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受
け
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放
制
度
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積
極
的
運
用
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第
二
編

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
閉
鎖
施
設
か
ら
の
早
期
釈
放
制
度
お
よ
び
そ
の
議
論
の
変
遷

第
一
章

高
齢
受
刑
者
へ
十
分
か
つ
適
切
な
医
療
的
・
福
祉
的
支
援
を
行
う
た
め
の
早
期
釈
放
に
関
す
る
議
論
の
登
場
と
そ
の
変
遷

―
―
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
の
創
設
ま
で
―
―

第
一
節

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度
の
必
要
性
の
高
ま
り
と
そ
れ
へ
の
実
務
の
対
応

第
二
節

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
決
定
に
よ
る
勧
告

（
六
〇
巻
二
号
)

第
三
節

治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
創
設

第
二
章

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度
の
対
象
の
拡
大

―
―
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
法
に
よ
る
重
病
で
な
い
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の
創
設
―
―

第
三
章

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度
に
お
け
る
葛
藤

―
―
「
安
全
」
の
視
点
か
ら
の
早
期
釈
放
へ
の
抵
抗
―
―

第
一
節

高
齢
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度

第
二
節

高
齢
受
刑
者
処
遇
に
対
す
る
合
意
と
抵
抗

（
以
上
、
本
号
)

第
二
部

日
本
の
問
題
状
況
と
今
後
向
か
う
べ
き
方
向
性

―
―
安
全
重
視
か
ら
支
援
重
視
の
高
齢
受
刑
者
処
遇
へ
―
―

第
一
編
「
安
全
」
に
基
礎
を
置
く
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
の
消
極
的
適
用
と
そ
の
問
題
性

第
一
章

現
在
の
高
齢
受
刑
者
の
特
徴

第
二
章

医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
高
齢
受
刑
者
へ
の
早
期
釈
放
の
必
要
性
と
現
行
制
度
の
消
極
的
運
用

第
二
編

高
齢
受
刑
者
に
適
切
な
医
療
的
・
福
祉
的
対
応
を
提
供
す
る
た
め
の
早
期
釈
放
の
積
極
的
運
用
に
む
け
て

第
一
章

高
齢
受
刑
者
の
早
期
釈
放
の
積
極
的
運
用
を
支
え
る
諸
制
度
お
よ
び
理
念

第
二
章

今
後
の
課
題

む
す
び
に
か
え
て
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第
三
節

治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
創
設

尊
厳
の
尊
重
を
核
と
す
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
病
人
の
権
利
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日

の
法
律
に
よ
り
「
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
」
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
受
刑
者
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で

は
な
く
、「
医
療
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
市
民
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
適
切
か
つ
十
分
な
ケ
ア
を
求
め
る
権
利
が
法

的
に
認
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

本
項
で
は
、
二
〇
〇
二
年
法
制
定
な
い
し
PA
PO
N
が
釈
放
さ
れ
た
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
お
い
て
尊

厳
の
尊
重
に
重
心
を
置
く
こ
と
に
対
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
示
す
。

法
案
の
萌
芽

「
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
」
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
の
議
論
は
、
高
齢
受
刑
者
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
の
手
段
に
焦
点
を

あ
て
て
展
開
さ
れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
刑
事
施
設
に
お
け
る
劣
悪
な
拘
禁
状
況
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
受
け
て
、
ま
ず
は
SÉN
A
T
に
お
い

て
高
齢
受
刑
者
処
遇
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
議
論
は
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
三
〇
日
に
SÉN
A
T
へ
提
出
さ

れ
た
同
院
議
員
J.J.H
Y
EST
お
よ
び
G.P.CA
BA
N
EL
に
よ
る
「
刑
事
施
設
に
お
け
る
拘
禁
状
況
お
よ
び
刑
務
所
に
お
け
る
統
制

に
関
す
る
法
案
Proposition
de
loirelative
aux
conditions
de
détention
dans
les
établissem
ents
pénitentiaires
et
au

contrôle
généraldes
prisons」
に
端
を
発
す
る
。
二
〇
〇
一
年
四
月
一
七
日
に
提
出
さ
れ
た
同
法
案
に
関
す
る
報
告
書(261
)は

、
そ
の
背

景
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
SÉN
A
T
の
報
告
書
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
刑
事
施
設
の
劣
悪
な

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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拘
禁
状
況
に
対
し
て
は
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
当
時
進
め
ら
れ
て
い
た
行
刑
法
の
準
備
作
業(262
)は

難
航
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

行
刑
法
よ
り
も
小
規
模
な(263
)同

法
案
に
お
い
て
、
本
来
行
刑
法
で
規
定
す
べ
き
項
目
の
う
ち
、
特
に
緊
急
の
対
応
が
必
要
な
項
目
に
つ
い
て

対
応
し
よ
う
と
し
た(264
)。

同
法
案
三
条
は
当
該
受
刑
者
に
科
さ
れ
た
刑
罰
に
関
わ
ら
ず
「
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
『
死
の
危
険
を
も
た
ら
す
病

気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
』
あ
る
い
は
『
そ
の
健
康
状
態
が
完
全
に
拘
禁
の
継
続
と
相
い
れ
な
い
こ
と
』
を
異
な
る
二
人
の
医
師
が
そ
れ

ぞ
れ
の
所
見
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
場
合
」
に
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
条
が
定
め
る
﹇
自
由
﹈
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
し
た
。
同
本
案
で
は
こ
の
三
条
案
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
SÉN
A
T
の
調
査
報
告
書
は
刑
事
施
設
の
過
剰

収
容
が
進
む
中
で
、
高
齢
受
刑
者
お
よ
び
病
人
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
事
態
へ
の
対
応
が
必
要
な
条
文
で
あ
る

と
さ
れ
た(265
)。

そ
こ
か
ら
、
H
Y
EST
と
CA
BA
N
EL
は
高
齢
受
刑
者
へ
の
対
応
の
う
ち
、
医
療
的
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
最
優
先
で
あ
る

と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
高
齢
受
刑
者
へ
の
即
座
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
同
法
案
は
提
出
後
、
審
理
さ
れ
な
い
状
態

が
続
い
た
。
そ
の
中
で
、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
〇
日
に
PA
PO
N
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
状
況
に
変
化
が
生
じ
た(266
)。

PA
PO
N
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
へ
の
訴
え
の
提
起
を
受
け
て
、
ま
ず
法
案
委
員
会
に
よ
り
上
記
法
案
に
関
す
る
報
告
書
が

作
成
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
四
月
一
七
日
に
公
表
さ
れ
た
こ
の
報
告
書
で
は
、
三
条
が
設
け
ら
れ
た
背
景
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る(267
)。

当
時
の
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
条
は
「
残
刑
が
一
年
以
下
の
軽
罪
禁
錮
刑
に
の
み
刑
の
執
行
停
止
は
適
用
可
能
で
あ

る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
治
療
命
令
ま
た
は
、
家
族
関
係
、
職
業
関
係
も
し
く
は
社
会
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
要
件
と
さ
れ
、
か
つ
執
行
停
止
の
期
間
は
三
年
未
満
と
さ
れ
て
い
た
。
同
報
告
書
は
こ
の
限
定
が
狭
す
ぎ
る
と
指
摘

し
た
。
そ
の
他
の
刑
罰
が
科
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
、
三
年
を
超
え
る
期
間
の
刑
の
執
行
停
止
を
求
め
る
場
合
に
は
、
大
統
領
の
裁
量
に

論 説
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委
ね
ら
れ
、
か
つ
そ
の
手
続
き
の
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
治
療
の
た
め
の
恩
赦
が
唯
一
の
釈
放
の
手
段
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の

SÉN
A
T
の
拘
禁
状
況
に
関
す
る
報
告
書
は
、
治
療
を
要
す
る
重
大
な
病
人
が
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
に
対
す
る
適
切
な
医
療

的
・
福
祉
的
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
そ
の
ケ
ア
を
刑
事
施
設
内
で

は
提
供
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
そ
こ
で
、
同
委
員
会
は
、
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
の
拘
禁
状
況
に
関

す
る
報
告
書
に
お
け
る
提
案
か
ら
着
想
を
得
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
を
言
い
渡
す
権
限
を
与
え
る

制
度
を
検
討
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
挿
入
さ
れ
た
同
三
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る(268
)。「

異
な
る
二
人
の
医
師
に
よ
っ
て
当
該
受
刑
者
が
死
を
も
た

ら
し
う
る
重
大
な
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
お
よ
び
対
象
者
の
病
気
が
完
全
に
拘
禁
の
継
続
と
相
い
れ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
刑
罰
に
関
わ
ら
ず
刑
の
執
行
停
止
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
」。
同
法
案
で
は
、

そ
の
重
大
な
病
気
の
例
と
し
て
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
は
た
だ
ち
に
死
の
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

い
が
、
刑
事
施
設
内
で
は
十
分
な
対
応
を
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
病
気
に
対
し
て
も
刑
の
執
行
停
止
を
言
い
渡
す
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
報
告
書
に
お
け
る
提
案
で
は
「
超
高
齢
で
要
介
護
状
態
に
あ
る
受
刑
者
あ
る
い
は
死
の
危

険
を
も
た
ら
す
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
受
刑
者
」
に
対
し
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
恩
赦
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
提
案
し
て

い
た
が
、
SÉN
A
T
は
よ
り
広
い
範
囲
の
受
刑
者
を
対
象
と
し
、
か
つ
よ
り
手
厚
く
手
続
き
が
保
障
さ
れ
る
刑
罰
修
正
制
度
を
活
用
す
る

こ
と
を
主
張
し
た
。
同
報
告
書
で
は
特
に
手
続
き
保
障
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
の
無
罪
推

定
法
Loin°2000-516
du
15
juin
2000
renforçant
la
protection
de
la
présom
ption
d’innocence
et
les
droits
des
vic-

tim
es
に
お
い
て
、
刑
の
執
行
停
止
も
仮
釈
放
と
同
様
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
面
前
に
お
け
る
対
審
を
経
て
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
と

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
措
置
に
対
す
る
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
決
定
に
対
し
て
は
上
訴
が
可
能
で
あ
る
。
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
停
止
に

つ
い
て
も
、
同
様
の
手
続
き
を
経
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
手
続
き
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
恩
赦
の
欠
点
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
法
案
委
員
会
は
三
条
案
に
つ
い
て
以
下
の
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、
制
度
の
適
正
な
運
用
の
た
め
に
、

刑
罰
適
用
裁
判
官
が
刑
の
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
、
釈
放
さ
れ
た
対
象
者
に
お
い
て
、
病
状
の
診
断
を
新
た
に
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る

規
定
を
も
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る(269
)、

と
。

こ
の
報
告
書
を
受
け
て
、
同
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
SÉN
A
T
全
体
で
の
同
法
案
に
関
す
る
第
一
読
会
で
は
、
元
司
法
相
R.BA
D
IN
-

T
ER
が
修
正
す
べ
き
点
を
二
点
指
摘
し
た(270
)。

一
点
目
は
、
三
条
案
に
お
け
る
「
異
な
る
二
人
の
医
師
に
よ
る
所
見
」
と
の
文
言
を
「
医

師
会
が
作
成
し
た
所
見
」
に
改
正
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
対
象
者
と
し
て
重
大
な
病
人
を
想
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
で
き
る
だ
け
早
く
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
お
よ
び
「
所
見
」
の
客
観
性
公
平
性
の
両
方
を
満
た
す
た
め
、
と
説
明
し

た
。
二
点
目
は
、
こ
の
措
置
の
二
つ
目
の
要
件
で
あ
る
「
健
康
状
態
が
拘
禁
の
継
続
と
完
全
に
totalem
ent
相
い
れ
な
い
こ
と
」
の
箇

所
に
つ
き
、「
完
全
に
totalem
ent」
で
は
な
く
、「
明
ら
か
に
m
anifestem
ent」
に
変
更
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ

ち
、
完
全
に
拘
禁
の
継
続
が
不
可
能
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
拘
禁
を
継
続
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
含
む
べ
き
で
あ
る
と
の
主

張
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
点
の
主
張
は
、
法
案
作
成
者
お
よ
び
司
法
大
臣
も
同
意
を
示
し
、
採
用
さ
れ
た
。
SÉN
A
T
に
お
い
て
二
〇
〇
一
年
四
月
二

六
日
に
可
決
さ
れ
た
「
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

宣
告
さ
れ
た
刑
罰
に
関
わ
ら
ず
、
医
師
会
が
作
成
し
た
所
見
に
よ
り
、
当
該
受
刑
者
が
死
に
危
険
を
及
ぼ
し
う
る
重
大
な
病
気
に

論 説
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罹
患
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
健
康
状
態
が
拘
禁
の
継
続
と
明
ら
か
に
相
い
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
罰

適
用
裁
判
官
は
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る(271
)。

こ
の
三
条
を
含
む
「
刑
事
施
設
に
お
け
る
拘
禁
状
況
お
よ
び
刑
務
所
に
お
け
る
統
制
に
関
す
る
法
案
」
は
SÉN
A
T
に
お
い
て
可
決

さ
れ
た
後
、
た
だ
ち
に
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
に
付
託
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
で
は

本
法
案
は
議
題
に
も
挙
げ
ら
れ
ず
即
廃
案
と
さ
れ
た(272
)。

政
府
は
こ
の
法
案
の
中
で
「
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
」
に
着
目
し
、

戦
略
指
針
委
員
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
行
刑
お
よ
び
行
刑
公
役
務
に
関
す
る
法
律
の
草
案
に
お
い
て
上
記
規
定
を
挿
入
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
草
案
自
体
が
制
定
に
至
ら
ず(273
)、

こ
こ
で
も
「
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
」
措
置
の
創
設
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
挫
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
SÉN
A
T
は
な
お
医
療
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
道
を
模
索
し
続
け
た
。
こ

の
背
景
に
は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
す
る
PA
PO
N
の
釈
放
に
関
す
る
勧

告
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(274
)。

こ
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
後
、
SÉN
A
T
は
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
〇
日
に
「
高
齢
受
刑
者
の
釈
放
」
と
題

さ
れ
た
調
査
報
告
書
Les
docum
entation
de
travailde
SÉN
A
T
を
公
表
し
た
。
同
報
告
書
で
は
、
高
齢
で
あ
る
こ
と
と
健
康
状

態
が
仮
釈
放
審
査
に
お
け
る
一
つ
の
判
断
要
素
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
各
国
の
制
度
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
SÉN
A
T
の
見

解
が
示
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
決
定
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
言
及
し
て
い
る
通
り
、
SÉN
A
T
が
求
め
る
制
度
の
モ
デ

ル
と
な
り
う
る
高
齢
者
を
た
だ
ち
に
仮
釈
放
に
付
す
規
定
を
設
け
て
い
る
国
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら(275
)、

SÉN
A
T
は
こ
の
時
点
で
は
仮
釈

放
と
は
別
の
道
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、「
裁
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
う
る
恩
赦
は
こ
こ
で
は
検

討
し
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
SÉN
A
T
が
対
象
者
の
釈
放
措
置
に
関
す
る
手
続
き
の
上
で
の
権
利
保
障
を
も
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
の
制
定

二
〇
〇
一
年
九
月
五
日
、
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
に
お
い
て
「
病
人
の
権
利
と
保
健
衛
生
制
度
の
質
に
関
す
る
法
案
Pro-

jet
de
loirelatifaux
droits
des
m
alades
et
à
la
qualité
du
systèm
e
de
santé」
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
地
域
保
健
衛

生
制
度
、
保
健
衛
生
制
度
の
質
の
向
上
、
保
健
衛
生
上
の
リ
ス
ク
へ
の
備
え
、
お
よ
び
保
健
衛
生
制
度
の
利
用
者
と
各
保
健
衛
生
機
関
の

職
員
が
参
加
す
る
協
議
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
法
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
法
案
は
同
法
案
六
条
に
定
め
る
病
人
に
お
け

る
「
保
健
衛
生
に
関
す
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
自
身
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利(276
)」

の
確
保
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ま
ず
保
健
衛
生
法
典
Ｌ
一
一
一
〇
-一
条
は
、
患
者
の
権
利
と
し
て
、
そ
の
提
供
が
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
何
人
も
自
身
の
健
康

状
況
に
応
じ
た
最
も
適
切
な
保
健
衛
生
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
続
く
同
Ｌ
一
一
一
〇
-二
条
は

「
病
人
は
自
身
の
尊
厳
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」、
同
Ｌ
一
一
一
〇
-三
条
に
つ
き
、「
何
人
も
予
防
医
療
あ
る
い
は
治
療
へ
の
ア

ク
セ
ス
に
つ
き
差
別
を
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
健
衛
生
法
典
は
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
者
す

べ
て
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
ケ
ア
が
保
障
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
明
文
化
し
た
。

本
法
案
は
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
四
日
に
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
後
に
、
SÉN
A
T
へ
と
付
託
さ
れ

た
。
SÉN
A
T
に
同
法
案
が
付
託
さ
れ
た
時
点
で
は
受
刑
者
に
関
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た(277
)。

SÉN
A
T
は
法
案
が
確
認
し

た
病
人
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
に
関
す
る
規
定
の
挿
入
を
決
定
し
た
。

SÉN
A
T
に
お
け
る
こ
の
法
案
の
第
一
読
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
同
法
案
五
条
に
、
SÉN
A
T
に
よ
る
二
〇
〇
一
年
四
月
の
法
案
と

同
趣
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
刑
罰
適
用
裁
判
官
お
よ
び
仮
釈
放
に
関
し
て
地
方
裁
判
所
が
、
死
の
危
険
を
も
た
ら
す

病
気
に
罹
患
し
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
そ
の
健
康
状
態
が
拘
禁
の
継
続
と
相
い
れ
な
い
者
に
対
し
て
、
刑
の
執
行
停
止
を
宣
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
」。
し
か
し
な
が
ら
、
同
年
四
月
と
一
〇
月
の
議
論
の
位
相
は
若
干
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同

論 説
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年
一
〇
月
の
議
論
状
況
に
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た(278
)。

こ
の
事

件
に
よ
っ
て
、「
社
会
の
安
全
」
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
文
脈
の
中
で
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
は
そ
の

刑
罰
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
釈
放
に
伴
う
「
危
険
」
を
も
法
案
審
議
の
際
に
懸
念
さ
れ
、
受
刑
者
の
「
危
険
」
へ
の
対
応
と
し

て
、「
宣
告
さ
れ
た
自
由
刑
が
一
〇
年
未
満
、
あ
る
い
は
、
最
初
に
宣
告
さ
れ
た
刑
罰
に
関
わ
ら
ず
、
残
刑
が
三
年
以
下
の
場
合
」
と
の

限
定
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
手
続
き
の
迅
速
化
の
観
点
か
ら
BA
D
IN
T
ER
が
主
張
し
た
「
医
師
会
が
作
成
し
た
所
見
」
に
つ
い

て
、
本
法
案
で
は
再
び
「
異
な
る
二
人
の
医
師
」
に
戻
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、「
検
察
官
も
こ
の
所
見
に
対
し
て
、
意
見
を
述
べ
な
く
て
は

な
ら
な
い
」
と
し
て
、
検
察
官
の
介
入
に
つ
い
て
も
文
言
を
付
け
加
え
た
。
ま
た
、
同
年
四
月
の
委
員
会
第
一
読
会
の
際
に
指
摘
が
あ
っ

た
よ
う
に
、「
治
療
の
必
要
性
」
と
い
う
観
点
を
強
調
す
る
た
め
に
釈
放
後
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
る
健
康
診
断
受
診
命
令
に
つ
い
て

も
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
命
令
に
従
わ
な
い
、
あ
る
い
は
診
断
の
結
果
、
要
件
が
も
は
や
満
た
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
場
合
に
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
執
行
停
止
措
置
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
。

SÉN
A
T
は
法
案
に
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
に
関
す
る
諸
規
定
を
付
け
加
え
た
上
で
、
二
〇
〇
二
年
二
月
六
日
に
可
決
し

た
。二

〇
〇
二
年
二
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
、
SÉN
A
T
お
よ
び
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
か
ら
同
数
の
議
員
が
代
表
と
し
て
参

加
し
た
合
同
委
員
会
com
ission
m
ixte
で
は
、「
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
」
は
、
病
気
の
受
刑
者
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
受

刑
者
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る(279
)。

さ
ら
に
、
受
刑
者
に
関
す
る
規
定
を
病
人
一
般
の
権
利
に
関
す
る
法

律
に
挿
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
両
院
の
議
員
が
合
意
し
た
。
特
に
、
二
〇
〇
一
年
法
案
を
起
草
し
た
SÉN
A
T
の
P.FA
U
CH
O
N

議
員
は
「
人
道
主
義
の
観
点
か
ら
こ
の
条
文
を
追
加
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
」
と
述
べ
た(280
)。

そ
の
後
、
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
-

N
A
LE
に
お
い
て
同
一
二
日
、
SÉN
A
T
に
お
い
て
同
一
九
日
に
可
決
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
に
施
行
さ
れ
た
。
本
法
律
に
よ

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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り
、
導
入
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

刑
罰
の
内
容
も
し
く
は
残
刑
期
間
に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
刑
期
が
確
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
以
下
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、

刑
の
執
行
停
止
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
生
死
に
関
わ
る
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
そ
の
健
康
状
態
が
拘

禁
の
継
続
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
精
神
疾
患
に
関
す
る
医
療
施
設
に
お
け
る
受
刑
者
へ
の
治
療
は
除
く
。

刑
の
執
行
停
止
は
、
す
な
わ
ち
、
異
な
る
二
人
の
医
療
の
専
門
家
が
と
も
に
、
当
該
受
刑
者
が
前
項
に
お
い
て
定
め
る
条
件
の
う
ち
い

ず
れ
か
の
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
場
合
に
の
み
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
生
死
に
関
わ
る
病
気
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
は
、
急
を
要
す
る
と
し
て
、
刑
の
執
行
停
止
は
受
刑
者
の
引
き
受
け
を
し
て
い
る
保
健
衛
生
機
関
の
責
任
者
で
あ
る
医
師
、
ま
た

は
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
診
断
書
を
検
討
し
て
、
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

宣
告
さ
れ
た
自
由
刑
が
一
〇
年
以
下
、
あ
る
い
は
、
最
初
に
宣
告
さ
れ
た
刑
罰
の
内
容
に
関
わ
ら
ず
、
残
刑
が
三
年
以
下
の
場
合
、
刑

の
執
行
停
止
は
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
二
条
に
従
っ
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
り
言
渡
さ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
の
場
合
に
は
七
二
二
-一
条
が
定
め
る
方
法
に
従
っ
て
地
方
仮
釈
放
裁
判
所(281
)に

よ
り
言
渡
さ
れ
る
。

本
条
の
規
定
を
適
用
し
て
刑
の
執
行
停
止
を
認
め
る
裁
判
所
は
、
刑
法
典
一
三
二
-四
四
条
お
よ
び
一
三
二
-四
五
条
に
定
め
る
遵
守
事

項
の
一
つ
以
上
を
受
刑
者
に
課
す
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
本
条
を
適
用
し
て
刑
の
執
行
を
停
止
し
た
受
刑
者
に
つ
い
て
、
常
に
診
断
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
遵
守

事
項
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
刑
の
執
行
停
止
の
終
了
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
条
の
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
七
二
〇
-二
条
は
適
用
で
き
な
い
。

論 説
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こ
の
条
文
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
理
念
の
方
向
が
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
齢

受
刑
者
は
自
身
の
一
市
民
と
し
て
の
権
利
と
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
医
療
的
・
福
祉
的
ケ
ア
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
彼

ら
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
に
第
一
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
の
法
案
よ
り
も
「
安
全
」

の
視
点
か
ら
い
く
つ
か
の
制
約
が
付
け
加
え
ら
れ
た
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

PAPO
N
の
釈
放

本
編
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
み
た
通
り
、
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
原
告
PA
PO
N
に
対
し
刑
事

施
設
内
で
適
切
な
措
置
が
採
れ
な
い
場
合
に
は
釈
放
す
る
よ
う
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
勧
告
し
た
。
当
時
の
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
PA
PO
N

の
釈
放
に
対
し
て
肯
定
的
な
政
治
家
や
研
究
者
は
少
な
か
ら
ず
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
論
に
お
い
て
は
PA
PO
N
の

釈
放
を
反
対
す
る
声
が
な
お
大
き
か
っ
た
。
PA
PO
N
の
釈
放
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
抵
抗
が
あ
る
中
で
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
が

施
行
さ
れ
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
申
請
が
可
能
と
な
っ
た
。
前
述
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
を
見
る
と
、
PA
-

PO
N
決
定
は
議
論
の
契
機
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
世
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
は
PA
PO
N
の
釈
放
を
可
能
と
す
べ
く

可
決
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
見
方
が
根
強
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(282
)。

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
に
よ
り
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
が
導
入
さ
れ
る
と
、
PA
PO
N
の
代
理
人
は
た
だ
ち
に

こ
の
措
置
の
申
請
を
行
っ
た
。
申
請
書
類
に
は
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
が
要
求
す
る
二
名
の
医
師
に
よ
る
PA
PO
N
の
健
康

状
況
が
拘
禁
の
継
続
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
旨
の
意
見
書
も
添
付
さ
れ
た
。
こ
の
申
請
に
対
し
て
、
PA
RIS
の
刑
罰

適
用
裁
判
官
は
二
〇
〇
二
年
七
月
二
四
日
に
棄
却
の
決
定
を
下
し
た(283
)。

こ
の
決
定
に
つ
い
て
、
同
裁
判
官
は
PA
PO
N
の
健
康
状
態
が

拘
禁
の
継
続
と
相
い
れ
な
い
点
に
つ
い
て
は
認
め
つ
つ
も
、「
社
会
参
入
の
十
分
な
担
保
が
な
い
」
と
説
明
し
た(284
)。

こ
こ
で
、
こ
の
裁
判

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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官
が
当
時
九
一
歳
の
PA
PO
N
に
要
求
し
た
「
社
会
参
入
の
十
分
な
担
保
」
と
は
、「
被
害
者
へ
の
賠
償
」
で
あ
っ
た(285
)。

こ
の
決
定
に
つ

い
て
は
、
PA
PO
N
の
釈
放
に
対
し
て
よ
り
批
判
的
な
記
事
を
掲
載
し
て
き
た
Libération
紙
で
す
ら
、「
ば
か
ば
か
し
い
ridicule」

と
批
評
し
た
。

棄
却
の
決
定
が
下
さ
れ
た
翌
日
、
PA
PO
N
の
代
理
人
は
PA
RIS
控
訴
院
に
控
訴
し
た
。
こ
の
際
、
PA
PO
N
の
健
康
状
態
の
深
刻

さ
を
示
す
医
師
の
所
見
を
四
通
、
彼
の
健
康
状
態
が
拘
禁
の
継
続
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
医
師
の
所
見
を
一
通
提
出
し
た
。

さ
ら
に
、
原
審
で
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
指
摘
し
た
被
害
者
へ
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、「
PA
PO
N
に
は
一
年
前
か
ら
年
金
が
支
給
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
被
害
者
に
は
既
に
数
百
フ
ラ
ン
の
賠
償
金
を
支
払
っ
た
」
と
主
張
し
た(286
)。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
九
月
四
日
に
開
か
れ

た
第
一
回
目
の
聴
聞
に
お
い
て
も
、
代
理
人
は
PA
PO
N
の
健
康
状
態
が
芳
し
く
な
く
、
法
が
要
求
す
る
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執

行
停
止
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
世
論
に
お
い
て
「
公
共
の
秩
序
へ
の
動
揺
trouble
à
l’ordre
public」
を

も
た
ら
し
う
る
と
し
て
PA
PO
N
の
釈
放
を
反
対
す
る
声
が
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
代
理
人
は
法
律
に
は
「
公
共
の
秩
序
へ
の
動
揺
」

と
の
文
言
は
書
か
れ
て
お
ら
ず(287
)、

か
つ
何
人
も
人
権
を
有
す
る
、
と
主
張
し
た(288
)。

二
〇
〇
二
年
九
月
一
八
日
に
PA
RIS
控
訴
院
に
お
い
て
、
PA
PO
N
に
対
し
て
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
、

PA
PO
N
は
同
日
中
に
釈
放
さ
れ
た
。
SA
N
T
É
拘
置
所
・
刑
務
所
か
ら
出
て
く
る
PA
PO
N
の
姿
は
大
き
く
報
道
さ
れ
た(289
)。

こ
の
報

道
を
受
け
て
、
PA
PO
N
裁
判
の
私
訴
原
告
人
お
よ
び
彼
ら
の
支
援
団
体
は
PA
PO
N
は
そ
の
健
康
状
態
を
理
由
と
し
て
釈
放
さ
れ
た

が
、
健
康
に
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
て
入
院
し
て
い
た
六
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
強
制
収
容
所
に
送
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と

強
い
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た(290
)。

こ
の
コ
メ
ン
ト
に
も
現
れ
て
い
る
通
り
、
PA
PO
N
釈
放
へ
の
抗
議
の
中
核
は
、
PA
PO
N
の
行
為
が
重

大
で
あ
る
こ
と
、
何
度
も
釈
放
の
た
め
の
法
的
措
置
を
と
っ
た
彼
の
頑
固
さ
l’entêtem
ent、
そ
し
て
反
省
の
意
を
示
さ
な
い
彼
の
人
と

な
り
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(291
)。

さ
ら
に
は
、
元
首
相
で
あ
る
L.JO
SPIN
や
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
成
立
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

論 説
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を
と
っ
た
当
時
の
雇
用
・
社
会
政
策
相
付
保
健
大
臣
B.K
O
U
CH
N
ER
な
ど
、
政
治
家
か
ら
も
PA
PO
N
釈
放
に
対
す
る
批
判
的
な
声

が
あ
が
っ
た
。
と
り
わ
け
K
O
U
CH
N
ER
は
以
下
の
通
り
批
判
し
た
。
受
刑
者
に
お
い
て
も
適
切
か
つ
十
分
な
医
療
的
ケ
ア
を
受
け
る

権
利
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
一
方
で
、
PA
PO
N
は
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
の
対
象
外
で
あ
っ
た(292
)。

す
な
わ
ち
、「
私
は
刑

事
施
設
内
で
の
医
療
制
度
の
限
界
を
受
け
て
適
切
な
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
を
本
制
度
の
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
進
行
し
た
エ
イ
ズ
、
末
期
癌
、
末
期
の
閉
塞
性
気
管
支
肺
炎
、
そ
の
他
刑
務
所
内
で
の
生
活
状
況
が
よ
り
重
度
の
治
療
と
相
容
れ

な
い
病
気
。
高
齢
者
に
お
い
て
、
い
か
な
る
病
気
に
も
か
か
っ
て
お
ら
ず
、
自
然
死
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
な
い
。
PA
PO
N
が
末
期
の

癌
に
罹
患
し
て
い
る
な
ら
ば
、
入
院
す
る
、
あ
る
い
は
﹇
塀
の
外
で
﹈
死
を
迎
え
る
た
め
に
出
所
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

PA
PO
N
の
ケ
ー
ス
は
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
入
所
時
と
同
様
の
状
態
で
出
所
し
た
。
そ
の
高
齢
と
警
察
に
よ
っ
て
警
備

さ
れ
た
大
き
な
自
宅
で
の
生
活
は
少
し
も
危
険
な
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
官
は
、
悪
し
き
訴
え
に
対
し
て
尊
厳
そ
し
て
人
道
の
た
め
の
本

法
を
適
用
し
た
。
人
道
に
対
す
る
重
罪
の
共
犯
と
し
て
有
罪
宣
告
を
受
け
た
、
PA
PO
N
は
高
齢
に
な
っ
て
も
病
気
に
か
か
っ
て
お
ら
ず
、

我
々
の
寛
容
さ
を
享
受
す
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
。
PA
PO
N
は
そ
の
病
気
に
対
し
て
も
高
齢
に
対
し
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
情
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
年
齢
は
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
特
に
心
臓
の
リ
ス
ク
は
高
い
。
し
か
し
、
年
齢
は
病
気
で
は
な
い
」。

こ
の
よ
う
に
PA
PO
N
の
釈
放
に
対
し
て
は
、
大
き
な
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
の
適
用

PA
PO
N
の
釈
放
の
是
非
に
関
す
る
議
論
は
、
し
だ
い
に
他
の
高
齢
あ
る
い
は
病
気
の
受
刑
者
に
も
、
こ
の
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の

執
行
停
止
措
置
を
活
用
す
べ
き
と
の
議
論
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た(293
)。

具
体
的
に
は
、
こ
の
措
置
が
医
療
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
受
刑
者
一
般
、

特
に
高
齢
受
刑
者
一
般
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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PA
PO
N
が
釈
放
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
九
月
一
八
日
に
当
時
の
司
法
相
D
.PERBEN
の
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
刑
事
施
設
内
の
医
療
制
度
が
そ
の
人
生
の
終
わ
り
ま
で
受
刑
者
に
寄
添
う
よ
う
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
PA
PO
N
の
大
変
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
一
般
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
あ
る
」。
こ
の
コ
メ
ン
ト
を
う
け
て
、
受

刑
者
の
中
に
は
PA
PO
N
よ
り
も
重
篤
な
病
状
の
者
―
―
特
に
エ
イ
ズ
や
末
期
癌
―
―
が
お
り
、
彼
ら
に
お
い
て
も
こ
の
措
置
が
適
用

さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た(294
)。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
特
に
二
〇
〇
一
年
一
月
の
BA
D
IN
T
ER
の
PA
PO
N
釈
放
を
支

持
す
る
コ
メ
ン
ト
に
賛
同
す
る
論
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た(295
)。

彼
ら
は
、
特
に
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
は
、
仮
釈
放
が
要
件

す
る
残
刑
期
間
の
制
限
を
満
た
し
て
い
な
く
と
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
恩
赦
制
度
と
は
異
な
り
迅
速
な
手
続
き
が
可
能
で
あ
る
点
を
強

調
し
た(296
)。

こ
の
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
の
活
用
は
、
受
刑
者
の
尊
厳
あ
る
死
を
保
障
す
る
点
で
も
必
要
で
あ
り
、
か
つ
刑
事

施
設
を
「
養
護
施
設
hospice」
や
「
老
人
ホ
ー
ム
m
ouroir」
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た(297
)。

さ
ら
に
、
こ
の
見
解
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
っ
て
後
押
し
さ
れ
た
。
M
O
U
ISEL
c.FRA
N
CE﹇
Requête
no
67263/01,

A
RRÊT
,14
novem
bre
2002﹈
に
対
す
る
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
四
日
決
定
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
が

自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
人
の
扱
い
に
関
す
る
特
別
な
規
定
を
設
け
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
三
条
の
規
定
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
前
述
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
受
刑
者
処
遇
に
あ

た
っ
て
、
消
極
的
義
務
と
積
極
的
義
務
の
二
つ
を
各
国
政
府
に
課
し
て
き
た
。
こ
の
M
O
U
ISEL
決
定
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は
消
極

的
義
務
を
発
展
さ
せ
て
、
病
気
の
受
刑
者
に
対
し
て
拘
禁
代
替
策
を
設
け
る
義
務
を
も
各
政
府
に
課
し
た(298
)。

さ
ら
に
、
同
裁
判
所
は
、
特

に
制
度
上
可
能
な
刑
の
執
行
停
止
措
置
を
被
拘
禁
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
措
置
が
適
切
に
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
病
気
の
被
拘
禁
者
に
お
い
て
不
服
申
立
て
の
権
利
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た(299
)。

フ
ラ
ン
ス
国
内
の
議
論
の
高
ま
り
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
る
M
O
U
ISEL
決
定
に
後
押
し
さ
れ
て
、
治
療
を
理
由
と
し
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た
刑
の
執
行
停
止
を
申
請
す
る
受
刑
者
が
増
加
し
た(300
)。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
増
加
は
一
時
的
な
も
の
で
、
次
第
に
申
請
す
る
受
刑
者
は

減
少
し
て
い
っ
た(301
)。

こ
の
減
少
に
つ
い
て
、
四
つ
の
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
二
点
は
、
制
度
か
ら
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
ひ
と

つ
は
そ
の
基
準
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
立
法
過
程
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
た
通
り
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
は
「
外
部
の

病
院
に
お
け
る
重
篤
な
病
気
の
治
療
」
と
「
塀
の
外
で
死
ぬ
権
利
の
保
障
」
を
核
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
措
置
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
そ
の
病
気
が
「
生
死
に
関
わ
る
」
場
合
の
み
と
さ
れ
て
い
る(302
)。

も
う
ひ
と
つ
は
、
手
続
き
に
時
間
が
か
か
る
点
で
あ
る
。
こ
の
措

置
の
審
査
に
あ
た
り
医
師
の
専
門
的
な
鑑
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
鑑
定
の
実
施
の
た
め
に
、
ま
ず
当
該
施
設

が
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
鑑
定
医
を
派
遣
す
る
よ
う
通
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
鑑
定
医
が
派
遣
さ
れ
、
鑑
定
が
実
施
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
刑
の
執
行
停
止
の
可
否
に
つ
い
て
の
判
断
が
な
さ
れ
る
。
上
記
の
と
お
り
、
こ
の
措
置
の
対
象
は
重
篤
な
病

気
に
か
か
っ
て
い
る
病
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
間
に
、
対
象
者
が
死
亡
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
る(303
)。

そ
も
そ

も
こ
の
措
置
が
創
設
さ
れ
た
背
景
に
は
、
恩
赦
や
仮
釈
放
の
手
続
き
の
遅
さ
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停

止
と
い
う
新
た
な
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
が
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
。

三
つ
目
は
、
釈
放
後
の
受
け
皿
の
確
保
で
あ
る
。
対
象
者
は
外
部
の
機
関
に
お
い
て
、
適
切
か
つ
十
分
な
医
療
的
・
福
祉
的
ケ
ア
を
う

け
る
た
め
に
釈
放
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
重
大
な
犯
罪
を
行
っ
た
受
刑
者
」
を
引
き
受
け
る
施
設
は
ご
く
限
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(304
)。

最
後
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
裁
量
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
こ
の
措
置
の
可
否
を
判
断
す
る
際
に
「
社
会
へ
の
危
険
」
と
い
う
因
子
も
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た(305
)。

こ
の
点

に
つ
い
て
、
PA
PO
N
の
代
理
人
の
「『
公
的
秩
序
へ
の
動
揺
』
と
い
う
文
言
は
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
に
は
な
い
」
と
の
発

言
を
受
け
て
、
立
法
レ
ベ
ル
で
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
同
条
は
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
一
〇
年
の
四
度

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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に
わ
た
っ
て
、「
改
正
」
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、
司
法
制
度
に
お
け
る
新
た
な
犯
罪
へ
の
対
応
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
の
法
律(306
)

Loin°2004-204
du
9
m
ars
2004
portant
adaptation
de
la
justice
aux
évolutions
de
la
crim
inalité
一
九
二
条
は
刑
事
訴

訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
に
、
こ
の
措
置
の
対
象
者
を
社
会
内
で
統
制
・
監
視
す
る
た
め
文
言
を
挿
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、
保
護
観
察
付

き
執
行
猶
予
sursis
m
ise
à
l’épreuve
に
関
す
る
規
定
を
準
用
し
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
対
象
者
に
対
し
て
遵
守
事
項
お
よ
び
禁
止

事
項
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た(307
)。

さ
ら
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
対
象
者
が
こ
れ
ら
に
違
反
し
た
場
合
に
は
対
象
者
に
医

師
の
診
断
を
受
け
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
管
理
」
の
視
点
は
「
改
正
」
の
た
び
に
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
二
日
の
累
犯
者
処
遇
法
Loin°
2005-1549
du
12
décem
bre
2005
relative
au
traitem
ent
de
la
réci-

dive
des
infractions
pénales
一
〇
条
に
よ
り
、
申
請
時
点
で
「
再
犯
renouvellem
ent
de
l’infraction
の
重
大
な
リ
ス
ク
が
あ
る

﹇
と
判
断
さ
れ
た
﹈
場
合
」
を
こ
の
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
対
象
外
と
し
た
。
さ
ら
に
同
一
一
条
に
よ
り
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執

行
停
止
措
置
に
お
か
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
重
罪
に
つ
き
有
罪
宣
告
を
受
け
た
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
六
か
月
ご
と
の
医
師
の
診
断
が
義

務
化
さ
れ
た(308
)。

対
象
者
は
こ
の
診
断
結
果
を
う
け
て
、
再
度
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
を
申
請
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
重
罪
累
犯
の
リ
ス
ク
を
減
じ
る
た
め
の
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
Loin°2010-242
du
10
m
ars

2010
tendantà
am
oindrir
le
risque
de
récidive
crim
inelle
etportantdiverses
dispositions
de
procédure
pénale
一
四

条
は
、
刑
の
執
行
停
止
中
に
「
再
犯
の
重
大
な
リ
ス
ク
が
あ
る
﹇
と
判
断
さ
れ
た
﹈
場
合
」
に
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
対
象
者
に
医
師
の

診
断
を
受
け
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
「
改
正
」
は
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
へ
の
道
を
大
幅
に
狭
め
た
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
法
に
よ
り
導
入
さ

れ
た
半
年
に
一
度
の
措
置
の
「
更
新
」
制
度
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
治
療
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
何
度
も
申
請
を
し
な
く
て
は

な
ら
ず
、
そ
れ
が
対
象
者
に
大
き
な
負
担
を
か
け
る(309
)。

そ
れ
ゆ
え
、
実
務
で
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
措
置
よ
り
も
む
し
ろ
仮
釈
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放
を
申
請
す
る
方
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る(310
)。

さ
ら
に
、
第
一
編
第
二
章
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
は
、
性
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
多
い
こ

と
も
、
こ
の
執
行
停
止
の
消
極
的
運
用
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
性
犯
罪
は
「
再
犯
リ
ス
ク
」
が
高
い
と
し
て
刑
罰
適
用
裁

判
官
は
再
犯
リ
ス
ク
が
な
い
ほ
ど
ま
で
に
体
力
が
衰
え
た
、
ほ
ぼ
「
寝
た
き
り
」
の
病
人
に
対
象
を
限
定
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
寝

た
き
り
」
で
は
な
い
も
の
の
、
刑
事
施
設
内
で
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
釈
放
を
望
む
高
齢
受
刑

者
の
多
く
は
、
こ
の
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
で
は
な
く
、
仮
釈
放
を
申
請
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(311
)。

以
上
か
ら
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
は
申
請
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
状
況
を
受
け
て
、

医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
制
度
の
整
備
作
業
と
並
行
し
て
、
刑
事
施
設
内
で
の
医
療
的
・
福
祉
的
ケ

ア
を
確
保
す
る
た
め
の
計
画
も
立
て
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
受
刑
者
の
家
族
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
刑
事
施
設

内
で
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
家
族
や
外
部
の
ス
タ
ッ
フ
の
受
刑
者
の
医
療
・
介
護
ケ
ア
へ
の
積
極
的
な
参

加
に
は
、
受
刑
者
が
家
族
や
社
会
と
の
関
係
を
維
持
す
る
、
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
る(312
)。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
逼
迫
し
た
国
家
予

算
で
は
、
新
た
な
刑
事
施
設
を
建
設
・
整
備
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
は
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
建
物
や
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
必
要
も
あ
り
、
一
般
的
な
刑
事
施
設
よ
り
も
さ
ら
に
予
算
が
必

要
に
な
る(313
)。

そ
こ
か
ら
、
再
び
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
し
て
、
外
部
の
機
関
に
対
応
を
任
せ
る
た
め
の
措
置
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
章

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度
の
対
象
の
拡
大

―
―
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
法
に
よ
る
重
病
で
な
い
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の
創
設
―
―

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
創
設
ま
で
の
議
論
は
高
齢
受
刑
者
処
遇
の
あ
り
方
に
対
す
る
議
会
に
お
け
る
葛
藤
を
浮
き

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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彫
り
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
は
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
使
命

と
「
危
険
」
な
犯
罪
者
を
釈
放
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
と
の
葛
藤
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
の
衝
撃
が
根
強
い
中
で
PA
PO
N
を
釈
放
し
た
と
い
う
事
実
は
、
高
齢
受
刑
者
へ
の
よ
り
適
切
か
つ
十
分

な
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
に
対
す
る
合
意
の
萌
芽
を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
影
響
は
世
論
に

も
及
ん
で
お
り
、「
戦
犯
」
で
す
ら
そ
の
尊
厳
を
尊
重
し
て
釈
放
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
積
極
的
に
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
べ
き
で

あ
る
、
と
の
意
見
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
流
れ
を
「
社
会
の
安
全
の
確
保
」
と
い
っ
た
考
え
が
な
お
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い

る
状
態
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
の
問
題
点
を
克
服
す
べ
く
、
同
措
置
創
設
ま
で
の
議
論
と
は
若
干
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
高
齢
受
刑
者
の
早
期
釈
放
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

M
ARIAN
Iに
よ
る
二
度
の
議
員
立
法
草
案

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
が
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
ず
、
か
つ
刑
事
施
設
の
改
築
も
進
ま
な
い
中
、
再
び
医
療
的
・
福
祉
的
対

応
を
確
保
す
る
た
め
に
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
措
置
が
提
案
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
八
日
と
二
〇
〇
四
年
九
月
二
二
日
に
提

出
さ
れ
た
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
の
T
.M
A
RIA
N
I
議
員
に
よ
る
議
員
立
法
草
案
は
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停

止
と
は
異
な
り
、
過
剰
拘
禁
対
策
と
し
て
の
高
齢
受
刑
者
の
早
期
釈
放
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
全
面
に
押
出
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
草

案
は
い
ず
れ
も
可
決
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
後
に
成
立
す
る
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
八
二
条
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

M
A
RIA
N
I
二
〇
〇
二
年
九
月
一
日
段
階
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
務
所
に
お
い
て
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
は
一
六
八
三
人
に
ま
で
増

加
し
て
お
り
、
う
ち
四
一
一
人
が
七
〇
歳
以
上
、
最
年
長
者
は
九
二
歳
で
あ
っ
た
。
当
時
の
J.CH
IRA
C
政
権
は
こ
の
状
況
を
緩
和
す

る
た
め
に
数
年
を
か
け
て
新
た
に
拘
禁
セ
ン
タ
ー
と
拘
置
所
・
刑
務
所
を
新
た
に
建
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
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高
齢
受
刑
者
へ
の
対
応
は
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
施
設
の
増
設
で
は
な
く
、
自
由
刑
の
対
象
そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
に
よ

り
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
M
A
RIA
N
I
は
主
張
し
た(314
)。

そ
こ
で
、
社
会
に
対
し
て
危
険
を
及
ぼ
し
う
る
一
定
の
犯
罪
類
型
及
び
累
犯

者
を
除
い
た
高
齢
者
に
対
し
て
は
軽
罪
に
対
す
る
刑
罰
の
執
行
を
免
除
す
る
こ
と
を
提
案
し
た(315
)。

二
〇
〇
二
年
草
案
の
趣
旨
は
、
軽
罪
に
対
す
る
禁
錮
刑
に
年
齢
制
限
を
設
け
る
よ
う
、
刑
法
典
を
改
正
し
、
七
三
歳
以
上(316
)の

高
齢
受
刑

者
に
つ
い
て
は
釈
放
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
拘
禁
に
年
齢
制
限
を
設
定
す
る
、
と
い
っ
た
解
決
は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
決
定

の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
も
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
に
SÉN
A
T
も
一
定
の
年
齢
に
到
達
し
た
者
を
仮
釈
放

に
付
す
、
と
い
っ
た
措
置
を
模
索
し
た
。
M
A
RIA
N
I
の
草
案
は
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
立
法
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
同
法
案
で
は
、
刑
法
典
一
三
一
-三
条
の
前
に
一
三
一
-三
-一
条
を
挿
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
刑
法
典
一
三
一
-三
条
は
、「
自

然
人
に
科
さ
れ
る
軽
罪
の
刑
罰
は
、
1°
自
由
刑
、
2°
罰
金
刑
、
3°
日
数
罰
金
刑
、
4°
公
益
奉
仕
命
令
、
5°
一
三
一
-六
条
の
定
め
る
公
民

権
剥
奪
も
し
く
は
制
限
、
6°
一
三
一
-一
〇
条
の
定
め
る
補
充
刑
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
法
案
は
こ
の
条
文
の
後
に
、
以
下
の
文

言
を
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
軽
罪
の
刑
罰
に
関
し
て
、
判
決
時
に
七
三
歳
を
超
え
た
者
が
、
閉
鎖
施
設
へ
の

自
由
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
項
に
定
め
る
刑
罰
の
執
行
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
上
の
累
犯
で
は
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は

暴
行
、
性
的
暴
行
及
び
攻
撃
、
薬
物
使
用
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
犯
罪
組
織
association
de
m
alfaiteurs
へ
の
参
加
、
売
春
あ
っ
せ
ん
、

財
物
強
要
、
も
し
く
は
組
織
化
徒
党
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
る
」。

さ
ら
に
、
同
法
案
で
は
そ
の
法
的
な
性
質
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
案
一
三
一
-三
-一
条
は
拘
禁
刑
の
執
行
を

免
除
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
高
齢
犯
罪
者
は
完
全
責
任
能
力
を
持
ち
、
自
身
の
行
為
に
対
し
て

責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
判
決
裁
判
所
が
言
い
渡
し
た
罰
金
刑
及
び
補
充
刑
に
つ
い
て
は
執
行
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
ず
、
さ
ら
に
私
訴
原
告
人
に
対
す
る
賠
償
も
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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同
法
案
に
お
い
て
、
な
ぜ
軽
罪
に
対
す
る
禁
錮
刑
の
執
行
の
み
を
免
除
の
対
象
と
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
M
A
RIA
N
I
は

既
存
の
刑
務
所
に
お
い
て
「
高
齢
」
と
い
う
特
性
に
合
っ
た
処
遇
を
行
う
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
刑
務
所
に
お
い
て
高
齢
受
刑
者
に
十
分
な
予
防
医
療
を
提
供
す
る
体
制
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
、
自

由
刑
が
移
動
の
自
由
を
剥
奪
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
余
命
ま
で
縮
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
既
存
の
刑
事
施

設
は
、
若
い
受
刑
者
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
階
段
を
上
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
長
い
距
離
を
歩
き
ま
わ
る
こ
と
が
で

き
な
い
高
齢
受
刑
者
は
受
刑
者
の
中
で
孤
立
し
て
い
る
。
孤
立
は
社
会
復
帰
を
妨
げ
う
る
と
い
う
悪
循
環
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
刑
事
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
社
会
復
帰
の
た
め
の
施
策
に
関
し
て
、
行
刑
局
が
高
齢
受
刑
者
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
点
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
受
刑
者
の
大
多
数
は
稼
働
年
齢
に
あ
る
た
め
、
社
会
復
帰
の
た
め
の
支
援
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
、

教
育
、
職
業
訓
練
が
主
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
の
場
合
、
定
年
年
齢
に
達
し
て
い
る
た
め
、
就
職
先
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
教
育
や
職
業
訓
練
は
高
齢
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
は
有
益
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
法
案
は
立
法
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
点
目
は
受
刑
者
を

年
齢
の
み
を
理
由
と
し
て
、
何
の
条
件
も
付
け
ず
に
釈
放
す
る
こ
と
に
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
と
い
う
点(317
)、

も
う
一
点
は
実
際
の
対
象
者

が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る(318
)。

す
な
わ
ち
、
M
A
RIA
N
I
の
法
案
で
は
性
犯
罪
や
法
律
上
の
累
犯
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
危
険
な
犯
罪
」
と
さ
れ
る
犯
罪
類
型
を
適
用
対
象
外
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
規
定
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
初
犯
あ
る
い
は
、
法

律
上
の
累
犯
で
は
な
い
盗
罪
や
詐
欺
と
い
っ
た
犯
罪
で
あ
る
。
前
に
み
た
と
お
り
、
統
計
上
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
判
決
を
受

け
る
高
齢
被
告
人
自
体
が
ご
く
少
数
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
も
M
A
RIA
N
I
が
説
明
し
た
「
過
剰
拘
禁
の
緩
和
」

と
い
う
目
的
は
果
た
さ
れ
え
な
い
と
し
て
、
本
法
案
は
廃
案
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
四
年
、
M
A
RIA
N
I
は
二
〇
〇
二
年
に
廃
案
と
な
っ
た
法
案
に
修
正
を
加
え
、
再
び
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
刑
事
訴
訟
法
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典
七
二
三
-七
-一
条
の
後
に
七
二
三
-七
-二
条
を
追
加
す
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
三
-七
-一
条
は
「
残
刑
と
し
て

の
一
個
ま
た
は
数
個
の
自
由
刑
の
合
計
が
一
年
を
超
え
な
い
場
合
、
又
は
試
験
観
察
的
に
半
自
由
の
処
遇
の
下
に
置
く
こ
と
を
条
件
に
受

刑
者
に
仮
釈
放
が
許
可
さ
れ
て
い
る
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
半
自
由
の
処
遇
の
下
で
刑
を
執
行
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
後
に
、
七
二
三
-七
-二
条
と
し
て
、「
軽
罪
に
関
し
て
禁
錮
刑
を
言
渡
す
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
判

決
言
渡
し
時
に
七
〇
歳
以
上
の
者
全
て
に
対
し
、
刑
法
典
一
三
二
-二
六
-一
条
の
定
め
る
電
子
監
視
措
置
の
も
と
で
刑
罰
を
執
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
上
の
累
犯
者
、
暴
力
犯
罪
、
性
犯
罪
、
薬
物
濫
用
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
犯
罪
集
団
の
組
織
、
売
春
あ
っ
せ
ん
、

財
物
強
要
、
お
よ
び
徒
党
に
よ
り
行
わ
れ
た
犯
罪
の
場
合
を
除
く
。
四
六
四
-一(319
)条

お
よ
び
四
六
五
条(320
)の

定
め
る
処
分
は
本
項
に
関
す
る

者
に
は
適
用
で
き
な
い
」
と
言
う
文
言
を
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に
提
出
し
た
法
案
と
の
違
い
は
、
年
齢
と
電
子
監

視
措
置
を
用
い
る
点
で
あ
る
。
理
由
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
使
わ
れ
た
。
こ
の
法
案
で
は
、
電
子
監
視
が
一
つ

の
担
保
と
な
り
、
制
度
自
体
に
対
す
る
議
会
の
抵
抗
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
と
お
り
、
近
年
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
増
加
し
て
い
る
高
齢
受
刑
者
は
、
性
犯
罪
者
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
あ
る
い
は
、
重
罪
も
し
く
は
法
律
上
の
累
犯
ゆ

え
に
長
期
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
案
の
対
象
と
な
る
高
齢
受
刑
者
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
過
剰
拘
禁
の
解
消
」
と
い
う
目
的
を
強
調
し
た
こ
の
法
案
も
立
法
に
は
至
ら
な
か
っ
た(321
)。

M
A
RIA
N
I
の
主
張
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
齢
受
刑
者
処
遇
の
状
況
に
つ
い
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二

〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
お
よ
そ
二
年
間
で
高
齢
受
刑
者
の
処
遇
環
境
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
M
A
RIA
N
I

は
二
度
に
わ
た
り
法
案
を
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
を
、
議
会
に
お
い
て
風
化
さ
せ
な
か
っ
た
と

い
う
点
で
M
A
RIA
N
I
に
よ
る
立
法
草
案
は
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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高
齢
受
刑
者
の
処
遇
に
関
す
る
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
に
よ
る
意
見
書

M
A
RIA
N
I
の
二
度
に
わ
た
る
法
案
が
廃
案
と
な
っ
た
後
、
議
会
に
お
い
て
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
は
下
火
に
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
M
A
RIA
N
I
が
指
摘
し
た
問
題
状
況
に
対
し
て
何
ら
手
当
が
な
さ
れ
ず
、
釈
放
さ
れ
る
高
齢
受
刑
者
も
増
加
し
な
い
た
め
、

高
齢
受
刑
者
数
は
な
お
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
﹇
グ
ラ
フ
一
-一
六
参
照
﹈。
そ
の
状
況
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
が
、
国
内
人
権
諮
問
委
員
会

La
Com
m
ission
nationale
consultative
des
droits
de
l’hom
m
e:CN
CD
H
(322
)が

フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
し
て
送
付
し
た
意
見
書
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
な
お
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
医
療
的
・
福
祉
的
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

国
内
人
権
諮
問
委
員
会
で
は
被
拘
禁
者
の
医
療
的
・
福
祉
的
ケ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年

一
月
一
九
日
に
は
そ
の
検
討
を
経
て
作
成
さ
れ
た
意
見
書
が
可
決
さ
れ
た(323
)。

こ
の
意
見
書
で
は
、
高
齢
受
刑
者
の
多
く
が
福
祉
的
・
医
療

的
ニ
ー
ズ
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
高
齢
受
刑
者
は
な
お
増
加
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
最
も
深

刻
な
問
題
は
刑
事
施
設
の
施
設
設
備
お
よ
び
、
職
員
が
彼
ら
の
ニ
ー
ズ
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
と
指
摘
し
た(324
)。

具
体
的
に
は
、
刑
事
施
設
内
に
は
階
段
が
多
く
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
ス
ロ
ー
プ
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
受

刑
者
が
医
務
室
や
散
歩
道
に
行
く
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
車
い
す
も
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
的
問

題
と
し
て
、
多
く
の
刑
務
所
で
は
若
い
受
刑
者
が
高
齢
受
刑
者
の
世
話
を
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
で
は
、
高
齢
受
刑

者
が
必
要
と
す
る
量
と
質
の
介
護
は
難
し
い
。
ケ
ア
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
、
治
療
の

た
め
の
恩
赦
、
仮
釈
放
と
い
っ
た
措
置
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
点
も
指

摘
し
た
。
特
に
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
際
に
は
重
篤
な
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
点
を
批
判
し
た
。

以
上
の
問
題
点
を
受
け
て
、
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
し
て
以
下
の
点
を
勧
告
し
た
。

論 説
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勧
告
一
三
：
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
は
障
が
い
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
要
介
護
状
態
に
あ
る
受
刑
者
に
対
す
る
非
拘
禁
的
措
置
な
い
し

刑
罰
修
正
措
置
を
即
座
に
よ
り
充
実
さ
せ
る
よ
う
勧
告
す
る
。

勧
告
一
四
：
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
は
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
の
見
直
し
を
勧
告
す
る
。
ま
た
、
本
委
員
会
は
「
拘
禁
措
置

の
継
続
が
適
さ
な
い
永
続
的
な
﹇
芳
し
く
な
い
﹈
健
康
状
況
」
を
よ
り
考
慮
す
る
こ
と
、
そ
し
て
治
療
を
理
由
と
し
た
刑

の
修
正
を
受
け
た
病
人
を
外
部
で
受
け
入
れ
る
特
別
な
機
関
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
SÉN
A
T
お
よ
び
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
の
双
方
に
お
い
て
、
こ
の
勧
告
へ
の
対
応
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
。

二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
八
二
条
の
制
定

国
内
人
権
諮
問
委
員
会
の
勧
告
が
二
〇
〇
六
年
に
な
さ
れ
て
以
降
、
高
齢
受
刑
者
処
遇
は
し
ば
ら
く
立
法
課
題
に
上
が
ら
な
か
っ
た
。

再
び
、
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
政
策
の
長
年
の
課
題

で
あ
っ
た
行
刑
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
議
論
を
経
て
、
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
の
要
件
を
緩
和
す
る
規
定

が
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
八
二
条
に
設
け
ら
れ
た
。

刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
を
以
下
の
よ
う
に
改
め
る
。

1°

一
項
二
文
は
以
下
の
通
り
に
定
め
た
六
項
に
変
更
す
る
。

「
一
つ
以
上
の
自
由
刑
が
科
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
は
、
社
会
復
帰
に
向
け
た
真
摯
な
努
力
を
示
し
、
以
下
の
事
柄
に
つ
い
て
の
取
組
み

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
う
る
」

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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「
1°

労
働
、
セ
ミ
ナ
ー
、
派
遣
労
働
へ
の
従
事
、
学
科
教
育
あ
る
い
は
職
業
訓
練
を
欠
か
さ
ず
受
け
る
こ
と
」

「
2°

家
族
生
活
に
お
い
て
重
要
な
行
事
へ
の
参
加
」

「
3°

治
療
を
受
け
る
必
要
性
」

「
4°

被
害
者
へ
の
賠
償
の
努
力
」

「
5°

そ
の
他
社
会
参
入
計
画
へ
の
取
組
み
」

2°

以
下
の
項
を
挿
入
す
る
。

「
以
下
の
条
件
を
満
た
す
、
七
〇
歳
以
上
の
受
刑
者
に
お
い
て
は
、
本
条
が
定
め
る
仮
釈
放
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
受
刑
期
間
は
適
用

さ
れ
え
ず
、
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
う
る
。
受
刑
者
の
社
会
復
帰
が
確
保
さ
れ
、
特
に
刑
事
施
設
出
所
に
あ
た
り
、
自
身
の
状
況
に
適
し
た

支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
宿
泊
先
が
あ
る
場
合
。
た
だ
し
、
再
犯
の
重
大
な
危
険
性
が
あ
る
、
も
し
く
は
こ
の
釈
放
が
社

会
に
重
大
な
動
揺
を
引
き
起
こ
し
う
る
場
合
を
除
く
。」

こ
の
条
文
の
制
定
を
も
っ
て
、
高
齢
受
刑
者
の
た
め
の
仮
釈
放
の
特
例
が
創
設
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
再
犯
の
重
大
な
危
険
」、「
重
大

な
動
揺
」
と
の
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
条
文
の
生
成
過
程
に
お
い
て
も
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
「
支
援
」
と
「
安
全
」
の
対

立
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
対
立
に
着
目
し
て
、
本
条
の
生
成
過
程
を
示
す
。

一
九
九
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
か
ら
、「
行
刑
基
本
法
」
を
整
備
す
る
よ
う
勧
告
を
う
け
、
た
び
た
び
行
刑
法
の
草
案
が
作
成
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
、
当
時
の
司
法
大
臣(325
)

R.D
A
T
I
が
行
刑
基
本
法
の
整
備
を
宣
言
し
た

こ
と
を
受
け
て
、
二
〇
〇
八
年
に
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
が
、
受
刑
者
の
高
齢
化
・
刑
の
長
期
化
、
刑
罰
修
正
の

多
様
化
、
拘
禁
措
置
に
関
わ
る
人
々
の
多
様
化
へ
の
対
応
で
あ
っ
た(326
)。

そ
こ
で
、
①
被
拘
禁
者
の
人
権
の
保
障
、
②
非
拘
禁
措
置
の
強

論 説
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化
と
社
会
参
入
の
促
進
に
よ
る
再
犯
予
防
、
③
拘
禁
措
置
に
関
す
る
法
制
度
の
整
備
の
三
本
柱
の
も
と
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。

ま
ず
二
〇
〇
八
年
七
月
二
八
日
に
第
一
の
草
案
が
SÉN
A
T
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
で
は
、
仮
釈
放
の
基
準
の
拡
大
に
関
す
る

四
七
条
に
お
い
て
、
高
齢
受
刑
者
の
特
例
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
は
仮
釈
放
の
要
件
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
要
件
と
し
て
は
、
残
刑
が
、
執
行
さ
れ
る
べ
き
刑
の
半
分
以
下
で
あ
る
こ
と
、
法

律
上
の
累
犯
で
あ
る
場
合
に
は
す
で
に
執
行
さ
れ
た
刑
罰
が
残
刑
の
二
倍
で
あ
る
こ
と
、
実
質
的
要
件
と
し
て
は
、
社
会
復
帰
の
真
摯
な

努
力
を
示
し
て
い
る
こ
と(327
)、

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
対
し
て
、
同
四
七
条
は
受
刑
者
が
七
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
に
は
、
形
式
的

要
件
を
満
た
し
て
い
な
く
と
も
、
①
受
刑
者
の
社
会
復
帰
が
確
保
さ
れ
て
い
る
、
②
自
身
の
状
況
に
適
し
た
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
、
③
宿
泊
先
が
あ
る
、
④
釈
放
後
社
会
に
重
大
な
動
揺
を
生
ぜ
し
め
な
い
、
の
四
つ
の
実
質
的
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
仮
釈
放
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
「
七
五
歳
」
と
い
う
年
齢
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
再
犯
の
可
能
性
が
低
く
社
会
に
及
ぼ
し

う
る
危
険
が
少
な
い
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
規
定
に
対
し
て
、
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
は
二
〇
〇
八
年
一
一
月
六
日
に
意
見
書
を
出
し
た(328
)。

同
委
員
会
は
こ
の
高
齢
者
へ
の
仮

釈
放
に
つ
い
て
賛
同
を
示
し
つ
つ
も
、「
社
会
へ
重
大
な
動
揺
を
生
ぜ
し
め
う
る
場
合
」
と
い
う
例
外
に
つ
い
て
は
こ
の
規
定
を
本
質
的

に
意
味
の
な
い
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
批
判
し
た(329
)。

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
勧
告
し
た
。

勧
告
五
五
：
刑
の
執
行
途
中
に
あ
る
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
て
仮
釈
放
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
関
し
て
、
本
委
員
会
は
、

「
こ
の
釈
放
に
よ
り
社
会
に
重
大
な
動
揺
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
除
く
」
と
い
う
文
言
を
取
り
除
く
こ
と

を
要
請
す
る
。

SÉN
A
T
に
お
い
て
も
同
四
七
条
案
に
対
し
て
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
七
日
に
議
論
が
な
さ
れ
た(330
)。

そ
こ
で
は
、
同
条
に
つ
い
て
、

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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社
会
参
入
に
向
け
て
具
体
的
な
取
組
み
を
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
、
釈
放
に
よ
っ
て
社
会
に
重
大
な
動
揺
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
が
な
い
こ

と
の
二
点
が
検
討
対
象
と
な
っ
た
。
前
者
は
具
体
的
に
は
「
刑
事
施
設
出
所
後
、
そ
の
状
況
に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
宿
泊
先
が
あ
る
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
。
と
く
に
前
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
こ
の
規
定
は
PA
PO
N
決
定
の
影

響
を
多
い
に
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
た(331
)。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
年
齢
を
仮
釈
放
の
要
件
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

対
象
者
の
健
康
状
況
が
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
を
認
め
る
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
が
、
そ
の
高
齢
か
ら
拘
禁
を
継
続
す
る
こ
と

が
難
し
い
者
を
も
対
象
と
し
て
、
非
拘
禁
措
置
に
付
す
可
能
性
を
広
げ
て
い
る
、
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
四
七
条
案
が
定
め
る
実
質
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
七
二
九
条
が
定
め
る
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
か
ら
見

れ
ば
、
大
変
柔
軟
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
留
保
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
高
齢
受
刑
者
に
と
っ
て
は
充
足
が
困
難
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
確
か
に
、
一
般
的
に
高
齢
者
が
増
加
し
、
多
く
が
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
在
宅
ケ
ア
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
状
況(332
)で

、
高
齢
受
刑
者
が
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(333
)。

年
齢
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
七
五
歳
と
い
う
要
件
を
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の

提
案
は
、
聴
聞
に
お
い
て
、
複
数
の
論
者
が
「
刑
務
所
は
、
数
年
の
拘
禁
を
通
し
て
五
〇
歳
の
高
齢
者
を
七
〇
歳
と
見
ま
が
う
ほ
ど
に
衰

弱
さ
せ
る
」
と
の
点
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
な
さ
れ
た
。
く
わ
え
て
、「
老
人
ホ
ー
ム
で
は
た
い
て
い
、
七
五
歳
以
上
の
高
齢

者
よ
り
も
七
〇
歳
の
高
齢
者
の
方
を
良
く
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
で
あ
る
」
の
で
、「
出
所
後
の
引
受
先
の
面
か
ら
み
て
も
、
七
〇

歳
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
」
と
説
明
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
SÉN
A
T
で
は
こ
の
規
定
に
つ
い
て
「
七
〇
歳
」
に
引
き
下
げ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

次
に
「
社
会
に
動
揺
を
も
た
ら
し
う
る
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
刑
事
手
続
き
の
均
衡
を
強

化
す
る
た
め
の
二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律(334
)
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dure
pénale
に
お
い
て
も
、
立
法
者
は
「
社
会
へ
動
揺
を
も
た
ら
し
う
る
」
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
重
罪
に
対
す
る
未
決
拘
禁
を
強
化

し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
拘
禁
を
強
化
す
る
た
め
の
口
実
と
し
て
こ
の
文
言
を
用
い
て
い
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
一
部
の
議
員
か
ら
は
「
犯
罪
の
危
険
性
が
減
少
す
る
の
は
高
齢
に
な
る
か
ら
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
高
齢
受
刑

者
の
多
く
が
、
性
犯
罪
の
か
ど
で
自
由
刑
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
」
と
し
て
、
実
際
の
高
齢
受
刑
者
の
多
く
が
そ
の
早
期
釈
放
に
よ
っ

て
「
社
会
に
動
揺
を
も
た
ら
し
う
る
」
と
み
な
さ
れ
う
る
批
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
議
論
を
受
け
て
、
高
齢
受
刑
者
に
、
そ
れ
ま
で
の

「
弱
い
存
在
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
社
会
の
敵
で
あ
る
性
犯
罪
者
へ
の
イ
メ
ー
ジ
も
付
け
加
え
ら
れ
、「
支
援
」
と
「
安
全
」
と
い
う
二

つ
の
局
面
へ
の
対
応
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
二
〇
〇
九
年
二
月
一
七
日
に
SÉN
A
T
の
行
刑
法
案
に
対
し
て
社
会
問
題
委
員
会
か
ら
高
齢
受
刑
者
に
対

す
る
仮
釈
放
の
特
例
が
仮
釈
放
運
用
を
積
極
化
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
同
委
員
会
は
高
齢
受
刑

者
の
仮
釈
放
を
模
索
す
る
前
に
、
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
つ
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
も
、
彼
ら
が
日
々
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
ケ
ア
の
提
供
を
挙

げ
た(335
)。

そ
し
て
、
そ
の
技
術
的
な
方
法
に
つ
い
て
も
行
刑
法
は
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
特
に
同
委
員
会
は
受
刑
者

へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
実
際
の
問
題
点
を
指
摘
し
た(336
)。

ま
ず
、
当
該
受
刑
者
が
医
療
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
病
院
に
移
送
さ
れ

る
が
、
実
際
、
病
床
は
埋
ま
っ
て
お
り
受
刑
者
が
入
院
す
る
余
地
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
問
題
か
ら
外
部
で
の
受
診

は
難
し
い
と
い
っ
た
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。
同
委
員
会
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
前
述
の
二
〇
〇
二
年
三

月
四
日
法
は
そ
の
三
条
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
自
分
が
必
要
と
す
る
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
公
衆
衛
生
法
典
の
要
請
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
受
刑
者
を
受
け
入

れ
た
病
院
に
も
、
受
刑
者
を
早
期
に
退
院
さ
せ
て
し
ま
う
か
、
隔
離
病
棟
に
移
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
病
院
側
が
受
刑
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
他
の
病

人
と
差
別
し
た
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
も
同
条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
問
題
点
よ
り
同
委
員
会
は
高
齢
受
刑

者
を
釈
放
し
、
外
部
の
医
療
・
福
祉
機
関
に
つ
な
ぐ
た
め
の
措
置
の
前
提
と
な
る
社
会
の
受
け
皿
の
見
直
し
を
求
め
た
。
さ
ら
に
、
治
療

を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
消
極
的
運
用
の
要
因
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
社
会
の
受
け
皿
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
た
め
の
措
置
の
生
成
と
併
せ
て
受
け
皿
を
確
保
す
る
た
め
の
試
み
も
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
委
員
会
の
提
言
は
、
直
接
的
に
は
行
刑
法
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
八
年
七
月
に
行
刑
法
案
が
出
さ
れ
た
当
初
は
、
高
齢
受
刑
者
に
関
し
て
上
記
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
議
論

は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
注
目
さ
れ
る
契
機
を
作
っ
た
の
は
、
N
.BO
RV
O
CO
-

H
EN
-SEA
T
議
員
の
提
案
で
あ
る
と
さ
れ
る(337
)。

SÉN
A
T
の
二
〇
〇
九
年
二
月
九
日
に
提
出
さ
れ
た
補
足
報
告
書
に
は
、
同
議
員
は
四

七
条
案
を
七
〇
歳
以
下
で
は
な
く
、
六
五
歳
以
下
へ
と
引
き
下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(338
)。

こ
の
提
案
に
よ
り
、
高

齢
受
刑
者
に
関
す
る
規
定
が
一
つ
の
論
点
と
さ
れ
た
。

こ
の
提
案
を
受
け
て
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
で
は
二
〇
〇
九
年
九
月
八
日
に
議
論
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、

四
七
条
案
の
趣
旨
と
高
齢
受
刑
者
の
実
態
に
つ
い
て
情
報
の
共
有
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
四
七
条
案
は
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
一

時
執
行
停
止
を
受
け
る
ま
で
で
も
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
年
齢
に
か
ん
が
み
て
拘
禁
状
態
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
困
難
な
者
を

釈
放
す
る
た
め
の
法
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
柱
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
が
定
め
る
、
形
式
的
要
件
―
―
有
期
刑
の
場
合
に
は

刑
期
の
半
分
以
上
の
期
間
（
一
五
年
未
満
）、
法
律
上
の
累
犯
の
場
合
は
刑
期
の
三
分
の
二
以
上
、
無
期
の
重
罪
懲
役
刑
の
場
合
に
は
一

八
年
以
上
（
法
律
上
の
累
犯
の
場
合
は
二
二
年
以
上
）
の
執
行
が
終
了
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
―
―
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
高
齢
受

刑
者
が
仮
釈
放
さ
れ
う
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
で
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
の
SÉN
A
T

論 説
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に
お
け
る
審
議
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
、
高
齢
受
刑
者
の
出
所
後
の
受
け
皿
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
こ
れ
は
四
七
条
案
が
実
際
に
活
用
さ

れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
議
論
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

高
齢
受
刑
者
の
多
く
は
社
会
に
い
る
よ
り
も
よ
り
速
く
老
化
が
進
行
し
、
五
〇
歳
の
受
刑
者
で
あ
っ
て
も
七
〇
歳
の
よ
う
に
見
え
る
ほ

ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
た
目
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
心
身
の
状
況
に
つ
い
て
も
同
様
で
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
は
出
所

後
の
受
け
皿
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
老
人
ホ
ー
ム
は
一
般

的
に
よ
り
健
康
で
比
較
的
若
い
高
齢
者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
四
七
条
案
に
お
い
て
形
式
的
要
件
を
七

〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
き
下
げ
た
、
BO
RV
O
CO
H
EN
-SEA
T
案
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

こ
の
案
に
つ
い
て
は
「
行
き
過
ぎ
」
と
の
批
判
が
な
さ
れ
、
却
下
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
根
本
的
に
四
七
条
案
が
対
象
と
す
る
「
高
齢
受
刑
者
」
の
年
齢
の
設
定
の
基
準
お
よ
び
根
拠
に
つ
い
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ

た
。
前
述
の
よ
う
に
、
SÉN
A
T
で
は
こ
の
年
齢
の
下
限
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
再
犯
の
重
大
な
危
険
の
不
存
在
を
担
保
と
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
に
お
い
て
犯
罪
の
危
険
性
が
少
な
く
な
る
の
は
、
そ
の
年
齢
ゆ
え
で
は
な
い
と
の
主
張
を
考
慮
す
る
と
、
そ
も
そ

も
社
会
へ
の
動
揺
や
再
犯
の
危
険
性
と
い
う
根
拠
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
と
コ
メ
ン
ト
す
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
点
に
関
す

る
結
論
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
に
お
け
る
議
論
で
は
、
四
七
条
案
に
つ
き
SÉN
A
T
が
論
点
と
は
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て

も
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
J.A
.BEN
IST
I
議
員
は
四
七
条
案
に
つ
い
て
刑
事
施
設
内
の
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
非
常
に
保

守
的
な
意
見
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
四
七
条
は
受
刑
者
が
社
会
復
帰
へ
の
真
摯
な
努
力
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
仮
釈
放

を
認
め
る
条
件
を
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
修
正
は
、
四
七
条
案
は
行
刑
局
か
ら
刑
務
所
に
お
け
る
秩
序
維
持
に
お
い
て
有
効
な
手
段
を
奪

う
こ
と
に
な
る
の
で
、
刑
務
官
に
と
っ
て
は
一
層
重
要
で
あ
る
。
受
刑
者
の
振
る
舞
い
が
も
は
や
仮
釈
放
の
チ
ャ
ン
ス
を
評
価
す
る
こ
と

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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を
可
能
と
す
る
基
準
た
り
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
拘
禁
に
関
す
る
諸
規
則
の
遵
守
を
促
進
す
る
機
能
は
減
少
し
、
行
刑
局
は
よ
り
懲
罰
を

用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
本
法
案
の
精
神
と
は
矛
盾
し
て
い
る(339
)」。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
若
干
的
外
れ
な
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
四
七
条
案
は
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
出
所
後
の
受
け
皿
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
質
的
要
件
と
し
て
い
る
。
就
労
の

機
会
が
制
限
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
年
金
お
よ
び
社
会
扶
助
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
高
齢
者
に
お
い
て
、
出
所
後
の
老
人
ホ
ー
ム
等
の

福
祉
施
設
を
含
む
居
所
を
探
す
こ
と
は
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
が
い
う
ま
さ
に
「
社
会
復
帰
に
向
け
た
真
摯
な
努
力
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
議
会
資
料
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
BEN
IST
I
発
言
に
関
す
る
大
き
な
議

論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
が
よ
り
大
き
い
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
拘
禁
を
継
続
す
る

よ
り
も
釈
放
し
た
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
い
う
点
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
D
.RA
IN
BO
U
RG
議
員
は
こ
の
規
定
に
よ
り
生
じ
う
る
弊
害
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
齢
受
刑
者
に
お
い

て
は
七
五
歳
と
い
う
年
齢
を
形
式
的
要
件
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
的
な
仮
釈
放
の
形
式
的
要
件
を
緩
和
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
規
定
の
導
入
は
、
短
期
収
容
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
確
か
に
、「
短
期
刑
の
弊
害
」
は
刑
事
政
策
上
の
重
要
な
課
題
の
一

つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
非
拘
禁
措
置
が
発
展
し
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
対
し

て
は
、
そ
も
そ
も
短
期
刑
の
弊
害
を
生
ぜ
し
め
な
い
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
や
非
拘
禁
措
置
を
よ
り
積
極
的
に(340
)活

用
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と

い
う
主
張
に
帰
結
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
RA
IN
BO
U
RG
は
そ
こ
ま
で
は
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
八
月
に
本
行
刑
法
案
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
、
一
年
以
上
に
わ
た
り
SÉN
A
T
お
よ
び
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE

の
両
院
に
お
い
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
八
日
の
行
刑
法
案
に
関
す
る
審
議
中
の
諸
規
定
に
関
す
る
両
院
合
同

委
員
に
お
い
て
、
つ
い
に
四
七
条
案
の
規
定
が
可
決
さ
れ
た
。
可
決
さ
れ
た
条
文
で
は
、
SÉN
A
T
が
提
示
し
た
「
七
〇
歳
」
が
採
用
さ

れ
た(341
)。

そ
の
後
、
本
行
刑
法
案
に
関
す
る
憲
法
院
の
審
理
に
お
い
て
も
、
四
七
条
案
は
論
点
と
さ
れ
な
か
っ
た(342
)。

そ
の
後
、
本
行
刑
法
案

論 説
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は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日(343
)に

施
行
さ
れ
た
。
施
行
か
ら
約
一
年
後
、
行
刑
法
の
諸
規
定

に
つ
い
て
簡
単
な
注
釈
を
掲
載
し
た
通
達
が
出
さ
れ
た(344
)。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
は
、
刑
法
典
一
三
二
-二
三(345
)条

が

定
め
る
拘
禁
最
低
期
間
une
période
de
sûreté
中
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る(346
)。

す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
訟
法
典
七
二

九
条
は
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
は
仮
釈
放
に
お
け
る
形
式
的
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
実
質
的
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
は
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
、
有
罪

宣
告
時
に
拘
禁
最
低
期
間
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
は
仮
釈
放
に
付
さ
れ
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
拘
禁
最
低
期
間
は

謀
殺
（
刑
法
典
二
二
一
-二
条
）、
加
重
事
由
の
あ
る
故
殺
（
刑
法
典
二
二
一
-四
条
）、
加
重
事
由
の
あ
る
傷
害
致
死
（
刑
法
典
二
二
二
-

八
条
）、
強
姦
（
刑
法
二
二
二
-二
三
条(347
)）、

加
重
事
由
の
あ
る
強
姦
（
二
二
二
-二
四
条
）
な
ど
の
犯
罪
類
型
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
刑
事
訴
訟
法
典
新
七
二
九
条
は
犯
罪
類
型
に
よ
る
制
限
を
設
け
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
こ
の
拘
禁
最
低
期
間
の
設
定
に
よ
り
、

「
危
険
な
犯
罪
」
に
つ
い
て
は
仮
釈
放
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る(348
)。

さ
ら
に
、
仮
釈
放
の
決
定
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
裁
量
に

か
か
っ
て
い
る
。
Juris
Classeur
の
注
釈
刑
法
典
に
よ
れ
ば
、「
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
に
適
用
可
能
な
基
準
と
し
て
『
保
障
さ

れ
た
』
社
会
復
帰
réinsertion
sociale﹇
の
み
﹈
を
必
要
と
す
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
基
準
は
一
般
的
な
仮
釈
放
措
置
に
お
け
る
基
準

よ
り
も
「
よ
り
広
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
制
約
が
あ
る
以
上
、
実
際
に
対
象
が
広
が
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

疑
問
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
な
い
し
制
度
は
未
だ
発
展
途
上
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
高
齢
受
刑

者
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
の
処
遇
は
、「
処
罰
」
な
い
し
「
安
全
」
の
観
点
か
ら
大
き
な
制
約
を
受
け
、
実
現
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
受
刑
者
が
有
す
る
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
へ
は
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
形
成
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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第
三
章

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度
に
お
け
る
合
意
と
葛
藤

―
―
「
安
全
」
の
視
点
か
ら
の
早
期
釈
放
へ
の
抵
抗
―
―

医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
高
齢
受
刑
者
へ
適
切
か
つ
十
分
な
対
応
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
定
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
お
り(349
)、

議
論
の
焦
点
は
そ
の
よ
う
な
対
応
を
以
下
に
し
て
確
保
す
る
か
、
と
い
う
点
に
お
か
れ
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
対
応
の
見
直
し
や
、
対
象
者
を
釈
放
し
外
部
の
専
門
機
関
に
つ
な
ぐ
た
め
の
制
度
の
創
設
が
な
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
試
み
は
社
会
的
資
源
お
よ
び
財
源
の
不
足
と
い
う
物
的
客
観
的
障
碍
と
「
処
罰
」
な
い
し
「
安
全
」

の
視
点
か
ら
の
抵
抗
と
い
う
主
観
的
障
碍
に
よ
る
制
約
を
多
い
に
受
け
て
い
る
。

第
三
章
で
は
、
治
療
を
理
由
と
し
た
執
行
停
止
お
よ
び
高
齢
受
刑
者
の
た
め
の
仮
釈
放
制
度
の
概
要
（
第
一
節
）
に
つ
い
て
、
特
に
、

制
度
に
内
在
す
る
障
碍
に
着
目
し
な
が
ら
み
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
に
お
け
る
合

意
と
抵
抗
の
様
相
を
示
す
（
第
二
節
）。

第
一
節

高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
制
度

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
の
中
心
と
さ
れ
た
の
が
、
治
療
の
た
め
の
刑
の
執
行
停
止
と
仮
釈
放
制
度
に
お

け
る
高
齢
受
刑
者
の
特
例
の
創
設
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
早
期
釈
放
制
度
は
、
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
高
齢
受
刑
者
が
有
す
る
医
療
的
・
福

祉
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
彼
ら
を
釈
放
し
、
外
部
機

関
で
そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
道
が
模
索
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
い
わ
ゆ
る
刑
罰
修
正
am
énagem
ent
de
peine
の
一

種
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
早
期
釈
放
制
度
の
手
続
き
と
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
み
る(350
)。
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刑
罰
修
正
に
よ
り
認
め
ら
れ
う
る
措
置
と
し
て
は
、
外
出
・
外
泊
、
刑
期
の
短
縮
、
半
自
由
、
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
、
仮
釈
放
、
刑

の
執
行
停
止
、
電
子
監
視
が
あ
る(351
)。

そ
の
う
ち
、
外
部
機
関
で
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
認
め
ら
れ
う

る
措
置
が
半
自
由
、
外
部
施
設
へ
の
収
容
、
仮
釈
放
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
で
あ
る
。
半
自
由
お
よ
び
非
刑
事
施
設
へ
の

収
容
は
自
由
刑
の
一
執
行
形
態
で
あ
る
。
刑
罰
適
用
裁
判
官
よ
り
刑
罰
執
行
前
に
言
渡
さ
れ
る
場
合
と
、
刑
罰
の
執
行
途
中
に
言
渡
さ
れ

る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
夜
間
は
施
設
に
宿
泊
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
昼
間
は
施
設
外
部
に
お
い
て
、
就
労
、
就
学
、

職
業
訓
練
、
求
職
活
動
、
治
療
等
の
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
措
置
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
罰
適
用
裁

判
官
か
ら
労
働
時
間
お
よ
び
労
働
へ
の
従
事
、
被
害
者
へ
の
賠
償
、
一
定
の
人
物
と
の
頻
繁
な
交
際
の
禁
止
等
の
遵
守
事
項
が
課
さ
れ
る
。

な
お
、
半
自
由
の
場
合
に
は
「
半
自
由
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
刑
事
施
設
で
、
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
の
場
合
に
は
行
刑
局
か
ら
委
託
を
受

け
た
民
間
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
管
理
す
る
宿
泊
施
設
で
寝
泊
ま
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
半
自
由
と
非
刑
事
施
設

へ
の
収
容
は
「
開
放
環
境
で
の
処
遇
le
m
ilieu
ouvert」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
刑
の
執
行
停
止
と
仮
釈
放
に
つ
い
て
は
半
自
由
お
よ
び
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
の
よ
う
に
宿
泊
先
お
よ
び
居
所
の
指
定

が
な
い
。
こ
の
点
か
ら
「
社
会
内
処
遇
le
m
ilieu
libre」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
両
方
と
も
刑
の
執
行
途
中
に
認
め
ら
れ
う
る
措
置

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
、
自
宅
、
家
族
や
知
人
宅
、
福
祉
施
設
等
が
出
所
後
の
居
所
と
な
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
関
す
る
手

続
き
お
よ
び
措
置
の
内
容
を
み
る
。
な
お
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
と
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
は
、
要
件
が
若
干
異

な
る
が
、
手
続
き
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

刑
罰
修
正
手
続
き(352
)

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
刑
罰
修
正
は
行
政
処
分
で
は
な
い
。
対
審
を
経
て
、
裁
判
官
が
決
定
を
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
刑
罰
修
正
が
適
切

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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な
処
遇
を
受
け
る
受
刑
者
の
権
利
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
恩
赦
制

度
の
見
直
し
で
は
な
く
、
刑
の
執
行
停
止
や
仮
釈
放
の
発
展
が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
療

的
・
福
祉
的
ケ
ア
を
求
め
る
の
は
受
刑
者
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
き
に
お
い
て
も
本
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
刑
罰
修
正
手
続
き
の
枠
内
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
刑
の
執
行
停
止
な
い
し
仮
釈
放
が
選
択
さ

れ
た
。

治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
に
お
い
て
も
、
仮
釈
放
の
特
例
措
置
に
お
い
て
も
手
続
き
の
流
れ
は
、
他
の
刑
罰
修
正
の
手

続
き
と
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
手
続
き
は
い
ず
れ
も
対
象
者
の
申
請
を
受
け
て
開
始
さ
れ
る
。
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
に
つ

い
て
は
、
最
低
拘
禁
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
て
も
、
重
篤
な
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
場
合
に
は
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ

き
、
U
CSA
の
常
勤
医
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
他
の
医
療
機
関
の
医
師
は
受
刑
者
の
健
康
状
態
に
か
ん
が
み
て
、
治
療
を
必
要
と
す

る
刑
の
執
行
停
止
措
置
が
認
め
ら
れ
う
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
当
該
受
刑
者
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
仮
釈
放
制
度
に
つ
い
て
は
、
七
〇
歳
以
上
で
、
か
つ
最
低
拘
禁
期
間
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
期
間
の
執
行
が
終
了
し

て
い
る
者
が
対
象
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
刑
罰
修
正
を
希
望
す
る
受
刑
者
は
申
請
の
準
備
作
業
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
SPIP
と
面
談(353
)す

る
。

こ
こ
で
、
受
刑
者
は
SPIP
と
協
力
し
て(354
)、

自
身
の
家
族
、
就
労
、
金
銭
等
の
状
況
に
基
づ
い
た
刑
罰
修
正
計
画
書
を
作
成
す
る
。
こ
の

計
画
書
が
刑
罰
修
正
の
可
否
判
断
の
重
要
な
資
料
と
な
る
。
刑
の
修
正
措
置
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
刑
罰
適
用
裁
判
官
お
よ
び
刑
罰
適
用

裁
判
所
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
、
当
該
受
刑
者
本
人
の
「
社
会
復
帰
」
の
意
欲
と
さ
れ
て
い
る(355
)。

そ
の
意
欲
を
示
す
た
め
に
、
仮
釈

放
の
申
請
を
す
る
際
に
は
、
受
入
れ
先
を
確
保
す
る
た
め
に
、
病
院
あ
る
い
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン(356
)に

打

診
す
る
。
そ
の
際
、
外
出
・
外
泊
制
度
を
利
用
し
て(357
)入

所
を
希
望
す
る
施
設
に
体
験
入
所
と
し
て
短
期
間
滞
在(358
)も

な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る(359
)。
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こ
の
外
出
の
利
用
は
、
受
入
れ
先
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
以
外
に
も
、
仮
釈
放
を
言
渡
す
前
の
一
定
の
短
期
間
、
施
設
外
で
ど
の
よ
う

な
振
る
舞
い
を
す
る
か
を
評
価
す
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

な
お
、
申
請
前
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
成
人
の
場
合
に
は
弁
護
人
の
選
定
は
必
須
で
は
な
い
が(360
)、

必
要
な
場
合
に
は
弁
護
士
か
ら
居

所
の
選
定
や
雇
用
に
関
す
る
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
罰
修
正
計
画
書
が
出
来
上
が
る
と
、
対
象
受
刑
者
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
あ
る
い
は
刑
罰
適
用
裁
判
所(361
)に

刑
罰
修
正
を
申
請
す
る(362
)。

申

請
は
、
申
請
者
自
身
と
選
定
し
て
い
る
場
合
に
は
弁
護
人
の
署
名
が
な
さ
れ
た
申
請
書
を
ま
ず
刑
務
所
長
に
提
出
し
、
そ
れ
を
刑
務
所
長

が
確
認
、
署
名
し
た
後
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
書
記
官
に
送
付
す
る
。
直
接
対
象
者
が
刑
罰
適
用
裁
判
官
と
面
会
を
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
を
書
い
た
書
面
を
送
付
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
の
形
式
お
よ
び
提
出
方
法
に
関
す
る
条
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
以
下
の
場
合
に
は
刑
罰
修
正
の
申
請
が

認
め
ら
れ
な
い
。
①
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
罰
執
行
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
、
②
裁
判
所
が
定
め
た

不
受
理
期
間
に
申
請
書
を
提
出
し
た(363
)場

合
で
あ
る
。
不
受
理
と
な
っ
た
場
合
、
二
四
時
間
以
内
に
申
請
者
に
そ
の
旨
が
通
知
さ
れ
る
。
申

請
者
は
不
受
理
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
請
が
受
理
さ
れ
た
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
申
請
か
ら
四
か
月
以
内
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
六
か
月
以
内
に
聴
聞
を
開
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
聴
聞
が
開
か
れ
な
か
っ
た
場
合
、
申
請
者
は
控
訴
院
刑
罰
適
用
部
に
直
接
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
外

出
許
可
、
刑
期
の
短
縮
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
申
請
か
ら
二
か
月
以
内
に
は
理
由
付
き
の
命
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

刑
罰
修
正
に
関
す
る
審
理
は
、
申
請
前
に
申
請
者
が
作
成
し
た
計
画
書
、
申
請
者
の
個
人
的
な
書
類
（
人
格
調
査
、
精
神
医
学
的
な
鑑

定
）、
判
決
文
、
行
刑
局
職
員
（
刑
務
官
、
SPIP
な
ど
）
の
見
解
を
総
合
し
た
報
告
書
、
犯
罪
被
害
者
・
私
訴
原
告
人
に
関
す
る
情
報(364
)、

そ
し
て
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
の
場
合
に
は
二
通
の
医
師
の
診
断
書(365
)を

も
と
に
行
わ
れ
る
。
必
要
な
場
合
に
は
、
刑
罰
適
用

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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裁
判
官
お
よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
自
身
が
有
す
る
調
査
権
限
を
行
使
し
て
、
申
請
者
の
再
参
入
の
努
力
や
再
犯
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
対
象
者
の
人
格(366
)、

家
族
、
社
会
状
況
、
必
要
な
場
合
は
被
害
者
・
私
訴
原
告
人
の
状
況
、
そ
の
他
申
請
者
の
申
請
の
評
価
に

有
益
な
検
査
・
聴
聞
、
調
査
鑑
定
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
資
料
を
収
集
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
精
神
医
学
的
鑑
定
と
社
会

教
育
的
検
査
に
つ
い
て
は
、
実
施
さ
れ
る
場
合
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
医
学
的
鑑
定
は
、
刑
罰
修
正
を
希
望
す
る
者
が

少
年
に
対
す
る
故
殺
・
謀
殺
、
性
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
宣
告
を
受
け
て
い
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
一
五
歳
未
満
の
少
年

に
対
す
る
犯
罪
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
二
人
以
上
の
鑑
定
医
に
よ
る
鑑
定
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
精
神
上
の
諸
困
難

に
つ
き
実
際
に
治
療
を
受
け
て
い
る
受
刑
者
に
お
い
て
は
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

社
会
教
育
的
検
査
は
社
会
、
家
族
、
教
育
の
因
子
を
元
に
し
て
対
象
者
の
危
険
性
と
再
犯
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
検
査

は
精
神
医
学
的
鑑
定
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
医
師
で
は
な
く
SPIP
が
実
施
す
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
、
申
請
者
の
弁
護
人

は
そ
の
写
し
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る(367
)。

ま
た
、
治
療
の
た
め
の
刑
の
執
行
停
止
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
二
名
の
医
師
の
診
断
書
に
つ
い
て
は
、
U
CSA
常
勤
医
、
そ
し

て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
外
部
の
医
療
施
設
の
医
師
が
作
成
す
る
。
双
方
の
診
断
書
に
お
い
て
、
申
請
者
が
重
篤
な
病
気
に
罹
患
し
て
お

り
、
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
こ
の
診
断
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
刑
者
、
お
よ
び
刑
事

施
設
長
に
開
示
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
書
類
の
審
理
と
と
も
に
、
申
請
者
に
対
す
る
聴
聞
が
開
か
れ
る
。
聴
聞
の
日
程
が
決
ま
る
と
、
刑
事
施
設
の
書
記
官
は
申
請

者
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
聴
聞
一
〇
日
前
ま
で
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
面
前
へ
出
頭
す
る
よ
う
通
知
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

緊
急
時
―
―
特
に
修
正
の
取
消
が
な
さ
れ
る
場
合
―
―
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
の
通
知
を
受
け
て
、
申
請
者
本
人
と
弁
護
人
は
防

御
の
た
め
の
準
備
期
間
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
罰
修
正
の
た
め
の
審
理
は
対
審
を
経
て
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
聴
聞
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は
、
申
請
者
が
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
刑
務
所
内
で
実
施
さ
れ
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
場
合
や
医
療
的
理
由
か
ら
動
か
せ
な
い
場

合
に
は
、
医
療
施
設
で
実
施
す
る
。
申
請
者
が
難
聴
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
話
せ
な
い
場
合
に
は
通
訳
に
よ
る
支
援
が
必
ず
行
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
検
察
官
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
・
弁
護
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
や
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
刑
罰
修
正
の
申
請
を
不
受
理

と
す
る
場
合
に
は
、
聴
聞
が
開
か
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

決
定
に
つ
い
て
は
、
聴
聞
直
後
に
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
決
定
の
写
し
を
申
請
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
、
そ
の
他

の
場
合
に
は
検
察
官
に
通
知
さ
れ
る
。
な
お
、
決
定
の
写
し
は
SPIP
局
長
へ
送
付
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
刑
事
施
設
に
拘
禁
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
施
設
長
へ
送
付
さ
れ
、
申
請
者
へ
は
施
設
長
か
ら
写
し
が
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
通
知
が
な
さ
れ
る
。
申
請
者
が
拘

禁
さ
れ
て
い
な
い
場
合
お
よ
び
修
正
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
の
請
求
を
受
け
て
そ
の
写
し
が
書
留
に
て
送
付
さ
れ
る
。

刑
罰
修
正
手
続
き
の
申
請
を
受
け
て
、
下
さ
れ
た
決
定
に
対
し
て
不
服
の
場
合
に
は
、
申
請
者
あ
る
い
は
検
察
官
は
上
訴
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
申
請
者
あ
る
い
は
検
察
官
が
申
請
に
対
す
る
却
下
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
、
一
〇
日
以
内
に
刑
事
施
設
長
に
対

し
て
文
書
を
提
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
上
訴
に
つ
い
て
は
控
訴
院
の
刑
罰
適
用
部
よ
っ
て
審
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
審
理
も
対
審
を

経
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
際
、
刑
罰
修
正
手
続
き
の
申
請
者
あ
る
い
は
そ
の
弁
護
人
は
上
訴
が
な
さ
れ
て
か
ら
、
一
か
月
以
内
に
刑
罰
適
用

部
に
意
見
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
上
訴
の
審
理
手
続
き
に
お
い
て
は
、
私
訴
原
告
人
の
弁
護
人
が
対
審
に
参
加
し
、
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
聴
聞
と
諸
資
料
の
審
理
を
経
て
、
刑
罰
適
用
部
は
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
・

刑
罰
適
用
裁
判
所
の
決
定
を
維
持
ま
た
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
上
訴
審
の
決
定
は
、
ま
ず
検
察
官
に
通
知
さ
れ
、
SPIP
あ
る
い
は

収
容
先
の
刑
事
施
設
所
長
に
そ
の
写
し
が
送
付
さ
れ
る
。
刑
事
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
対
象
者
に
は
施
設
長
か
ら
写
し
が
交
付
さ
れ
、

拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
書
留
で
直
接
本
人
に
写
し
が
送
付
さ
れ
る
。
こ
の
上
訴
審
の
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
さ

ら
に
破
棄
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
続
き
は
判
決
通
知
後
五
日
以
内
に
、
刑
の
修
正
手
続
き
の
申
請
者
が
施
設
付
き
の
書

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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記
官
へ
表
明
す
る
こ
と
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
表
明
は
な
さ
れ
て
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
破
棄
院
書
記
官
に
通
知
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
際
に
は
破
棄
院
に
登
録
し
て
い
る
専
門
弁
護
士
の
援
助
が
必
要
と
な
る
。

な
お
、
刑
罰
修
正
に
関
す
る
決
定
は
、
被
害
者
に
も
通
知
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
遵
守
事
項
に
関
す
る
決
定
の
中
に
被
害
者

へ
の
接
見
禁
止
命
令
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
被
害
者
に
は
こ
の
禁
止
命
令
と
対
象
者
が
こ
の
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に

と
ら
れ
る
措
置
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
が
通
知
を
望
ま
な
い
場
合
、
裁
判
所
が
被
害
者
の
人
と
な
り
を
考
慮
し
て

通
知
す
べ
き
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
そ
の
限
り
で
な
い
。

刑
罰
修
正
が
認
め
る
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
申
請
者
は
た
だ
ち
に
「
保
護
観
察
m
ise
à
l’épreuve」
に
付
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
の
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。
保
護
観
察
対
象
者
に
は
、
刑
罰
修
正
を
認
め
た
刑
罰
適
用
裁
判

官
お
よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
所
に
よ
る
統
制
措
置
m
esure
de
contrôle
が
実
施
さ
れ
、
遵
守
事
項
が
課
さ
れ
る
。

次
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
終
了
の
手
続
き
を
み
る
。
刑
罰
修
正
措
置
の
継
続
、
停
止
そ
し
て
終
了
を
決
定
す
る
の
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官

で
あ
る
。
そ
の
決
定
の
た
め
の
資
料
を
集
め
る
の
は
SPIP
の
役
割
で
あ
る
。
SPIP
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
か
ら
対
象
者
の
監
督
を
委
託

さ
れ
、
統
制
措
置
お
よ
び
特
別
遵
守
事
項
の
遵
守
状
況
の
監
督
を
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
書
を
作
成
し
、
四
半
期
ご

と
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
提
出
す
る(368
)。

対
象
者
が
遵
守
事
項
に
違
反
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
「
好
ま
し
く
な
い
行
為
m
auvaise

conduite
(369
)」

を
行
っ
た
場
合(370
)に

は
、
た
だ
ち
に
そ
の
こ
と
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
提
出
す
る
。
こ
の
報
告
書

を
受
け
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
対
象
者
に
勾
引
令
状
m
andat
d’am
ener
(371
)

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
勾
引
令
状
は
司
法
警

察
police
judiciaire
か
憲
兵
gendarm
erie
に
送
付
さ
れ
る
。
こ
の
送
付
を
受
け
た
司
法
警
察
あ
る
い
は
憲
兵
は
対
象
者
を
令
状
を
交

付
し
た
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
も
と
へ
遅
滞
な
く
引
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い(372
)。

刑
の
執
行
停
止
あ
る
い
は
仮
釈
放
の
場
合
に
は
、
対
象
者

は
一
時
拘
禁
に
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
検
察
官
の
所
見
を
聴
い
た
後
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
決
定
し
、
対
象
者
の
居
所
を
管
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轄
す
る
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る
。
一
時
拘
禁
後
一
五
日
以
内
に
対
審
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
対
象

者
に
対
す
る
意
見
聴
取
が
な
さ
れ(373
)、

そ
の
結
果
を
受
け
て
、
措
置
停
止
が
決
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
対
審
が
開
か
れ
な
い
場
合
に
は
対

象
者
は
こ
の
一
時
拘
禁
か
ら
釈
放
さ
れ
る
。

こ
の
対
審
を
経
て
、
刑
の
執
行
停
止
あ
る
い
は
仮
釈
放
の
取
消
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
元
々
収
容
さ
れ
て
い
た
刑
事
施
設
に
再
収

容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
自
由
刑
の
一
執
行
形
態
で
あ
る
の
で
、
対
象
者
は
残
刑
か
ら
こ
れ
ら
の
措
置
に
付
さ
れ
て
い

た
期
間
を
引
い
た
期
間
、
再
収
容
さ
れ
る
。

刑
罰
修
正
は
対
象
者
の
自
由
剥
奪
に
関
す
る
決
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
行
政
手
続
き
で
は
な
く
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
手
続
き
が
用
い
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
や
高
齢
者
の
た
め
の
仮
釈
放
制
度
が
実
施
さ
れ
る
。

措
置
の
内
容

治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
な
い
し
、
高
齢
者
の
た
め
の
仮
釈
放
制
度
の
両
方
の
措
置
に
お
い
て
、
対
象
者
は
統
制
措
置
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
お
よ
び
特
別
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い

な
い
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(374
)。

対
象
者
に
課
さ
れ
る
統
制
措
置
に
つ
い
て
刑
法
典
一
三
二
-四
四
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
対
象
者
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
や

SPIP
の
召
喚
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
対
象
者
は
SPIP
の
訪
問
を
受
け
、
遵
守
事
項
と
そ
の
遵
守
状
況
に
関
す
る
資
料
を
提
示

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
就
労
先
の
変
更
、
居
所
の
変
更
、
一
五
日
を
超
え
る
留
守
、
外
国
に
行
く
こ
と
に
つ
い
て
SPIP
に
事
前
に
報

告
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
留
守
の
場
合
は
帰
宅
に
つ
い
て
も
報
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

各
刑
罰
適
用
裁
判
官
お
よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
所
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
特
別
遵
守
事
項
を
設
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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以
下
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
う
る
。
就
労
、
職
業
訓
練
へ
の
参
加
、
定
住
先
の
確
保
、
診
察
・
治
療
・
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
、
家
族
の
一
員

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
社
会
保
険
料
の
拠
出
、
財
力
に
応
じ
た
損
害
賠
償
、
特
定
の
車
両
の
運
転
を
し
な
い
こ
と
、
行
っ
た
犯

罪
に
関
係
す
る
職
業
に
つ
か
な
い
こ
と
、
特
定
の
場
所
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
し
な
い
こ
と
、
飲
食
店
に
頻
繁
に
出
入

り
し
な
い
こ
と
、
特
定
の
被
有
罪
宣
告
者
、
特
に
自
身
の
共
犯
者
と
は
頻
繁
に
会
わ
な
い
こ
と
、
特
定
の
人
、
特
に
被
害
者
と
関
わ
り
を

持
た
な
い
こ
と
、
武
器
を
所
持
し
な
い
こ
と
、
交
通
事
犯
の
場
合
に
は
、
自
費
で
交
通
安
全
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る
こ
と
、
生
命
に
対
す

る
故
意
犯
あ
る
い
は
性
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
場
合
は
そ
の
犯
行
を
記
録
し
た
著
作
や
映
像
の
出
版
・
放
映
の
禁
止
、
司
法

機
関
の
決
定
に
よ
り
監
護
権
を
認
め
ら
れ
た
者
に
自
身
の
子
供
を
委
ね
る
こ
と
、
公
民
講
習
の
受
講
、
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
、
自
身
の

子
供
や
パ
ー
ト
ナ
ー
の
子
供
に
対
し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
の
場
合
に
は
、
別
居
す
る
こ
と
、
配
偶
者
の
家
に
近
づ
か
な
い
こ
と(375
)。

こ
れ
ら
の
特
別
遵
守
事
項
は
、
措
置
実
施
途
中
に
お
い
て
変
更
お
よ
び
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
権
限
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
お

よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
み
が
有
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
書
面
で
対
象
者
に
通
知
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
決
定
に
際
し
て
、
刑
罰
適
用

裁
判
官
お
よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
対
象
者
自
身
か
ら
意
見
を
聴
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
対
象
者
は
こ
の
決
定
に
対
し
て
二
四
時
間
以
内

に
控
訴
で
き
る
（
対
審
な
し
の
場
合
は
六
日
以
内
）。

遵
守
事
項
に
違
反
し
た
場
合
の
対
応
は
、
刑
の
執
行
停
止
と
仮
釈
放
で
は
異
な
る
。
刑
の
執
行
停
止
で
は
、
ま
ず
刑
罰
適
用
裁
判
官
が

対
象
者
の
医
師
の
診
断
を
受
け
る
よ
う
命
じ
る(376
)。

そ
の
一
方
で
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
は
仮
釈
放
が
取
消
さ
れ
、
刑
事
施
設
に
再
収
容
さ
れ

る(377
)。

た
だ
し
、
移
動
型
電
子
監
視
措
置(378
)が

付
さ
れ
ず
に
仮
釈
放
さ
れ
た
場
合
で
、
再
収
容
の
必
要
性
が
な
い
場
合
に
は
移
動
型
電
子
監
視

を
付
け
た
状
態
で
仮
釈
放
措
置
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る(379
)。

次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置
に
お
い
て
の
み
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
定
期
的
な
健
康
診
断
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
の
場
合
に
は
、
六
カ
月
に
一
度
医
師
の
診
断
を
う
け
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
措
置
の
継
続
を
申
請
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
診
断
命
令
を
出
し
た
際
に
は
、
対
象
者
は
こ
れ
に
応
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
診

断
命
令
は
以
下
の
場
合
に
出
さ
れ
る
。
①
対
象
者
の
健
康
状
態
が
こ
の
措
置
を
継
続
し
て
受
け
る
に
値
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
必
要
が
あ
る
と
き
、
②
そ
の
健
康
状
態
が
も
は
や
こ
の
措
置
を
受
け
る
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
措
置
の
終
了
を
検

討
す
る
と
き
、
③
遵
守
事
項
に
違
反
し
た
と
き
、
④
刑
の
執
行
停
止
中
に
重
大
な
再
犯
リ
ス
ク
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
、
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
仮
釈
放
に
お
い
て
は
SPIP
に
よ
る
援
助
措
置
les
m
esures
d’aide
が
な
さ
れ
う
る
。
刑
法
典
一
三
二
-四
六
条
は

そ
の
内
容
と
し
て
、
社
会
的
、
家
族
的
な
い
し
職
業
的
再
参
入
の
促
進
に
向
け
た
援
助
を
挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
SPIP
は
社
会

福
祉
機
関
等
と
連
携
し
て
、
求
職
活
動
、
職
業
訓
練
の
斡
旋
、
居
所
の
選
定
、
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
出
所
後
一
時
金
の
給
付
等
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
の
特
例
の
場
合
に
は
、
居
所
が

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
特
に
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
社
会
保
障
・
社
会
扶
助

制
度
に
お
け
る
各
種
手
当
の
受
給
手
続
き
の
補
助
が
援
助
措
置
の
中
心
に
お
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
高
齢
受
刑
者
に
お
い
て
は
性
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
多
い
。
中
で
も
、
自
身
の
子
や
孫
な
ど
親
族

に
対
し
て
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る(380
)。

そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
は
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
家
族
へ
の
接
近
禁
止
が
設
定
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
族
の
手
助
け
が
期
待
で
き
な
い
以
上
、
よ
り
充
実
し
た
援
助

措
置
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
の
場
合
、
対
象
者
が
ほ
ぼ
寝
た
き
り
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
厳
格
な
受
診
義
務
を
果
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
個
々
の
高
齢
受
刑
者
の

状
況
―
―
病
状
、
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
介
護
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用
状
況
等
―
―
を
考
慮
し
て
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
実
情
を
知
る
た
め
に
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
や
SPIP
等
へ
実
際
に
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
今
後

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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の
課
題
と
し
た
い
。

利
用
状
況

高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
医
療
的
・
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の

執
行
停
止
措
置
お
よ
び
七
五
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
の
特
例
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
あ
ま

り
適
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
き
の
複
雑
さ
、
お
よ
び
基
準
の
厳
格
さ
か
ら
申
請
そ
の
も
の
が
控

え
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る(381
)が

、
後
者
に
つ
い
て
も
や
は
り
基
準
の
厳
格
さ
が
そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
七
月
四
日
に
開
か
れ
た
、「
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
の
適
用
状
況
に
関
す
る
法
律
の
適
用
状
況
監
査
に
関

す
る
SÉN
A
T
委
員
会
」
で
は
、
こ
の
点
も
議
題
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る(382
)。

そ
の
委
員
会
で
は
報
告
者
か
ら
行
刑
法
の
適
用
状
況
と
改
善

の
た
め
の
勧
告
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の
特

例
に
つ
い
て
は
、「
適
用
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
は
適
用
を
阻
む
要
素
と
し
て
、「
最
低
拘
禁
期
間
」

に
関
す
る
規
定
を
挙
げ
て(383
)、

こ
の
制
度
に
対
し
て
は
「
最
低
拘
禁
期
間
」
に
よ
る
制
限
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
た(384
)。

さ
ら
に
、
す
で
に
「
最
低
拘
禁
期
間
」
に
よ
る
制
限
が
な
い
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
制
度
が
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
点

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
診
断
書
を
作
成
す
る
医
師
た
ち
は
高
齢
受
刑
者
の
要
介
護
状
態
を
甘
く
見
て
い
る
と
批
判
し
、

こ
の
措
置
が
余
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
遺
憾
の
意
を
示
し
た(385
)。

実
際
、
こ
の
措
置
の
申
請
に
あ
た
り
、
医
師
の
診
断
が
以
下

に
不
適
切
に
な
さ
れ
て
き
た
か
を
示
す
事
例
が
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
に
、
LIA
N
CO
U
RT
刑
務
所
に
拘
禁
さ
れ
て
い
た

七
七
歳
の
男
性
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
に
関
す
る
当
該
対
象
者
の
申
請
を
検
討
し
た
上
で
、
四
ヶ
月

後
に
診
断
書
の
不
備
訂
正
を
命
じ
た
。
彼
が
死
ん
だ
日
、
専
門
家
は
常
に
刑
務
所
に
来
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
に
、
彼
の
健
康
状
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態
、
要
介
護
状
態
、
障
が
い
の
状
態
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
お
り
、
行
刑
局
は
刑
の
執
行
停
止
を
認
め
る
見
解
を
表
明
し
た
の
で
あ
る(386
)。

そ
の
一
方
で
、
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
の
特
例
が
あ
ま
り
適
用
さ
れ
て
い
な
い
背
景
と
し
て
、
彼
ら
の
「
危
険
性
」
が
重
要
視

さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る(387
)。

高
齢
受
刑
者
の
多
く
は
長
期
受
刑
者
お
よ
び
性
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
で
あ
る
。
彼

ら
は
社
会
に
と
っ
て
「
危
険
」
な
犯
罪
を
行
っ
た
者
と
み
な
さ
れ
う
る
。
法
制
度
上
は
彼
ら
に
対
し
て
も
、
刑
事
施
設
で
の
処
遇
で
は
不

十
分
な
、
あ
る
い
は
適
応
で
き
な
い
場
合
に
は
釈
放
し
、
外
部
機
関
の
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実

際
に
は
多
く
の
留
保
が
用
意
さ
れ
、
仮
釈
放
の
道
は
広
が
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る(388
)。

こ
の
実
態
に
対
し
て
、
同
委
員
会
報
告
書
で
は

「
立
法
者
意
思
に
反
し
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
た(389
)。

報
告
者
の
一
人
で
あ
る
J.R.LECERF
議
員
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
PA
PO
N
の

釈
放
時
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
「
世
論
の
不
安
」
が
大
き
い
と
発
言
し
た(390
)。

す
な
わ
ち
、
高
齢
受
刑
者
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
の
処
遇

を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
の
議
論
な
い
し
制
度
の

変
遷
に
つ
い
て
も
継
続
的
に
み
る
必
要
が
あ
ろ
う(391
)。

第
二
節

高
齢
受
刑
者
処
遇
に
対
す
る
合
意
と
抵
抗

こ
こ
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
議
論
な
い
し
制
度
の
変
遷
を
見
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
重
大
な
犯
罪
の

か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
が
よ
り
深
刻
あ
る
い
は
、
複
数
あ
る
高
齢
受
刑
者
の
対
応
の

あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
部
分
と
抵
抗
が
な
お
強
い
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
合
意
と
抵
抗
の
対
立
点
を
示
し
た

い
。ま

ず
、
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
に
必
要
な
処
遇
の
質
が
他
の
受
刑
者
と
は
異
な
る
と
い
う
認
識
が
議

論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
高
齢
者
は
非
高
齢
者
よ
り
も
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
が
大
き
い
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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そ
れ
ゆ
え
、
高
齢
者
の
た
め
の
医
療
な
い
し
福
祉
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
高
齢
受
刑
者
も
非
高
齢
受
刑
者
よ
り
も
大
き
な

ニ
ー
ズ
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
健
康
そ
し
て
生
命
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
へ
の
適
切
か
つ
十
分
な
対
応
が

必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
拘
禁
刑
が
彼
ら
の
健
康
な
い
し
生
命
を
剥
奪
す
る
性
格
を
有
さ
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
対
応
は
受
刑
者
が
自
身

の
権
利
に
基
づ
い
て
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
は
そ
の
要
求
に
こ
た
え
る
義
務
を
有
す
る
。

高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
理
念
は
、
PA
PO
N
の
釈
放
を
め
ぐ
る
二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所

決
定
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、「
非
人
道
的
も
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
を
禁
ず
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

三
条
を
根
拠
と
し
て
、
政
府
は
高
齢
受
刑
者
が
必
要
と
す
る
医
療
的
・
福
祉
的
対
応
を
確
保
す
る
義
務
を
有
し
、
刑
事
施
設
内
で
そ
れ
ら

の
対
応
を
と
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
対
象
者
を
釈
放
し
て
、
外
部
の
専
門
機
関
に
つ
な
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
勧

告
を
う
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
高
齢
受
刑
者
が
有
す
る
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
へ
の
確
保
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
一
定
を
コ
ン
セ
ン

サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
も
と
、
刑
事
施
設
内
で
の
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
医
療
的
・
福
祉
的
対
応
の

確
保
、
お
よ
び
外
部
機
関
で
の
対
応
が
必
要
な
場
合
の
釈
放
措
置
の
創
設
と
い
う
二
つ
の
方
向
で
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
努
力
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
状
況
は
逼
迫
し
て
お
り
、
新
た
な

刑
事
施
設
の
建
設
お
よ
び
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
の
改
築
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
に
熱
心
に
釈
放
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て

議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
釈
放
の
措
置
に
対
し
て
は
、「
処
罰
」
な
い
し
「
安
全
」
の
観
点
か
ら
多
く
の
制
約

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
外
部
機
関
で
の
対
応
を
必
要
と
し
て
も
実
際
に
釈
放
が
認
め
ら
れ
、
外
部
機
関
で
医
療
的
・
福

祉
的
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
齢
受
刑
者
は
非
常
に
少
な
い
。
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
は
「
支
援
」
を
行
う
こ
と
に
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
制
約
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
要
因
は
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
齢
受
刑

者
の
特
徴
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
軽
微
な
高
齢
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
非
高
齢
者
よ
り
も
非
拘
禁
的
措
置
が
用
い
ら
れ
や
す
い
傾
向
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に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
拘
禁
的
措
置
に
付
さ
れ
る
の
は
高
齢
有
罪
人
員
の
一
〇
％
に
も
満
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、
拘
禁
さ
れ
て
い

る
高
齢
受
刑
者
の
多
く
が
「
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
犯
罪
」
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
長
期
受
刑
者
や
性
犯
罪
の
か
ど
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
ら
を
釈
放
す
れ
ば
社
会
に
動
揺
を
も
た
ら
す
と
し
て
、「
処
罰
」
な
い
し
「
安
全
」
の
視
点
か
ら
彼
ら
の

釈
放
に
対
し
て
強
い
抵
抗
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
齢
受
刑
者
の
早
期
釈
放
を
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
へ
の
抵
抗
の
「
位

置
」
も
日
本
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
抵
抗
の
「
強
さ
」
も
日
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
K
O
U
CH
N
EL
の

コ
メ
ン
ト(392
)や

国
内
人
権
諮
問
委
員
会
の
勧
告(393
)に

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
犯
罪
の
軽
重
に
関
わ
ら
ず
そ
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を

確
保
す
る
手
段
と
し
て
早
期
釈
放
を
用
い
る
べ
き
と
の
見
解
も
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
高
齢
受
刑
者
処
遇
に
関
し
て
、
克
服
す
べ
き
課
題
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
受
刑
者
に
対

し
て
は
そ
の
犯
罪
を
問
わ
ず
個
々
の
特
性
を
考
慮
し
た
支
援
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て

い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
処
遇
こ
そ
が
彼
ら
の
健
康
、
生
命
、
そ
し
て
尊
厳
を
守
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
保
障
は
、
ま
さ
に
社
会
参
入
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
齢
受
刑
者
処
遇
と
し
て
は
、

彼
ら
の
特
性
を
理
解
し
、
彼
ら
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
に
応
じ
た
適
切
か
つ
十
分
な
対
応
を
実
施
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
以
上
に
高
齢
受
刑
者
へ
の
対
応
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
、
軽
微
な
財
産
犯
の
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
す
ら
、
早
期
釈
放
は
消
極
的
に
し

か
用
い
ら
れ
て
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
こ
で
示
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
な
い
し
制
度
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る

高
齢
受
刑
者
へ
の
不
適
切
な
対
応
の
根
源
に
あ
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
状
況
か
ら
示
唆
を
得
て
日
本
の

法
制
度
を
前
提
と
し
て
も
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
、
そ
の
医
療
的
・
福
祉
的
ニ
ー
ズ
へ
の
適
切
か
つ
十
分
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
に
は

早
期
釈
放
制
度
の
積
極
的
活
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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(261
)
SÉN
A
T
,Rapport
no
271,17
avril2001.

(262
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
が
一
九
九
八
年
一
二
月
一
七
日
に
行
っ
た
決
議
﹇
O
JC98,9.4.1994,p.299.﹈
に
よ
り
、
被
拘
禁
者
の
権
利
及
び
義
務
を
規

定
す
る
法
的
な
枠
組
み
を
定
め
る
「
行
刑
基
本
法
」
を
作
る
よ
う
促
さ
れ
た
﹇
Projet
de
loi
pénitentiaire,no
495,déposé
le
23
juillet

2008,p.3﹈。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
SÉN
A
T
と
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
の
拘
禁
状
況
に
関
す
る
調
査
を
受
け
て
、
二
〇
〇
〇
年

一
一
月
に
は
当
時
の
JO
SPIN
首
相
が
国
立
行
刑
学
校
École
N
ationale
A
dm
inistration
Pénitentiaire：
EN
A
P
に
お
い
て
行
刑
法
の
制

定
を
宣
言
し
た
。
こ
の
宣
言
を
受
け
る
形
で
行
刑
法
案
が
準
備
さ
れ
、
提
出
さ
れ
る
も
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
。

(263
)
こ
の
法
案
は
全
一
二
条
の
も
の
で
あ
っ
た
。

(264
)
SÉN
A
T
,Rapport
no
271,17
avril2001,p.3.

(265
)
SÉN
A
T
,Proposition
de
loino
115
relative
aux
conditionsde
détention
danslesétablissem
entspénitentiairesetau
contrôle

généraldes
prisons,30
novem
bre
2000.

(266
)
SÉN
A
T
,A
vis
presante
par
M
.Pierre
FA
U
CH
O
N
,16
janvier
2002,p.38.
L.M
O
RT
ET
,La
suspension
m
édicale
de
peine,

2007,p.19.
さ
ら
に
、
Le
M
onde,20
septem
bre
2002
は
BA
D
IN
T
ER
の
PA
PO
N
釈
放
を
支
持
す
る
コ
メ
ン
ト
が
こ
の
法
案
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。

(267
)
Ibid.,p.16.

(268
)
Ibid.

(269
)
Ibid.,p.17.

(270
)
二
〇
〇
一
年
四
月
二
六
日
の
第
一
読
会
の
議
事
録
http://w
w
w
.sénat.fr/seances/s200104/s20010426/sc20010426006.htm
lを
参
照

し
た
。

(271
)
こ
の
法
案
に
つ
き
、
CÉRÉ
は
死
期
が
迫
っ
た
受
刑
者
の
処
遇
の
あ
り
方
は
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
こ
の
法
案
は
「
必
ず
可
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
、

と
述
べ
た
﹇
CÉRÉ,op.
cit.,p.2338﹈。

(272
)
SÉN
A
T
,A
visprésanté
parM
.Pierre
FA
U
CH
O
N
,op.cit.,p.35.
こ
の
「
刑
事
施
設
に
お
け
る
拘
禁
状
況
お
よ
び
刑
務
所
に
お
け
る

統
制
に
関
す
る
法
案
」
に
関
す
る
一
連
の
議
論
に
は
政
治
的
背
景
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
SÉN
A
T
に
お
い
て
行
刑
法
案
準
備

作
業
が
難
航
し
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
間
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
﹇
SÉN
A
T
,Rapport
no
271,17

avril2001,p.3﹈
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
法
案
が
審
議
さ
れ
た
、
二
〇
〇
一
年
は
一
九
九
七
年
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE
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選
挙
に
お
け
る
左
派
の
勝
利
を
受
け
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
の
状
態
に
あ
っ
た
。
大
統
領
は
右
派
共
和
国
連
合
の
J.CH
IRA
C
が
、

首
相
は
左
派
社
会
党
の
L.JO
SPIN
が
務
め
て
い
た
。
V
A
SSEU
R
の
著
書
を
受
け
て
、
刑
事
施
設
問
題
が
政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ

と
﹇
赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
三
）
八
頁
﹈
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
法
案
は
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
は
、
JO
SPIN
も
有
力
視
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
第
一
回
投
票
で
敗
れ
た
。
決
勝
投
票
は

CH
IRA
C
対
Le
Pen
と
い
う
右
派
対
右
派
で
争
わ
れ
、
CH
IRA
C
が
勝
利
し
た
。
な
お
、
本
法
案
を
作
成
し
た
議
員
は
、
右
派
共
和
国
連
合

所
属
J.J.H
Y
EST
と
左
派
民
主
社
会
欧
州
連
合
グ
ル
ー
プ
所
属
G.P.CA
BA
N
EL
で
あ
っ
た
。

(273
)
こ
の
草
案
こ
そ
が
、
SÉN
A
T
に
お
い
て
、
準
備
作
業
が
難
航
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
行
刑
法
草
案
で
あ
る
。

(274
)
G.LO
RH
O
＝
P.PÉLISSIER,D
roitdespeines,2003,p.41
は
、「﹇
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
は
﹈
M
aurice
PA
PO
N
の
ケ
ー

ス
を
考
慮
し
た
状
況
法
loide
circonstance
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
M
O
RT
ET
,op.cit.,132
は
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
複
数
の
論
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

(275
)
Les
docum
entations
de
travailde
SÉN
A
T
,20
novem
bre
2001,は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
高
齢
受
刑
者
の
釈
放
に
関
す
る
制
度
と
し
て

以
下
の
制
度
を
紹
介
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
で
は
決
定
に
あ
た
り
受
刑
者
の
年
齢
も
考
慮
さ
れ
る
処
分
を
採
用
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
高
齢
受
刑
者
は
そ
の
健
康
状
況
に
鑑
み
て
刑
の
執
行
形
態
が
修
正
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
に
ベ
ル
ギ
ー
に
は
、
満

期
釈
放
前
の
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
な
さ
れ
う
る
措
置
は
恩
赦
以
外
な
い
。

(276
)
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,Projet
de
loino
3258,relatifaux
droits
des
m
alades
et
à
la
qualité
du
systèm
e
de
santé,5

septem
bre
2001,p.6.

(277
)
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,SÉN
A
T
,Rapport,8
fevrier
2002,p.160.
こ
の
背
景
に
は
、
当
時
行
刑
法
の
立
法
作
業
が
困
難
を
極

め
て
い
た
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
FA
U
CH
O
N
は
死
期
が
迫
っ
た
受
刑
者
に
対
し
て
は
即
座
の
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
い
つ
制
定
さ

れ
る
か
予
想
で
き
な
い
行
刑
法
に
本
規
定
を
入
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
判
断
し
た
﹇
ibid.,p.22,M
P.FA
U
CH
O
N
SÉN
A
T
議
員
発

言
﹈。

(278
)
M
O
RT
ET
,op.
cit.,p.128.

(279
)
Ibid.,p.22,A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,M
.C.EV
IN
議
員
発
言
。

(280
)
Ibid.

(281
)
二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
の
法
律
（
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
tribunald’application
des
peines
に
改
組

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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さ
れ
た
。

(282
)
C.A
.SCH
M
A
N
D
T
,La
suspension
de
peine
pour
raisonsm
édicales,M
ém
oire
présenté
etsoutenu
en
vue
de
l’obtention
du

M
aster
D
roit
<recherche>,m
ention<droit
pénal>,Lille
2,université
du
droit
et
de
la
santé,Ecole
doctorale
des
sciences

juridiques,politique
etsociale,Faculté
des
sciences
juridiques
politiques
etsociales
2006,p.81.
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
措
置
が

最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
H
IV
に
感
染
し
、
か
つ
右
半
身
ま
ひ
の
患
者
で
あ
っ
た
﹇
JA
P,
T
oulouse
23/05/2002,
no
de
décision

2002/00269.﹈。
T
oulouse
に
あ
る
M
U
RET
拘
禁
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
て
い
た
彼
は
権
力
を
有
す
る
者
に
よ
る
強
姦
violcom
m
is
une

personne
ayantautorité
surla
victim
e
の
か
ど
で
重
罪
禁
錮
八
年
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
。
彼
に
対
し
て
は
、
刑
の
執
行
停
止
に
あ
た
り
、

遵
守
事
項
と
し
て
以
下
の
点
が
設
定
さ
れ
た
。
①
居
住
先
あ
る
い
は
GIRO
N
D
E
県
に
あ
る
医
療
施
設
に
自
身
の
居
所
を
定
め
る
こ
と
、
②

刑
罰
適
用
裁
判
官
が
命
じ
た
全
て
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
、
③
SPIP
職
員
の
訪
問
を
受
け
、
遵
守
事
項
の
遵
守
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
、
④
外
出
で
き
る
ほ
ど
の
健
康
状
況
に
な
っ
た
場
合
に
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
あ
る
い
は
SPIP
職
員
の
召
喚

に
応
じ
る
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
。

(283
)
検
察
官
は
PA
PO
N
に
対
す
る
刑
の
執
行
停
止
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
﹇
Libération,5
septem
bre
2002﹈。

(284
)
Libération,25
juillet
2002.
反
対
に
、
Le
M
onde
紙
は
PA
PO
N
の
釈
放
に
肯
定
的
な
意
見
を
多
く
掲
載
し
て
き
た
。

(285
)
こ
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
PA
PO
N
の
「
社
会
参
入
」
を
個
別
的
に
考
慮
し
た
の
で
は
な
く
、
世
論
の
「
我
々
は
彼
の
釈

放
を
望
ま
な
い
し
、
私
訴
原
告
人
を
あ
ざ
け
り
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
」、
と
い
う
PA
PO
N
へ
の
非
難
の
声
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見

解
も
あ
る
﹇
Ibid.﹈。

(286
)
Libération,25
juillet
2002.M
O
RT
ET
,op.
cit.,p.134.

(287
)
PA
PO
N
の
代
理
人
の
こ
の
発
言
が
後
の
立
法
に
大
き
な
議
論
を
生
ぜ
し
め
た
﹇
M
O
RT
ET
,op.cot.,p.134﹈。
ま
ず
、
二
〇
〇
三
年
五
月

七
日
の
通
達
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
が
取
ら
れ
る
場
合
、
最
も
危

な
い
場
合
を
想
定
し
て
、
公
共
の
秩
序
へ
生
ぜ
し
め
う
る
影
響
に
つ
い
て
は
司
法
省
刑
事
事
件
お
よ
び
恩
赦
局
へ
事
前
の
報
告
書
を
提
出
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
九
条
に
「
公
共
の
秩
序
へ
の
動

揺
」
と
い
う
文
言
が
入
れ
ら
れ
た
。

(288
)
Libération,5
septem
bre
2002.

(289
)
出
所
す
る
PA
PO
N
に
対
し
て
、
沿
道
か
ら
「
刑
務
所
に
戻
れ
！
」、「
対
独
協
力
者
！

独
裁
主
義
者
！

人
殺
し
！
」
と
い
う
罵
声
が
浴

論 説
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び
せ
ら
れ
た
﹇
Le
M
onde
20
septem
bre
2002﹈。
さ
ら
に
、
自
力
で
歩
行
し
て
出
て
く
る
PA
PO
N
の
姿
が
報
道
さ
れ
る
と
彼
の
健
康
状
態

へ
の
治
療
の
た
め
の
刑
の
執
行
停
止
を
適
用
は
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
﹇
SCH
M
A
N
D
T
,loc.cit.﹈。

(290
)
Le
M
onde,19
septem
bre
2002.

(291
)
M
O
RT
ET
,op.
cit.,p.133.

(292
)
B.K
O
U
CH
N
ER,Le
prem
iere
qui
dit
la
vérité....2002,p.204.

(293
)
Le
M
onde,20
septem
bre
2002.,Libération,19
septem
bre
2002.

(294
)
当
時
の
l’O
bservatoire
internationaldes
prisons
の
代
表
T
.LÉV
Y
も
「
こ
の
措
置
が
全
て
の
受
刑
者
に
適
用
さ
れ
る
と
期
待
す
る
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
﹇
Libération,19
septem
bre
2002﹈。
さ
ら
に
。
同
性
愛
者
の
H
IV
患
者
を
支
援
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
A
ct-U
p

は
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
PA
PO
N
の
釈
放
の
後
に
他
の
病
気
の
受
刑
者
の
釈
放
も
な
さ
れ
な

け
れ
ば
、
こ
の
決
定
は
世
間
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
も
の
scandaleuse
と
な
る
だ
ろ
う
」﹇
Libération,19
septem
bre
2002﹈。

(295
)
Le
M
onde,20
septem
bre
2002.

(296
)
迅
速
な
手
続
き
の
必
要
性
を
述
べ
る
根
拠
と
し
て
末
期
癌
の
高
齢
受
刑
者
が
行
っ
た
恩
赦
申
請
が
彼
が
死
亡
後
も
な
お
審
理
中
で
あ
っ
た
、
と

い
う
事
例
が
引
用
さ
れ
て
た
﹇
Le
M
onde,20
septem
bre
2002﹈。

(297
)
Le
M
onde,20
septem
bre
2002.
こ
の
視
点
は
、
ま
さ
に
現
在
の
日
本
の
刑
務
所
に
お
け
る
高
齢
受
刑
者
処
遇
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視

点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(298
)
SCH
M
A
N
D
T
,op.
cit.,p.18.

(299
)
Ibid.

(300
)
Le
M
onde,5
novem
bre
2002.

(301
)
二
〇
一
三
年
二
月
に
T
O
U
LO
U
SE
管
区
保
安
病
院
l’U
nité
hospitalière
sécurisée
interrégionales：
U
H
SIに
お
い
て
聞
取
り
調
査
を

行
っ
た
際
に
、
以
下
の
よ
う
な
運
用
に
つ
い
て
も
話
を
伺
っ
た
。
入
院
を
要
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措
置

を
認
め
て
入
院
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
入
院
中
の
病
室
に
監
視
を
つ
け
て
刑
の
執
行
を
継
続
す
る
か
は
担
当
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
判
断
に
よ
る
。

た
だ
し
、
死
期
が
迫
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
人
が
望
む
場
所
で
死
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
釈
放
す
る
こ
と
が
多
い
、
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

(302
)
Le
Figaro,16
m
ai2006.,SCH
M
A
N
D
T
,op.cit.,p.83.
拙
稿
「
受
刑
者
に
お
け
る
『
塀
の
外
で
死
ぬ
』
権
利
」、
犯
罪
社
会
学
研
究
三
八

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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号
（
二
〇
一
三
）、
一
七
五
頁
。

(303
)
BÉRA
RD
,op.
cit.,p.42、
赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
七
）、
六
五
頁
。

(304
)
BERA
RD
,op.
cit.,p.21,赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
七
）、
六
五
頁
。

(305
)
SCH
M
A
N
D
T
,op.
cit.,p.115.

(306
)
い
わ
ゆ
る
Perben
II
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
組
織
犯
罪
へ
の
対
応
の
強
化
を
柱
と
し
て
い
る
が
、
刑
事
手
続
き
の
改
正
や
新
た
な
犯
罪
類

型
の
創
設
等
刑
事
法
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
改
革
を
行
っ
た
﹇
Perben
II
法
に
つ
い
て
は
、
J.É.SCH
O
ET
T
L,La
loi
“Perben
II”

devantle
Conseilconstitutionnel,GA
ZET
T
E
D
U
PA
LA
IS,dim
anche
11
au
jeudi15
avril2004,p.893
ets
を
参
照
し
た
﹈。
こ
の

法
律
に
は
「
治
安
強
化
」
の
色
彩
が
色
濃
く
見
出
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
J.P.LEV
Y
,Pénalisation
etrépression:adaptation
à
la

crim
inalité
ou
dérive
sécuritaire
?,GA
ZET
T
E
D
U
PA
LA
IS,m
ercredi12
au
jeudi13
m
ai2004,p.1552、
白
取
前
掲
九
六
頁
﹈。

(307
)
た
だ
し
、
こ
の
Perben
II
法
に
よ
る
改
正
で
は
ま
だ
、
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
に
「
危
険
性
la
dangerosité」、「
秩
序
あ
る
い

は
公
共
の
安
全
l’ordre
ou
de
la
sécurité
publique」、「
累
犯
あ
る
い
は
再
犯
の
リ
ス
ク
le
risque
de
récidive
ou
de
renouvellem
entde

l’infraction」
と
言
っ
た
文
言
は
挿
入
さ
れ
な
か
っ
た
﹇
M
.H
ERZO
G-EV
A
N
S,La
suspention
m
édicale
de
peine
et
la
sécurité

publique
état
des
lieux,
Revue
pénitentiaire
et
de
droit
pénal,2005
no
2,311et
s.﹈。

(308
)
こ
の
規
定
は
、
す
で
に
刑
の
執
行
停
止
を
命
じ
ら
れ
た
者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
PA
PO
N
に
も
六
カ
月
ご
と
の
受
診
義
務
が
課
せ
ら

れ
た
。

(309
)
Le
Figaro,16
m
ai2006.

(310
)
Le
Figaro,16
m
ai2006.

(311
)
Le
Figaro
16
m
ai2006,Les
prisons
doivent
s’adapter
au
<papy-boom
>.

(312
)
P.D
A
RBED
,La
program
m
e
4000:
des
prisons
sûretés
et
hum
aines,RSC
2003,p.396.

(313
)
Cour
des
com
ptes,G
arde
et
réinsertion,
La
gestion
des
prisons,2006,pp137
et
s.

(314
)
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,no
406,Proposition
de
loi,28
novem
bre
2002,p.3,A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,no
1805,

Proposition
de
loi,22
septem
bre
2004,p.3.

(315
)
M
A
RIA
N
I
の
高
齢
受
刑
者
を
釈
放
す
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
PA
PO
N
の
釈
放
か
ら
着
想
を
得
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
H
.CLÉ-

M
EN
CE,
La
prise
en
charge
des
détenus
agés,
2010,
http://droit-prive-et-contrat.oboulo.com
/prise-charge-detenus-ages-
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118136.htm
l,p.1﹈。

(316
)
本
法
案
理
由
書
に
は
、
対
象
を
「
七
三
歳
以
上
」
の
高
齢
受
刑
者
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
の
平
均
寿
命
が
七
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
M
A
RIA
N
Iは
平
均
寿
命
を
参
考
に
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
CLÉM
EN
CE,

loc.cit.﹈。

(317
)
Ibid.
こ
こ
に
、
な
お
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
早
期
釈
放
へ
の
抵
抗
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
M
A
RIA
N
Iの
法
案
で
は
性
犯
罪

や
法
律
上
の
累
犯
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
危
険
な
犯
罪
」
は
適
用
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
初

犯
あ
る
い
は
、
法
律
上
の
累
犯
で
は
な
い
盗
罪
や
詐
欺
と
い
っ
た
犯
罪
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
つ
き
実
刑
判
決
を
受
け
る
高
齢
受
者
は
非
常

に
少
な
い
﹇
赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
六
）、
六
四
頁
﹈。
こ
の
事
実
か
ら
法
案
に
反
対
し
た
議
員
の
不
安
は
、
ま
さ
に
浜
井
教
授
が
指
摘
す
る
「
治
安

悪
化
神
話
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹇
浜
井
浩
一
「
第
二
章

日
本
の
治
安
悪
化
神
話
は
い
か
に
作
ら
れ
た
か
」
浜
井
前
掲
書

（
二
〇
一
一
）
六
六
頁
﹈。

(318
)
赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
六
）、
六
四
頁
。

(319
)
｢勾
留
さ
れ
て
い
る
被
告
人
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
、
事
件
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
特
別
の
保
安
処
分
の
延
長
を
正
当
化
す
る
種

類
の
要
素
が
存
す
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
た
特
別
の
決
定
を
も
っ
て
、
勾
留
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
の
執
行
の
た
め
に
、
令

状
は
そ
の
効
力
を
継
続
す
る
」。

(320
)
｢第
四
六
四
条
一
項
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
般
法
の
軽
罪
に
関
す
る
も
の
、
か
つ
、
言
渡
し
た
刑
が
執
行
猶
予
を
付
さ
な
い
一

年
以
上
の
拘
禁
刑
で
あ
り
、
特
別
の
保
安
処
分
を
正
当
化
す
る
種
類
の
要
素
が
存
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
理
由
を
付
し
た
特
別
の
決
定
を

も
っ
て
、
被
告
人
に
対
し
て
勾
留
状
ま
た
は
勾
引
勾
留
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勾
引
勾
留
状
は
、
異
議
申
立
て
を
受
け
た
控
訴
院
が
刑
を

一
年
未
満
の
拘
禁
刑
に
減
軽
し
た
と
き
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。
軽
罪
裁
判
所
の
発
し
た
勾
留
状
は
、
控
訴
の
申
立
て
を

受
け
た
控
訴
院
が
拘
禁
刑
を
一
年
未
満
に
減
軽
し
た
と
き
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。」

(321
)
J.BÉRA
RD
,D
ém
ogogie
pénal,
m
esures
hum
anitaires,D
edans-D
ehors,V
ieillir
et
m
ourir
en
prison,http://w
w
w
.oip.

org/nos-publications/dedans-dehors/doissier-vieillir-et-m
ourir-en-prison,赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
六
）、
六
四
頁
。

(322
)
国
内
人
権
諮
問
委
員
会
は
、
人
権
の
促
進
と
保
護
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
組
織
で
あ
る
。
立
法
や
政
策
等
に
お
け
る
人
権
上
の
諸
問
題
の

解
決
を
政
府
に
勧
告
す
る
役
目
を
有
し
て
い
る
﹇
http://w
w
w
.cncdh.fr﹈。

(323
)
CN
CD
H
,Étude
sur
l’accès
aux
soins
des
personnes
détenues,http://w
w
w
.cncdh.fr/IM
G/pdf/Etude_soins_personnes_

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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detenues_190106.pdf.

(324
)
Ibid.,p.14.

(325
)
当
時
の
大
統
領
は
共
和
国
連
合
の
N
.SA
RK
O
ZY
、
首
相
が
共
和
国
連
合
の
F.FILLO
N
で
あ
っ
た
。

(326
)
SÉN
A
T
,Projet
de
loipénitentiaire,no
495,28
juillet
2008,p.4.

(327
)
同
条
文
に
は
、
具
体
例
と
し
て
労
働
活
動
へ
の
参
加
、
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
へ
の
参
加
、
就
労
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
、
派
遣
労
働
、

家
族
行
事
へ
の
参
加
、
治
療
の
受
診
、
被
害
者
へ
の
賠
償
を
行
っ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(328
)
CN
CD
H
,
A
vis
sur
le
projet
de
loi
pénitentiaire,
http://w
w
w
.cncdh.fr/IM
G/pdf/08.11.06_A
vis_sur_le_projet_de_loi_

penitentiaire-2.pdf.

(329
)
さ
ら
に
、
こ
の
留
保
は
、
一
件
で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
て
し
ま
う
と
裁
判
官
が
仮
釈
放
に
対
し
て
消
極
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
て
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
批
判
し
て
い
る
﹇
ibid,p.14﹈。

(330
)
SÉN
A
T
,Rapport
de
com
m
ission,no
143,17
décem
bre
2008,p.55
et
s.

(331
)
Ibid.

(332
)
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
、
施
設
利
用
者
の
多
く
が
、
家
族
の
手
に
は
負
え
な
い
ほ
ど
の
、
重
度
の
要
介
護
状
態
に
あ
る
八
〇
歳
以
上
の
超
高
齢
者
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
﹇
F.T
U
GO
RES,La
clièntele
des
étabilissem
ents
d’hébergem
entpour
personne
agées,Études
et
Résultats

No
485,D
RESS,p.2﹈。

(333
)
そ
れ
で
も
、
刑
事
施
設
を
出
所
し
た
後
に
高
齢
出
所
者
の
多
く
が
入
所
す
る
施
設
は
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
ibid.﹈。

(334
)
同
法
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
典
一
四
四
条
は
、
未
決
拘
禁
が
命
じ
ら
れ
う
る
、
あ
る
い
は
、
延
長
さ
れ
う
る
条
件
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
る
。
同
条
七
項
は
「
犯
罪
の
重
大
性
、
そ
の
犯
罪
状
況
、
引
き
起
こ
し
た
侵
害
の
重
大
性
か
ら
生
じ
る
例
外
的
か
つ
継
続
的
な
社
会
へ
の

動
揺
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
動
揺
は
事
件
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
の
み
か
ら
は
生
じ
え
な
い
。
従
っ
て
、
本
項
は
軽
罪
に
は
適
用
さ
れ

え
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(335
)
SÉN
A
T
,17
février
2009,p.31.

(336
)
Ibid.,p.52.

(337
)
A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,Rapport
d’inform
ation,no
1900,8
septem
bre
2009,p.329.

(338
)
SÉN
A
T
,Rapport
supplem
entaire,no
201,7
février
2009,p.11.
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(339
)
こ
の
BEN
IST
I
議
員
発
言
の
根
底
に
は
「
高
齢
受
刑
者
は
危
険
な
存
在
で
あ
り
、
受
刑
者
の
人
権
お
よ
び
自
由
は
刑
事
施
設
内
の
秩
序
維
持

を
理
由
と
し
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
釈
放
は
あ
く
ま
で
も
善
行
保
持
し

た
受
刑
者
へ
の
「
恩
恵
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
現
在
の
日
本
の
刑
務
所
運
営
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
﹇
た
と
え
ば
、
林
眞
琴
、
北
村
篤
、
名
取
俊
也
『
逐
条
解
説
刑
事
収
容
施
設
法
』（
二
〇
一
〇
）
三
〇
九
頁
な
ど
﹈。
こ
の
よ
う
な
意
見
が
議

会
に
お
い
て
多
数
派
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
点
が
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
大
き
な
差
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(340
)
前
述
の
と
お
り
、
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
に
お
い
て
は
非
高
齢
者
よ
り
も
、
非
拘
禁
措
置
が
多
く
言
い
渡
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
﹇
グ
ラ
フ
一
-

一
四
参
照
﹈。

(341
)
SÉN
A
T
,A
SSEM
BLÉE
N
A
T
IO
N
A
LE,Com
m
issions
m
ixtes
paritaires,p.20.

(342
)
D
écision
du
Conseilconstitutionnel,no
2009-593
du
19
novem
bre
2009.

(343
)
行
刑
法
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
に
施
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
、
未
決
拘
禁
代
替
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
電
子
監
視
付
居
住
指

定
assignation
résidence
avec
surveillance
électronique
に
関
す
る
規
定
な
ど
の
一
部
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
の
デ
ク
レ

D
écret
no
2010-355
du
1er
avril2010
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
。

(344
)
Circulaire
du
10
novem
bre
2010
relative
à
la
présentation
des
dispositions
de
la
loipénitentiaire
no
2009-1436
du
24

novem
bre
2009
relatives
au
prononce
des
peines
et
aux
am
énagem
ents
de
peines,N
O
R:JU
SD
1028753C.

(345
)
刑
法
典
一
三
二
-二
三
条
の
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

｢法
律
で
特
別
に
定
め
ら
れ
た
諸
犯
罪
の
か
ど
で
執
行
猶
予
な
し
の
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
拘
禁
最
低
期

間
の
間
、
刑
の
執
行
停
止
も
し
く
は
分
割
、
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
、
外
出
許
可
、
半
自
由
お
よ
び
仮
釈
放
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

拘
禁
最
低
期
間
は
執
行
さ
れ
る
べ
き
刑
罰
の
半
分
あ
る
い
は
、
重
罪
の
無
期
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
は
一
八
年
と
す
る
。

重
罪
院
も
し
く
は
軽
罪
裁
判
所
は
特
別
な
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
期
間
を
刑
罰
の
三
分
の
二
ま
で
、
あ
る
い
は
重
罪
の
無
期
懲
役
を
宣
告
さ
れ

た
場
合
に
つ
い
て
は
二
二
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
、
執
行
猶
予
な
し
の
五
年
を
超
え
る
自
由
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
被
告
人
が
一
項
に
定
め
る
刑
罰
の
執
行
形
態
の
う

ち
い
ず
れ
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
拘
禁
最
低
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
は
宣
告
刑
の
三
分
の
二
を
、
あ
る
い
は
重
罪
の
無

期
懲
役
刑
の
場
合
に
は
二
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

拘
禁
最
低
期
間
の
間
に
認
め
ら
れ
た
刑
期
の
短
縮
に
は
こ
の
期
間
を
除
く
刑
期
の
み
が
算
入
さ
れ
る
」。

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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た
だ
し
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
に
つ
い
て
は
、
受
刑
者
の
生
死
に
か
か
わ
る
緊
急
事
態
で
あ
る
た
め
、
こ
の
規
定
は
適
用
さ
れ

な
い
。

(346
)
な
お
、
こ
の
通
達
で
は
以
下
の
点
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
規
定
は
、
一
五
年
を
超
え
る
拘
禁
最
低
期
間
が
設
定
さ
れ
た
有

罪
宣
告
の
場
合
、
仮
釈
放
は
対
象
者
が
半
自
由
あ
る
い
は
電
子
監
視
に
一
年
間
か
ら
三
年
間
付
さ
れ
る
ま
で
は
認
め
ら
れ
え
な
い
と
す
る
刑
事
訴

訟
法
典
﹇
旧
﹈
七
二
〇
-五
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
」。
刑
事
訴
訟
法
典
﹇
旧
﹈
七
二
〇
-五
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
一
五
年
を
超
え
る
拘
禁
最
低
期
間
が
設
定
さ
れ
た
有
罪
宣
告
の
場
合
、
一
年
か
ら
三
年
の
半
自
由
も
し
く
は
電
子
監
視
に
付
さ
れ
る
ま
で
は

仮
釈
放
は
認
め
ら
れ
な
い
。

残
刑
が
三
年
未
満
の
場
合
を
除
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
典
七
一
二
-七
条
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
場
合
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
le
tribunalde

l’application
des
peines：
T
A
P
は
半
自
由
も
し
く
は
電
子
監
視
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
の
規
定
は
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
に
削
除

さ
れ
た
。

(347
)
な
お
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
に
お
い
て
、「
強
姦
viol」
は
男
性
が
女
性
に
対
し
て
行
う
行
為
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
典
二

二
二
-二
三
条
は
「
暴
力
、
強
制
contrainte、
脅
迫
も
し
く
は
不
意
打
surpris
を
用
い
て
な
さ
れ
た
、
性
的
な
挿
入
行
為
acte
de
pénétra-

tion
sexuelle
は
す
べ
て
強
姦
で
あ
る
」、
と
定
義
し
て
い
る
。

(348
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
に
行
わ
れ
た
SÉN
A
T
の
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
の
適
用
に
関
す
る
委
員
会
で
J.R.LECERF
議

員
も
指
摘
し
て
い
る
﹇
SÉN
A
T
,Rapport
d’inform
ation,no
629,4
juillet
2012,p.83﹈。

(349
)
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
二
二
条
は
行
刑
局
に
被
収
容
者
の
年
齢
、
健
康
状
態
、
障
が
い
お
よ
び
人
と
な
り
を
考
慮
し
て
、
彼
ら
の
尊
厳
お
よ
び
権

利
を
遵
守
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
行
刑
局
は
全
て
の
被
拘
禁
者
の
尊
厳
な
い
し
権
利
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
尊
厳
な
い
し
権
利
は
拘
禁
か
ら
生
じ
う
る
制
約
、
行
刑
施
設
内
の
安
全
お
よ
び
秩
序
維
持
、
再
犯
防
止
、
被
害
者
の
利
益
の
保
護
以
外

の
制
約
を
受
け
な
い
。
こ
れ
ら
の
制
約
に
あ
た
っ
て
は
被
拘
禁
者
の
年
齢
、
健
康
状
態
、
障
が
い
お
よ
び
人
と
な
り
が
考
慮
さ
れ
る
」
と
し
て
い

る
。

(350
)
以
下
、
B.BO
U
LO
C,D
roit
de
l’exécution
des
peines,2011,p.254
et
s.を
参
照
し
た
。

(351
)
刑
罰
修
正
は
対
象
者
の
社
会
参
入
を
促
進
す
る
た
め
の
「
刑
の
個
別
化
l’individualisation
de
peine」
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
BO
U
LO
C,op.cit.,p.331
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
に
つ
い
て
は
、
社
会

参
入
で
は
な
く
、
人
道
主
義
的
要
請
ordre
hum
anitaire
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
他
の
刑
罰
修
正
措
置
と
は
性
格
が
異
な
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る
。

(352
)
以
下
、
O
IP,op.
cit.,(2006),p.15
et
s.,p.115.,p.124
et
s.
赤
池
前
掲
（
二
〇
〇
六
）
六
六
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

(353
)
受
刑
者
は
刑
務
所
収
容
直
後
か
ら
SPIP
と
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
受
刑
者
と
の
面
談
は
SPIP
の
義
務
で
は
な
い
。
あ
く
ま

で
も
、
SPIP
の
支
援
は
受
刑
者
本
人
の
任
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
面
談
に
お
い
て
は
、
SPIP
と
受
刑
者
と
の
会
談
を
外
に
聞
こ
え

な
い
状
況
で
行
う
た
め
に
、
特
別
区
画
や
日
中
の
拘
禁
区
画
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
対
象
者
の
居
室
、
面
会
室
、
事
務
室
で
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(354
)
SPIP
が
受
刑
者
の
請
求
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
受
刑
者
自
身
が
外
部
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
接
触
し
、
刑
罰
修
正
計
画
の
作
成
に
つ
い
て

援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(355
)
非
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
申
請
の
場
合
に
は
、
特
に
「
社
会
復
帰
の
意
欲
」
が
重
視
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
刑
罰
修
正
計
画
に
お
け

る
求
職
活
動
や
職
業
訓
練
を
探
す
活
動
が
こ
の
点
を
評
価
す
る
一
つ
の
基
準
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
SPIP
の
援
助
の
も
と
、
刑
務
所
収
容
時
か

ら
か
ら
雇
用
、
実
習
、
職
業
訓
練
を
提
供
す
る
組
織
・
企
業
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
﹇
O
IP.Le
guide
du
sor-

tant
de
prison
(2006),p.59﹈。

(356
)
刑
務
所
出
所
者
を
専
門
的
に
支
援
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
も
あ
る
が
、
一
般
の
福
祉
的
施
設
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
介
護
を
要

し
な
い
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
施
設
と
し
て
は
老
人
ホ
ー
ム
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
刑
務
所
出
所
者
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
入

所
は
簡
単
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
A
ssociation
pour
la
com
m
unication
sur
prison
et
l’incarcération
en
Europe,

V
ieillissem
ent
de
la
population
carcérale
:
Q
uel
accom
pagnem
ent
pour
les
détenus
?,
http://prison.eu.org/spip.php?

article2558﹈。

(357
)
Lot-et-Garonne
県
A
gen
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
C.A
ZEM
A
氏
に
よ
れ
ば
、
申
請
の
う
ち
六
〇
％
程
度
は
許
可
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
﹇
二
〇
一
二
年
二
月
段
階
﹈。

(358
)
外
出
許
可
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
訟
典
Ｄ
一
四
三
条
に
お
い
て
、
宣
告
刑
が
五
年
以
下
の
も
の
も
し
く
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
を
宣
告
さ
れ
た

が
半
分
以
上
の
執
行
が
終
わ
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(359
)
PA
PO
N
に
対
す
る
刑
の
執
行
停
止
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
刑
罰
修
正
に
当
た
っ
て
は
被
害
者
へ
の
賠
償
も
重
要
視

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
被
害
賠
償
は
対
象
者
の
再
参
入
の
意
思
の
表
明
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
務
所
内
労
働
に
就
い
て
い
る
受
刑
者

に
お
い
て
は
、
賃
金
等
か
ら
被
害
者
へ
の
賠
償
金
が
天
引
き
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
天
引
き
分
を
超
す
賠
償
金
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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「
社
会
復
帰
に
対
す
る
真
摯
な
努
力
」
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
う
る
﹇
O
IP,loc.cit.﹈。

(360
)
申
請
者
が
少
年
の
場
合
に
は
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
の
費
用
に
つ
い

て
は
訴
訟
扶
助
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹇
ibid,p.60﹈。

(361
)
一
〇
年
の
軽
罪
禁
錮
刑
よ
り
も
重
い
刑
罰
に
処
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
が
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
あ
る
い
は
仮
釈
放
を
申
請
す
る
場

合
に
は
刑
罰
適
用
裁
判
所
に
申
請
を
行
う
。
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
、
三
名
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ
、
一
名
が
裁
判
長
、
二
名
が
陪
席

を
担
う
﹇
ibid,p.61﹈。

(362
)
な
お
、
半
自
由
、
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
、
電
子
監
視
、
刑
の
執
行
停
止
・
分
割
に
関
す
る
申
請
、
外
出
許
可
、
刑
期
の
短
縮
を
申
請
す
る
場

合
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
申
請
を
行
う
。
刑
の
執
行
停
止
、
治
療
の
た
め
の
執
行
停
止
、
仮
釈
放
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
宣
告
刑
が
一
〇
年

以
下
の
軽
罪
拘
禁
刑
で
あ
れ
ば
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
、
そ
れ
以
外
は
刑
罰
適
用
裁
判
所
に
申
請
を
行
う
﹇
ibid﹈。

(363
)
刑
罰
修
正
申
請
に
対
し
て
却
下
・
宣
告
猶
予
と
な
っ
た
場
合
、
同
種
の
措
置
の
申
請
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
権
限
を
有
す
る
措
置
に
つ
い
て

は
一
年
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
が
権
限
を
有
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
二
年
、
外
出
許
可
・
刑
期
の
短
縮
に
つ
い
て
は
六
月
を
越
え
る
ま
で
再
度
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹇
O
IP.loc.cit.﹈。

(364
)
被
害
者
・
私
訴
原
告
人
は
自
身
の
お
よ
び
申
請
者
の
弁
護
人
に
自
身
の
情
報
を
送
付
し
な
い
よ
う
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
被
害

者
保
護
の
観
点
か
ら
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
お
よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
被
害
者
の
精
神
的
な
利
益
や
財
産
の
保
護
を
考
慮
し
て
、
決
定
前
の
刑
罰

適
用
裁
判
所
は
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
の
収
容
の
一
時
停
止
か
確
定
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
被
害
者
は
直
接
あ
る
い
は
弁

護
士
を
通
し
て
、
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
害
者
は
意
見
表
明
権
が
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
て
一
五
日
以
内
に
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
﹇
ibid.﹈。

(365
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
行
刑
法
七
九
条
に
よ
り
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
受
刑
者
を
引
き
受
け
る
保
健
衛
生
機
関
の
責
任
者
で
あ

る
医
師
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
が
作
成
し
た
診
断
書
を
も
と
に
命
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
﹇
ibid.﹈。

(366
)
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執
行
停
止
措
置
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
二
日
の
累
犯
者
処
遇
法
一
〇
条
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
法
典
七

二
〇
-一
-一
条
に
「
再
犯
renouvellem
entde
l’infraction
の
重
大
な
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
は
﹇
こ
の
措
置
の
対
象
か
ら
﹈
除
外
す
る
」
と
の

文
言
が
挿
入
さ
れ
た
。
類
似
し
た
犯
罪
類
型
の
再
犯
を
指
す
「
récidive」
と
の
文
言
で
は
な
く
、「
renouvellem
ent
de
l’infraction」
と
い

う
文
言
を
敢
え
て
使
っ
て
い
る
点
で
、
受
刑
者
に
と
っ
て
よ
り
厳
格
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(367
)
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
保
有
す
る
、
申
請
者
に
関
す
る
書
類
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
法
規
定
・
判
例
は
な
い
が
、
SPIP
ス
タ
ッ
フ
の
同
席
と

論 説
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そ
の
仲
介
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
申
請
者
は
自
身
の
再
参
入
と
保
護
観
察
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
公

共
の
安
全
や
他
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
う
る
資
料
に
つ
い
て
は
閲
覧
が
認
め
ら
れ
な
い
﹇
O
IP,op.
cit.,(2006),p.60.﹈。

(368
)
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
特
別
遵
守
事
項
の
変
更
・
追
加
に
関
す
る
提
言
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
変
更
・
追
加
に
つ
い
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が

同
意
し
、
対
象
者
に
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
者
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
措
置
停
止
の
決
定
が
な
さ
れ
う
る
。
な
お
、
半
自
由

お
よ
び
非
刑
事
施
設
へ
の
収
容
の
場
合
に
は
、
収
監
記
録
m
andatde
depôt上
、
拘
禁
が
継
続
し
て
い
る
と
扱
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
施
設

長
も
監
督
者
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
対
象
者
が
懲
罰
処
分
が
予
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
。
不
遵

守
の
場
合
に
は
、
再
拘
禁
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹇
O
IP,op.
cit.,(2006),p.73﹈。

(369
)
日
本
の
更
生
保
護
法
五
〇
条
一
項
に
定
め
る
「
善
行
保
持
」
義
務
違
反
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(370
)
特
別
遵
守
事
項
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
時
間
内
に
施
設
に
戻
ら
な
い
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
お
よ
び
SPIP
の
召
喚
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、

「
好
ま
し
く
な
い
行
為
」
で
は
な
く
「
脱
走
」
と
み
な
さ
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
勾
引
勾
留
令
状
を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
身
柄
確
保
ま
で
刑
罰
は
執
行
停
止
扱
い
さ
れ
る
。
脱
走
し
た
と
認
定
さ
れ
た
全
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
脱
走
に
関
す
る
軽
罪

が
成
立
す
る
。
こ
の
犯
罪
に
は
、
三
年
の
軽
罪
禁
錮
刑
お
よ
び
罰
金
四
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
脱
走
が
暴
力
、
住
居

侵
入
、
贈
賄
を
用
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
五
年
の
軽
罪
禁
錮
刑
お
よ
び
罰
金
七
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
科
さ
れ
る
。﹇
刑
法
典
四
三
二
-二
七
条
﹈。

脱
走
の
か
ど
で
言
渡
さ
れ
た
刑
罰
は
、
執
行
中
の
刑
罰
に
追
加
さ
れ
る
﹇
O
IP,op.
cit.,(2006),p.79.﹈。

(371
)
勾
引
令
状
は
予
審
裁
判
官
あ
る
い
は
自
由
と
拘
禁
裁
判
官
le
juge
des
libertés
etde
la
détention﹇
予
審
対
象
者
を
勾
留
す
る
か
否
か
の

決
定
を
行
う
裁
判
官
﹈
が
、
直
ち
に
対
象
者
を
彼
ら
の
面
前
に
引
致
す
る
よ
う
公
権
力
に
対
し
て
要
請
す
る
た
め
の
令
状
で
あ
る
﹇
刑
事
訴
訟
法

典
一
二
二
条
﹈。
な
お
こ
の
令
状
に
は
、
対
象
者
の
身
元
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
内
容
、
罪
名
、
適
用
条
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
﹇
O
IP,

op.
cit.,(2006),p.73.﹈。

(372
)
な
お
、
対
象
者
が
逃
走
中
あ
る
い
は
外
国
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
勾
引
勾
留
令
状
m
andatd’arrêt﹇
刑
事
訴
訟

法
典
一
二
二
条
に
よ
れ
ば
、
勾
引
勾
留
令
状
は
予
審
裁
判
官
あ
る
い
は
自
由
と
拘
禁
裁
判
官
が
、
公
権
力
に
対
象
者
を
捜
査
す
る
た
め
に
勾
留
す

る
に
あ
た
り
、
上
記
裁
判
官
が
指
定
し
た
拘
置
所
に
対
象
者
を
引
致
す
る
こ
と
を
命
じ
る
た
め
の
令
状
で
あ
る
﹈
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
令
状
に
よ
り
、
警
察
に
よ
る
対
象
者
に
関
す
る
捜
査
、
対
象
者
を
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
面
前
へ
引
致
す
る
こ
と
、
そ
し
て
対
象
者
を
拘
置
所

に
引
致
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
令
状
が
交
付
さ
れ
た
後
、
執
行
さ
れ
る
ま
で
刑
罰
修
正
措
置
は
停
止
さ
れ
る
。
な
お
、
対
象
者

の
身
柄
確
保
か
ら
二
四
時
間
以
内
に
そ
の
身
柄
は
検
察
官
の
も
と
へ
引
致
さ
れ
、
そ
の
後
す
ぐ
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
も
と
へ
引
致
さ
れ
る
こ
と

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
際
、
勾
引
勾
留
令
状
を
交
付
し
た
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
面
前
で
は
な
く
、
ま
ず
は
対
象
者
身
柄
確
保
地
か
ら
二
〇
〇
キ
ロ

以
内
の
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
も
と
に
引
致
さ
れ
る
。
な
お
、
た
だ
ち
に
対
象
者
を
引
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
お

よ
び
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
拘
禁
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
裁
判
官
は
軽
罪
の
場
合
に
は
八
日
以
内
、
重
罪

の
場
合
に
は
一
か
月
以
内
に
到
着
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
キ
ロ
よ
り
も
遠
く
に
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
い
る
場
合
に
は
、
検
察
官
が
対
象

者
を
最
も
近
い
拘
置
所
に
収
容
す
る
た
め
に
令
状
を
執
行
す
る
。
な
お
、
そ
の
執
行
に
つ
い
て
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
通
知
が
な
さ
れ
て
か
ら
四
日

以
内
に
対
象
者
を
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
の
も
と
に
引
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹇
O
IP,op.
cit.,(2006),p.76.﹈。

(373
)
対
審
に
際
し
て
、
対
象
者
あ
る
い
は
そ
の
弁
護
人
は
防
御
の
準
備
期
間
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹇
ibid.﹈。

(374
)
Le
Figaro,16
m
ai2006.

(375
)
BO
U
LO
C,op.
cit.,p.365
et
s.

(376
)
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
〇
-一
-一
条
。
な
お
こ
の
文
言
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
。

(377
)
BO
U
LO
C,op.
cit.,p.314.

(378
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
電
子
監
視
に
は
固
定
型
電
子
監
視
と
移
動
型
電
子
監
視
と
が
あ
る
。
固
定
型
電
子
監
視
は
自
宅
も
し
く
は
﹇
刑
罰
適
用
裁

判
官
に
よ
っ
て
﹈
指
定
さ
れ
た
居
所
に
、﹇
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
っ
て
﹈
指
定
さ
れ
た
時
間
滞
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
さ
れ
る
。
具
体

的
な
仕
組
み
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
対
象
者
の
手
首
あ
る
い
は
足
首
に
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
型
の
発
信
機
が
装
着
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
信
号
が
発
せ
ら

れ
る
。
そ
の
信
号
は
自
宅
も
し
く
は
居
所
の
電
話
線
を
通
じ
て
、
行
刑
局
が
管
理
す
る
中
央
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
送
ら
れ
る
。
対
象
者
が
外
出
す

る
と
そ
の
信
号
が
途
絶
え
、
外
出
し
た
こ
と
が
中
央
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
記
録
さ
れ
る
﹇
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
三
-八
条
、
井
上
宜
裕
「
第
一
六

章

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
内
処
遇
」、
刑
事
立
法
研
究
会
『
被
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』（
二
〇
一
二
）、
三
五
三
頁

―
―
三
五
四
頁
﹈。
つ
ま
り
、
対
象
者
は
一
日
の
う
ち
一
定
の
時
間
の
み
監
視
の
下
に
置
か
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
移
動
型
電
子
監
視
は
二
四
時

間
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
型
の
発
信
機
を
手
首
も
し
く
は
足
首
に
装
着
し
、
絶
え
ず
信
号
が
中
央
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
送
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
対
象
者

が
立
入
禁
止
区
域
に
入
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
常
時
監
視
す
る
﹇
刑
事
訴
訟
法
典
七
六
三
-一
二
条
、
井
上
前
掲
三
五
五
頁
﹈。
常
時
の
監
視
を

可
能
と
す
る
点
で
、
移
動
型
電
子
監
視
の
方
が
よ
り
、
人
権
侵
害
の
度
合
い
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
固
定
型
電
子
監
視
は
二
年
以
下
の
軽
罪
禁
錮

刑
（
累
犯
の
場
合
に
は
一
年
以
下
）、
お
よ
び
軽
罪
拘
禁
刑
に
お
け
る
実
刑
部
分
が
二
年
以
下
（
累
犯
の
場
合
に
は
一
年
以
下
）
の
場
合
を
対
象

と
し
て
い
る
の
に
対
し
﹇
刑
法
典
一
三
二
-二
六
条
、
井
上
前
掲
三
五
四
頁
﹈、
移
動
型
電
子
監
視
は
七
年
以
上
の
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者

を
対
象
と
し
て
い
る
﹇
刑
法
典
一
三
二
一
-三
六
-一
〇
条
、
井
上
前
掲
三
五
六
条
﹈。
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(379
)
刑
事
訴
訟
法
典
Ｄ
四
五
〇
条
。

(380
)
Le
Figaro,16
m
ai2006.

(381
)
前
掲
註
(311
)。

(382
)
SÉN
A
T
,Rapportd’inform
ation,no
629,p.58
ets.
高
齢
受
刑
者
に
お
け
る
仮
釈
放
の
特
例
は
刑
事
施
設
の
過
剰
収
容
対
策
の
一
つ
と

し
て
の
側
面
を
も
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
措
置
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
は
フ
ラ
ン
ス
刑
事
政
策
上
の
重
要
な
問
題
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
で
の
議
論
を
経
て
、
利
用
状
況
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ

う
。

(383
)
Ibid,p.59.

(384
)
Ibid.

(385
)
Ibid.

(386
)
O
IP,op.
cit.,(2012),p.166.

(387
)
Ibid.,p.78.

(388
)
満
期
釈
放
者
に
お
い
て
も
、
生
活
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
釈
放
準
備
と
し
て
SPIP
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

SPIP
が
対
象
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
う
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
。
く
わ
え
て
、

SPIP
は
社
会
保
障
お
よ
び
社
会
扶
助
に
関
す
る
手
当
の
受
給
手
続
き
の
支
援
を
も
行
っ
て
い
る
﹇
刑
事
訴
訟
法
典
Ｄ
四
七
八
条
﹈。
ま
た
、
特
に

重
大
な
性
犯
罪
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
に
く
く
、
さ
ら
に
、
刑
期
満
了
後
も
司
法
機
関
に
よ
る
「
監
視
」
が
な
さ
れ
う
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
九
八
年
六
月
一
七
日
以
降
に
行
わ
れ
た
強
姦
を
伴
う
故
意
の
生
命
へ
の
攻
撃
、
拷
問
的
行
為
torture
あ
る
い
は
残
虐
行
為

barbarie
を
伴
う
強
姦
も
し
く
は
性
的
攻
撃
、
未
成
年
者
へ
の
性
的
攻
撃
も
し
く
は
誘
惑
corruption
に
関
し
て
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
対

し
て
は
、
自
由
刑
と
と
も
に
社
会
内
司
法
監
督
suivisocio-judiciaire
が
宣
告
さ
れ
う
る
。
こ
の
措
置
を
言
い
渡
さ
れ
た
対
象
者
は
刑
期
満
了

後
、
重
罪
の
場
合
に
は
二
〇
年
間
、
軽
罪
の
場
合
に
は
一
〇
年
間
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
監
督
﹇
保
護
観
察
付
き
執
行
猶
予
に
お
け
る
特
別
遵
守
事

項
と
同
様
の
特
別
遵
守
事
項
の
遵
守
、
治
療
命
令
の
遵
守
、
移
動
型
電
子
監
視
措
置
﹈
と
支
援
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
期
間

は
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
、
軽
罪
の
場
合
に
は
二
〇
年
間
、
三
〇
年
の
重
罪
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
三
〇
年
、﹇
重
罪
﹈

無
期
刑
で
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
期
限
な
し
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹇
刑
事
訴
訟
法
典
七
二
三
-二
九
条
か
ら
七
二
三
-三
九
条
、
BO
U
-

LO
C,op.cit.,p.325
et
s.、
末
道
康
之
「
フ
ラ
ン
ス
の
再
犯
者
処
遇
法
に
つ
い
て
」
南
山
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
報
、
一
三
号
（
二
〇
〇
七
）

高齢受刑者の医療を受ける権利の保障とその手段としての早期釈放制度の積極的運用（三)（安田）
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一
二
頁
以
下
﹈。

(389
)
BO
U
LO
C,loc.
cit.

(390
)
Ibid.,p.83.

(391
)
近
時
で
は
高
齢
受
刑
者
の
早
期
釈
放
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
、
見
方
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の

執
行
停
止
に
つ
い
て
、
前
フ
ラ
ン
ス
司
法
省
行
刑
局
長
補
佐
（
医
療
担
当
）
医
師
D
.GA
LA
RD
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
措
置
は
受
刑
者
が
塀
の

外
で
死
を
迎
え
る
た
め
、
あ
る
い
は
終
末
期
医
療
を
外
部
の
医
療
機
関
で
受
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
現
場
で
は
よ
り
積
極
的
な
運
用

を
す
る
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
﹇
二
〇
一
四
年
三
月
段
階
﹈。
そ
の
一
方
で
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈

放
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
パ
リ
の
secours
catholique
と
い
う
民
間
機
関
で
高
齢
受
刑
者
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
J.CA
ËL

氏
か
ら
、
未
だ
件
数
は
少
な
い
が
早
期
釈
放
を
獲
得
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
が
増
え
た
と
い
う
点
は
現
場
に
お
い
て
は
重
要
な

意
味
を
持
つ
と
の
話
を
き
い
た
。

(392
)
前
掲
註
(292
)参
照
。

(393
)
前
掲
註
(330
)参
照
。
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