
は
じ
め
に

行
刑
改
革
一

新
春
特
別
企
画
一
―

ね

由

則

一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

五
年
の
成
果
と
今
後
の
課
題

二
0
0
三
年
―
二
月
に
『
行
刑
改
革
会
議
提
言
＼
国
民
に
理
解

さ
れ
、
支
え
ら
れ
る
刑
務
所
ヘ
ー
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
一
五
年
が

経
過
し
た
。
提
言
は
、
①
受
刑
者
の
人
間
性
の
尊
重
、

真
の
改
善

更
生
・
社
会
復
帰
の
実
現
、
②
刑
務
官
の
過
重
な
負
担
の
軽
減
、

③
国
民
に
開
か
れ
た
行
刑
の
実
現
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
行
刑
全

般
に
わ
た
っ
て
改
革
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
．

提
言
を
受
け
、
二

0
0
五
年
か
ら
二

0
0
六
年
に
か
け
て
監
獄

号ー巻

。
3
 

政刑月年ー3
 

成乎題課

法
全
面
改
正
が
実
現
し
、
二

0
0
七
年
に
は
現
在
の
刑
事
収
容
施
的

設
・
被
収
容
者
処
遇
法
（
以
下
、
現
行
法
）
が
施
行
さ
れ
、
現
行
ど
一果成の

法
へ
の
完
全
移
行
が
実
現
し
た
。
そ
の
後
、
二

0
1
―
年
に
は
現
．

行
法
の
五
年
後
見
直
し
作
業
と
し
て
、
施
行
状
況
が
検
証
さ
れ
た
呼革

が
、
法
律
自
体
の
改
正
は
な
さ
れ
ず
、
規
則
の
一
部
改
正
と
い
ぅ
改刑行

小
幅
な
見
直
し
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
務
省
と
し
て
、
現

行
法
の
運
用
は
概
ね
順
調
で
あ
る
と
の
自
己
認
識
を
示
す
も
の
で

5

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、
三
つ
の
観
点
は
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
小
論
は
、
三
つ
の
観
点
を
基
軸
と
し
て
、
改
革
の
成
果
を
確
認
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す
る
と
と
も
に
、
部
外
者
の
目
か
ら
見
た
今
後
の
課
題
を
提
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

刑
務
官
の
負
担
軽
減

ま
ず
、
②
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
人
的
体
制
の
整
備
が
問
題

に
な
る
と
こ
ろ
、
刑
事
施
設
の
職
貝
定
員
が
一

1
0
0
三
年
度
か
ら

二
0
一
六
年
度
に
か
け
て
、
一
万
七

―
一
九
人
か
ら
一
万
九
六
四

三
人
へ
と
二
五
二
四
人
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
職
員
一
人
当
た
り

の
被
収
容
者
負
担
率
が
二
0
0
六
年
の
四
•
四
八
か
ら
、
二
0
1

六
年
の
ニ
・
九
二
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
十

分
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
順
調
に
負
担
の
軽
減
は
図
ら
れ
て
い

る
と
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
職
員
負
担
率
は
、
少

年
施
設
と
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
高
率
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、

刑
事
施
設
で
は
今
後
ま
す
ま
す
再
犯
防
止
に
向
け
た
処
遇
の
充
実

が
図
ら
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
充
実
し
た

処
遇
を
実
施
し
て
い
く
う
え
で
は
、
少
年
施
設
並
み
と
は
い
か
な

く
て
も
、
そ
れ
に
少
し
で
も
近
い
職
員
負
担
率
を
実
現
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
③
の
う
ち
、
刑
事
施
設
視
察
委
員
会
の
活
動
に
関
し
て

は
、
当
初
か
ら
委
員
数
・
会
議
回
数
・
視
察
回
数
・
被
収
容
者
の

面
接
回
数
・
施
設
長
に
提
出
し
た
意
見
と
そ
れ
に
対
す
る
施
設
長

の
措
置
の
内
訳
が
公
表
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
現
在
で

は
、
各
視
察
委
員
会
が
提
出
し
た
個
別
意
見
と
そ
れ
に
対
し
て
施

設
長
が
講
じ
た
措
置
の
内
容
が

一
覧
表
と
し
て
、
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
体
制
は
極
め
て
透
明
性

の
高
い
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
視
察
委
員
の
活
動
に
は
、
施
設
側
の
運
営
上
の
苦
労

や
悩
み
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
運
営
に
対
す
る
注
文
を
付
け
づ
ら

か
ん
せ
い

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
陥
穿
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

に
陥
ら
な
い
よ
う
す
る
た
め
に
は
、
意
識
的
に
施
設
側
と
の
間
で

適
切
な
緊
張
関
係
を
保
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
容
易

で
は
な
い
。
ま
た
各
視
察
委
員
会
が
バ
ラ
バ
ラ
に
活
動
し
て
い
る

現
状
で
は
、
課
題
が
見
え
に
く
い
点
が
あ
る
。
よ
り
専
門
的
な
見

地
か
ら
全
国
の
視
察
委
員
会
の
活
動
を
俯
廠
し
て
、
特
徴
を
分
析

し
取
り
ま
と
め
る
機
関
が
中
央
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
機
関

国
民
に
開
か
れ
た
行
刑
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を
通
じ
て
、
各
視
察
委
員
会
が
交
流
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ

の
制
度
は
よ
り
実
り
の
あ
る
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の

課
題
で
あ
ろ
う
。

③
の
も
う
―
つ
の
柱
で
あ
る
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
訓
令
・

通
達
の
公
開
や
処
遇
関
連
情
報
の
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

加
え
て
、
行
刑
改
革
前
と
比
べ
て
、
刑
事
施
設
が
福
社
施
設
化
し

て
い
る
様
子
や
摂
食
障
害
に
苦
し
む
受
刑
者
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
な
ど
が
報
道
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
積
極
的
に
取
材
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
は
、
刑
事
施
設
が
現

実
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
国
民
の
理

解
を
増
進
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
、
積
極
的
に
評
価

で
き
る
。

今
後
は
、
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、

地
方
公
共
団
体
に
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
の
策
定
と
実
施
の

責
務
が
あ
る
こ
と
が
法
定
さ
れ
（
四
条
二
項
）
、
ま
た
国
・
地
方

公
共
団
体
に
民
間
団
体
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
の
確
保
の
努
力
義

務
や
、
必
要
な
情
報
の
適
切
な
提
供
の
義
務
が
法
定
さ
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
て
（
五
条
二
項
、
三
項
）
、
地
域
社
会
へ
の
情
報
公
開
を

意
識
的
に
推
進
し
、
地
域
と
の
共
生
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
地
域
と
の
共
生
は
、
従
来
P
F
I施
設

に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
て
き
た
が
、
本
来
は
す
べ
て
の
刑
事
施
設

が
試
み
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
施
設
が
地
域
に
も
た
ら
し
て
い

る
経
済
効
果
や
刑
務
官
や
そ
の
家
族
、
被
収
容
者
が
地
域
に
居
住

し
て
い
る
こ
と
の
意
義
な
ど
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

で
、
刑
事
施
設
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
受
刑
者
が
決
し
て
自

分
た
ち
と
は
異
質
な
存
在
な
ど
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
理
解
者

を
増
や
し
、
あ
わ
よ
く
ば
刑
事
施
設
の
運
営
や
処
遇
に
協
力
し
て

も
ら
う
、
そ
う
し
た
サ
イ
ク
ル
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
で
あ

る
。
現
在
、
矯
正
施
設
所
在
自
治
体
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す

る
と
い
う
注
目
す
べ
き
動
向
も
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
を
試
み
る

土
壊
は
で
き
つ
つ
あ
る
。

従
来
、
地
域
杜
会
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
、
更
生
保
護
の
課
題

だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
被
収
容
者

の
逃
走
を
絶
対
に
許
さ
な
い
体
制
を
確
立
し
、
地
域
住
民
に
安
心

感
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
施
設
を
地
域
に
受
け
入
れ

て
も
ら
う
、
と
い
う
や
り
方
だ
け
で
は
、
犯
罪
者
は
恐
ろ
し
い
存

在
で
あ
る
と
の
先
入
観
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
出

所
し
た
元
受
刑
者
を
社
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
し
ま
う
風
潮

を
是
正
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
犯
罪
者
の
改
善
更
生
・

社
会
復
帰
に
対
す
る
地
域
社
会
の
理
解
・
協
力
を
得
る
た
め
に
、
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刑
事
施
設
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
行
刑
改
革
会
議
提
言
の
副
題
が
示
す
目
標
を
達
成

す
る
直
接
的
な
手
段
な
の
で
あ
り
、
刑
事
施
設
か
ら
の
意
識
的
戦

略
的
な
情
報
の
公
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

真
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
の
実
現

①
の
う
ち
、
真
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
の
実
現
に
つ
い
て
は
、

こ
の
一
五
年
で
最
も
達
成
度
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

現
行
法
に
お
け
る
改
善
指
導
は
、
監
獄
法
下
の
処
遇
類
型
別
指

禅
と
は
異
な
り
、
法
律
上
明
文
の
根
拠
規
定
を
有
す
る
に
至
っ
た

こ
と
で
、
飛
躍
的
に
進
化
し
た
。
と
り
わ
け
エ
ビ
デ
ン
ス
の
あ
る

処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
禅
入
し
た
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
で
は
効
果

検
証
に
も
取
り
組
ま
れ
、
一
定
の
再
犯
率
低
下
が
確
認
さ
れ
る
な

ど
実
績
も
上
が
っ
て
い
る
。
薬
物
依
存
離
脱
指
導
に
つ
い
て
も
、

民
間
自
助
団
体
を
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
従
来
で
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
方
針
が
採
用
さ
れ
、
内
容
に
つ
い
て
も
見
直
し
を
重

ね
て
お
り
、
ま
た
社
会
内
処
遇
と
の
連
携
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
望
ま
し
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

刑
務
作
業
に
お
い
て
も
、
職
業
訓
練
の
種
目
の
増
加
・
見
直
し

四

が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
民
間
事
業
者
が
訓
練
の
提
供
主
体

と
な
る

P
F
I施
設
や
公
サ
法
施
設
が
増
加
し
た
と
い
う
特
殊
要

因
は
あ
る
に
せ
よ
、
職
業
訓
練
修
了
者
数
は
、
二

0
0
1―
一
年
度
に

一
八
七
六
人
だ
っ
た
も
の
が
、

1
1
0
一
五
年
度
は
一
万
三
三
ニ
―――

人
へ
と
急
増
し
て
い
る
。
職
業
訓
練
は
、
も
は
や
ご
く
一
部
の
エ

リ
ー
ト
受
刑
者
だ
け
が
受
講
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
法
務
省
の
矯
正
局
・
保
護
局
、
厚
生
労
働
省
の
連
携

に
よ
り
、
二

0
0
六
年
度
か
ら
刑
務
所
出
所
者
等
総
合
就
労
支
援

対
策
が
、
二

0
0九
年
度
か
ら
障
害
者
・
高
齢
者
等
に
対
す
る
地

域
定
着
促
進
事
業
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
社
会
復
帰
支
援
策
が
強
化

さ
れ
て
お
り
、
居
場
所
や
仕
事
を
得
た
状
態
で
出
所
す
る
こ
と
に

よ
る
円
滑
な
社
会
復
帰
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
現
在
、
法
制
審
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
処
遇

制
度
の
改
革
案
に
よ
れ
ば
、
懲
役
刑
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
で
、
刑

務
作
業
に
代
え
て
改
善
指
導
や
教
科
指
導
を
重
点
的
に
実
施
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、
よ
り
個
々
の
受
刑
者
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た

矯
正
処
遇
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
ま

た
社
会
復
帰
支
援
に
つ
い
て
は
、
少
年
院
法
四
四
条
に
倣
っ
た
明

文
の
根
拠
規
定
が
現
行
法
に
設
け
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
刑
事

施
設
長
に
支
援
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
予
算
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(

I

)

 五
措
置
も
と
ら
れ
や
す
く
な
り
、
支
援
が
よ
り
一
層
充
実
す
る
こ
と

が
期
待
で
き
る
。

人
間
性
の
尊
重

人
間
性
尊
重
の
固
有
の
意
義

残
る
の
は
、
①
の
う
ち
の
人
間
性
の
離
重
で
あ
る
。
行
刑
改
革

会
議
が
開
か
れ
た
発
端
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
名
古
屋
刑
務
所
事

件
で
あ
っ
た
。
提
言
が
行
刑
全
般
に
わ
た
っ
て
改
革
を
求
め
た
の

は
、
行
刑
の
専
門
家
以
外
が
多
数
を
占
め
一
般
国
民
の
代
表
と
し

て
議
論
を
行
っ
た
行
刑
改
革
会
談
の
委
員
た
ち
が
、
消
防
用
ホ
ー

ス
を
受
刑
者
に
向
け
た
り
、
革
手
錠
で
受
刑
者
を
締
め
上
げ
る
な

ど
し
た
事
件
の
原
因
を
、
単
な
る
個
別
刑
務
官
の
権
限
濫
用
に
帰

す
こ
と
は
で
き
ず
、
事
件
の
背
景
に
は
、
受
刑
者
の
人
間
性
が
尊

重
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
、
と
考
え
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

提
言
は
、
「
真
の
意
味
で
、
罪
を
犯
し
た
者
を
改
善
更
生
さ
せ
、

円
滑
な
社
会
復
帰
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
刑

者
が
、
単
に
刑
務
所
に
戻
り
た
く
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
罪
を
犯

提
言
は
、
薬
物
乱
用
者
や
人
格
障
害
を
有
す
る
受
刑
者
な
ど
、

（二）
す
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
の
誇
り
や

自
信
を
取
り
戻
し
、
自
発
的
、
自
律
的
に
改
善
更
生
及
び
社
会
復

帰
の
意
欲
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
受
刑
者
の
処
遇
も
、
こ

の
誇
り
や
自
信
、
意
欲
を
導
き
出
す
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
再
犯

防
止
が
図
ら
れ
れ
ば
よ
い
、
と
考
え
、
と
り
わ
け
、
指
標
と
し
て

再
犯
率
．
再
入
率
の
低
下
を
用
い
る
場
合
、
「
見
込
み
の
あ
る
」

受
刑
者
だ
け
に
手
厚
い
処
遇
を
施
し
て
、
「
見
込
み
の
な
い
」
受

刑
者
は
放
置
す
る
、
と
い
う
施
策
も
採
用
で
き
な
く
は
な
い
。
そ

の
方
が
む
し
ろ
効
率
的
で
あ
る
、
と
さ
え
い
え
る
。
し
か
し
、
提

言
は
、
こ
う
し
た
割
切
り
を
明
確
に
否
定
し
、
人
間
性
の
尊
重
に
、

真
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
の
実
現
に
解
消
し
得
な
い
独
自
の
意

義
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
、
今
一
度
思
い
を
致
す
必
要
が
あ
る
。

提
言
が
人
間
性
の
尊
重
の
観
点
か
ら
要
求
し
た
改
革
は
多
岐
に

わ
た
る
が
、
こ
の
小
論
で
網
羅
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い

た
め
、
以
下
で
は
、
特
に
気
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
。

処
遇
困
難
者
の
処
遇
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集
団
処
遇
に
な
じ
ま
ず
、
周
囲
と
の
ト
ラ
プ
ル
を
起
こ
し
や
す
い

傾
向
の
顕
著
な
受
刑
者
を
処
遇
困
難
者
と
定
義
し
、
可
能
な
限
り
、

特
定
の
施
設
や
収
容
区
に
集
め
て
収
容
す
る
な
ど
し
て
、
き
め
細

か
な
処
遇
を
実
現
さ
せ
る
べ
き
、
と
し
て
い
た
。

提
言
を
受
け
て
実
務
で
は
、
昼
夜
単
独
室
棟
で
処
遇
を
行
い
つ

つ
、
月
に
二
回
以
上
集
団
で
処
遇
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
、
孤
立
化
を
防
止
し
、
集
団
処
遇
に
復
帰
す
る
こ
と
へ
の
動
機

(
l
)
 

付
け
を
図
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

居
室
内
で
人
間
的
接
触
が
極
端
に
少
な
い
状
態
に
置
か
れ
る
こ

と
は
非
人
間
的
で
あ
り
、
昼
夜
単
独
室
処
遇
は
好
ま
し
く
な
い
。

現
行
法
で
は
隔
離
の
厳
格
な
要
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
処
遇
は

集
団
で
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
限
り
集
団
処
遇
ヘ

の
復
帰
を
働
き
掛
け
る
方
針
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
問

題
は
、
集
団
処
遇
に
な
じ
ま
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
一
旦
昼
夜
単

独
室
処
遇
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
非
社
会
性
が
助
長
さ
れ
て
し
ま

い
、
ま
す
ま
す
集
団
処
遇
が
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
可
能
な
限
り
昼
夜
単
独
室
処
遇
を
回
避
す
る
方
策
を
採

る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
検
討
を
要
す
る
と
思

わ
れ
る
の
は
、
原
則
と
な
る
集
団
処
遇
に
お
い
て
集
団
の
単
位
が

大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
集
団
が
大

提
言
は
、
工
場
担
当
職
員
が
受
け
持
つ
受
刑
者
を
個
別
指
導
し

な
が
ら
集
団
管
理
す
る
担
当
制
に
つ
い
て
、
受
刑
者
の
心
情
を
把

握
し
、
職
員
と
受
刑
者
と
の
人
間
関
係
を
基
盤
と
し
た
血
の
通
っ

た
処
遇
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
反
面
、
担

当
職
員
の
裁
量
が
非
常
に
大
き
く
、
恣
意
的
な
運
用
が
行
わ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
担
当
制
の
利
点
は
生
か
し
つ
つ
も
、
権

限
と
責
任
が
担
当
職
員
個
人
に
過
度
に
集
中
し
な
い
よ
う
、
心
理

技
官
や
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
、
原
則
と
し

て
担
当
職
員
を
複
数
配
置
す
る
な
ど
の
組
織
的
対
応
を
採
る
こ
と

を
検
討
す
べ
き
、
と
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
確
か
に
教
育
的
処
遇
に
心
理
技
官
や
ボ
ラ
ン

（三）

組
織
的
な
処
遇
体
制

き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
様
々
な
傾
向
を
有
す
る
受
刑
者
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
集
団
を
統
率
す
る
た
め
に
ど
う

し
て
も
規
律
を
厳
し
く
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
に
適
応
で

き
な
い
受
刑
者
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
過
剰
収
容
状
況
が
解

消
さ
れ
た
こ
と
を
活
か
し
て
、
集
団
の
単
位
を
小
さ
く
し
、
治
療

的
処
遇
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
昼
夜
単
独
室
処
遇
と
な
る

受
刑
者
を
減
ら
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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テ
ィ
ア
が
関
わ
る
機
会
は
増
え
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
う
し

た
人
た
ち
が
担
当
職
員
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
に
な
る
た
め
に

は
、
既
に
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
活
動
に
も
担
当
職
員

(
2
)
 

が
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
実
現
し
た
と
す

れ
ば
、
今
度
は
、
担
当
職
員
へ
の
権
限
集
中
と
い
う
提
言
が
問
題

視
し
て
い
た
状
態
は
解
消
し
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
複
数
担
当
制
は
、
依
然
と
し
て
原
則
に
な
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
人
で
数
十
人
の
集
団
を
管
理
す
る
と
い
う
の
は
、
並
大
抵
の

こ
と
で
は
な
い
。
単
に
厳
し
く
処
遇
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
熱
意

と
包
容
力
を
兼
ね
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、
受
刑
者
集
団
か
ら
信
頼

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
担
当
職
員
が
選
ば
れ
し
エ

リ
ー
ト
刑
務
官
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、

数
十
人
を
相
手
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
担
当
戦
員
が
人

間
的
魅
力
に
溢
れ
て
い
よ
う
と
も
、
集
団
内
に
、
担
当
職
員
と
気

が
合
わ
ず
信
頼
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
困
難
な
受
刑
者
が
含
ま

れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
不
可
避
的
に
生
じ

る
不
満
を
抑
制
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
処
遇
は
厳
し
い

方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
上
述
の
処
遇
困
難
者
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
大
人
数
の
集

（四）
団
内
で
受
刑
者
間
の
人
間
関
係
に
悩
み
、
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い

る
受
刑
者
も
多
く
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
受
刑

者
は
、
他
の
受
刑
者
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
重
視

し
、
し
ば
し
ば
厳
し
い
処
遇
を
望
む
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
病
理
現
象
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
集
団
の

単
位
を
小
さ
く
す
る
と
と
も
に
、
担
当
職
員
を
複
数
化
す
る
こ
と

で
、
人
間
関
係
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
可
能
な
限
り
防
ぐ
体
制
が
望
ま

れ
る
。今

後
、
処
遇
の
多
様
化
・
個
別
化
が
進
展
し
て
い
け
ば
、
矯
正

処
遇
の
中
で
工
場
で
の
就
業
が
占
め
る
地
位
は
相
対
的
に
低
下
し

て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
目
指
す
べ
き
方
向
性

は
、
担
当
職
員
の
負
担
を
増
や
す
教
育
場
面
へ
の
参
加
よ
り
む
し

ろ
、
当
該
受
刑
者
の
様
々
な
処
遇
場
面
を
担
当
す
る
多
職
種
が
一

堂
に
会
し
て
、
情
報
を
交
換
し
、
処
遇
目
標
の
達
成
状
況
を
確
認

し
、
今
後
の
方
向
性
を
探
る
処
遇
会
議
の
よ
う
な
仕
組
み
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
導
入
し
た
と
し
て
も
、
担

当
職
員
の
重
要
性
は
揺
ら
が
な
い
の
で
あ
り
、
今
後
と
も
処
遇
の

核
と
し
て
活
躍
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。

所
内
規
則
の
相
当
性
及
び
合
理
性
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提
言
は
、
規
律
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
所
内
規
則
が
受
刑
者
の

人
間
と
し
て
の
腺
厳
を
傷
つ
け
た
り
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
著

し
く
合
理
性
を
欠
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
受
刑
者

が
自
発
的
、
自
律
的
に
遵
守
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
持
ち
う
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
ま
た
相
当
程
度

の
自
由
を
認
め
た
場
合
で
も
所
内
の
規
律
秩
序
が
乱
れ
る
お
そ
れ

が
少
な
く
、
拘
禁
目
的
を
達
し
、
安
全
で
秩
序
あ
る
生
活
と
適
切
な

処
遇
環
境
を
保
つ
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
は
、
制
限
の
緩
や
か
な

所
内
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
な
ど
も
検
討
す
べ
き
、
と
し
て
い
た
。

提
言
を
受
け
て
、
動
作
規
制
を
緩
和
し
た
施
設
の
中
に
は
、
一

時
期
施
設
の
規
律
秩
序
の
弛
緩
を
招
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
各
施

設
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
今
日
の
規
律
や
規
則
の
在
り

(
3
)
 

方
に
到
達
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
全
裸
で
の
検
身
は
ほ
と
ん
ど
の

施
設
で
廃
止
さ
れ
る
な
ど
し
た
が
、
提
言
で
も
特
に
指
摘
さ
れ
て

い
た
、
軍
隊
式
行
進
と
「
印
象
付
け
ら
れ
る
」
所
内
移
動
の
方
式

は
、
現
在
で
も
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の

印
象
で
あ
る
。

も
と
よ
り
適
正
な
規
律
秩
序
の
維
持
は
、
受
刑
者
の
改
善
更

生
・
社
会
復
帰
の
た
め
に
も
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
適
正
さ
の

レ
ベ
ル
は
施
設
の
状
況
、
被
収
容
者
の
属
性
等
に
よ
っ
て
変
わ
っ

て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
軽
々
に
実
務
の
運
用
を
批
判
す
る
こ

と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
様
々
な
条
件

が
異
な
る
は
ず
の
施
設
に
お
い
て
、
一
般
的
に
移
動
時
の
行
進
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
の
余
地
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
集
団
の
規
模
を
小
さ
く
す
れ
ば
、
必
要
な
規

制
の
水
準
も
下
が
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
保
安
に
は
、
施
設
の
塀
や
窓
の
鉄
格
子
な
ど
の
物
理
的
保

安
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
受
刑
者
の
分
類
と
そ
れ
に
応
じ
た
適
正
な

動
作
規
制
や
検
査
な
ど
の
手
続
的
保
安
に
加
え
て
、
職
員
と
受
刑

者
の
間
の
肯
定
的
な
関
係
性
の
構
築
、
受
刑
者
が
安
心
で
き
る
状

態
に
い
る
こ
と
、
受
刑
者
が
社
会
へ
の
再
統
合
に
向
け
て
建
設
的

で
有
意
義
な
活
動
に
忙
し
く
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
動
的
保
安

(
D
y
n
a
m
i
c
 Security)

と
い
う
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

(4
)
 

グ
ロ
ー
バ
ル
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
動
的
保

安
に
お
い
て
は
、
小
さ
く
区
切
ら
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
、
保
安
、

教
育
、
福
祉
、
心
理
、
宗
教
、
医
療
と
い
っ
た
多
様
な
専
門
職
が

受
刑
者
と
直
接
対
話
し
な
が
ら
執
務
を
行
い
、
拘
禁
作
用
と
処
遇

作
用
を
兼
ね
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
動
的
保
安
を
取
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
暴
動
や
違
反
の
水
準
が
低
下
す
る
と
さ
れ
る
。

動
的
保
安
概
念
に
は
、
規
律
維
持
を
処
遇
の
前
提
と
す
る
の
で
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以
上
、
部
外
者
の
目
か
ら
見
て
今
後
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
実
務
に
通
暁
し
て
い

な
い
が
ゆ
え
に
、
思
わ
ぬ
誤
解
や
的
外
れ
な
指
摘
が
あ
る
こ
と
を

お
そ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
議
論
の
契
機
と
な
る
こ
と
、
あ
わ
よ

く
ば
、
些
か
な
り
と
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
望
む

と
と
も
に
、
今
後
ま
す
ま
す
の
行
刑
の
発
展
を
切
に
祈
念
す
る
も

の
で
あ
る
。

(
1
)

矯
正
局
「
提
言
か
ら
一

0
年
で
成
し
遂
げ
た
こ
と
、
今
後
の
一

0
年
に
向

け
て
目
指
す
べ
き
方
向
性
」
刑
政
―
二
五
巻
四
号
(
]
10
一
四
年
）
四
六
頁
。

(
2
)

矯
正
局
・
前
掲
五
四
頁
。

(
3
)

矯
正
局
・
前
掲
五
五
頁
。

(
4
)
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 O
f
f
i
c
e
 
o
n
 D
r
u
g
s
 a
n
d
 C
r
i
m
e
,
 
H
a
n
d
b
o
o
k
 o
n
 

D
y
n
a
m
i
c
 S
e
c
u
r
i
t
y
 a
n
d
 P
r
i
s
o
n
 Intelligence, 2
0
1
5
.
 

六

お
わ
り
に

は
な
く
、
処
遇
の
充
実
を
規
律
維
持
に
活
用
す
る
発
想
が
あ
る
。

こ
う
し
た
発
想
も
活
か
し
な
が
ら
、
望
ま
し
い
規
律
秩
序
の
水
準

を
見
定
め
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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