
(判例評論 613号 10) 172判 例 時 報 2063号

一
五

弁
護
士
会
の
設
置
す
る
人
権
擁
護

委
員
会
が
受
刑
者
か
ら
人
権
救
済

の
申
立
て
を
受
け
､
同
委
員
会
所

属
の
弁
護
士
が
調
査
の

一
環
と
し

て
他
の
受
刑
者
と
の
接
見
を
申
し

入
れ
た
場
合
に
お
い
て
､
こ
れ
を

許
さ
な
か
っ
た
刑
務
所
長
の
措
置

に
国
家
賠
償
法

一
条

一
項
に
い
う

違
法
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
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【事
実
】

本
件
は
､
弁
等
土
合
の
常
設

機
関
で
あ
る
人
権
擁

護
委
月
会
が
受
理
し
た
刑
務
所
職
員
に
よ
る
人
権
侵
害
の
救
済

申
立
事
件
に
つ
き
､
同
委
員
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ
る
事
実
調

査
の
1
号
と
し
て
の
申
立
者
本
人
以
外
の
受
刑
者
に
対
す
る
接

見
の
申
し
入
れ
が
刑
務
所
長
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
違

法
と
し
て
､
弁
護
士
会
及
び
弁
護
士
個
人
が
国
家
賠
償
法
に
基

づ
き
国
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
.

1

事
実
経
過

広
島
刑
務
所
に
服
役
中
の
受
刑
者
甲
は
､
平
成
九
年
六
月

1

0
日
､
広
島
弁
学
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
に
対
し
'
同
刑
務
所

の
A
敬
具
か
ら
暴
行
を
受
け
た
と
し
て
人
権
救
済
を
申
し
立
て
､

同
申
立
は
同
月

二
二
日
に
受
理
さ
れ
た
｡
同
委
員
会
所
属
の
B

弁
護
士
は
予
備
調
査
委
員
と
し
て
申
立
人
で
あ
る
甲
本
人
に
接

見
し
て
事
情
聴
取
を
行
っ
た
ほ
か
刑
務
所
側
の
事
実
調
査
宗
巣

の
説
明
を
う
け
た
が
､
申
立
に
理
由
が
な
い
と
は
即
断
で
き
な

か
っ
た
｡
同
委
月
会
は
､
予
備
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
､
事

実
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
､
さ
ら
に
暴
行
を
行
っ
た
と
さ
れ

る
A
接
点
及
び
被
害
状
況
を
目
撃
し
た
と
さ
れ
る
受
刑
者
乙
か

ら
直
接
事
情
を
聴
-
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
本
調
査
に
移

行
す
る
こ
と
と
し
､
本
調
査
要
点
と
し
て
B
弁
護
士
ほ
か

1
名

を
遵
任
し
た
｡
B
弁
護
士
ら
は
､
同
年
七
月
三
〇
日
'
広
島
刑

務
所
長
に
対
し
､
事
実
調
査
の
1
環
と
し
て
A

職
員
及
び
受
刑

者
乙
と
の
接
見
を
八
月
二
〇
日
に
行
い
た
い
旨
を
申
し
入
れ
た

が
'
同
所
長
は
'
施
設
の
管
理
運
嘗
上
の
理
由
等
か
ら
応
じ
ら

れ
な
い
旨
の
回
答
を
し
て
t
A
職
月
及
び
受
刑
者
乙
と
の
接
見

を
許
さ
な
か
っ
た
｡

平
成
九
年

i
二
月

1
五
日
､
広
島
弁
護
士
会
の
会
長
及
び
同

弁
詳
士
会
人
権
擁
護
要
具
会
の
套
兵
長
が
'
広
島
刑
務
所
を
訪

れ
､
同
所
長
に
対
し
､
受
刑
者
か
ら
の
人
権
救
済
の
申
立
に
特

定
の
刑
務
所
職
員
や
他
の
受
刑
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た

場
合
に
は
､
そ
の
者
と
の
面
会
を
認
め
て
ほ
し
い
旨
の
申
し
入

れ
を
し
た
が
､
同
所
長
は
､
人
権
救
済
の
申
立
人
以
外
の
受
刑

者
や
職
員
と
の
接
見
は
認
め
ら
れ
な
い
と
回
答
L
L
,O
(そ
の

後
､
平
成

一
〇
年
四
月
に
'
別
の
受
刑
者
か
ら
同
じ
A
職
長
に

よ
る
名
誉
棄

損
の
人
権
救
済
申
立
事
件
が
同
委
員
会

に
申
し
立

て
ら
れ
'
予
備
調
査
を
経
た
後
さ
ら
に
事
実
調
査
を
必
要
と
し

た
の
で
'
同
委
員
会
所
展
の
本
調
査
担
当
弁
護
士
が
A
職
員
と

目
撃
者
と
さ
れ
る
受
刑
者
の
接
見
を
求
め
た
が
'
同
刑
務
所
長

は
､
前
同
様
'
接
見
を
許
さ
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
'
弁
護

士
会
と
刑
薪
所
と
の
関
係
で
は
､
同
種
案
件
が
二
件
続
い
た
こ

と
に
な
る
｡
)

二

訴
訟
経
過

広
島
弁
護
士
会

(X
原
告

･
控
訴
人

･
被
上
告
人
)
は
､
同

弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
所
属
の
弁
欝
士
ら
が
人
権
救
済
申

立
事
件
の
事
実
調
査
の
た
め
に
申
し
入
れ
た
受
刑
者
と
の
各
拝

見
を
監
獄
法

(平
成

一
七
年
法
律
第
五
〇
号
に
よ
る
改
正
前
の

も
の
｡
以
下

｢
旧
監
獄
法
｣
と
い
う
｡
)

四
五
条
二
項
に
基
づ
き

拒
否
し
た
広
島
刑
務
所
長
の
措
置
は
'
①
同
条
項
が
書
法
並
び

に
国
際
人
権
自
由
権
規
約
に
遵
反
し
て
無
効
で
あ
る
､
②
無
効

で
な
い
と
し
て
も
､
弁
護
士
会
の
人
権
擁
護
草
月
会
は
我
が
国

の
唯

1
の
人
権
救
済
の
た
め
の
第
三
者
機
関
で
あ
る
か
ら
'
刑

務
所
長
は
同
委
員
会
の
調
査
に
協
力
す
べ
き
義
務
が
あ
り
､
同

条
項
の
適
用
は
な
い
へ
③
適
用
が
あ
る
と
し
て
も
同
条
項
に
定

め
ら
れ
た
刑
務
所
長
の
裁
量
権
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら

違
法
で
あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
弁
護
士
会
と
し
て
の
使
命
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
社
会
的
評
価
が
低
下
し
た
と
し
て
､
国

家
賠
償
法

一
条

一
項
に
基
づ
き
､
国

(Y
被
告

･
被
撞
訴
人

･

上
告
人
)
に
対
し
損
音
賠
鍍
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
｡
(本
件
訴

訟
で
は
控
訴
審
段
階
ま
で
､
接
見
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
弁
護
士

ら
も
X
と
並
ん
で
原
告

･
控
訴
人
と
な
っ
た
が
､
原
告
適
格
の

点
を
除
き
争
点
は
共
通
な
の
で
､
本
評
釈
で
は
弁
護
士
会
と
刑

務
所
の
関
係
の
み
を
対
象
と
す
る
｡
)

第

一
審
判
決

(広
島
地
判
平
成
15
･
3
･
27
民
集
六
二
巻
五

号

1
〇
二
E
l頁
)
は
､
前
記
蓋

い
ず
れ
の
主
張
も
排
斥
し

て
X

の
帝
求
を
棄
却
し
た
が
､
本
件
事
案
の
特
殊
性
が
､
接
見

を
申
し
込
ん
だ
弁
護
士
が
弁
護
士
会
の
常
設
壊
関
で
あ
る
人
権

擁
護
重
点
会
に
所
属
し
､
接
見
の
目
的
が
刑
券
所
内
の
刑
務
所

職
員
に
よ
る
人
権
侵
犯
事
件
の
調
査
Dll的
で
あ
っ
た
こ
と
､
及

び
'
接
見
を
申
し
込
ん
だ
相
手
方
受
刑
者
が
人
権
救
済
を
申
し

立
て
た
受
刑
者
本
人
で
は
な
-
､
事
件
の
目
撃
者
の
地
位
に
あ

る
他
の
受
刑
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
っ
つ
､
こ
の
よ
う
な

場
合
で
も
'
旧
監
獄
法
E
l五
条
二
項
但
書
の
刑
務
所
長
の
裁
玉

判
断
の
対
象
と
な
る
と
の
前
提
で
､
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
｡

｢刑
務
所
に
お
い
て
は
､
些
細
な
こ
と
を
契
機
に
受
刑
者
の
不

平
'
不
満
が
E=-
じ
'
こ
れ
が
他
の
受
刑
者
に
伝
挿
し
て
'
秩
序

維
持
に
支
障
を
き
た
す

一
般
的
危
険
が
あ
る
と
こ
ろ
､
受
刑
者

が
外
部
の
者
と
の
接
見
に
よ
り

一
定
の
彰
書
を
受
け
る
可
能
性

の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
外
部
の
者
か
ら
接

見
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
そ
れ
自
体
に

よ
っ
て
､

1
定
の
影
書
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
得
る
｣
の
で
､

刑
務
所
長
の
本
件
接
見
拒
否
は
､
｢相
当
程
度
の
額
査

(刑
務
所

職
見
だ
け
で
は
な
く

他
の
受
刑
者
か
ら
も
事
情
を
聴
取
し
て

い
る
.
)
に
基
づ
-
事
実
怒
定
を
前
提
と
し
て
､
刑
務
所
内
の
実

情
に
通
暁
し
た
専
門
家
が
な
し
た
判
断
と
し
て
､
合
理
性
を
欠

-
も
の
で
は
な
い
｣｡

Ⅹ
ら
か
ら
の
控
訴
を
受
け
た
控
訴
審
判
決

(広
島
高
判
平
成

17
･
10
･
26
民
集
六
二
巻
五
号

一
一
四
三
貢
'
判
時

一
九
二
八

号

六
四
貢
)は
､
前
記
①
②
の
主
張
を
退
け
た
第

一
審
判
決
を

支
持
す
る

1
万
で
､
③
の
主
菜
に
つ
い
て
は
､
第

1
蕃
同
様
'

本
件
の
場
合
も
旧
監
獄
法
四
五
粂
二
項
但
書
の
刑
務
所
長
の
裁

点
判
断
の
対
象
と
な
る
と
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
へ
第

1
審
判
決

と
は
異
な
り
､
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
X
の
請
求
を

1
部
認
容

し
た
｡
｢接
見
を
許
す
こ
と
に
よ
り
､
受
刑
者
に
教
化
上
好
ま
し

-
な
い
影
響
を
与
え
'
あ
る
い
は
､
刑
務
所
内
に
お
け
る
紀
律

及
び
秩
序
の
維
持
に
重
大
な
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
存
在
が
､

十
分
な
根
拠
に
基
づ
い
て
､
具
体
的
､
客
観
的
か
つ
合
理
的
に

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

刑
務
所
長
が
当
該
受
刑
者
の
意
向
を
確
か
め
る
こ
と
な
-
'
本
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件
の
接
見
を
許
さ
ず
､
そ
の
申
入
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
は
､
裁

量
判
断
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
根
拠
を
欠
き
'
ま
た
へ
合
理
性

が
認
め
ら
れ
ず
､
著
し
-
妥
当
性
を
欠
-
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

得
ず
､
裁
量
権
の
逸
脱
､
濫
用
が
あ
る
｣｡

こ
れ
に
対
し
､
Y
が
上
告
受
理
の
申
立
を
行
い
へ
平
成
二
〇

年

一
月
二
二
日
､
最
高
裁
第
三
小
法
廷
が
上
告
受
理

(民
事
訴

訟
法
三
1
八
粂

一
項
)
を
認
め
た
が
へ
上
告
受
理
の
申
立
理
由

中
の

｢国
賠
法
上
の
遵
法
は
な
い
こ
と
｣
以
外
の
理
由
は
重
要

で
は
な
い
と
し
て
排
除
し
た

(同
三
1
八
条
三
項
)｡
排
除
さ
れ

た
理
由
の
中
に
は
へ
東
京
高
判
平
成
LL-

7
･
21

(判
時

一
四

七
〇
号
七

1
頁
)
を
是
認
し
た
卓
二
判
平
成
1
･
4
･
2

(刺

時

1六
四
〇
号

1
二
三
貢
)
の
判
例
違
反
の

主張
が
含
ま
れ
て

い
た

(訟
務
月
報
五
五
巻
四
号

一
八
〇
二
貢
､
民
集
六
二
巻
五

号

一
〇

一
八
頁
)｡
し
た
が
っ
て
､
本
判
決
が
て
る
ま
で
､
本
件

訴
訟
当
事
者
も
本
件
接
見
拒
否
が
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
但
杏

の
刑
務
所
長
の
裁
丑
判
断
の
対
象
と
な
る
と
の
前
提
に
立
っ
て

い
た
も
の
で
あ
る
｡

【判
旨
】

本
判
決
は
'
国
賠
法
上
の
違
法
判
断
に
つ
き
職
務
行
為
基
準
説

を
と
っ
た
最
高
裁
判
例

(長

一
判
昭
和
60
･
11
･
21
民
集
三
九
巻

七
号

1
五
1
二
頁
､
判
時

二

七
七
号

三貢
､
最

二判
平
成
元

･

n
･
24
民
集
四
三
巷

1
0
号

二

六
九
貢
'
判
時

二
二
三
七
号
E
I

八
方
､
最
大
判
平
成
17

･9
･
14
民
業
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七

頁
､
判
時

1
九
〇
八
号
三
六
頁
)
を
引
用
し
て
､
国
賠
法

上
の
違

法
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は

｢公
務
員
が
'
当
該
行
為
に
よ
っ
て

損
害
を
被
っ
た
と
主
張
す
る
者
に
対
し
て
負
う
職
務
上
の
法
的
義

務
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡｣
と
し
た

う
え
で
､
こ
の
観
点
か
ら
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
､
原
判
決
の

Y
敗
訴
部
分
を
破
棄
し
､
X
の
控
訴
を
棄
却
し
た
｡

一

旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
規
定
は
､
受
刑
者
と
外
部
の
者

と
の
接
見
が
､
受
刑
者
の
身
分
上
､
法
律
上
又
は
業
務
上
の
重
大

な
利
害
に
係
る
用
務
の
処
理
の
た
め
必
要
で
あ
る
場
合
や
､
受
刑

者
の
改
善
更
生
に
資
す
る
反
面
､
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を

害
す
る
結
果
を
生
じ
､
受
刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実
施
に
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
､

接
見
の
対
象
と
な
る
受
刑
者
の
利
益
と
施
設
内
の
規
律
及
び
秩
序

の
確
保
並
び
に
適
切
な
処
遇
の
実
現
の
要
請

(以
下

｢規
律
及
び

秩
序
の
確
保
等
の
要
請
｣
と
い
う
｡
)
と
の
調
整
を
図
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
受
刑
者
と
の
接
見
を
求
め
る
者

が
､
接
見
の
対
象
と
な
る
受
刑
者
の
利
益
を
離
れ
て
当
該
受
刑
者

と
の
接
見
に
固
有
の
利
益
を
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否

定
し
得
な
い
が
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
規
定
が
､
こ
の
よ
う

な
受
刑
者
と
の
接
見
を
求
め
る
者
の
国
有
の
利
益
と
規
律
及
び
秩

序
の
確
保
等
の
要
請
と
の
調
整
を
図
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項

は
､
親
族
以
外
の
者
か
ら
受
刑
者
と
の
接
見
の
申
入
れ
を
受
け
た

刑
務
所
長
に
対
し
､
接
見
の
許
否
を
判
断
す
る
に
当
た
り
接
見
を

求
め
る
者
の
固
有
の
利
益
に
配
慮
す
べ
き
法
的
義
務
を
課
す
る
も

の
で
は
な
い
｡

二

弁
護
士
及
び
弁
護
士
会
が
行
う
基
本
的
人
権
の
擁
護
活
動

が
弁
護
士
法

1
条

一
項
な
い
し
弁
護
士
法
全
体
に
根
拠
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
う
そ
の
意
味
で
人
権
擁
護
委
員
会
の
調
査
活
動
が
法

的
正
当
性
を
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
､
法
律
上
人
権

擁
哲
委
員
会
に
強
制
的
な
調
査
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
､
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
広
島
刑
務
所
長
に
は
人
権
擁
護

委
員
会
の
調
査
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
受
刑
者
と
の
接
見

の
申
入
れ
に
応
ず
べ
き
法
的
義
務
は
存
在
し
な
い
o

【評
釈
】

判
旨
に
反
対
｡

一

判
断
枠
組
み
の
違
い
か
?

本
件
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
'
刑
務
所
長
が
親
族
以
外
の
面
会

を
原
則
禁
止
し
た
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
に
基
づ
い
て
弁
苦
土
の

懲
役
刑
受
刑
者
に
対
す
る
接
見
を
不
許
可
に
し
た
こ
と
の
適
法
性

で
あ
る
が
へ
本
件
事
案
に
は
､
①
接
見
を
申
し
込
ん
だ
弁
鷲
士
が

弁
護
士
会
の
常
設
機
関
で
あ
る
人
権
擁
護
委
員
会
に
所
属
し
､
接

見
の
目
的
が
刑
務
所
内
で
の
刑
務
所
職
員
に
よ
る
暴
行
を
理
由
と

す
る
人
権
救
済
事
件
の
事
実
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
へ
②
接
見
を
申

し
込
ん
だ
相
手
方
受
刑
者
が
人
権
救
済
を
申
し
立
て
た
受
刑
者
本

人
で
は
な
-
'
事
件
の
HZZ撃
者
の
地
位
に
あ
る
他
の
受
刑
者
で
あ

っ
た
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
｡
第

7
番
及
び
控
訴
審
は
と
も
に
へ

旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
但
音
が

｢特
二
必
要
ア
リ
｣
と
認
め
る
場

合
に
は
親
族
以
外
の
者

(a
F.L
握

澗
)
で
あ
っ
て
も
刑
務
所
長

の
裁
量
に
よ
っ
て
例
外
的
に
面
会
を
認
め
る
規
定
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
､
本
件
の
場
合
も
同
条
項
に
基
づ
く
刑
務
所
長
の
裁
量

の
問
題
と
と
ら
え
､
こ
れ
ま
で
の
受
刑
者
の
外
部
交
通
に
関
す
る

最
高
裁
判
例
の
示
す
判
断
枠
組
み
(詔

針
)
に
従
い
'
刑
務
所
長

の
裁
量
権
の
逸
脱

･
濫
用
が
あ
っ
た
の
か
否
か
を
判
断
し
た
｡
第

1
審
判
決
は
刑
務
所
長
の
裁
量
権
の
逸
脱

･
濫
用
を
否
定
し
､
控

訴
審
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
が
へ
そ
の
判
断
の
分
岐
点
は
'
刑

務
所
長
が
接
見
申
込
の
対
象
者
で
あ
っ
た
受
刑
者
の
意
向
を
確
認

し
な
い
ま
ま
に

｢受
刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実
施
｣
及
び

｢刑
務
所
の
管
理
運
営
｣
に
支
障
が
生
ず
る
か
否
か
の
観
点
か
ら

具
体
的
な
障
害
が
生
ず
る

｢相
当
な
蓋
然
性
｣
の
存
在
を
認
め
て

接
見
を
不
許
可
に
し
た
同
所
長
の
判
断
が
合
理
的
な
裁
量
権
の
範

囲
内
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
評
価
の
違
い
に
あ
っ
た
｡
い
ず
れ

の
裁
判
所
も
､
刑
務
所
長
の
本
件
接
見
拒
否
を
接
見
申
込
者
で
あ

る
弁
護
士
に
対
す
る

｢措
置
｣
と
と
ら
え
た
X
の
主
張
を
う
け

て
､
外
部
交
通
の
双
方
向
性
か
ら
'
刑
務
所
長
の
接
見
拒
否
の
効

果
は
受
刑
者
と
同
時
に
接
見
を
申
し
出
た
弁
護
士
に
も
及
ぶ
の

で
､
国
賠
法
上
は
､
刑
務
所
長
は
接
見
拒
否
の
直
接
の
当
事
者
で

あ
る
弁
護
士
に
対
し
て
職
務
上
の
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
の

考
え
方
を
当
然
の
前
提
に
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
旧
監
獄
法

四
五
条
二
項
の
解
釈
に
お
い
て
も
'
刑
務
所
長
の
裁
量
判
断
に
つ

き
刑
務
所
側
の
利
益

(御
璽

霧

鮒
の
)
と
受
刑
者
の
利
益
の
み

な
ら
ず
非
親
族
の
利
益
と
の
調
整
も
必
要
と
す
る
と
考
え
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
､
X
が

国
賠
法
上
の
請
求
権
者
た
り
う
る
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方

で
は

な
く
'
刑
務
所
長
の
裁
量
権
の
逸
脱

･
濫
用
の
問
題
と
し
て
判
断

し
た
の
で
あ
る
｡
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こ
れ
に
対
し
､
本
判
決
は
'
国
際
法
上
の
違
法
を
尊
く
に
は
当

該
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
す
る
者
に
対
し
職
務
上

の
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
(耕
許

も
)
と
い
う
観
点
か
ら
'

旧
監
獄
法
四
五
粂
二
項
の
椀
定
の
趣
旨
を
検
討
し
､
同
条
項
が
受

刑
者
と
の
接
見
を
求
め
る
非
親
族
の
国
有
の
利
益
を
考
慮
す
べ
き

法
的
義
務
を
刑
務
所
長
に
探
し
た
･D
の
で
は
な
い
と
判
断
し
､
そ

の
結
果
,
接
見
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
刑
務
所
長
の
X
(郎
詣

細

畑
)
に
対
す
る
職
務
上
の
法
的
義
務
を
否
定
し
た
｡
職
務
行
為
基

準
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
､
国
臆
法
上
の
違
法
が
肯
定
さ
れ
る
た

め
に
は
､
①
公
務
員
の
職
務
上
の
法
的
義
務
に
対
す
る
違
反
で
あ

る
こ
と
､
②
当
該
被
害
者
個
人
に
対
し
て
負
う
義
務
の
違
反
で
あ

る
こ
と
の
二
要
件
が
充
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
､
刑
務
所

長
に
は
受
刑
者
と
非
親
族
と
の
接
見
に
つ
き
旧
監
獄
法
四
五
条
二

項
但
香
の
我
立
権
行
使
と
い
う
職
務
上
の
法
的
義
務
は
あ
る
も
の

の

(鴫
露

伴
)
､
接
見
を
求
め
る
非
親
族
の
固
有
の
利
益
を
配
慮

す
る
法
的
義
務
が
な
い
以
上
､
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
公
務
員

(W

)
は
調
査
目
的
と
い
う
受
刑
者
と
は
無
関
係
の
固
有
の
利

益
に
基
づ
き
被
害
を
訴
え
る
個
別
の
国
民
(領

土
)
に
対
し
て
は

何
ら
の
職
務
上
の
法
的
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
か
ら

(幣

如
欠
)
'
刑
務
所
長
の
我
見
棟
の
逸
脱

壷

用
の
有
無
を
間
色
と

す
る
以
前
に
､
そ
も
そ
も
国
賠
法
上
の
遵
法
を
主
張
す
る
前
提
を

欠
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
本
判
決
の
立
場
か
ら
は
､
接
見

を
申
し
入
れ
た
弁
護
士
に
対
す
る
刑
務
所
長
の
職
務
上
の
法
的
義

務
の
存
在
を
前
提
に
､
接
見
拒
否
と
い
う
弁
護
士
に
対
す
る

｢措

思
｣
に
つ
い
て
の
刑
務
所
長
の
裁
量
権
の
逸
脱
･
濫
用
の
有
無
の

問
題
と
と
ら
え
た
訴
訟
当
事
者
並
び
に
第

)
審
及
び
控
訴
審
裁
判

所
は
､
最
初
か
ら
判
断
枠
組
み
を
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(榊

に
m
置

析
八
)
｡
本
件
は
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
か
ら
､
行

政
法
上
の

｢処
分
｣
の
存
在
は
争
点
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
国
賠

法
上
'
国
の
当
該
弁
帯
士
に
対
す
る
職
務
上
の
法
的
義
務
を
認
め

る
な
ら
ば
､
行
政
法
上
の

｢処
分
｣
の
観
点
か
ら
は
'
受
刑
者
に

対
す
る
接
見
不
許
可
処
分
の
ほ
か
に
接
見
申
込
者
で
あ
る
弁
護
士

に
対
す
る

｢処
分
｣
が
あ
っ
た
と
同
じ
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な

る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
第

-
審
及
び
漣
訴
審
判
決
の
判
断
枠
組
み
の
読

み
方
と
し
て
'
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
'
本
件
接
見
拒
否
を
弁
護
士

に
対
す
る

｢処
分
｣
(那
整

相
抑
緋
諾

那

覇

配

僻
謂

梨

郷

a
e
鈴

震

鏡

㌫

譜

詣

誓

r処
)
と

み
て
刑
務
所
長
の
裁

尭
権
の
逸
脱
･
濫
用
の
有
無
の
問
題
と
と
ら
え
た
と
理
解
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
｡
本
件
は
損
害
賠
併
請
求
事
件
で
あ
る
の
で
'

本
判
決
は
刑
務
所
長
の
接
見
拒
否
が
誰
に
対
す
る

｢処
分
｣
で
あ

る
の
か
(韻

語

脚
か
和
相
調

蝕

紛
㌫

鮎

州
名
)
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
い
な
い
が
､
固
有
の

利

益
に
基
づ
い
て
接
見
を
求
め
る

外
部
者
に
つ
き
国
賠
法
上
の
前
求
樺
者
と
し
て
の
地
位
を
否
定
し

て
い
る
か
ら
､
処
分
性
の
観
点
か
ら
は
へ
刑
務
所
長
の
本
件
接
見

拒
否
は
受
刑
者
に
対
す
る
不
許
可
処
分
と
み
る
余
地
は
あ
っ
て

も
へ
外
部
者
で
あ
る
弁
護
士
に
対
す
る
不
許
可
処
分
と
な
る
余
地

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
｡
旧
監
獄
法
四
五
条
二

項
の
解
釈
と
し
て
､
接
見
不
許
可
に
つ
き
受
刑
者
に
対
す
る
処
分

性
の
み
を
認
め
外
部
者
に
対
す
る
処
分
性
を
否
定
し
て
き
た
矯
正

実
務
の
考
え
方
(雛
郎
韻

鞄

綻

躍

如
認

識

順
相
&
)
と
通
底

し
て
い
る
｡

本
判
決
の
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
解
釈
に
従
え
ば
､
受
刑
者

と
非
親
族
と
の
接
見
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
'
当
該
受
刑
者
の

利
益
と
施
設
内
の
規
律
及
び
秩
序
の
確
保
等
の
調
整
の
結
果

｢特

二
必
要
｣
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
､
当
該
受
刑
者
の
利
益

を

｢離
れ
た
｣
接
見
申
込
者
固
有
の
利
益

(
州
瑠

f,艶

遥

如
拙

な
区
別
は
と
も
か
く
､
r受
刑
者
の
利
出亡
な
の
か
｢受
刑
名
の
利
益
を
t
れ
た

外
部
者
EEl有
の
利
き

な
の
か
は
一義
的
に
は
判
定
で
き
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､

瑞

軒
舶
G
er詣

欝

蛸
祭

式

蒜

崇

諸

か
認

㌫

戎

批
削
S

酬
S
J"
詣

空

鐙

凱
㌢

濃

艶

霜

粁
謂

㌍

篭

)
に
基
づ
く

接
見
は
最
初
か
ら
否
定
さ
れ
て
お
り
､
唯

1
'
刑
務
所
長
の
完
全

な
自
由
裁
丘
に
基
づ
-

｢恩
恵
｣
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
｡

し
か
し
､
｢刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す

る
法
律
｣
(群

fwS那
加
謂

詣

㌢

披
)
が
制
定
施
行
さ
れ
て
い

る
現
在
に
お
い

て
､前
記
の
よ
う
な
解
釈
は
も
は
や
採
り
え
な
い

ば
か
り
か
､
受
刑
者
の
外
部
交
通
の
実
際
に
照
ら
し
た
場
合
､
本

判
決
の
旧
監
獄
法
四
五
重

一項
の
解
釈
そ
れ
自
体
が
誤
り
で
あ
る

(
凱
鎧

鮎

㌫

㌔

幣

諸

相
棚
誓

脚
窮

詣

領

)
と
い
う
べ

き

で
あ
る
か
ら
､
本
判
決
は
現
行
の
被
収
容
者
処
遇
法
の

下

で

の

受
刑
者
と
非
親
族
間
の
接
見
に
お
け
る
同
種
事
案
の
先
例
と
は
な

り
え
な
い
と
考
え
る
･
(
那
帥
鮎

が
-i
.顎

llP<<oklHjPtl和
讃

幣

維

持

諸

賢

群

議

篭

慧

軸
聖

8
柵
柵
艶

新

艇
削
)Zek
]朴
即

.5
･'
)

二

旧
監
獄
法
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
と
の
楚
合
性

旧
監
獄
法
は
'
法
的
地
位
の
異
な
る
あ
ら
ゆ
る
在
監
者
を
同
一

の
条
項
で
規
律
し
て
き
た
た
め
､
判
例
は
､
未
決
拘
禁
者
､
自
由

刑
受
刑
者
､
未
決
拘
禁
に
準
ず
る
死
刑
確
定
者
の
拘
禁
目
的
の
違

い
に
応
じ
て
､
同

一
の
条
項
の
解
釈
に
お
い
て
'
必
ず
し
も
同
じ

で
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
前
提
に
立
っ
て
も
､
在
監
者
･
受
刑

者
の
蕎
法
上
の
権
利
及
び
そ
の
制
限
に
関
す
る
判
例
に
は
-
定
の

方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡

一
つ
は
､
旧
監
獄
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
の
行
刑
理
念
と
今
日

の
善
法
に
基
づ
く
人
権
概
念
と
の
間
に
而
離
が
生
じ
て
お
り
､
こ

れ
を
是
正
す
る
た
め
に
､
最
高
裁
判
所
は
旧
監
獄
法
の
条
文
の
表

現
か
ら
か
な
り
離
れ
た
目
的
論
的
解
釈
を
行
い
､
合
青
限
定
解
釈

を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
旧
監
獄
法
の
合
素
性
を
肯
定
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡

二
つ
に
は
､
最
高
裁
が
国
賠
法
上
の
違
法
性
を
判
断
す
る
に
あ

た
っ
て
､
被
拘
禁
者
が
拘
禁
の
性
質
､
目
的
の
違
い
に
応
じ
た
i

定
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
鑑
み
､
異
体
的
事
情
に
通
じ
た
刑
事

施
設
の
長
の
裁
重
判
断
を
尊
重
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ま
ず
'
合
憲
限
定
解
釈
の
流
れ
に
つ
い
て
み
る
と
､
そ
の
噂
矢

は
'
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
の
新
聞

･
図
百
の
1
部
抹
消
を
合
寿

と
し
た
最
大
判
昭
和
ES
･
6

･
SS
(
讃

笠

警

誓

肋
慧

鮎

珊

諸

州
P
j
)
で
あ
る
｡
最
高
裁
は
'
被
拘
禁
者
に
つ
い
て
も
人
権
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享
有
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
操
に
､
被
拘
禁
者
が
外
部

の
情
報
に
接
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
め
'
新
聞

･
図
書
等
の
閲

読
の
自
由
が
蕉
法

1
九
条
､
二
1
条
の
保
障
す
る
自
由
か
ら
派
生

す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
そ
の
う
え
で
'
勾
留
目
的
並
び
に
監
獄

内
の
規
律
及
び
秩
序
維
持
の
必
要
性
か
ら
制
限
を
受
け
る
こ
と
を

認
め
､
制
約
す
る
場
合
の
判
断
基
準
と
し
て
'
い
わ
ゆ
る

｢相
当

の
蓋
然
性
｣
の
基
準
を
採
用
し
て
､
次
の
と
お
り
判
示
し
た
｡

｢当
該
閲
読
を
許
す
こ
と
に
よ
り
右
の
規
律
及
び
秩
序
が
害
さ
れ

る

一
般
的
'
抽
象
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り

ず
､
被
拘
禁
者
の
性
向
'
行
状
'
監
獄
内
の
管
理
､
保
安
の
状

況
､
当
該
新
聞
拭
､
図
書
等
の
内
容
そ
の
他
の
具
体
的
事
情
の
も

と
に
お
い
て
､
そ
の
閲
読
を
許
す
こ
と
に
よ
り
監
獄
内
の
規
律
及

び
秩
序
の
維
持
上
放
置
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
程
度
の
障
害
が
発

生
す
る
相
当
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
､
か
つ
､
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
.
右
の
制
限
の
程
度
は
'
右

の
障
害
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
聴
聞
に
と
ど

ま
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｣｡
そ
し
て
､
昭
和

五
八
年
判
決
は
､
制
限
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
旧
監
獄
法
三

一
条

二
項
､
同
法
施
行
規
則
八
六
条

1
項
を
右
の
要
件
及
び
範
囲
で
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
り
合
意
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
未
決
拘
禁
者
に
関
す
る
昭
和
五
八
年
判
決
の
考
え
方
は
､

受
刑
者
の
私
本
の
図
書
閲
読
不
許
可
処
分
の
合
患
性
が
問
わ
れ
た

目撃

一判
平
成
5
･
9
･
10

(諸

11<諾

)
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ

た
｡
最
高
裁
は
､
制
限
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
'
｢監
獄
内
の
規

律
及
び
秩
序
維
持
に
障
害
を
生
ず
る
こ
と
｣
と
並
ん
で

｢受
刑
者

の
改
善
､
更
生
と
い
う
懲
役
刑
の
目
的
を
阻
害
す
る
こ
と
｣
を
掲

げ
て
'
未
決
拘
禁
者
に
関
す
る
昭
和
五
八
年
判
決
の
1
般
論
が
受

刑
者
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
､
旧
監

獄
法
三

一
条
二
項
及
び
同
法
施
行
規
則
八
六
条

一
項
に
基
づ
く
不

許
可
処
分
を
合
善
と
し
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
延
長
線
上
に
長

一
判

平
成
l
･
3
･
3
(
戎

繁

忙
軌
網
等

絹
㍍

7
)
が
登
場
し
た
｡

平
成

一
八
年
判
決
に
お
い
て
､
最
高
裁
は
､受

刑

者
と
非
親
族
間

の
信
青
の
発
受
を
原
則
禁
止
し
た
旧
監
獄
法
E
I六
条
二
項
に
つ
い

て
も
前
記

｢相
当
の
蓋
然
性
｣
基
準
を
適
用
し
､
合
憲
限
定
解
釈

に
よ
り
同
条
項
を
連
帯
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
､
受
刑
者
と
非

親
族
間
の
信
書
の
発
受
を
原
則
自
由
と
し
､
例
外
的
に
､
｢監
獄

内
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
､
受
刑
者
の
身
柄
の
確
保
､
受
刑
者

の
改
善
､
更
生
の
点
に
お
い
て
放
置
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
程
度

の
障
害
が
生
ず
る
相
当
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
っ
て
､
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
｣
と
判
示
し
た
の

で
あ
る
｡
平
成

一
八
年
判
決
に
は
､
明
ら
か
に
､
旧
監
獄
法
の
条

項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
､
平
成

一
七
年
に
成
立
し
同

一
八
年
五
月

二
E
l日
か
ら
施
行
さ
れ
た

｢刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
｣
(
讐

鮎

細
萱

臥
敷

′㌫

謂

蛸

㌢

謂

欝

舶
鮎

謎

謂
諜
報
咽電
新

和和雄佃鮎
印譜

鷲

)
の
理
念
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
た

(
畑
諾

号
三
九
貫
の
辞
鋭
及
び
於
耕
月
報
五
El巻
四
号
八
二
九
貫
の
解
艶
参
照
｡
な
お
､

平
成
一
<
年
判
決
に
つ
い
て
の
判
例
評
釈
と
し
て
､
阿
部
和
文
･自
治
研
究
八
四

鵡
軌
網
㌔

靴
粕
㍍

f
L
空

韻

議

場
JJ,ll雲

脚
別
表

警

l,LT
.

〕U

F
監

,一挺

酢
,+6
.7%
.馳

娼

竺

1H
<EZ4.Hj鞠

卵
聖

ポ

1Jj.訂

即
納
禦

f
㌫

粥
駕

㌍

漂

㌶

益

',,5
詔

那
諾

詣

頂

板
ば

て
平
成
一
八
年
判
決
の
判
断
手
法
及
び
解
釈
の
姿
昇
に
つ
い
て
は
好
意
的
に
評
価

し
て
い
る
｡
し
か
し
､
判
時
1
九
二
九
号
三
九
貫
の
解
説
は
､
点
前
鼓
の
姿
勢
の

㌫

=
,川
川
謂

甥

)
｡

次
に
､
刑
務
所
長
の
裁
量
権
の
尊
重
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
る

と
､
前
記
昭
和
五
八
年
判
決
は
'
｢相
当
の
蓋
然
性
｣
判
断
に
お

け
る
刑
務
所
長
の
裁
玉
穂
を
認
め
た
先
例
で
も
あ
り
､
次
の
よ
う

に
判
示
し
て
い
た
｡
｢監
獄
内
に
お
け
る
規
律
及
び
秩
序
の
維
持

に
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の
障
書
が
生
ず
る
相
当
の
蓋

然
性
が
存
す
る
か
ど
う
か
へ
及
び
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
ど
の

よ
う
な
内
容
､
程
度
の
制
限
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
は
､
監
獄
内
の
実
情
に
通
暁
し
'
直
接
そ
の
衝
に
当
た
る
監

獄
の
長
に
よ
る
個
々
の
場
合
の
具
体
的
状
況
の
も
と
に
お
け
る
裁

土
的
判
断
に
ま
つ
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
か
ら
'
障
害
発
生
の
相

当
な
蓋
然
性
が
あ
る
と
し
た
長
の
認
定
に
合
理
的
な
根
拠
が
あ

り
へ
そ
の
防
止
の
た
め
に
当
該
制
限
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
し
た

判
断
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
､
長
の
措
置
は
適
法
と
し
て

是
認
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｣｡

受
刑
者
に
対
す
る
旧
監
獄
法
に
基
づ
く
不
許
可
処
分
に
つ
き
刑

務
所
長
の
裁
歪
の
逸
脱

･
濫
用
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
と

し
て
は
､
旧
監
獄
法
五
三
条
及
び
同
法
施
行
規
則

一
四
二
条

･
一

四
三
条

･
1
E
l六
条
二
項
に
基
づ
-
受
刑
者
へ
の
図
書
差
入
不
許

可
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
最
二
判
昭
和
6
･
S
･
13

(
韻

議

場

仙
軍

畑
評

1
)
､
同
法
三

妄

及
び

同法
施
行
規
則
<
六
条

一

項
に
基
づ
く
受
刑
者
の
私
本
の
図
書
閲
読
不
許
可
処
分
の
合
憲
性

が
問
わ
れ
た
最
二
判
平
成
5
･
9
･
10

(諾

｣1<盟
;)
､
同
法
四

五
条
二
項
に
基
づ
く
弁
護
士
と
の
接
見
拒
否
並
び
に
同
法
五
〇
粂

及
び
同
法
施
行
規
則

一
二
九
条
ノ
二
第

1
項

二

三
〇
条
等

に
基

づ
-
新
聞
記
事
及
び
機
関
紙
の
記
事
の
一
部
抹
消
と
受
刑
者
の
受

信
し
た
信
者
及
び
発
信
し
た
信
書
の
一
部
抹
消
の
適
法
性
が
争
わ

れ
た
撃

一
判
平
成

10

･
4

･
加
工

謂

l｢琳
讐

S
宗

等

.A

帥
B
)
'
そ
の
延
長
線
上
に
､
同
法
四
六
条
二
項
に
基

づ-受刑

者
の
新
聞
社
あ
て
の
信
昏
発
信
の
不
許
可
処
分
の
適
法
性
が
争
わ

れ
た
前
記
平
成

一
八
年
判
決
が
続
い
た
｡
こ
の
う
ち
､
最
高
裁
が

刑
務
所
長
の
裁
量
権
の
範
関
を
逸
脱
ま
た
は
裁
王
権
を
濫
用
し
た

と
し
て
国
家
賠
償
請
求
を
認
め
た
の
は
平
成

一
八
年
判
決
の
み
で

あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
旧
監
獄
法
に
基
づ
く
不
許
可
処
分
の
適
法

性
を
争
う
国
際
事
件
に
お
い
て
､
そ
の
結
論
を
左
右
し
て
い
た
の

は
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
刑
務
所
長
の
裁
量
権
行
使
に
裁
丑
の
逸
脱

な
い
し
濫
用
が
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
本
判
決

は
'
こ
う
し
た
受
刑
者
に
対
す
る
旧
監
獄
法
関
連
の
不
利
益
処
分

を
め
ぐ
る
t
連
の
最
高
裁
判
例
の
流
れ
の
中
で
評
価
す
る
必
要
が

あ
る
｡

本
判
決
は
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
､
刑

務
所
長
に
お
い
て
外
部
者
で
あ
る
非
親
族
の
固
有
の
利
益
を
尉
酌

す
べ
き
法
的
義
務
は
な
い
と
し
'
国
患
法
上
必
要
と
さ
れ
る
刑
務

所
長
の
弁
護
士
会
X
に
対
す
る
職
務
上
の
法
的
義
務
を
否
定
し
た
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も
の
で
あ
る
か
ら
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
合
憲
性
に
つ
い
て

明
示
し
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
､
同
条
項
の
解
釈
か
ら
国
腔
法
上

の
違
法
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
第

一
審
判
決
及
び

控
訴
審
判
決
と
同
様
'
同
条
項
の
合
意
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
'
旧
監
獄
法
の
各
条
項
の

合
憲
性
を
肯
定
し
た
国
賠
法
事
件
の
最
高
裁
判
例
の
流
れ
の
中
に

位
置
す
る
｡
し
か
し
､
条
文
の
規
定
の
仕
方
が
同
じ
で
あ
る
'
受

刑
者
と
非
萩
族
間
の
信
書
の
発
受
を
原
則
禁
止
し
た
旧
監
獄
法
四

六
条
二
項
に
つ
き
'
前
記
平
成

一
八
年
判
決
が
､
合
蕎
限
定
解
釈

に
よ
り
'
受
刑
者
と
非
親
族
間
の
信
書
の
発
受
を
原
則
自
由
と

し
'
例
外
的
に
､
｢監
獄
内
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
､
受
刑
者

の
身
柄
の
確
保
'
受
刑
者
の
改
善
､
更
生
の
点
に
お
い
て
放
置
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
程
度
の
障
害
が
生
ず
る
相
当
の
蓋
然
性
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
､
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
｣
と
判
示
し
た
こ
と
と
対
比
す
る
と
､
合
意
限
定
解
釈
を

す
る
こ
と
な
-
'
同
法
四
五
条
二
項
の
規
制
の
仕
方
'
す
な
わ

ち
､
受
刑
者
と
非
親
族
間
の
接
見
の
原
則
禁
止

･
例
外
解
除
と
い

う
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
た
点
で
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て

い
る
｡
平
成

1
八
年
判
決
が
'
受
刑
者
の
信
書
発
受
の
禁
止
を
憲

法
二
一
条
と
の
関
係
で
と
ら
え
た
の
に
対
し
､
本
件
の
場
合
へ
弁

護
士
会
X
が
'
受
刑
者
の
外
部
者
と
の
接
見
の
禁
止
を
寮
法

一
三

秦

(豊

畑
賢

覧

臣

篭

削
諸

㌶

m
a
,T.
那
㌔

訟

梢
棚
伽
諾

㍍

誓

)
と
の
関
連
で
と
ら
え
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
'

受
刑
者
の
信
書
発
受
も
外
部
者
と
の
接
見
も
と
も
に
受
刑
者
の
外

部
交
通
権
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
受
刑
者
の
外
部
交
通
権

は
､
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
尊
重
を
要
請
し
､
憲
法

1
三
条
に
基

礎
づ
け
ち
れ
て
お
り
､
よ
り
具
体
的
に
は
､
表
現
の
自
由
と
し
て

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
を
保
障
す
る
善
法
二
l

条
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
ら

(朋
等

記

棚
雫

認

諾

は
､
法
的
間
切
に
関
す
る
法
年
女
と
の
間
の
｢法
的
コ
ミ
rI
ニ
ケ
-
シ
n
ン
｣
と

そ
れ
以
外
の
社
会
と
の
広
範
な
つ
な
が
り
を
｢社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
I
シ
n
ン
｣

と
し
て
区
別
し
っ
つ
'
両
者
を
と
も
に
表
法
二
l灸
に
基
づ
く
外
部
交
通
椎
の
内

容
と
す
る
｡
中
川
手
付
｢井
貫
人
等
以
外
の
者
と
の
外
部
交
通
｣
福
井
tttt
r未

柑
瑚
P
i惑

誼

神
韻

欝

院

謂

削
弘

明
和
讃

篭

墜

L
lJ)
I

蕎
法

論
と
し
て
み
た
と
き
に
､
受
刑
者
の
外
部
者
と
の
接
見
の
問

題
と
信
管
発
受
の
問
題
と
を
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
｡
そ

う
す
る
と
､
本
判
決
は
､
旧
監
獄
法
上
の
異
な
る
条
文
に
関
す
る

解
釈
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
'
解
釈
の
姿
勢
及
び
判
断
手
法
を

見
る
限
り
'
平
成

1
八
年
判
決
が
示
し
た
最
高
裁
の
考
え
方
に
逆

行
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

一二

平
成

一
〇
年
判
決
の
事
案
と
の
比
較

本
件
と
類
似

し
た
事
案
と
し
て
前
記
平
成

f
〇
年
判
決
の
事
案

が
あ
り
へ国
Y
は
'本
件
上
告
受
理
申
立
書
に
お

い
て
､平
成

一
〇

年
判
決
が
是
認
し
た
東
京
高
判
平
成
5
･
7
･
21

(珊
讐

諾

)

を
引
用
し
､
こ
れ
ら
の
判
例
に
達
反
す
る
こ
と
を
上
告
受
理
理
由

と
し
て
い
た
｡
平
成

l
〇
年
判
決
の
事
案
で
は
'
受
刑
者
か
ら
刑

務
所
で
発
生
し
た
四
名

の
受
刑
者
急
死
事
件
の
調
査
依
頼
を
受
け

た
弁
護
士
が
'
依
頼
の
趣
旨
を
伝
え
て
接
見
を
申
し
入
れ
た
が
'

刑
務
所
長
は
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
但
盲
の
定
め
る

｢特
二
必
要

ア
リ
｣
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
こ
れ
を
拒

否
し
､
ま
た
､
当
該
受
刑
者
に
対
し
'
弁
護
士
が
刑
番
所
を
訪
れ

た
事
実
を
知
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
(
帽
蒜

柳
禦

頑
肇

認
聖

&

は
､
｢特
二
必
要
ア
リ
｣
と
旺
め
ら
れ
る
場
合
に
は
訴
訟
委
任
前
の
弁
護
士
と
の

接
見
を
含
む
と
し
､
接
見
を
不
許
可
と
し
た
刑
務
所
長
の
我
土
の
逸
脱
を
髭
め
た

が
､
右
控
訴
審
判
決
は
､
受
刑
者
の
依
頼
の
趣
旨
が
顔
査
で
あ
っ
て
民
事
訴
訟
の

標
点
で
は
な
い
こ
と
'
及
び
当
時
の
刑
務
所
側
が
把
理
し
て
い
た
具
体
的
事
情
の

t
㌶

㍍

謂

認

諾

等

嗣
豊

艶

謂

譲

)
0

本
件
と
の
共
通
点
は
､
①
受
刑
者
と
委
任
関
係
に
な
い
外
部
の

弁
護
士
か
ら
の
調
査
目
的
の
接
見
申
入
れ
に
対
し
､
刑
務
所
長
が

旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
を
根
拠
に
接
見
を
不
許
可
に
し
た
こ
と
､

②
刑
務
所
長
が
弁
護
士
の
接
見
申
入
れ
が
あ
っ
た
事
実
を
受
刑
者

に
通
知
し
な
い
ま
ま
に
弁
護
士
に
対
し
て
接
見
を
拒
否
し
た
こ
と

を
'
弁
禁
士
の
み
な
ら
ず
受
刑
者
本
人
の
外
部
交
通
の
侵
害
と
み

て
受
刑
者
に
対
す
る
不
許
可
処
分
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(
批

乱
㌫

讐

詣

純
増

)
｡
相
違
点
は
'
平
成

一
〇
年
判
決
の
事
案

で
は
､
接
見
の
対
象
と
な
る
受
刑
者
本
人
が
調

査
を
求
め
て
い
た

の
に
対
し
､
本
件
で
は
､
接
見
の
対
象
と
な
る
受
刑
者
以
外
の
者

が
調
査
を
求
め
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
O

本
判
決
は
､
こ
の
点
の
差
異
を
重
視
し
た
わ
け
で
あ
る
が
､
外

部
交
通
の
双
方
向
性

(舶
詣

艶

髭

,LJe
畑
完

納
謂

恥
鰍
謂

相

似
謂

和
鮎
川
謂

鵠

肘
的
㍍
雫

ス

)
を考

え
れ
ば
､
こ
の
点
の
差

異
が
事
案
を
異
に
す
る

ほ
ど重
要
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
.
な
ぜ

な
ら
ば
､
弁
護
士
の
接
見
申
入
れ
の
事
実
を
受
刑
者
に
通
知
し
て

接
見
に
応
ず
る
か
否
か
の
意
思
確
認
さ
え
す
れ
ば
､
当
該
受
刑
者

が
接
見
を
拒
否
し
な
い
限
り
､
受
刑
者
本
人
の
意
向
に
従
っ
た
外

部
交
通
の
申
出
に
な
る
の
で
あ
り
､
刑
務
所
長
は
そ
れ
に
対
し
旧

監
獄
法
四
五
条
二
項
但
書
の
例
外
を
認
め
る
か
否
か
を
当
然
に
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
矯
正
実
務
の

現
場
で
は
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
運
用
と
し
て
､
受
刑
者
が

弁
苦
土
に
訴
訟
委
任
を
し
た
場
合
に
は
弁
護
士
と
の
接
見
を
例
外

的
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
例
外
の
枠
を
訴
訟
委
任

前
の
弁
護
士
に
拡
大
す
る
こ
と
も
刑
務
所
長
の
裁
丑
の
範
囲
内

(卯
望
む
瑞

相
的
)
で
あ
る
な
ら
ば
､
受
刑
者
の
同
意
を
前
擬

に
'
例
外
の
枠
を
人
権
擁
護
委
員
会
の
調
査
を
担
当
す
る
弁
護
士

の
接
見
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
も
ま
た
刑
務
所
長
の
裁
宜
の
範
囲

内
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'

本
件
の
第

1
審
も
蛙
訴
巷
も
､
人
権
擁
書
委
員
会
の
調
査
対
象
が

申
立
て
た
受
刑
者
本
人
で
は
な
く
そ
れ
以
外
の
受
刑
者
で
あ
る
と

い
う
事
情
も
刑
務
所
長
の
裁
量
判
断
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き

一

事
情
と
し
て
掛
酌
す
る
に
と
ど
め
､
む
し
ろ
､
接
見
申
入
れ
の
写

実
を
当
該
受
刑
者
に
通
知
し
な
い
で
刑
務
所
長
の
判
断
の
み
で
接

見
を
不
許
可
に
し
た
こ
と
を
弁
護
士
及
び
受
刑
者
に
対
す
る
不
許

可

｢処
分
｣
と
み
て

(恥
群
臣

韻

語

婚
甥
n)
､
刑
務
所
長
の

裁
丑
判
断
の
合
理
性
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
本

件
事
案
に
お
い
て
､
訴
訟
当
事
者
､
第

一
審
及
び
控
訴
審
の
各
裁

判
所
が
､
本
件
の
接
見
申
入
れ
に
対
す
る
刑
券
所
長
の
不
許
可
の

｢措
置
｣
を
､
外
部
交
通
の
双
方
向
性
か
ら
'
接
見
申
入
れ
の
相

手
方
で
あ
っ
た
受
刑
者
の
み
な
ら
ず
接
見
を
申
し
入
れ
た
弁
護
士

自
身
に
対
す
る
不
許
可

｢処
分
｣
と
と
ら
え
て
､
刑
務
所
長
の
裁
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丑
に
お
け
る
逸
脱
な
い
し
濫
用
の
有
無
を
間
蔦
に
し
た
判
断
枠
組

み
は
正
当
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
(鮎
帥
㌔

欄
朋
醐
莞

蛋
四

本
判
決
の
射
程
は
現
行
法
に
及
ぶ
か
?

本
判
決
の
射
程
は
､
旧
監
獄
法
を
全
面
的
に
改
正
し
た
被
収
容

者
処
遇
法
の
下
で
の
同
種
事
案
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に

関
し
､
受
刑
者
の
外
部
交
通
を
定
め
た
被
収
容
者
処
遇
法

一
二

条
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る

(脚
S
)
l髭

肥
粥
設

姉
別

朗
㌫

讐

)
｡
し
か
し
､
被
収
容
者
処
遇
法
の
前
身
で
あ
る
刑
事

施
設
受
刑
者
処
遇
法
の
施
行
に
伴
い
発
出
さ
れ
た
平
成

一
八
年
五

月
二
三
日
付
法
務
省
矯
正
局
長
通
達

｢受
刑
者
の
外
部
交
通
に
関

す
る
訓
令
の
運
用
に
つ
い
て

(依
命
通
達
)｣
(凱
軒
臥
諾

絹

針

珊
開
票

㌔

棚
貰

諸

相
即
諾

蒜

i
Jo
酢
讐

詫

票
虻
的
那

相
)d
賢

桝
叫
い
笥

)

に
よ
れ
ば
､
刑
務
所

長

の
裁

量
判
断
に
お
い
て
､
受
刑
者
の
利
益
と
刑
務
所
側
の
利
益

(誓

鞭
絹
卯
附
保
)
の
ほ
か
に
､
面
会
(即
諾

階
か
｢簾
)
を
求
め
る
外
部

者
の
固
有
の
利
益
を
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か

ら
､
本
判
決
の
判
示
は
､
飽
く
ま
で
も
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
と

い
う
過
去
の
条
文
に
関
す
る
法
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
｡

ま
ず
'
被
収
容
者
処
遇
法
は
､
適
正
な
外
部
交
通
が
受
刑
者
の

改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

留
意
す
べ
き
と
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
(
禁

撃

㌔

)
､
外
部
交
通
の
範
囲
を
拡
大
し
た
.
同
法

二

1
条

一
項

で
は
､
受
刑
者
の
面
会
の
相
手
方
と
し
て
､
親
族

(↑
)
の
ほ
か
､

受
刑
者
の
身
分
上
､
法
律
上
又
は
業
務
上
の
重
大
な
利
害
に
係
る

用
務
の
処
理
の
た
め
面
会
が
必
要
な
者

(
仁
)
及
び
面
会
に
よ
り

受
刑
者
の
改
善
更
生
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

(㌍
)
に
つ
き
､

面
会
を

｢許
す
も
の
と
す
る
｣
と
し
て
受
刑
者
の
権
利
性
を
認
め

て
い
る
｡
ま
た
'
同
条
二
項
で
は
､
刑
事
施
設
の
長
は
､
同
条

一

項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
'
交
友
関
係
の
維
持
そ
の
他

面
会
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
事
情
が
あ
り
､
か
つ
､
刑
事
施
設

の
規
律
及
び
秩
序
を
菩
す
る
結
果
を
生
じ
､
又
は
矯
正
処
遇
の
適

切
な
実
施
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
に

は
､
刑
務
所
長
の
裁
史
に
お
い
て
'
面
会
を

｢許
す
こ
と
が
で
き

る
｣
と
し
て
い
る
｡
被
収
容
者
処
遇
法
の
外
部
交
通
に
関
す
る
規

定
が
'
旧
監
獄
法
の
下
で
の
恩
恵
的
な
も
の
か
ら
受
刑
者
の
権
利

に
転
換
し
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が

(T
敷

榊

掛
謂

㌍

㍍

悔
㌘

鞄

｣表

叫電

諸

撃

整

韻

語

完

知

謀

細
筆

詣

領

)
､
今

日
､
受
刑
者

の
外
部
交
通

の
重
要
性

に

っ
い
て
の
認
識
は
共
有
さ
れ
て
お
り

(馴
韻

鮒
eru

T
莞

川
畑

ト
T
二
九
八
号
二
五
百
､
土
井
政
和
｢受
刑
者
処
遇
法
に
み
る
行
刑
改
革
の
到
達

点
と
課
居
｣
自
由
と
正
義
五
六
巷
九
号
二
八
貢
J
林
暮
琴

｢刑
事
施
設
受
刑
者
処

警

報

%

)
'
受
刑
者

の
外
部
交

通
権

(
諸

偶
.nJ
n/
,(
)
が
寮
法

上
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
と
す
る
見
解

(鮒
㌔

軸
.ki
甥

相

順
臥
欝

詔

伐
齢

)
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
｡
少
な
く
と

も
'
被
収
容
者
処
遇
法
の
下
で
は
'
受
刑
者
を
人
権
の
享
有
主
体

と
位
置
づ
け
て
'
外
部
交
通
を
従
来
の
原
則
禁
止
･
例
外
許
可
と

い
う
規
制
構
造
か
ら
原
則
許
可
･
例
外
制
限
と
い
う
規
制
構
造
に

転
換
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
へ
旧
監
獄
法
四
五
粂
二
項

の
刑
務
所
長
の
完
全
な
自
由
裁
丑
に
基
づ
く

｢恩
恵
｣
と
し
て
の

外
部
交
通
は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

前
記
矯
正
局
長
通
達
に
は
､
刑
事
施
設
受
刑
者
処
遇
法
八
九
条

二
項

(
認

諾

l
)
の
裁
長
に
よ
る
面
会
に
つ
き
､
次
の
よ
う
に

記
載
さ
れ
て
い
る
｡

-

面
会
の
相
手
方
等
に
つ
い
て

川

法
第
八
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
面
会
を
許
す
こ
と
が

でき
る
場
合
と
し
て
は
､
面
会
の
申
出
を
し
た
者
が
受
刑
者

の
友
人
や
知
人
'
学
生
時
代
の
恩
師
､
会
社
関
係
者
等
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
面
会
の
必
要
が
認
め
ら
れ
､

か
つ
'
次
の
ア
か
ら
り
ま
で
の
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る

と
き
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
｡

な
お
'
上
記
の
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
､
刑
事
施

設
の
長
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
へ
面
会
を
許
し
て
差
し
支

え
な
い
こ
と
｡

ア

身
元
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
｡

イ

未
決
収
容
時
の
外
部
交
通
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か

ら
､
受
刑
者
と
良
好
な
交
友
関
係
に
あ
り
'
そ
の
関
係
を

維
持
す
る
こ
と
で
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ

と
｡

ウ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
そ
の
関
係

者
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
｡

弁
護
士
等
が
､
面
会
を
希
望
す
る
受
刑
者
以
外
の
人
か
ら

委
任
又
は
相
談
を
受
け
て
い
る
民
事
訴
訟
そ
の
他
の
不
服
申

立
て
等
に
つ
い
て
､
参
考
人
等
と
し
て
事
情
聴
取
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
受
刑
者
と
面
会
を
希
望
す
る
場
合
に
つ
い
て

も
､
法
第
八
九
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
面
会
を
許
す
こ
と
と

し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
｡

<
略
>

被
害
者
等
と
の
面
会
に
つ
い
て

被
害
者
及
び
そ
の
遺
族

(以
下

｢被
害
者
等
｣
と
い
う
｡
)

と
加
害
者
た
る
受
刑
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
と
す
る
こ
と
｡

被
害
者
等
が
受
刑
者
に
対
し
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

(
不

談､
和
解
交
渉
の
ほ
か
､
任
意
の
支
払
意
思
の
確
認
を
求
め

る
こ
と
を
含
む
｡)
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
､
法
第
八
九

条
第

一
項
二
号
の
受
刑
者
の
法
律
上
の
重
大
な
利
害
に
係
る

用
務
の
処
理
の
た
め
面
会
す
る
こ
と
が
必
要
な
者
に
該
当
す

る
も
の
と
し
て
､
面
会
を
許
す
も
の
と
す
る
こ
と
｡

被
害
者
等
が
上
記
日
の
目
的
は
な
い
が
､
受
刑
者
の
謝
罪

の意
思
や
反
省
の
気

持ち
を
確
認
し
た
い
等
'
被
害
者
等
に

面
会
を
希
望
す
る
真
隼
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
'
法
第
八

九
条
第
二
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
'
面
会
を
許
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
｡
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仙
上
記

川及
び

脚の
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
､
公
的
機

関､
司

法関
係

者､
更
生
保
護
関
係
者
等
に
よ
る
仲
介
が
あ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
､
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
仲
介
が
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
､
上
記
山
の
場
合
に
つ
い
て
は
面
会
を
許

す
も
の
と
し
'
上
記
脚
の

場合
に
つ
い
て
は
､
受
刑
者
の
心

身
の
状
態
や
矯
正
処

遇の
実
施
状
況
'
事
件
に
対
す
る
反
省

の
度
合
､
被
害
者
等
が
面
会
を
希
望
す
る
事
情
そ
の
他
の
事

情
を
考
慮
し
､
相
当
と
認
め
る
と
き
は
､
面
会
を
許
し
て
差

し
支
え
な
い
こ
と
｡

仙

被
害
者
等
が
受
刑
者
と
の
面
会
を
希
望
し
た
場
合
に
お
い

て､
受
刑
者
が
面
会
を
拒
む
と
き
は
'
通
常
の
面
会
と
同

様
､
面
会
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
｡

右
の
通
達
に
よ
れ
ば
､
被
害
者
か
ら
の
面
会
申
入
れ
に
対
す
る

対
処
方
法
の
指
示
が
典
型
的
に
示
す
と
お
り
'
刑
務
所
長
は
裁
丑

に
よ
る
面
会
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
'
受
刑
者
本
人

の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
接
見
を
求
め
る
外
部
者

(細
事
)
の
国
有

の
利
益
を
掛
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
矯
正
実
務
の
現
場
で
は
､

受
刑
者
本
人
の
利
益
と
刑
務
所
側
の
利
益
と
の
調
整
の
他
に
､
面

会
を
求
め
る
外
部
者
固
有
の
利
益
と
の
調
整
も
図
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
｡
受
刑
者
は
面
会
を
求
め
る
外
部
者
に
会
い
た
-
な
い
と

考
え
れ
ば
､
面
会
を
拒
絶
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
か
ら
'
刑
務

所
長
が
当
該
受
刑
者
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
処
遇

上
の
配
慮
を
し
な
く
と
も
､
刑
務
所
の
側
の
規
律
及
び
秩
序
維
持

の
障
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
限
り
､
外
部
者

(鞘
蕃
)
の
面

会
を
認
め
､
あ
と
は
受
刑
者
本
人
の
自
己
決
定
に
委
ね
れ
ば
足
り

る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
受
刑
者
の
主
体
性
を
肯
定
し
た
被
収
容
者

処
遇
法
の
下
で
の
本
来
的
な
外
部
交
通
の
在
り
方
で
あ
る
｡
通
達

-
州
に
定
め
る
､
弁
護
士
か
ら
参
考
人
の
事
情
聴
取
目
的
の
受
刑

者接見
が
申
し
込
ま
れ
た
場
合
も
､
同
様
に
､
受
刑
者
本
人
の
意

向
確
認
の
う
え
本
人
が
事
情
聴
取
に
応
ず
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
､
刑
務
所
の
側
の
規
律
及
び
秩
序
維
持
の
障
害
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
な
い
限
り
面
会
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
､
被
収
容
者
処

適
法

一
二

条
二
項
の
裁
量
に
よ
る
面
会
に
お
い
て
､
刑
務
所
長

は
受
刑
者
本
人
の
利
益
の
み
な
ら
ず
外
部
者
の
固
有
の
利
益
を
も

考
慮
の
対
象
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
｢刑
務
所
長
に
は
､
接
見
を
求
め
る
者
の
固
有

の
利
益
に
配
慮
す
べ
き
法
的
義
務
は
な
い
｣
旨
の
本
判
決
の
判
示

は
､
旧
監
獄
法
四
五
条
二
項
の
過
去
の
解
釈
を
示
し
た
に
と
ど
ま

り
､
被
収
容
者
処
遇
法

1
H

粂
二
項
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
｡

五

人
権
擁
護
委
員
会
の
調
査
目
的
で
の
受
刑
者
接
見
の
可
否

最
後
に
'
被
収
容
者
処
遇
法
の
下
で
本
件
と
同
種
の
面
会
が
な

さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
こ
う
｡
弁
護

士
会
の
人
権
擁
護
委
貞
会
に
法
律
上
の
強
制
調
査
権
限
が
な
い
こ

と
は
本
判
決
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
'
刑
務
所
長
に
は
人

権
擁
護
委
員
会
の
調
査
活
動
の
1
環
と
し
て
行
わ
れ
る
接
見
の
申

入
れ
に
応
す
べ
き
法
的
義
務
が
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
は
疑
問
で

あ
る
｡
本
判
決
の
補
足
意
見
が
述
べ
る
よ
う
に
､
刑
務
所
内
で
の

人
権
侵
犯
の
被
害
の
救
済
を
受
刑
者
が
申
告
で
き
る
外
部
の
桟
関

と
し
て
は
､
事
実
上
､
弁
筈
士
会
の
人
権
擁
護
委
員
会
が
唯

1
の

横
関
で
あ
り
'
同
委
月
余
の
調
査
活
動
は
公
益
的
性
格
を
有
し
て

お
り
､
法
的
義
務
は
な
く
と
も
'

1
般
的
に
は
'
公
的
機
関
の
公

用
調
査
に
準
じ
て
回
答
に
応
ず
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡
弁
護
士
法
第
二
三
条
の
調
査
照
会
や
訴
訟
当
事
者
の
請

求
に
基
づ
く
裁
判
所
を
経
由
し
た
公
務
所
等
に
対
す
る
照
会

(醐

諾

㌍

七
)
に
対
し
､
照
会
先
で
あ
る
公
務
所
が
､
回
答
す
る
法

的
義
斉
は
負
わ
な
い
も
の
の
'

一
般
的
に
は
､
公
的
機
関
の
公
用

照
会
に
準
じ
て
回
答
に
応
じ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
｡

前
記
矯
正
局
長
通
達
に
よ
れ
ば
'
1
物
は
､
｢公
的
横
関
の
職

員
と
の
公
用
を
理
由
と
す
る
面
会
に
つ

いて
は
'
原
則
と
し
て
法

第
八
九
条
第

一
項
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
｡
｣
(諾

語

調

は
賢

)
と
し
て
い
る
の
で
､
現
行

の
被
収
容
者
処
遇
法

1
1
1
条
の
解
釈
と
し
て
は
､
刑
務
所
長

は
'
弁
護
士
会
の
人
権
擁
護
委
員
会
の
調
査
目
的
の
面
会
を
､
公

的
機
関
の
職
員
に
よ
る
公
的
面
会
に
準
ず
る
と
し
て
面
会
を
認
め

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
L
t
実
際
に
､
そ
う
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
同
法

二

一
条

1
項
二
号
の

｢法
律
上
の
重
大
な
利
害
に

係
る
用
務
の
処
理
の
た
め
に
面
会
す
る
こ
と
が
必
要
な
者
｣
の
例

示
と
し
て
､
前
記
通
達
-
川
イ
は
､
弁
護
士
法
三
条

一
項
に
規
定

す
る
弁
蕃
士
の
職
務
行

為を念
車
に
置
い
て
'
｢民
事
訴
訟
や
再

審
請
求
等
に
つ
い
て
委
任
又
は
相
談
を
受
け
て
い
る
弁
護
士
等
｣

を
掲
げ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
例
示
を
委
任
案
件
に
限
定
し
て

考
え
る
必
要
は
な
く
､
弁
護
士
法

1
条
に
基
づ
く
人
権
擁
護
委
員

会
の
調
査
活
動
も
同
法
三
条

1
項
の
職
務
を
遂
行
す
る
場
合
に
準

ず
る
も
の
と
考
え
れ
ば

(
鑓

鞍

杜
軸
指
藍

智

頭

諸

絹

始

ヨ
表

見
｣
)
へ
被
収
容
者
処
遇
法

〓

1
粂

1
項
二
号
の
適
用
が

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
さ
ら
に
'
い
か
な
る
法
律
問

題
に
関
す
る
弁
護
士
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
I
シ
nT
ン
も
､
潜
在
的
に

訴
訟
手
続
と
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
'
た
と
え
他
の
受
刑

者
の
申
立
事
件
に
係
る
参
考
人
と
し
て
の
面
会
で
あ
っ
て
も
､
当

該
受
刑
者
が
面
会
に
応
ず
る
限
り
､
そ
の
受
刑
者
と
弁
護
士
と
の

面
会
は
被
収
容
者
処
遇
法

1
1
7
条

一
項
二
号
に
関
す
る
通
達
が

保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
範
隊
内

に
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
(諸

か
関
野
)
｡

し
た
が
っ
て
､
被
収
容
者
処
遇
法
の
下
で
､
本
件
と
同
じ
人
権

掩
護
委
員
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ
る
事
件
申
立
人
以
外
の
受
刑
者

に
対
す
る
調
査
を
目
的
と
す
る
面
会
の
申
し
込
み
が
な
さ
れ
た
場

合
､
面
会
の
相
手
方
で
あ
る
当
該
受
刑
者
が
面
会
を
拒
絶
し
な
い

限
り
'
刑
務
所
長
は
当
然
に
面
会
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
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