善
更
生
の
状
況
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
仮
釈
放
を

認
め
な
い
法
定
期
間
は
設
け
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。
正
木
亮
博
士
は
、「
仮
釈
放
が
、
囚
人
の
改
心
自
新
の
拍
車
的
意
義
を
も

ち
、
ま
た
本
人
に
改
心
の
情
が
明
ら
か
と
な
り
、
釈
放
後
の
環
境
、
こ
と
に
就
職
の
途
が
つ
き
再
犯
の
虞
れ
が
な
く
な
っ
た
場
合
に

も
、
な
お
か
つ
刑
期
三
分
の
一
あ
る
い
は
四
分
の
三
を
経
過
し
な
け
れ
ば
仮
釈
放
を
許
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
、
今
日
に
お
け
る
仮

釈
放
の
本
質
に
反
す
る
」
と
し
て
、
仮
釈
放
の
法
定
期
間
は
設
け
ず
、
仮
釈
放
の
許
可
期
限
は
刑
務
所
長
お
よ
び
そ
の
諮
問
機
関
た

る
委
員
会
（
刑
務
委
員
会
（
に
お
い
て
決
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

確
か
に
、
法
定
期
間
不
要
説
が
念
頭
に
お
く
よ
う
な
、
刑
の
執
行
や
施
設
内
処
遇
を
全
く
必
要
と
し
な
い
受
刑
者
の
存
在
を
観
念

で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
が
り
な
り
に
も
違
法
行
為
を
行
っ
て
、
司
法
機
関
が
個
別
予
防
の
観
点
も
含
め
て
実
刑
を
言
い
渡

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
の
執
行
に
お
い
て
施
設
内
処
遇
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
処
遇
の
必
要
性
が
一

切
な
い
受
刑
者
を
想
定
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
犯
罪
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
実
刑
な
ど
科
す
必
要
は
な

く
、
執
行
猶
予
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

８　

そ
の
他

　

そ
の
他
、
法
定
期
間
を
刑
の
時
効
か
ら
考
え
る
見
解
も
見
ら
れ
る
が（（（
（

、
逃
走
に
よ
り
確
定
し
た
刑
の
執
行
を
受
け
な
い
で
一
定
の
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期
間
が
経
過
す
る
こ
と
で
時
効
を
認
め
る
制
度
と
、
刑
の
執
行
に
お
い
て
一
定
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
釈
放
を
認
め
る
制

度
の
趣
旨
は
全
く
異
な
り
、
刑
の
時
効
の
期
間
を
仮
釈
放
の
法
定
期
間
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
。

Ⅲ　

法
定
期
間
の
再
検
討

　

１　

正
当
化
根
拠
―
―
処
遇
連
携
説

　

法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
を
巡
る
従
来
の
見
解
は
、
恩
恵
説
を
除
き
、
い
ず
れ
に
も
そ
れ
な
り
の
妥
当
性
が
あ
る
が
、
決
定
力
を

欠
く
。
総
合
事
情
説
も
、
全
て
の
要
素
を
考
慮
す
る
が
故
に
却
っ
て
説
得
力
が
な
く
、
具
体
的
な
基
準
を
導
き
出
す
こ
と
も
で
き
な

い
。

　

思
う
に
、
仮
釈
放
の
法
定
期
間
は
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
一
定
の
矯
正
処
遇
を
行
っ
た
う
え
で（（（
（

仮
に
釈
放
し
、
社
会
の
中
で
処
遇

を
行
い
な
が
ら
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
の
働
き
か
け
と
評
価
を
行
う
と
い
う
仮
釈
放
の
機
能
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
処
遇
と
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
が
連
携
し
て
行
わ
れ
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
と

再
犯
防
止
の
上
で
最
も
効
果
的
な
時
点
で
仮
釈
放
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
法
定
期
間
も
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
余
り
に
短
い
法
定
期
間
は
、
刑
事
施
設
内
で
の
処
遇
を
充
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
反
対
に
余
り
に
長
い
法

定
期
間
は
、
残
刑
期
間
主
義
を
採
用
す
る
現
在
の
我
が
国
で
は
わ
ず
か
な
保
護
観
察
し
か
行
い
得
な
い
。
刑
事
施
設
に
お
け
る
処
遇

と
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
が
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
下
限
を
法
定
期
間
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
見

解
を
仮
に
処
遇
連
携
説
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

仮
釈
放
要
件
判
定
説
は
、
社
会
内
処
遇
へ
の
切
り
替
え
時
期
の
判
断
と
い
う
形
で
は
社
会
内
処
遇
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
、
ど
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れ
く
ら
い
の
社
会
内
処
遇
が
必
要
か
と
い
う
視
点
に
欠
け
、「
改
悛
の
状
」
の
判
定
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
と
す
る
だ
け
で
、
刑

事
施
設
内
で
の
処
遇
の
必
要
性
に
も
注
目
し
て
い
な
い
。
反
対
に
、
社
会
内
処
遇
確
保
説
は
、
仮
釈
放
本
来
の
目
的
で
あ
る
社
会
内

処
遇
の
意
義
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
は
優
れ
て
い
る
も
の
の
、
施
設
内
処
遇
の
必
要
性
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。
や
は
り
、

施
設
内
処
遇
を
行
っ
た
う
え
で
仮
に
釈
放
し
、
社
会
内
処
遇
を
行
い
な
が
ら
段
階
的
に
社
会
復
帰
さ
せ
て
い
く
と
い
う
仮
釈
放
の
機

能
を
適
切
に
捉
え
た
処
遇
連
携
説
が
妥
当
で
あ
る
。

　

な
お
、
社
会
内
処
遇
確
保
説
は
、
残
刑
期
間
主
義
の
下
で
の
み
意
味
を
な
し
、
考
試
期
間
主
義（（（
（

の
下
で
は
別
の
原
理
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
残
刑
期
間
主
義
と
考
試
期
間
主
義
で
統
一
的
な
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
処
遇
連
携
説
は
、
仮
釈
放
後
一
定
の
社
会
内
処
遇
の
期
間
（
考
試
期
間
（
が
確
保
さ
れ
て
い
て
も
、
改
善
更

生
や
再
犯
防
止
の
目
的
を
達
す
る
た
め
施
設
内
処
遇
と
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
考
試
期
間
主
義
の
下
で
も
妥
当
す
る
。

　

２　

有
期
刑
の
法
定
期
間

　

そ
れ
で
は
、
制
度
と
し
て
実
際
の
法
定
期
間
は
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
、
有
期
刑
と
無
期
刑
で
は
、
同
じ
自
由
刑
で

も
性
質
が
異
な
る
の
で
、
以
下
で
は
有
期
刑
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
。

　

私
見
で
は
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
の
効
果
的
な
連
携
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
法
定
期
間
を
決
す
る
処
遇
連
携
説
の
立
場
を

採
る
こ
と
か
ら
、
前
提
と
な
る
仮
釈
放
制
度
の
法
的
性
質
と
内
容
に
よ
っ
て
法
定
期
間
の
在
り
方
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
仮
釈
放
を
刑
の
執
行
の
一
形
態
と
捉
え
、
残
刑
期
間
主
義
を
採
る
現
在
の
日
本
の
制
度
の
下
で
は
、
法
定
期
間
が
長
す

ぎ
る
と
社
会
内
処
遇
（
保
護
観
察
（
の
期
間
が
余
り
に
短
く
な
る
。
か
と
い
っ
て
、
法
定
期
間
を
短
く
す
る
と
、
施
設
内
処
遇
の
期

間
を
十
分
に
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
三
分
の
一
と
い
う
現
行
の
法
定
期
間
は
、
社
会
内
処
遇
の
期
間

は
確
保
し
や
す
い
も
の
の
、
刑
期
が
三
年
未
満
と
短
い
場
合
、
余
り
に
施
設
内
処
遇
の
期
間
が
短
く
、
刑
期
が
三
年
以
上
の
場
合
で
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も
、
犯
罪
の
重
大
性
に
鑑
み
る
と
、
決
し
て
充
分
な
処
遇
期
間
が
確
保
で
き
る

と
は
言
え
な
い
。
法
定
期
間
を
や
や
長
く
取
っ
た
と
し
て
も
、
刑
期
が
三
年
以

上
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
刑
期
が
三
年
未
満
の
場
合
に
も
、
仮
釈
放
後
の
社

会
内
処
遇
の
期
間
が
極
端
に
短
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
刑
期

が
三
年
未
満
の
刑
に
つ
い
て
も
、
刑
期
が
三
年
以
上
の
刑
に
つ
い
て
も
、
法
定

期
間
は
現
行
よ
り
も
長
い
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

但
し
、
再
入
者
（
前
に
禁
錮
以
上
の
実
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
は
、

初
入
者
と
事
情
を
異
に
す
る
。
再
入
者
は
初
入
時
の
処
遇
に
も
拘
わ
ら
ず
再
犯

に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
再
入
時
に
は
よ
り
充
実
し
た
施
設
内
処
遇
が
必

要
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
再
入
者
に
つ
い
て
は
、
初
入
者

よ
り
も
長
い
法
定
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
有
期
刑
の
三
分
の
二

が
相
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
但
し
、
刑
期
が
三
年
未
満
の
再
入
者
は
、
余

り
施
設
内
処
遇
の
期
間
を
取
り
す
ぎ
る
と
社
会
内
処
遇
の
期
間
が
少
な
く
な
る

た
め
、
法
定
期
間
は
初
入
者
と
同
じ
二
分
の
一
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

な
お
、
筆
者
は
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
期
間
に
つ
い
て
は
考
試
期
間
主
義

を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で（（（
（

、
社
会
内
処
遇
の
期
間
を
確
保
す

る
と
い
う
制
約
が
な
く
な
る
。
そ
の
場
合
、
法
定
期
間
を
伸
張
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
初
入
者
の
法
定
期
間
は
二
分
の
一
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表１　法定期間の改正案

３年未満の刑 ３年以上の刑

初　入 ２分の１ ２分の１

再　入 ２分の１ ３分の２

残刑期間主義（現行法）

３年未満の刑 ３年以上の刑

初　入 ２分の１ ２分の１

再　入 ３分の２ ３分の２

考試期間主義を採った場合



18

法学研究 86 巻 12 号（2013：12）

但
し
、
再
入
者
に
つ
い
て
は
、
施
設
内
処
遇
の
期
間
を
確
保
す
る
た
め
、
刑
期
三
年
未
満
の
場
合
に
つ
い
て
も
三
分
の
二
と
す
る
方

法
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
掲
げ
た
法
定
期
間
の
案
は
、
あ
く
ま
で
現
行
の
仮
釈
放
審
査
手
続
に
基
づ
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
私
見
で
は
、
法
定
期
間
の
機
能
を
現
在
と
は
異
な
る
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ

が
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
記
と
は
異
な
る
法
定
期
間
を
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

３　

法
定
期
間
の
機
能

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
法
定
期
間
を
伸
ば
す
提
案
に
対
し
て
は
、
厳
罰
化
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
当
然
に
な
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、

法
定
期
間
の
伸
張
は
厳
罰
化
で
あ
る
と
し
て
当
初
よ
り
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
し
、
法
定
期
間
の
見
直
し
は
必
ず
仮
釈
放
の
早
期
化

だ
け
を
目
的
と
し
て
論
ず
べ
き
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
一
方
的
な
議
論
で
あ
る
。
我
が
国
の
刑
罰
論
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

現
行
制
度
よ
り
刑
罰
を
重
く
す
る
改
正
は
厳
罰
で
あ
り
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。
法
制
度
で
あ
る
以

上
、
明
確
な
理
念
と
根
拠
に
裏
打
ち
さ
れ
た
法
定
期
間
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
仮
釈
放
時
期
の
適
正
化
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
定
期
間
を
現
在
よ
り
長
い
も
の
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
基
準
と
し
た
仮
釈
放
の
運
用
が
行
わ
れ
る

な
ら
ば
、
要
件
と
し
て
は
厳
格
に
は
な
っ
て
も
、
実
際
の
仮
釈
放
が
早
期
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
法
定
期
間
の
「
後
方
修
正
」

が
厳
罰
化
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

　

さ
ら
に
私
見
で
は
、
単
に
法
定
期
間
を
改
正
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
定
期
間
の
機
能
そ
の
も
の
も
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
現
在
、
法
定
期
間
に
は
、
法
定
期
間
経
過
通
告
の
時
期
と
し
て
の
機
能
（
法
三
三
条
（
と
、
刑
事
施
設
に
よ
る
初
回
の

仮
釈
放
申
出
審
査
時
期
（
期
限
（（
規
則
一
一
条
一
項
（
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
。
そ
し
て
、
法
定
期
間
が
経
過
し
、
法
務
省
令
で
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
仮
釈
放
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
（
法
三
四
条
一
項
（、
実
際
に
、
法
定
期
間
経
過
日
直
後
に
仮
釈
放
の
申
出
が
刑
事
施
設
長
か
ら
な
さ
れ
る
こ

と
は
殆
ど
な
い
。
ま
た
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
刑
事
施
設
長
か
ら
の
申
出
が
な
く
と
も
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

職
権
で
審
理
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
法
三
五
条
一
項
（、
こ
う
し
た
職
権
審
理
も
実
務
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
法
定
期
間
が
仮
釈
放
の
一
要
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
定
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
、
刑
事
施
設
だ
け
で
な
く
、
仮
釈

放
の
審
査
機
関
で
あ
り
、
決
定
機
関
で
あ
る
地
方
更
生
保
護
委
員
会
自
体
が
、
一
度
、
仮
釈
放
の
も
う
一
つ
の
要
件
で
あ
る
実
質
的

要
件
の
充
足
を
判
断
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
法
定
期
間
経
過
通
告
を
刑
事
施
設
長
が
行
っ

た
場
合
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
仮
釈
放
の
審
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。 

法
定
期
間
が
経

過
し
て
も
、
執
行
率
の
相
場
が
近
付
く
ま
で
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
仮
釈
放
審
査
を
一
度
も
行
わ
な
い
と
い
う
状
況
は
や
は
り
望

ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
法
定
期
間
経
過
の
時
点
で
、
第
一
回
目
の
審
査
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

法
定
期
間
経
過
通
告
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
長
が
仮
釈
放
の
申
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
に
す
る
こ
と
で
も
実
質

的
に
同
じ
効
果
を
得
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
依
然
と
し
て
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
仮
釈
放
審
査
の
主
体
性
が
弱
い
ま
ま
と
な
っ
て

し
ま
お
う
。
刑
事
施
設
長
か
ら
の
通
告
を
契
機
と
し
て
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
主
体
的
に
仮
釈
放
審
査
を
開
始
す
る
形
の
方
が

望
ま
し
い
。

　

筆
者
は
受
刑
者
に
仮
釈
放
審
査
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
な
見
解
を
有
し
て
い
る
が
、
法
定
期
間
経
過
時
に
地

方
更
生
保
護
委
員
会
に
第
一
回
目
の
審
査
を
義
務
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
受
刑
者
に
初
回
の
仮
釈
放
審
査
請
求
権
を

認
め
た
の
に
等
し
い
。

　

法
定
期
間
の
機
能
を
こ
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
行
法
よ
り
法
定
期
間
が
長
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
仮
釈
放
審

査
の
活
発
化
が
期
待
で
き
る
。
そ
し
て
、
法
定
期
間
経
過
時
の
必
要
的
仮
釈
放
審
査
制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
法
定
期
間
は
前
節
で

提
案
し
た
法
定
期
間
よ
り
も
さ
ら
に
長
く
す
る
方
が
、
第
一
回
目
の
仮
釈
放
審
査
の
現
実
性
が
あ
ろ
う
。
表
２
は
、
か
な
り
過
激
な
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見
解
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
案
で
あ
る
。

　

但
し
、
こ
う
し
た
必
要
的
仮
釈
放
審
査
制
度
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
現
在

よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
地
方
更
生
保
護
委
員
や
仮
釈
放
調
査
を
行
う
保
護
観

察
官
が
必
要
と
な
る
。
仮
釈
放
の
申
出
が
受
刑
者
の
半
数
程
度
し
か
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
二
倍
の
仮
釈
放
審
査
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
し
、
初
回
の
審
査
で
棄
却
さ
れ
る
率
が
高
く
な
り
、
二
度
目
や
三

度
目
の
審
査
も
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
、

限
ら
れ
た
数
の
地
方
更
生
保
護
委
員
が
多
く
の
施
設
や
受
刑
者
の
仮
釈
放
審
査

を
担
当
し
、
無
期
受
刑
者
を
除
く
と
、
基
本
的
に
一
回
の
み
の
、
し
か
も
主
査

委
員
に
よ
る
限
ら
れ
た
時
間
の
面
接
と
い
う
審
査
方
法
に
そ
も
そ
も
問
題
が
あ

る
。
こ
う
し
た
仮
釈
放
審
査
体
制
そ
の
も
の
を
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

　

４　

法
定
期
間
経
過
日
の
算
出
方
法

　

有
期
刑
の
法
定
期
間
経
過
日
を
計
算
す
る
際
に
未
決
勾
留
日
数
等
の
法
定
期

間
へ
の
算
入
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
法
定
期

間
の
正
当
化
根
拠
と
の
関
係
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

実
務
で
は
、
従
前
、
未
決
勾
留
日
数
の
本
刑
へ
の
通
算
が
あ
る
場
合
（
刑
法

二
一
条
、
刑
訴
法
四
九
五
条
（
や
外
国
判
決
の
執
行
に
よ
る
刑
の
執
行
の
減
軽

表２　法定期間の改正案（必要的仮釈放審査制度を前提）

３年未満の刑 ３年以上の刑

初　入 ２分の１ ３分の２

再　入 ３分の２ ４分の３

残刑期間主義（現行法）

３年未満の刑 ３年以上の刑

初　入 ３分の２ ４分の３

再　入 ４分の３ ６分の５

考試期間主義を採った場合



21

仮釈放の法定期間と正当化根拠

が
あ
る
場
合
（
刑
法
五
条
（、
宣
告
刑
期
の
三
分
の
一
と
し
て
算
出
し
た
法
定
期
間
経
過
日
か
ら
未
決
勾
留
日
数
等
を
控
除
す
る
の

で
は
な
く
、
宣
告
刑
期
か
ら
未
決
勾
留
日
数
等
を
控
除
し
た
刑
期
の
三
分
の
一
を
法
定
期
間
経
過
日
と
し
て
い
る（（（
（

。
つ
ま
り
、
有
期

刑
の
法
定
期
間
経
過
日
を
計
算
す
る
際
の
元
に
な
る
刑
期
、
即
ち
、
刑
法
二
八
条
に
い
う
「
有
期
刑
に
つ
い
て
は
そ
の
刑
期
の
三
分

の
一
」
の
「
そ
の
刑
期
」
と
は
、
宣
告
刑
期
で
は
な
く
、
実
際
に
執
行
す
べ
き
執
行
刑
期
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
定
期
間
経
過
日
の
計
算
に
お
い
て
執
行
刑
期
を
基
準
と
す
る
の
は
、「
社
会
の
刑
罰
に
対
す
る
正
義
感
情
を
考

慮
し
、
刑
罰
の
責
任
主
義
と
刑
事
政
策
上
の
改
善
主
義
の
調
和
を
制
度
的
に
ど
の
辺
に
求
め
る
か
に
よ
る
」
と
し
て
総
合
事
情
説
の

立
場
か
ら
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
即
ち
、「
現
実
の
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
責
任
主
義
を
満
足
さ
せ
（
中
略
（
ま
た
、
刑
事
政
策

的
に
み
て
も
、「
改
悛
の
状
」
の
判
定
は
、
現
実
の
刑
の
執
行
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
改
善
更
生
が
仮
出
獄
制
度
の
機
能
で

あ
り
、
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
定
期
間
の
現
実
の
刑
の
執
行
を
予
定
す
る
こ
と
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
は
、
合
理
的
な
理
由
が

あ
る
」
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
う
ち
前
者
の
責
任
主
義
（
応
報
（
を
充
足
さ
せ
る
と
い
う
、
部
分
的
に
み
た
応
報
充
足
説
の
見
解
に
対
し
て
は（（（
（

、

全
く
反
対
の
説
明
と
結
論
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
未
決
勾
留
に
も
、
刑
罰
の
執
行
と
同
様
、
身
柄
拘
束
の
苦
痛
を
伴
う
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
未
決
勾
留
日
数
の
本
刑
へ
の
通
算
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
の
充
足
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ

宣
告
刑
を
短
縮
す
る
の
で
は
な
く
、
宣
告
刑
を
三
分
の
一
と
し
た
法
定
期
間
か
ら
未
決
勾
留
日
数
を
控
除
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
刑

法
全
面
改
正
作
業
に
お
い
て
も
、
刑
法
改
正
予
備
草
案
か
ら
改
正
刑
法
草
案
に
至
る
ま
で
、
本
刑
に
算
入
さ
れ
た
未
決
勾
留
の
日
数

又
は
外
国
判
決
の
効
力
の
規
定
等
に
よ
っ
て
刑
の
一
部
の
執
行
を
免
除
さ
れ
た
期
間
は
法
定
期
間
に
算
入
す
る
と
し
て
い
る
が
、
改

正
刑
法
草
案
は
、「
仮
釈
放
前
に
経
過
す
べ
き
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
期
間
だ
け
拘
禁
に
よ
る
苦
痛
を
受
け
た
後
で

な
け
れ
ば
仮
釈
放
を
認
め
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
て
、
拘
禁
に
よ
る
苦
痛
と
い
う
点
で
は
、
自
由
刑
の
執
行
と
未
決
勾
留
等
と
の

間
に
実
際
上
差
は
な
」
い
こ
と
を
そ
の
理
由
に
掲
げ
て
い
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
香
川
達
夫
博
士
か
ら
、「
所
定
期
間
を
経
過
し
た
か
ら
と
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い
っ
て
、
当
然
に
仮
出
獄
が
許
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
期
間
上
の
法
定
要
件
を
充
足
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

未
決
勾
留
日
数
が
資
格
取
得
期
間
を
超
過
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
的
な
刑
の
執
行
を
常
に
ま
ぬ
が
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
」
と

い
う
反
論
も
な
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

結
局
、
本
刑
に
通
算
さ
れ
た
未
決
勾
留
の
性
質
を
責
任
主
義
と
の
関
係
で
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
る
結
論
が
導
き
出

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
応
報
充
足
説
に
せ
よ
、
総
合
事
情
説
に
せ
よ
、
応
報
に
重
点
を
置
く
見
解
か
ら
は
結
論
は
出
し
難
い
。
ま
た
、

通
算
さ
れ
た
日
数
に
は
長
短
が
あ
り
、
ほ
ん
の
僅
か
な
日
数
で
も
法
定
期
間
か
ら
の
控
除
を
行
え
ば
責
任
や
応
報
が
充
足
さ
れ
な
い

と
い
う
の
は
、
余
り
に
硬
直
的
で
あ
る
し
、
法
定
期
間
そ
の
も
の
が
応
報
の
最
低
限
度
と
し
て
厳
密
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
個
別
予
防
に
重
点
を
置
く
見
解
に
立
っ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仮
釈
放
要
件
判
定
説
お
よ
び
総
合
事
情
説

は
、
未
決
勾
留
の
間
は
「
改
悛
の
状
」
の
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
期
間
を
法
定
期
間
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
す
る（（（
（

。
こ
れ
に
対
す
る
明
確
な
反
論
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
先
の
香
川
達
夫
博
士
の
見
解
は
仮
釈
放
要
件

判
定
説
へ
の
批
判
に
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

社
会
内
処
遇
確
保
説
は
、
仮
釈
放
の
禁
止
期
間
よ
り
期
限
に
む
し
ろ
関
心
が
あ
る
た
め
、
控
除
を
認
め
る
か
否
か
に
は
余
り
関
係

が
な
く
、
ど
ち
ら
も
認
め
う
る
。

　

司
法
処
分
尊
重
説
も
、
何
を
も
っ
て
尊
重
す
べ
き
司
法
処
分
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
解
し
う
る
。
裁
判
所
が
宣
告
し

た
宣
告
刑
を
最
大
限
尊
重
す
べ
き
と
す
れ
ば
、
法
定
期
間
か
ら
未
決
勾
留
日
数
等
の
控
除
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
一
方
、
裁
判
の
一
部
を
構
成
す
る
本
刑
通
算
を
含
め
て
尊
重
す
べ
き
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
は
既
に
執
行
し
た
も
の
と
み
な
し

て
、
法
定
期
間
か
ら
の
控
除
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

法
定
期
間
不
要
説
に
と
っ
て
は
、
通
算
は
問
題
に
な
り
よ
う
が
な
い
。

　

筆
者
が
採
る
処
遇
連
携
説
で
は
、
社
会
内
処
遇
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
は
影
響
が
少
な
く
、
た
だ
施
設
内
処
遇
の
確
保
と
い
う
観
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点
か
ら
は
、
控
除
を
認
め
な
い
見
解
の
方
が
支
持
し
や
す
い
。
し
か
し
、
法
定
期
間
は
施
設
内
処
遇
に
必
要
な
最
低
期
間
を
一
般
的

に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
受
刑
者
が
法
定
期
間
経
過
時
点
で
仮
釈
放
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
未
決
勾
留
日
数
等
の
通
算

制
度
の
趣
旨
を
考
え
る
と
、
結
果
と
し
て
施
設
内
処
遇
の
期
間
が
短
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、

実
際
の
施
設
内
処
遇
は
受
刑
者
の
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
見
で
は
法
定
期
間
を
現
行
法
よ
り
も
長
く
取
る

た
め
、
通
算
が
あ
っ
て
も
、
処
遇
の
期
間
は
確
保
し
や
す
い
。

Ⅳ　

課
題

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
と
有
期
刑
に
お
け
る
法
定
期
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
法
定
期
間

の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
究
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
学
説
の
分
類
や
位
置
付
け
は
従
来
の
限
ら
れ
た
主
張
や
見
解
を
頼
り

に
模
索
す
る
形
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
具
体
的
な
法
定
期
間
に
関
す
る
提
案
は
、
あ
く
ま
で
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
に
基
づ
い
て
あ
る
べ
き
姿
を
追
究
し
た
も

の
に
過
ぎ
ず
、
筆
者
も
そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
、
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
を
ど
の
よ
う
に

組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
受
刑
者
の
社
会
復
帰
や
再
犯
防
止
に
と
っ
て
効
果
的
で
あ
る
の
か
の
実
証
的
な
研
究
を
基
に
、
そ
の
裏

付
け
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
、
当
問
題
が
学
術
的
に
検
討
さ
れ
、
実
務
に
お
け
る
仮
釈
放
時
期
や
執
行
率
の
見
直
し
に
つ

な
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

そ
し
て
、
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
無
期
刑
に
お
け
る
仮
釈
放
の
法
定
期
間
で
あ
る
。
無
期
刑
は
、
有
期
刑
と

異
な
り
、
仮
釈
放
で
し
か
釈
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
法
定
期
間
は
刑
の
執
行
や
処
遇
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す

る
。
し
か
も
、
無
期
刑
は
、
有
期
刑
と
異
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
無
期
刑
を
ど
の
よ
う
な
刑
罰
と
捉
え
る
か
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に
よ
っ
て
仮
釈
放
の
あ
り
方
が
異
な
り
、
次
に
、
無
期
刑
に
対
す
る
仮
釈
放
の
法
定
期
間
は
、
有
期
刑
の
場
合
と
同
じ
根
拠
が
妥
当

す
る
の
か
、
違
う
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
根
拠
が
適
切
で
あ
る
の
か
を
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
日
の

課
題
と
し
た
い
。

（
1
（　

こ
の
ほ
か
、「
条
件
期
間
」
の
用
語
が
あ
る
が
、
現
在
は
法
令
に
「
法
定
期
間
」
の
文
言
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
全
て
「
法
定
期

間
」
で
統
一
す
る
。
ま
た
、
か
つ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
応
当
日
」
の
用
語
は
、「
法
定
期
間
経
過
日
」
と
し
、
犯
罪
者
予
防
更
生
法
時

代
の
制
度
や
論
文
に
言
及
す
る
場
合
も
、
法
定
期
間
経
過
日
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
（　

法
務
省
矯
正
局
『
矯
正
統
計
年
報
』
平
成
元
年
か
ら
平
成
二
四
年
ま
で
を
元
に
執
行
率
を
集
計
。

（
3
（　

法
務
省
保
護
局
「
無
期
刑
の
執
行
状
況
及
び
無
期
刑
受
刑
者
に
係
る
仮
釈
放
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
（。

（
（
（　

昭
和
五
八
年
一
一
月
三
〇
日
付
け
法
務
省
保
観
第
三
七
一
号
保
護
局
長
通
達
「
仮
出
獄
の
適
正
か
つ
積
極
的
な
運
用
に
つ
い
て
」、

昭
和
五
九
年
一
月
五
日
付
け
法
務
省
矯
医
第
三
八
号
矯
正
局
長
通
達
「
仮
出
獄
の
積
極
的
な
運
用
に
つ
い
て
」
及
び
同
年
三
月
一
五
日
付

け
法
務
省
保
観
第
六
八
号
保
護
局
長
通
達
「
仮
出
獄
の
適
正
か
つ
積
極
的
な
運
用
の
推
進
に
つ
い
て
」。

（
（
（　

平
成
二
四
年
一
月
一
九
日
付
け
法
務
省
保
観
第
三
号
矯
正
局
長
・
保
護
局
長
通
達
「
仮
釈
放
の
積
極
的
な
推
進
に
つ
い
て
（
通
達
（」。

ま
た
、
無
期
刑
に
つ
い
て
は
、
終
身
刑
創
設
の
動
き
の
な
か
で
、
そ
の
手
続
の
透
明
化
と
適
正
化
を
図
る
た
め
の
通
達
が
発
出
さ
れ
て
い

る
。
平
成
二
一
年
三
月
六
日
付
け
法
務
省
保
観
第
一
三
四
号
保
護
局
長
通
達
「
無
期
刑
受
刑
者
に
係
る
仮
釈
放
審
理
に
関
す
る
事
務
の
運

用
に
つ
い
て
」。

（
6
（　

教
育
刑
論
に
立
つ
牧
野
英
一
博
士
は
、
有
期
刑
の
法
定
期
間
は
刑
期
の
五
分
の
一
と
す
べ
き
と
し
、
泉
二
新
熊
博
士
は
三
分
の
一
を

主
張
し
、
そ
の
妥
協
案
と
し
て
改
正
刑
法
仮
案
で
は
四
分
の
一
が
採
用
さ
れ
た
が
、
戦
後
、
客
観
主
義
・
応
報
刑
主
義
に
立
つ
小
野
清
一

郎
博
士
の
下
で
起
草
さ
れ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
で
は
現
行
法
の
三
分
の
一
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
。
牧
野
英
一
「
短
期
自
由
刑
及
び
仮

釈
放
」
警
察
研
究
二
三
巻
五
号
（
一
九
五
二
（
一
六
頁
、
同
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
発
表
」
季
刊
刑
政
八
巻
三
号
（
一
九
六
〇
（
一
一

頁
。
ま
た
、
牧
野
博
士
は
、
短
期
自
由
刑
の
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
は
宣
告
刑
は
相
当
長
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仮
釈
放
の
要
件
は
相

当
に
寛
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
牧
野
英
一
『
刑
法
改
正
の
諸
問
題
』
良
書
普
及
会
（
一
九
三
三
（
二
九
七
頁
。
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（
（
（　

改
正
刑
法
準
備
草
案
に
対
し
て
は
、
安
平
政
吉
博
士
は
三
分
の
一
と
い
う
要
件
は
「
今
日
の
常
識
か
ら
申
し
て
不
当
と
は
考
え
ら
れ

な
い
」
と
し
、
森
下
忠
博
士
は
、「
我
が
国
の
実
状
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
以
上
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
刑
事
司
法
の
軟
骨

化
を
来
」
し
、
三
分
の
一
ま
で
「
要
件
を
緩
和
し
て
い
る
国
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
か
ら
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
日
本
刑
法
学
会

編
『
改
正
刑
法
準
備
草
案
［
刑
法
雑
誌
第
一
一
巻
第
一
・
二
号
］』
有
斐
閣
（
一
九
六
一
（
三
一
頁
、
一
二
四
頁
、
森
下
忠
「
執
行
猶

予
・
宣
告
猶
予
・
仮
釈
放
・
保
護
観
察
」
法
律
時
報
三
二
巻
八
号
（
一
九
六
〇
（
一
六
九
―
一
七
〇
頁
［
森
下
忠
（
一
九
六
〇
（
と
す

る
］。
森
下
忠
『
刑
法
改
正
と
刑
事
政
策
』
一
粒
社
（
一
九
六
四
（
八
三
頁
［
森
下
忠
（
一
九
六
四
（
と
す
る
］。

（
8
（　

例
え
ば
、
斎
藤
静
敬
『
新
版
死
刑
再
考
論
（
第
二
版
（』
成
文
堂
（
一
九
九
九
（
三
四
一
頁
以
下
、
加
藤
久
雄
「
死
刑
代
替
論
に
つ

い
て
」
法
学
研
究
六
九
巻
二
号
（
一
九
九
六
（
一
二
三
頁
以
下
、
法
務
省
『
法
制
審
議
会
改
正
刑
法
草
案
附
同
説
明
書
』（
一
九
七
四
（

一
二
五
―
一
二
六
頁
。

（
（
（　

正
木
亮
『
刑
法
と
刑
事
政
策
（
増
訂
版
（』
有
斐
閣
（
一
九
六
八
（
一
七
四
―
一
七
五
頁
（
初
出
「
仮
釈
放
に
関
す
る
理
論
と
実
際
」

法
律
の
ひ
ろ
ば
一
五
巻
二
号
（
一
九
六
二
（
二
七
―
二
八
頁
（。

（
10
（　
「
明
治
四
〇
年
政
府
提
出
刑
法
改
正
案
理
由
書
」
高
橋
治
俊
＝
小
谷
二
郎
編
（
松
尾
浩
也
増
補
解
題
（『
増
補
刑
法
沿
革
綜
覧
』
信
山

社
（
一
九
九
〇
（
二
一
三
八
頁
。
こ
の
説
明
は
明
治
三
五
年
の
刑
法
改
正
案
に
対
す
る
理
由
書
で
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
法
典
調
査
會
編

『
刑
法
改
正
案
理
由
書
附
刑
法
改
正
要
旨
』
上
田
屋
書
店
（
一
九
〇
二
（
四
九
頁
。
明
治
三
四
年
の
刑
法
改
正
案
の
理
由
書
で
は
、
や
や

短
く
「
長
キ
ニ
失
シ
犯
人
ヲ
シ
テ
往
々
失
望
ノ
位
地
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
ノ
虞
ア
ル
」
と
す
る
。
法
典
調
査
會
編
『
刑
法
改
正
案
理
由
書
附
刑

法
改
正
要
旨
』
上
田
屋
書
店
（
一
九
〇
一
（
四
二
―
四
三
頁
。

（
11
（　

こ
の
出
願
期
間
は
、
戦
後
制
定
さ
れ
た
恩
赦
法
施
行
規
則
に
お
い
て
本
人
の
出
願
権
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て

一
定
の
条
件
を
付
し
て
恩
赦
出
願
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
田
亥
之
三
郎
『
逐
条
恩
赦
法
釈
義
（
改
訂

三
版
（』
第
一
法
規
出
版
（
一
九
六
八
（
九
五
頁
。
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
恩
赦
制
度
審
議
会
が
昭
和
二
三
年
に
提
出
し
た
最
終
意
見
書
で

は
、
恩
赦
の
機
能
と
し
て
、
誤
判
の
救
済
、
法
の
画
一
性
に
基
づ
く
具
体
的
妥
当
性
の
矯
正
、
事
情
の
変
更
に
よ
る
裁
判
の
事
後
変
更
と

並
び
、「
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
の
事
後
の
行
状
等
に
基
く
い
わ
ゆ
る
刑
事
政
策
的
な
裁
判
の
変
更
も
し
く
は
資
格
回
復
」
を
強
調
し

て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
裁
判
後
の
受
刑
者
の
改
悛
の
状
や
再
犯
の
お
そ
れ
等
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
刑
罰
の
執
行
に
修
正
を
加
え
る
こ
と

に
つ
い
て
は
仮
釈
放
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
仮
釈
放
に
は
法
定
期
間
の
制
約
が
あ
り
、
仮
釈
放
後
も
所
定
の
終
期
が
く
る
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ま
で
は
刑
の
執
行
は
終
了
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
そ
う
し
た
仮
釈
放
の
画
一
性
を
さ
ら
に
緩
和
す
る
作
用

を
営
む
の
が
恩
赦
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
野
次
雄
「
恩
赦
制
度
の
新
方
向
」
警
察
研
究
二
〇
巻
三
号
（
一
九
四
八
（

三
七
―
三
九
頁
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
出
願
期
間
の
制
限
期
間
が
仮
釈
放
の
法
定
期
間
と
一
致
し
て
い
る
の
は
不
可

解
で
あ
る
。
中
野
氏
は
、
恩
赦
に
よ
る
仮
釈
放
の
補
充
性
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
恩
赦
の
運
用
が
だ
ら
し
が
な
い
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う

戒
め
る
べ
き
だ
と
し
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
出
願
期
間
の
制
限
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
制
約
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
12
（　

加
藤
東
治
郎
「
更
生
の
措
置
と
し
て
の
仮
釈
放
」
犯
罪
と
非
行
四
三
号
（
一
九
八
〇
（
一
〇
四
頁
。

（
13
（　

所
一
彦
『
刑
事
政
策
の
基
礎
理
論
』
大
成
出
版
社
（
一
九
九
四
（
九
八
頁
。

（
1（
（　

森
下
忠
博
士
は
、「
刑
の
量
定
が
寛
大
化
し
て
い
る
わ
が
国
の
最
近
の
実
状
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
以
上
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、

か
え
っ
て
刑
事
司
法
の
軟
骨
化
を
来
す
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
が
、
こ
の
点
だ
け
を
捉
え
れ
ば
法
定
期
間
を
応
報
的
な
発
想
か
ら
捉
え

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
日
本
刑
法
学
会
編
・
前
掲
注（
（
（一
二
四
頁
、
森
下
忠
（
一
九
六
〇
（・
前
掲
注（
（
（一
六
九
頁
、
森
下
忠

（
一
九
六
四
（・
前
掲
注（
（
（八
三
頁
。
別
稿
も
そ
う
し
た
緩
刑
化
へ
の
懸
念
に
加
え
、
実
務
上
、
殆
ど
影
響
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
掲
げ

て
い
る
。
森
下
忠
「
仮
釈
放
」
平
場
安
治
＝
平
野
龍
一
編
『
刑
法
改
正
の
研
究
１
概
論
・
総
則
―
改
正
草
案
の
批
判
的
検
討
』（
一
九
七

二
（
三
一
二
頁
。
無
期
刑
と
関
連
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
た
小
池
信
太
郎
准
教
授
は
、
刑
事
事
件
の
重
大
性
に
見
合
っ
た
最
低
服
役
期
間

を
「
個
別
事
案
毎
」
に
判
断
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
の
仮
釈
放
時
期
の
あ
り
方
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
定
期
間
に
つ

い
て
も
応
報
充
足
説
の
立
場
に
親
和
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
岡
上
雅
美
（
小
池
信
太
郎
報
告
部
分
（「
終
身
刑
」
刑
法
雑
誌
五
二

巻
三
号
（
二
〇
一
三
（
五
二
三
頁
。

（
1（
（　

正
木
亮
『
增
訂
改
版
刑
事
政
策
汎
論
』
有
斐
閣
（
一
九
四
九
（
四
一
五
頁
、
正
木
亮
・
前
掲
注（
（
（一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（
16
（　

菊
田
幸
一
博
士
は
、「
責
任
主
義
の
原
則
が
仮
釈
放
か
ら
く
ず
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の
形
式
的
要
件
は
そ
の
残
痕
で
あ
る
」
と
す
る
。

菊
田
幸
一
「
仮
釈
放
」
宮
澤
浩
一
ほ
か
編
『
刑
事
政
策
講
座
第
２
巻
刑
罰
』
成
文
堂
（
一
九
七
二
（
二
三
五
頁
。

（
1（
（　

法
務
省
『
法
制
審
議
会
改
正
刑
法
草
案
附
同
説
明
書
』（
一
九
七
四
（
一
五
四
頁
。

（
18
（　

太
田
達
也
「
仮
釈
放
要
件
と
許
可
基
準
の
再
検
討
―
「
改
悛
の
状
」
の
判
断
基
準
と
構
造
」
法
学
研
究
八
四
巻
九
号
（
二
〇
一
一
（

一
六
―
一
八
頁
。

（
1（
（　

桂
正
昭
「
仮
出
獄
の
時
期
」
罪
と
罰
一
二
巻
三
号
（
一
九
七
五
（
三
頁
。
同
様
の
見
解
と
し
て
、
佐
藤
繁
実
「
仮
出
獄
許
可
の
基
準
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に
お
け
る
社
会
感
情
に
つ
い
て
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
一
一
巻
四
号
（
一
九
七
七
（
七
七
頁
は
、「
応
当
日
は
、
社
会
感
情
が
是
認
す

る
期
間
の
最
低
線
を
定
め
た
も
の
」
と
す
る
。
西
岡
正
之
「
仮
出
獄
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
―
特
に
社
会
感
情
の
是
認
を
巡
っ
て
―
」
犯

罪
と
非
行
四
三
号
（
一
九
八
〇
（
九
二
頁
。

（
20
（　

注
釈
更
生
保
護
法
研
究
会
編
『
注
釈
犯
罪
者
予
防
更
生
法
・
執
行
猶
予
者
保
護
観
察
法
』
法
務
省
保
護
局
（
一
九
八
一
（
七
八
頁
。

（
21
（　

仮
釈
放
の
許
可
基
準
を
示
し
た
「
犯
罪
を
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
す
る
社
会
内
に
お
け
る
処
遇
に
関
す
る
事
務
の
運
用

に
つ
い
て
」（
平
成
二
〇
年
五
月
九
日
保
観
三
二
五
矯
正
局
長
・
保
護
局
長
依
命
通
達
（
も
、「
被
害
者
等
や
地
域
社
会
の
住
民
の
具
体
的

な
感
情
は
、
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
る
も
の
の
、「
社
会
の
感
情
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
感
情
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
刑
罰
制
度
の
原
理
・

機
能
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
抽
象
的
・
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
第
二
の
七（
（
（ア
（。
詳
細
は
、
太
田
達
也
・
前
掲
注

（
18
（四
七
―
四
九
頁
参
照
。

（
22
（　

氏
家
文
一
郎
「
仮
出
獄
を
許
可
す
る
場
合
に
要
請
さ
れ
る
社
会
感
情
の
是
認
に
つ
い
て
」
保
護
月
報
五
一
号
（
一
九
六
一
（
二
二
六

―
二
二
七
頁
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
氏
家
氏
の
言
う
法
律
感
情
が
最
も
仮
釈
放
を
認
め
な
い
の
は
応
当
日
で
な
く
、
刑
の
執
行
開
始
日
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
社
会
感
情
充
足
説
と
同
じ
く
、
法
定
期
間
は
、
一
般
論
と
し
て

0

0

0

0

0

0

法
律
感
情
が
仮
釈
放
を
是
認
し

得
る
最
低
期
間
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
23
（　

小
池
信
太
郎
准
教
授
は
刑
の
執
行
に
よ
る
「
刑
事
責
任
の
減
少
」
と
い
う
考
え
方
を
採
り
、
氏
家
氏
が
説
く
と
こ
ろ
の
社
会
感
情

（
特
に
法
律
感
情
（
の
不
是
認
が
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
消
却
さ
れ
て
い
く
と
い
う
発
想
に
近
い
。
小
池
信
太
郎
「
量
刑
に
お
け
る
幅
の
理

論
と
死
刑
・
無
期
刑
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
号
（
二
〇
一
三
（
八
七
―
八
八
頁
。
し
か
し
、
社
会
感
情
是
認
説
が
応
報
に
根
拠
を
置
く
説

な
の
か
、
個
別
予
防
に
根
拠
を
置
く
説
な
の
か
曖
昧
な
の
と
同
様
、
応
報
を
そ
う
し
た
可
変
的
な
も
の
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既

に
純
粋
な
応
報
で
は
な
く
、
予
防
的
な
発
想
な
い
し
要
素
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2（
（　

応
報
充
足
説
と
見
ら
れ
る
加
藤
東
治
郎
氏
も
、
法
定
期
間
を
「
被
害
者
な
い
し
は
社
会
の
感
情
の
鎮
静
を
得
る
期
間
と
見
る
こ
と
も
、

も
と
よ
り
合
理
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
」
と
社
会
感
情
是
認
説
を
否
定
す
る
。
加
藤
東
治
郎
・
前
掲
注（
12
（一
〇
四
頁
。

（
2（
（　

刑
法
改
正
準
備
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案
・
同
理
由
書
』（
一
九
六
一
（
一
六
八
頁
。

（
26
（　

岡
田
朝
太
郎
『
日
本
刑
法
論
』
有
斐
閣
（
一
八
九
四
（
八
〇
六
―
八
〇
七
頁
。
現
行
刑
法
に
お
け
る
同
様
の
見
解
と
し
て
、
山
田
正

賢
『
改
正
刑
法
講
義
』
武
田
交
盛
館
（
一
九
〇
八
（
二
四
〇
―
二
四
一
頁
、
林
儀
一
郎
『
改
正
日
本
刑
法
講
義
』（
一
九
〇
九
（ 

七
五
頁
。
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（
2（
（　

野
中
忠
夫
「
仮
出
獄
と
応
当
日
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
三
号
（
一
九
六
七
（
三
〇
―
三
二
頁
。

（
28
（　

野
中
忠
夫
・
前
掲
注（
2（
（三
一
―
三
二
頁
。

（
2（
（　

岡
原
昌
男
『
司
法
研
究
報
告
書
第
2（
輯
５
―
假
釋
放
制
度
の
運
用
に
就
て
』（
一
九
三
八
（
五
四
―
五
五
頁
。
な
お
、
岡
原
氏
は
、

「
假
釋
放
に
よ
っ
て
刑
期
が
餘
り
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
苦
痛
と
し
て
の
應
報
が
完
う
さ
れ
ず
正
義
感
が
満
足
さ
れ
る
も
の
と
し
て
排
斥

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
も
し
て
お
り
、
こ
れ
は
法
定
期
間
の
正
当
化
根
拠
に
関
す
る
一
般
的
説
明
で
あ
る
の
か
私
見
で
あ
る
の
か
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
応
報
充
足
説
な
い
し
社
会
感
情
（
正
義
感
情
（
是
認
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
岡
原
氏
は
、
仮
釈
放
に
お

い
て
、
相
対
的
法
定
期
間
（
刑
期
の
三
分
の
一
な
ど
（
の
外
に
、
絶
対
的
法
定
期
間
（
最
低
一
年
の
執
行
（
を
設
け
た
り
、
残
刑
に
よ
る

制
限
（
残
刑
が
三
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
な
ど
（
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
に
は
反
対
の
立
場
で
あ
る
。

（
30
（　

森
下
忠 

（
一
九
六
〇
（・
前
掲
注（
（
（一
七
二
頁
。
し
か
し
、
森
下
忠
博
士
は
、
別
稿
に
お
い
て
、「
仮
釈
放
は
一
定
期
間
刑
を
執
行

し
、
そ
の
行
状
良
好
で
再
犯
防
止
可
能
と
い
う
見
込
み
の
上
に
な
さ
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
受
刑
者

に
利
益
に
す
ぎ
て
不
当
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
」
く
、「
わ
が
国
に
お
け
る
仮
釈
放
の
要
件
が
は
な
は
だ
し
く
寛
大
で
あ
る
こ
と
も
考

慮
」
す
る
と
、
法
定
期
間
か
ら
未
決
勾
留
日
数
等
を
控
除
す
る
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
規
定
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
は
っ
き
り

し
な
い
が
、「
利
益
」
や
「
寛
大
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
は
応
報
充
足
説
的
な
主
張
が
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
刑
法
学
会
編
・
前
掲
注（
（
（

一
二
八
頁
。
な
お
、
森
下
博
士
は
、
後
に
未
決
勾
留
日
数
の
法
定
期
間
算
入
の
肯
定
論
に
立
た
れ
る
。
森
下
忠
・
前
掲
注（
1（
（三
一
三
―

三
一
四
頁
。

（
31
（　

吉
永
豊
文
＝
林
真
琴
「
仮
出
獄
」
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
２
版
］
第
１
巻
』
青
林
書
院
（
二
〇
〇
四
（ 

六

六
五
頁
。
そ
の
一
方
で
、
吉
永
＝
林
両
氏
は
、
法
定
期
間
経
過
日
に
未
決
勾
留
日
数
を
算
入
し
な
い
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、「
現
行
の
制

度
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
見
る
よ
う
に
、
現
実
の
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
責
任
主
義
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
し

て
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
刑
罰
の
責
任
主
義
と
刑
事
政
策
上
の
改
善
主
義
の
調
和
」
が
法
定
期
間
の
根
拠
と
な
る
総
合
事
情
説
を
採
る
。

（
32
（　

仮
釈
放
要
件
判
定
説
に
立
つ
山
田
正
賢
・
前
掲
注
（
26
（
二
四
一
頁
も
、
無
期
の
場
合
の
判
断
に
一
〇
年
か
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。

（
33
（　

現
行
刑
法
制
定
の
際
に
も
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
一
定
の
期
間
経
過
（
二
年
（
を
法
定
期
間
と
す
べ
き
と
の
異
説
が
唱
え
ら
れ
て
い

た
。
田
中
正
身
編
著
『
改
正
刑
法
解
釋
上
巻
』
西
東
書
房
（
一
九
〇
七
（
三
三
二
―
三
三
三
頁
。



2（
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（
3（
（　

小
河
滋
次
郎
『
監
獄
法
講
義
』
法
律
研
究
社
（
一
九
六
七
（
四
四
七
頁
。

（
3（
（　

正
木
亮
『
犯
罪
と
矯
正
』
矯
正
協
会
（
一
九
六
九
（
四
八
頁
（
初
出
・「
自
由
刑
執
行
上
の
仮
出
獄
の
価
値
」
日
本
法
政
新
誌
二
一

巻
二
、
四
、
六
号
（
一
九
二
四
（（。
こ
の
正
木
博
士
の
見
解
に
は
ミ
ッ
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
正
木
博
士
は
、
上

記
の
見
解
に
続
い
て
、
こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
で
は
仮
釈
放
の
監
護
期
間
（
現
在
に
い
う
考
試
期
間
（
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
仮

釈
放
の
申
請
時
期
の
問
題
と
し
て
大
い
に
考
慮
に
値
す
る
と
し
て
い
る
。

（
36
（　

吉
永
豊
文
＝
林
真
琴
・
前
掲
注（
31
（六
六
三
頁
。
こ
の
見
解
に
同
調
す
る
も
の
と
し
て
、
城
下
裕
二
「
無
期
受
刑
者
の
仮
釈
放
を
め

ぐ
る
諸
問
題
」
犯
罪
と
非
行
一
六
一
号
（
二
〇
〇
九
（
一
八
―
一
九
頁
、
二
三
頁
。
な
お
、
城
下
教
授
の
見
解
を
特
別
予
防
純
化
モ
デ
ル

と
し
て
、
責
任
考
慮
モ
デ
ル
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
小
池
准
教
授
は
、
城
下
教
授
が
「
刑
事
責
任
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
の
は
法
定
の

最
短
期
間
の
服
役
」
で
あ
り
、
後
は
個
別
予
防
に
基
づ
い
て
仮
釈
放
の
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
評
す
る
が
、

法
定
期
間
に
つ
い
て
城
下
教
授
が
応
報
「
の
み
」
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
城
下
教
授
は
、「
仮

釈
放
の
要
件
と
し
て
『
改
悛
の
状
』
の
ほ
か
に
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
を
終
了
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
、
責
任
主
義
と
改
善
主
義

（
特
別
予
防
的
考
慮
（
の
『
調
和
点
』
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
や
「
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
が
、
責
任
主
義
の
履
践
で
あ
る
だ
け
で
な
く

『
改
悛
の
状
』
を
判
定
す
る
期
間
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
に
同
調
さ
れ
て
お
り
、
法
定
期
間
そ
の
も
の
も
責
任
と
個
別
予
防
か
ら
定
め
ら

れ
て
い
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
城
下
教
授
は
、
法
定
期
間
を
超
え
る
期
間
の
刑
の
執
行
を
裁
判
所
が
要
求
す
る
こ
と
が
、
責
任
と
予
防

の
バ
ラ
ン
ス
が
や
や
責
任
に
傾
く
よ
う
な
「
変
更
を
迫
る
」
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
池
信
太
郎
・
前
掲
注
（
23
（
八
六
―
八
八

頁
。

（
3（
（　

刑
の
量
定
に
あ
た
っ
て
は
応
報
だ
け
で
な
く
、
予
防
も
考
慮
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
大
枠
は
責
任
（
応
報
（
に
応
じ
て
定
ま
る
こ

と
に
は
疑
い
が
な
い
。

（
38
（　

ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
資
料
の
う
ち
仮
釈
放
に
つ
い
て
翻
訳
し
た
司
法
資
料
で
も
、
仮
釈
放
ま
で
に
執
行
を
受
け
る
べ
き
期
間
に
つ
い

て
は
、
応
報
、
改
善
、
社
会
内
処
遇
の
要
素
を
相
互
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
個
々
の
受
刑
者
の
仮
釈

放
の
審
査
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
、
余
り
に
も
著
し
い
形
式
的
制
限
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
司
法
省
調
査
課

『
司
法
資
料
第
六
七
号
假
釋
放
』（
一
九
二
五
（
一
二
九
―
一
三
〇
頁
。
そ
の
一
方
で
、
応
報
思
想
は
法
定
期
間
が
余
り
に
短
く
な
ら
な
い

こ
と
を
要
求
す
る
と
も
し
て
い
る
。
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（
3（
（　

先
の
城
下
教
授
と
小
池
准
教
授
の
議
論
も
、
実
際
の
仮
釈
放
時
期
に
関
す
る
責
任
（
応
報
（
と
改
善
（
予
防
（
の
関
係
を
巡
る
も
の

で
あ
り
、
法
定
期
間
の
あ
り
方
を
直
接
論
じ
た
も
の
で
な
い
が
、
一
部
、
両
者
を
区
別
し
な
い
か
、
混
同
し
て
い
る
嫌
い
は
あ
る
。
仮
釈

放
時
期
の
問
題
と
法
定
期
間
の
問
題
は
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。
自
ら
の
見
解
を
責
任
考
慮
モ
デ
ル
と
称
す
る
小
池
准
教
授
も
、

仮
釈
放
審
査
に
あ
た
っ
て
は
責
任
だ
け
を
考
慮
す
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
定
期
間
の
根
拠
を
責
任
だ
け
に
置
く
の
か
（
応
報
充

足
説
（、
責
任
と
予
防
を
両
方
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
（
総
合
事
情
説
（、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（0
（　

小
野
坂
弘
「
仮
釈
放
制
度
に
つ
い
て
」
法
政
理
論
二
二
巻
三
号
（
一
九
九
〇
（
一
二
九
頁
。
そ
こ
で
は
、
前
掲
注（
12
（で
取
り
上
げ

た
加
藤
東
治
郎
氏
の
見
解
を
同
旨
と
し
て
い
る
が
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
加
藤
氏
の
見
解
は
応
報
充
足
説
で
あ
っ
て
、
司
法
処
分
尊

重
説
で
は
な
い
。

（
（1
（　

ア
メ
リ
カ
で
は
、 
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
宣
告
刑
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
執
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
量
刑
忠
実
法
（truth-in-

sentencing act

（
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
量
刑
忠
実
法
の
制
定
・
施
行
状
況
に
つ
い
て
は
、P

a
u

la M
. D

it
t

o
n &

 D
o

ris Ja
M

es 
W

ilso
n, t

ru
t

h in s
en

t
en

cin
g in s

t
a

t
e P

riso
n

s (Bureau of Justice Statistics, 1（（（).

（
（2
（　

岡
原
昌
男
・
前
掲
注（
2（
（五
三
頁
は
、
自
説
の
教
育
刑
で
は
な
く
、
一
般
の
応
報
思
想
か
ら
の
説
明
と
し
て
「
應
報
思
想
は
裁
判
官

の
言
渡
し
た
判
決
の
刑
が
變
更
さ
れ
ぬ
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、
仮
釈
放
に
よ
っ
て
刑
期
が
餘
り
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
苦
痛
と
し

て
の
應
報
が
完
う
さ
れ
ず
正
義
感
が
満
足
さ
れ
る
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
（3
（　

刑
法
改
正
準
備
会
・
前
掲
注（
2（
（一
六
八
頁
。

（
（（
（　

正
木
亮
・
前
掲
注（
1（
（四
一
五
頁
、
正
木
亮
・
前
掲
注（
（
（一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（
（（
（　

加
藤
久
雄
・
前
掲
注（
8
（一
四
三
頁
。

（
（6
（　

矯
正
処
遇
は
受
刑
者
の
義
務
で
あ
る
（
刑
事
収
容
施
設
法
八
四
条
一
項
、
七
四
条
二
項
九
号
（。

（
（（
（　

考
試
期
間
主
義
に
つ
い
て
は
、
森
下
忠
『
刑
事
政
策
大
綱
［
新
版
］』
成
文
堂
（
一
九
九
三
（
二
九
七
―
二
九
八
頁
等
参
照
。

（
（8
（　

太
田
達
也
「
仮
釈
放
と
保
護
観
察
期
間
～
残
刑
期
間
主
義
の
見
直
し
と
考
試
期
間
主
義
の
再
検
討
」
研
修
七
〇
五
号
（
二
〇
〇
七
（

三
頁
以
下
。

（
（（
（　
「
刑
法
第
二
八
条
お
よ
び
少
年
法
第
五
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
刑
期
の
三
分
の
一
の
算
出
に
つ
い
て
」（
昭
和
四
七
・
七
・
二
二
矯

保
一
二
三
五
矯
正
局
長
・
保
護
局
長
通
達
（。
な
お
、
無
期
刑
に
つ
い
て
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
よ
る
刑
の
減
軽
分
は
法
定
期
間
の
一
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〇
年
よ
り
控
除
し
て
よ
い
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
最
大
判
昭
和
三
〇
・
六
・
一
刑
集
九
巻
七
号
一
一
〇
三
頁
。

（
（0
（　

吉
永
豊
文
＝
林
真
琴
・
前
掲
注（
31
（六
六
五
頁
。

（
（1
（　

日
本
刑
法
学
会
編
・
前
掲
注（
（
（一
二
八
頁
。

（
（2
（　

法
務
省
・
前
掲
注（
1（
（一
五
四
頁
。

（
（3
（　

団
藤
重
光
編
（
香
川
達
夫
執
筆
分
（『
注
釈
刑
法
⑴
総
則
⑴
』
有
斐
閣
（
一
九
六
四
（
二
三
〇
頁
。
さ
ら
に
、「
未
決
勾
留
日
数
の
本

刑
通
算
は
宣
告
刑
そ
の
も
の
の
短
縮
で
は
な
く
、
算
入
分
だ
け
刑
の
執
行
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
中
略
（、
そ
の

意
味
で
は
、
実
務
の
よ
う
に
未
決
勾
留
日
数
を
宣
告
刑
の
刑
期
か
ら
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
質
的
理
由
に
乏
し
い
」
と
し
て
、
通

算
の
性
質
か
ら
、
宣
告
刑
期
を
三
分
の
一
に
し
た
も
の
が
法
定
期
間
経
過
日
で
あ
り
、
未
決
勾
留
日
数
分
は
既
に
執
行
が
な
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
控
除
さ
れ
る
と
す
べ
き
と
す
る
。

（
（（
（　

吉
永
豊
文
＝
林
真
琴
・
前
掲
注（
31
（六
六
五
頁
。


