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ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
刑
改
革

四 三 二

は

じ

め

に

連
邦
制
度
改
革
と
行
刑
法
制
改
革

行
刑
に
お
け
る
社
会
的
法
治
国
家
原
則

む
す
び
に
か
え
て

一

は

じ

め

に

武

内

謙

治

(-
)

二
〇
〇
五
年
へ
｢刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
｣
が
成
立
し
た
｡
監
獄
法
改
正
の
試
み
が
挫
折
を
繰
り
返
し
て

(2
)

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
'
法
治
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
被
収
容
者
処
遇
の
改
善
を
新
法
に
期
待
す
る
声
も
小
さ
-
な
い
｡
し
か
し
'
｢法

治
国
家
｣
や

｢処
遇
｣
の
内
実
'
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
は
､
刑
事
法
制
全
体
の
改
変
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
中
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に

(3
)

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
､
｢犯
罪
不
安
｣
を
強
調
し
た
厳
罰
化
政
策
に
よ
る
過
剰
収
容
や
p
F
I
方
式
の
施
設
運
営
が
す

で
に
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
処
遇
や
行
刑
と
な
ら
ん
で
法
治
国
家
の
意
味
自
体
が
揺
ら
い
で
い
る
と
い
え
る
｡

こ
の
よ
う
に
日
本
の
行
刑
を
取
-
巻
-
状
況
を
管
見
す
る
と
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
行
刑
改
革
を
め
ぐ
る
動
き
を
追
う
こ
と
に

(4
)

(
5
)

は
小
さ
か
ら
ぬ
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ド
イ
ツ
行
刑
法
は
､
憲
法
上
の
社
会
的
法
治
国
家
原
則
に
基
づ
-
再
社
会
化
行
刑
を
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犯罪者の処遇と人権第-部

横
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
｡
そ
の
行
刑
法
が
'
現
在
連
邦
制
度
改
革
に
伴
い
連
邦
法
と
し
て
の
地
位
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
｡
｢治

(
6
〕

安
感
情
｣
の
悪
化
'
厳
罰
化
立
法
､
過
剰
収
容
と
い
う
-

日
本
と
極
め
て
類
似
し
た
-

問
題

に
直
面
し
な
が
ら
連
邦
法
と
い
う
形

式
を
失
う
こ
と
は
'
処
遇
行
刑
や
社
会
的
法
治
国
家
原
則
に
基
づ
-
行
刑
の
敗
北
を
も
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
い
へ
の
答
え

を
探
る
こ
と
は
'
社
会
的
な
法
治
国
家
に
お
け
る
自
由
刑
や
処
遇
の
意
味
を
も
再
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
｡

本
稿
で
は
'
ま
ず
連
邦
制
度
改
革
に
伴
う
行
刑
改
革
と
そ
の
背
景
を
概
観
L
t
問
題
の
拡
が
-
を
確
認
す
る
｡
そ
の
上
で
'
｢行
刑

(

7
)

改
革
の
原
動
機

｣
と
も
評
さ
れ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
着
日
し
て
行
刑
領
域
に
お
け
る
社
会
的
法
治
国
家
原
則
の
現
在
の
姿
を

確
認
す
る
｡

76

二

連
邦
制
度
改
革
と
行
刑
法
制
改
革

-

連
邦
制
度
改
革

一
九
七
六
年
に
制
定
さ
れ
た
行
刑
法
は
､
保
安
処
分
や
社
会
治
療
､
医
療
上
の
強
制
措
置
､
外
部
交
通
､
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
､
作
業
報
酬
な
ど
に
つ
い
て
改
正
を
重
ね
て
き
た
｡
し
か
し
'
最
大
の
転
換
点
を
も
た
ら
し
た
の
は
､
制
定
三
〇
周
年
目
の
二
〇
〇

六
年
に
議
会
で
可
決
､
公
布
さ
れ
た

｢基
本
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
｣
(い
わ
ゆ
る

｢連
邦
制
度
改
革
法
｣)
で
あ
る
｡
こ
の
法
律
は
､

連
邦
と
ラ
ン
ト
の
競
合
的
立
法
の
領
域
に
つ
い
て
新
た
な
線
引
き
を
行
っ
た
｡
｢民
法
'
刑
法
及
び
行
刑
､
裁
判
所
の
構
成
､
裁
判
上

の
手
続
へ
弁
護
士
制
度
､
公
証
人
制
度
及
び
法
律
相
談
｣
と
規
定
す
る
基
本
法
七
四
条

一
項

一
号
で
は
'
｢及
び
行
刑
｣
の
文
言
が
削

ら
れ
､
｢裁
判
所
の
構
成
｣
の
語
の
後
に

｢
(未
決
勾
留
の
執
行
に
関
す
る
法
制
を
除
-
)｣
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
た

(同
法
一
条
七
号

(a
)(
a
a
))｡
同
法

二

一五
条

a
一
項
に
基
づ
き
'
す
で
に
連
邦
法
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
行
刑
法
は
憲
法
改
正
後
も
連
邦
法
と
し

て
存
続
す
る
も
の
の
へ
今
後
ラ
ン
ト
は
独
自
の
州
法
で
そ
れ
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
'
幾
多
の
努
力
に
も



ドイツにおける行刑改革

か
か
わ
ら
ず
今
日
ま
で
連
邦
法
と
し
て
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
未
決
勾
留
執
行
法
に
つ
い
て
は
'
今
後
は
州
法
と
し
て
立
法
す
る
道
だ

け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

行
刑
法
の
立
法
権
限
を
連
邦
か
ら
ラ
ン
ト
に
移
す
と
い
う
構
想
は
､
二
〇
〇
三
年
に
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
が
設
置
し
た

｢連
邦

(
8
)

国
家
秩
序
の
現
代
化
の
た
め
の
委
員
会
｣
の
審
議
内
容
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た

｡

し
か
し
'
そ
の
審
議
は
中
断
に
よ
-
最
終
的
な
提

案
を
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
う
し
た
構
想
が
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
の
結
果
を
受
け
て
成
立
し
た
社
会
民

(
9
)

主
党
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

･
社
会
同
盟
に
よ
る
大
連
立
政
権
に
よ
-
実
現
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に

､

連
邦
制
度
改

革
に
伴
う
行
刑
法
の
立
法
権
限
の
移
譲
は
政
治
的
色
彩
を
強
-
帯
び
て
い
る
｡

2

連
邦
制
度
改
革
の
影
響

(10
)

構
想
が
公
に
な
っ
た
当
初
か
ら
反
対
の
声
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
､
こ
の
制
度
改
革
が
も
た
ら
す
影
響
は
､
財

政
負
担
の
効
率
化
と
い
う
連
邦
制
度
改
革
全
体
の
目
的
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
0

ま
ず
､
そ
の
歴
史
的
な
意
味
が
問
題
に
な
る
｡
行
刑
領
域
の
権
利
義
務
関
係
を
連
邦
統

一
的
に
規
律
す
る
法
律
の
制
定
は
'

一
世
紀

の
努
力
の
末
'
七
六
年
法
に
よ
-
初
め
て
達
成
さ
i
(

ll)
た

｡
そ
の
行
刑
法
か
ら
連
邦
法
の
地
位
を
実
質
的
に
奪
う
こ
と
は
､
歴
史
の
逆
行

を
意
味
す
る
｡
こ
の
間
題
は
､
連
邦
法
に
と
ど
ま
る
実
体
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
と
の
関
係
を
原
理
的
に
問
う
こ
と
に
も
な
る
｡
H
.

M
E
-er･D
ietz
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
'
ど
の
ラ
ン
I
に
お
い
て
も
同
様
の
行
為
が
同
様
に
犯
罪
を
構
成
し
'
そ
れ
に
対
し
て
同

様
の
刑
罰
が
同
様
の
手
続
で
科
せ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
刑
罰
の
執
行
目
的
や
方
法
が
ラ
ン
ト
に
よ
り
異
な
り
う
る
と
い
う

(
12)

の
は
奇
妙
で
あ
り
､
む
し
ろ
行
動
の
自
由
や
社
会
復
帰
に
直
接
か
か
わ
る
行
刑
法
こ
そ
連
邦
法
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
に
な
る
｡

さ
ら
に
F
.
D
昏
ke
l
と
H
.
S
chiiter･Sp
rin
g
oru
m
は
'
今
次
の
制
度
改
変
に
よ
-
す
で
に
現
時
点
で
存
在
し
て
い
る
ラ
ン
ト
間

で
の
運
用
の
格
差
が
開
-
危
険
性
を
指
摘
す
る
.
成
人
の
被
収
容
者
人
口
の
う
ち
開
放
処
遇
を
受
け
た
者
の
割
合
を

1
九
九
六
年
と
二
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犯罪者の処遇と人権幕一部

〇
〇
四
年
で
比
べ
て
み
る
と
､
依
然
と
し
て
東
西
格
差
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
､
こ
れ
ま
で
開
放
処
遇
を
積
極
的
に
運
用
し
て
き
た
ハ

(
13)

ン
プ
ル
ク
や
ヘ
ッ
セ
ン
に
お
い
て
は
へ
と
-
に
保
守
政
党
が
州
政
権
を
握

っ
て
以
降
そ
の
割
合
が
著
し
-
減
少
し
て
い
る
｡

ま
た
'
休

暇

(U
rlau
b
)
や
執
行
の
緩
和
手
段
で
あ
る
外
出

(A
usgang)
･
外
部
通
勤

(F
reigang)
の
地
域
間
格
差
も
大
き
-
､
そ
れ
が
認
め
ら

(

14)

れ
る
数
は
と
-
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
著
し
-
減
少
し
て
い
る
｡

行
刑
法
制
定
当
時
'

一
方
で
は
連
邦
レ
ベ
ル
で
統

一
さ
れ
た
行

刑
運
営
が
'
他
方
で
は

｢処
遇
｣
理
念
の
具
体
化
を
開
か
れ
た
も
の
に
し
て
お
く
こ
と
で
テ
ン
ト
間
に

｢上
方

へ
と
向
か
う
競
争

(w
ettb
erb
n
acF
o
b
en
)
｣
が
生
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
期
待

へ
の
本
質
的
な
裏
切
-
が

一
九
九

〇
年

代
の
は
じ
め
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡
行
刑
実
務
は
三
〇
年
前
よ
り
も
ば
ら
ば
ら
で
'
諸
ラ
ン
ト
は

｢
み
す
ぼ
ら
し
さ
の
競
争

(w
ettb
erb
d
er
S
chabig
k
eit)｣
を
演
じ
て
い
る
.
そ
の
中
で
行
刑
法
の
立
法
権
限
を
テ
ン
ト
に
譲
れ
ば
'
社
会
復
帰
行
刑
は
確
実
に

退
縮
し
て
し
ま
う
t
と
｡

と
こ
ろ
で
､
F
.
D
tin
k
et
と
H
.
Sch
E
er･Sp
rin
g
o
ru
m
は
'
こ
の
現
象
の
背
後
に
'

1
万
で
は
経
済
的
な

｢強
迫
｣
と
そ
れ
に
伴

う
財
政
緊
縮
措
置
の
拡
が
り
を
'
他
方
で
は
行
刑
や
刑
事
政
策
の

｢政
治
化
｣
あ
る
い
は
選
挙
目
的
で
の
道
具
化
を
見
取

っ
て
い
た
の

(15
)

(16
)

で
あ
っ
た
｡

こ
の
認
識
に
立
て
ば
'
こ
の
三
〇
年
間
常
に
行
刑
法
を
取
り
巻
き
続
け
た
問
題
-

そ
し
て
1
九
七
六
年
ま
で
行
刑
法
が

連
邦
法
と
し
て
成
立
す
る
の
を
阻
み
続
け
て
き
た
問
題
I

が
連
邦
制
度
改
革
を
契
機
と
し
て
姿
を
現
し
､
遂
に
は
行
刑
法
の
法
的
基

盤
を
揺
る
が
す
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
前
者
の
問
題
は
､
財
政
負
担
を
嫌
う
ラ
ン
ト
の
強
い
抵
抗
に
よ
り
'
作
業
報
酬
の
引
き
上
げ

や
被
収
容
者
の
社
会
保
険

へ
の
加
入
な
ど
'
再
社
会
化
行
刑
に
不
可
欠
な
措
置
が
経
過
規
定
の
中
に
置
か
れ
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
現

し
な
か
っ
た
こ
と
'
行
刑
法
二
条
に
定
め
る
再
社
会
化
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
社
会
治
療

(17
)

(
18)

施
設
の
構
想
も
頓
挫
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
｡
後
者
の
問
題
は
'
事
後
的
保
安
監
置
の
導
入
や
少
年
裁
判
所
法
の
厳

(
19)

罰
化
改
正

を
求
め
る
動
き
な
ど
､
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
-
と
-
に
顕
著
に
な
っ
て
い
る
｡

注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
の
は
'
こ
う
し
た
あ
る
意
味
で
は
古
典
的
な
問
題
の
現
代
的
な
拡
が
り
で
あ
る
｡
財
政
効
率
を
純
粋
に
強
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ドイツにおける行刑改革

萌
し
て
い
け
ば
､
行
刑
が
公
的
に
行
わ
れ
る
必
然
性
は
な
-
な
-
私
化
の
問
題
に
行
き
着
-
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に

(20
)

支
え
ら
れ
た
政
治
化
の
問
題
は
'
｢再
社
会
化
｣
と

｢公
衆
の
保
護
｣
と
の
原
理
的
関
係
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
-
る
｡
こ
の

点
で
､
連
邦
制
度
改
革
を
受
け
て
す
で
に
公
に
さ
れ
て
い
る
'
バ
イ
エ
ル
ン
独
自
の
州
法
案

｢自
由
刑
､
少
年
刑
及
び
保
安
監
置
の
執

行
に
関
す
る
法
律
｣
(穀

が
,
｢自
由
刑
の
執
行
は
更
な
る
犯
罪
行
為
か
ら
公
衆
を
保
護
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
す
る
｡
自
由
刑
の

執
行
は
､
社
会
的
な
責
任
に
お
い
て
犯
罪
行
為
と
関
係
し
な
い
生
活
を
送
る
能
力
を
被
収
容
者
に
与
え
る
べ
き
も
の
と
す
る
｣
(第
二

条
)
と

｢公
衆
の
保
護
｣
を
優
位
に
置
い
て
行
刑
目
的
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
､
行
刑
の
責
任
主
体
の
問
題
と

｢政
治
化
｣
の
間
置
､

(
22)

そ
し
て
行
刑
目
的
の
相
互
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

｡

3

行
刑
の
私
化

行
刑
の
私
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
｡
英
米
法
圏
の
議
論
の
影
響
を
受
け
る
形
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
刑
の
私
化
を
め

ぐ
る
議
論
が
本
格
化
し
た
の
は
'
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
部
分
的
な
私
化
に
よ
る
施
設
運
営
が
､
二
〇
〇
五
年
の
一

(
23)

二
月
か
ら
ヘ
ッ
セ
ン
の
フ
ユ
ン
フ
ェ
ル
ト
で
始
ま
っ
て
い
る
｡

フ
ユ
ン
フ
エ
ル
ー
に
お
け
る

｢部
分
的
な
私
化
｣
は
'
施
設
運
営
の
約
四
五
%
を
私
企
業
に
委
ね
､
収
容
定
員
五
〇
二
人
の
施
設
で

二

六
人
の
公
務
の
職
貞
の
ほ
か
九
五
人
の
私
企
業
の
職
員
が
施
設
運
営
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
私
企
業
に
委
ね
ら
れ
る
の

は
､
設
備
や
建
造
物
の
保
持

･
整
備
､
拘
禁
区
画
を
除
い
た
施
設
内
の
清
掃
'
外
樺
の
手
入
れ
'
公
用
車
の
清
掃

･
整
備
'
厨
房
の
運

営
と
被
収
容
者

へ
の
食
事
の
給
付
'
買
い
入
れ
の
組
織
化
､
工
場
の
運
営
へ
作
業
療
法
や
教
科
教
育

･
職
業
教
育
の
組
織
化
と
実
施
､

被
収
容
者
に
対
す
る
医
療
措
置
､
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
'
心
理
的

･
教
育
的
援
助
措
置
､
相
談
業
務

(薬
物
･
外
国
人
･
負
債
相
談
)'

休
日
の
催
し
物
の
組
織
化
と
実
施
､
組
織
運
営
活
動
の
一
部

(支
払
い
窓
口
､
会
計

･
給
付
活
動
､
郵
便
の
集
配
､
電
話
交
換
室
の
運
営
'
文

書
作
成
業
務
)'
駐
在
所
や
面
会
室
で
の
援
助
'
ビ
デ
オ
監
視
の
モ
ニ
タ
ー
の
監
督
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
-
'
年
間
六
六
万
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第一部　犯罪者の処遇と人権

ユ
ー
ロ
の
節
減
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
経
済
効
率
の
重
視
と
と
も
に
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
刑
事
施
設
の
過
剰
収
容
問
題
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
統
一
後
、
少
年
刑
に
よ
る
被

収
容
者
数
が
七
〇
〇
〇
人
程
度
で
横
ば
い
の
平
行
線
を
描
き
、
ま
た
未
決
被
収
容
者
数
が
九
五
年
に
二
万
人
の
線
を
超
え
て
か
ら
は
一

万
七
〇
〇
〇
人
前
後
に
減
少
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
既
決
被
収
容
者
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
九
五
年
に
四
万
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忽
）

五
一
六
人
だ
っ
た
既
決
被
収
容
者
は
二
〇
〇
〇
年
に
六
万
七
九
八
人
に
な
り
、
二
〇
〇
六
年
に
は
六
万
四
五
一
二
人
に
達
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

こ
う
し
た
現
実
を
前
に
、
電
子
監
視
な
ど
の
自
由
刑
の
代
替
刑
に
関
す
る
議
論
と
と
も
に
遷
化
の
議
論
が
処
方
箋
と
し
て
浮
上
し
て
き

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
し
か
し
、
行
刑
の
私
化
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
に
も
再
社
会
化
の
観
点
か
ら
も
有
利
な
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
前
提
に
な
る
国
家
に
よ
る
権
力
独
占
の
観
点
か
ら
、
基
本
法
三
三
条
四
項
や
行
刑
法
一
五
五
条
と

の
抵
触
を
指
摘
す
る
声
が
強
い
。
確
か
に
、
侵
害
行
政
と
給
付
行
政
を
概
念
上
区
別
し
、
私
化
は
前
者
に
つ
い
て
許
さ
れ
な
い
が
後
者

に
関
し
て
は
憲
法
上
も
許
容
さ
れ
、
被
収
容
者
の
処
遇
や
社
会
的
統
合
を
進
め
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
私
企
業
が
関
与
し
う
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

の
主
張
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
化
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
も
ま
た
根
強
い
。
再
社
会
化
の
た
め
の
行
刑
の
緩
和

や
休
暇
の
措
置
が
「
濫
用
の
危
険
性
」
を
理
由
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
再
社
会
化
と
公
衆
の
安
全
保
護
と
は
密
接
に

関
連
し
て
い
る
。
被
収
容
者
が
憲
法
上
再
社
会
化
の
請
求
権
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
う
し
た
単
純

な
区
別
は
成
立
せ
ず
、
国
家
が
行
刑
の
責
任
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
再
社
会
化

や
処
遇
行
刑
を
理
念
と
し
て
掲
げ
る
以
上
鹸
化
は
認
め
ら
れ
ず
、
協
力
と
い
う
形
態
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
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三
　
行
刑
に
お
け
る
社
会
的
法
治
国
家
原
則

ドイツにおける行刑改革

　
1
　
社
会
的
法
治
国
家
原
則
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
そ
れ
で
は
、
「
公
衆
の
安
全
」
の
確
保
と
行
刑
を
国
家
の
手
か
ら
離
そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
的
法
治
国

へ家
原
則
に
支
え
ら
れ
た
行
刑
法
の
敗
北
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
変
遷
に
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
周
知
の
通
り
、
社
会
的
法
治
国
家
原
則
に
基
づ
く
行
刑
の
礎
は
、
行
刑
法
制
定
直
前
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
判
例
に
よ
り
築
か
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

暗
礁
に
乗
り
上
げ
か
け
て
い
た
行
刑
法
制
定
作
業
を
後
押
し
し
た
一
九
七
二
年
三
月
一
四
日
判
決
と
「
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
」
と
し
て
足

跡
を
残
す
こ
と
に
な
る
一
九
七
三
年
六
月
五
日
判
決
で
あ
る
。
七
二
年
判
決
は
、
特
別
権
力
関
係
論
を
否
定
し
た
上
で
、
被
収
容
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

権
利
制
限
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
七
三
年
判
決
は
、
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
き
、
社
会
国
家
原
則
に

行
刑
を
方
向
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
再
社
会
化
の
要
請
は
、
人
間
の
尊
厳
を
価
値
序
列
の
中
心
に
お
き
、
社
会
国
家
原
則
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
社
会
の
自
己
了
解
に
憲
法
上
相
応
す
る
。
有
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
犯
罪
行
為
者
は
、
基
本
権
の
享
受
者
と
し
て
刑
に
服

し
た
後
再
び
社
会
に
適
応
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
の
側
か
ら
見
る
と
、
再
社
会
化
の
利
益
は
基
本

法
一
条
と
結
び
つ
い
た
二
条
一
項
に
基
づ
く
。
社
会
の
側
に
す
る
と
、
人
格
的
な
弱
さ
や
玉
茎
、
無
能
力
あ
る
い
は
社
会
的
冷
遇
か
ら

人
格
的
・
社
会
的
な
発
展
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
集
団
の
た
め
に
配
慮
し
、
援
護
す
る
こ
と
を
社
会
国
家
原
則
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
集
団
に
は
、
被
収
容
者
や
刑
余
者
も
含
ま
れ
る
。
と
く
に
再
社
会
化
は
社
会
の
保
護
そ
れ
自
体
に
も
資
す
る
。
そ
れ
は
、
行
為
者

が
再
び
逸
脱
せ
ず
、
新
た
に
同
胞
や
社
会
に
損
害
を
与
え
な
い
と
い
う
直
接
的
な
固
有
の
利
益
を
も
つ
、
と
。

　
確
か
に
、
「
再
社
会
化
行
刑
」
は
被
収
容
者
の
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
と
関
係
し
な
い
生
活
を
送
る
た
め
の
条

件
を
整
え
る
の
に
必
要
な
措
置
が
基
本
権
を
制
限
す
る
こ
と
を
も
正
当
化
し
う
る
と
す
る
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
九
日
判
決
に
よ
り
、
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第一部　犯罪者の処遇と人権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
う
し
た
判
断
は
外
郭
を
画
さ
れ
た
。
し
か
し
、
七
三
年
判
決
が
準
備
し
た
憲
法
規
範
的
な
土
俵
は
、
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

に
よ
っ
て
踏
み
固
め
ら
れ
、
拡
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
七
年
六
月
二
一
日
判
決
は
、
釈
放
さ
れ
る
見
込
み

が
法
的
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
自
由
の
身
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
被
収
容
者
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
終
身
刑
が
人
間
の
尊
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
反
し
な
い
た
め
の
条
件
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
終
身
の
自
由
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
被
収
容
者
の
場
合
で
も
、
再
社
会
化
の
実
現
に

手
段
を
尽
く
し
、
生
活
能
力
を
与
え
、
自
由
剥
奪
の
有
害
な
影
響
や
そ
れ
に
よ
る
人
格
の
変
調
に
立
ち
向
か
う
義
務
を
刑
事
施
設
は
負

う
こ
と
、
行
刑
法
の
目
的
や
理
念
は
純
粋
な
「
保
安
拘
禁
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
「
処
遇
行
刑
」
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
被
収
容
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

再
社
会
化
の
請
求
権
を
も
つ
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

82

　
2
　
社
会
的
法
治
国
家
原
則
の
展
開

　
問
題
は
、
こ
の
基
本
枠
組
み
が
今
日
放
棄
さ
れ
た
の
か
否
か
で
あ
る
。

　
行
刑
に
お
い
て
黒
鉱
と
刑
罰
が
自
己
目
的
と
さ
れ
、
再
社
会
化
行
刑
が
後
退
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
代
終
わ
り
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
死
亡
宣
告
さ
れ
て
い
た
再
社
会
化
原
則
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
」
と
も
称
さ
れ
る
判
決
を
出
し
た
。
作
業
報
酬
に

関
す
る
一
九
九
八
年
七
月
一
日
判
決
は
、
行
刑
法
上
の
作
業
義
務
自
体
の
合
憲
性
は
肯
定
し
な
が
ら
も
、
義
務
に
基
づ
く
刑
務
作
業
は

「
正
当
な
評
価
」
が
行
わ
れ
る
場
合
に
の
み
効
果
的
な
再
社
会
化
手
段
と
な
る
の
で
あ
り
、
年
金
保
険
被
保
険
者
の
平
均
報
酬
の
五
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
と
ど
め
お
い
て
い
る
作
業
報
酬
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
主
観
的
な
「
治
安
感
情
」
の
悪
化
や
「
安
全
」
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
が
急
激
に
高
ま
る
中
で
示
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
二
月
五

日
判
決
は
、
結
論
と
し
て
は
終
身
の
保
安
監
置
を
合
憲
と
判
断
し
な
が
ら
も
、
弊
害
の
除
去
と
有
意
義
な
処
遇
の
存
在
と
い
う
終
身
刑

が
合
憲
性
を
満
た
す
た
め
の
必
要
条
件
は
終
身
の
保
安
監
置
に
も
妥
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
被
収
容
者
の
自
立
を
守
り
、
そ

の
尊
厳
に
注
意
を
向
け
、
保
護
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
刑
罰
の
場
合
と
同
様
に
保
安
監
置
に
つ
い
て
も
、
自
由
の
身



ドイツにおける行刑改革

に
な
っ
た
際
に
責
任
を
も
っ
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
を
作
り
出
す
よ
う
手
段
が
尽
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
傾
向
に
鑑
み
る
と
保
安
監
置
の
対
象
者
の
場
合
は
受
刑
者
よ
り
も
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
か
ら
は
、
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

を
再
度
獲
得
で
き
る
現
実
的
な
チ
ャ
ン
ス
を
被
収
容
者
に
認
め
る
法
的
基
準
と
執
行
の
構
想
が
求
め
ら
れ
る
、
と
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
判
決
は
「
少
年
行
刑
法
」
な
し
に
行
政
規
則
の
み
に
よ
っ
て
少
年
刑
の
執
行
を
行
っ
て
い
る
状

態
を
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
同
判
決
は
、
基
本
権
を
強
く
侵
害
す
る
自
由
刑
が
個
人
の
尊
厳
や
比
例
性
原
則
と
調
和
す
る
の
は
、

社
会
を
保
護
す
る
機
能
を
考
慮
し
な
が
ら
も
対
象
者
が
将
来
犯
罪
に
関
係
し
な
い
よ
う
に
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
行
刑
を
再
社

会
化
目
的
に
方
向
づ
け
る
必
要
性
は
公
衆
の
安
全
の
た
め
の
国
家
に
よ
る
保
護
義
務
か
ら
も
導
か
れ
、
社
会
的
統
合
と
い
う
執
行
の
目

的
と
社
会
を
さ
ら
な
る
犯
罪
か
ら
守
る
と
い
う
関
心
に
矛
盾
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
実
質
化
す
る
形
で
、
一
般
行
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

法
で
は
足
り
ず
に
少
年
行
刑
法
が
必
要
な
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
国
家
は
、
刑
罰
の
害
悪
を
可
能
な
限
り
最
小
化
す
る
義

務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
成
長
期
に
あ
る
者
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
り
対
象
者
の
さ
ら
な
る
発
達
に
対
し
て
特
別
の
責
任
を
負

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
高
め
ら
れ
た
責
任
は
、
社
会
的
な
学
習
や
職
業
教
育
な
ど
に
資
す
る
行
刑
が
特
別
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
果
た
さ
れ
る
。
統
計
上
少
年
期
は
逸
脱
の
起
こ
り
や
す
い
年
齢
層
で
あ
る
か
ら
、
社
会
へ
の
再
統
合
の
成
功
は
、
対

象
者
の
将
来
に
と
っ
て
も
社
会
の
保
護
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
少
年
期
に
お
け
る
時
間
感
覚
が
他
の
年
齢
層
の
も
の
と
は

異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
少
年
の
発
達
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
家
族
と
の
つ
な
が
り
を
確
保
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
な
ど
を

考
え
る
と
、
行
刑
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
有
害
な
影
響
に
は
、
と
く
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
そ
の
上
で
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
一
方
で
自
由
剥
奪
そ
れ
自
体
を
超
え
る
基
本
権
侵
害
を
防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
外
部
交
通
や
運
動
、
義
務
違
反
に
よ
る
懲
罰
の
形

態
、
不
服
申
立
手
段
に
関
す
る
特
別
な
規
定
が
、
他
方
で
社
会
的
統
合
に
着
目
し
て
、
十
分
な
教
科
教
育
・
職
業
教
育
、
収
容
形
態
と

援
助
方
法
、
共
同
体
に
お
け
る
社
会
学
習
、
被
収
容
者
間
の
暴
力
か
ら
の
保
護
、
教
育
的
・
治
療
的
援
助
、
釈
放
期
の
適
切
な
援
助
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

ど
に
関
す
る
特
別
な
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
社
会
的
統
合
を
具
体
化
す
る
措
置
に
つ
い

8
3
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て
は
立
法
者
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
も
、
少
年
行
刑
の
領
域
に
お
い
て
再
社
会
化
の
た
め
の
義
務
を
国
家
が
積
極
的

に
果
た
す
た
め
に
、
人
的
・
財
政
的
資
源
を
継
続
的
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
効
果
の
あ
る
再
社
会
化
の
構
想
を
発
展
さ

せ
る
に
あ
た
っ
て
、
立
法
者
は
経
験
的
・
学
術
的
な
知
見
の
み
な
ら
ず
、
国
際
法
規
や
人
権
保
障
に
関
係
す
る
国
際
水
準
を
考
慮
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
一
連
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
は
、
終
身
の
保
安
監
置
に
対
す
る
態
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
、
「
再
社
会
化
」
を
枠
づ

け
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
で
強
圧
的
な
刑
事
政
策
の
核
心
部
分
を
追
認
す
る
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
も
な
お
目
を
向
け
る

べ
き
は
、
社
会
保
障
の
退
行
の
中
で
社
会
問
題
が
治
安
問
題
に
読
み
替
え
ら
れ
る
現
況
を
前
に
し
て
も
な
お
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
繋

留
す
る
基
点
が
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
被
収
容
者
の
請
求
権
に
根
拠
を
も
つ
再
社
会
化
が
基

本
権
の
制
限
も
正
当
化
す
る
と
い
う
論
理
は
、
当
然
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
由
刑
の
純
化
と
保
安
拘

禁
・
恒
久
的
な
隔
離
と
を
等
号
符
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
「
再
社
会
化
」
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
自
己
自
身
に
よ
る
自

己
形
成
は
、
社
会
の
分
割
・
分
断
、
社
会
か
ら
退
出
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

84

四
　
む
す
び
に
か
え
て

　
ド
イ
ツ
行
刑
法
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
直
面
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
課
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
外
国
人
被
収
容
者
や
失
業
、
薬
物

問
題
へ
の
対
感
と
い
っ
た
再
社
会
化
に
内
在
す
る
論
理
が
問
わ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
福
祉
国
家
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
揺

る
が
す
思
潮
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
峙
す
る
動
向
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に
加
え
て
挙
げ
て
お
く
べ
き
は
、
第
一
に
、
行
刑
法
規
範
の
連
邦
統
一

性
を
実
質
的
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
や
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ッ
テ
ム
ベ
ル
ク
が
独
自
の
州
法
制
定
を
目
指
し



ドイツにおける行刑改革

て
い
る
の
に
対
し
て
､
七
六
年
法
を
土
台
と
し
た
法
案
を
共
同
で
作
成
す
る
動
き
が
､
な
お
多
-
の
社
会
矛
盾
に
晴
ぐ
旧
東
側
を
中
心

(41
)

に

一
〇
の
ラ
ン
ト
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
'
現
況
を
前
に
し
て
社
会
国
家
原
則
が
も
つ
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
｡
第
二
に
'

(
42)

ヽ
ヽ

国
際
人
権
法
規
範
や
欧
州
人
権
裁
判
所
の
役
割
に
対
す
る
期
待
の
高
ま
-
が
あ
る

｡
こ
の
こ
と
は
､
社
会
的
法
治
国
家
原
則
が
す
で
に

ヽ
ヽ

国
際
人
権
法
規
範
と
し
て
繋
留
さ
れ
て
も
い
る
こ
と
'
そ
し
て
そ
れ
を
軸
に
､
両
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
ネ
オ

･
リ

(
43)

ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
漫
潤
さ
れ
た
刑
事
立
法
に
対
時
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
､
ま
た
必
要
で
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

｡

｢監
獄
制
度
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
か
は
､
支
配
体
制
維
持
の
た
め
の
刑
事
弾
圧
に
か
ん
す
る
国
家
の
方
針
-
治
安
政
策
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
す
れ
ば
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
か
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
説
明
で
き
な

(
鶴
)

い
要
因
が
監
獄
制
度
を
動
か
し
て
い
る
｡
治
安
政
策
と
監
獄
と
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
の
必
要
性
が
そ
こ
に
あ
る

｣
｡
社
会
的
法
治

国
家
に
お
け
る
処
遇
行
刑
の
危
機
が
道
照
射
し
て
い
る
の
は
､
社
会
保
障
か
ら
治
安

へ
の
公
権
力
の
重
心
移
動
の
中
で
､

一
方
で
は
落

伍
へ
の
不
安
を
煽
-
､
他
方
で
は
労
働
の
み
な
ら
ず
生
の
空
間
か
ら
す
ら
排
除
さ
れ
た
層
を
リ
ス
ク
と
し
て
管
理

･
隔
離
す
る
田JIユヽ′､
潮43

で

あ
る
｡
生
の
保
障
に
す
ら
成
-
代
わ
ろ
う
と
す
る
治
安
政
策
に
抗
う
こ
と
｡
そ
れ
が
､
社
会
的
な
法
治
国
家
に
お
い
て
処
遇
行
刑
を
語

る
前
提
で
あ
ろ
う
｡

(
1
)

こ
の
法
律
は
'
二
〇
〇
六
年
に
､
未
決
被
収
容
者
や
死
刑
確
定
被
収
容
者
の
権
利
義
務
関
係
を
併
せ
て
規
律
す
る

｢刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等

の
処
遇
に
関
す
る
法
律
｣
に
改
め
ら
れ
た
｡

(2
)

北
村
篤

｢刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
成
立
｣
ジ
ユ
リ
二

一九
八
号

(
二
〇
〇
五
)
六
頁
以
下
や
'
川
出
敏
裕

｢監
獄
法
改
正

の
意
義
と
今
後
の
課
題
｣
ジ
ユ
リ
二

一九
八
号

(二
〇
〇
五
)
二
五
貢
以
下
を
と
く
に
参
照
｡

(3
)

土
井
政
和

｢受
刑
者
処
遇
法
に
み
る
行
刑
改
革
の
到
達
点
と
課
患
｣
自
正
五
六
巻
九
号

(二
〇
〇
五
)
二
二
頁
以
下
を
と
-
に
参
照
｡

(
4
)

以
下
で
は
'
｢自
由
刑
な
ら
び
に
自
由
剥
奪
を
伴
う
改
善
及
び
保
安
処
分
の
執
行
に
関
す
る
法
律

(GesetEub
erden
V

ollm
g
d
er
F
reih
eits･

S
t

rafeun
d

d

er
freiheitsent的iehenden
M
aB
regeln
d
er
B
ess
e
ru

n
g

u
n
d

S

icheru
n
g
)｣
を
単
に

｢行
刑
法
｣､
｢七
六
年
法
｣
と
記
す
こ
と
に
す

る
｡

8ぅ
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(
5
)

本
稿
で
は
'
｢再
社
会
化

(R
esozial
isierun
g
)｣
の
概
念
内
容
を

｢社
会
復
帰
｣
と
同
じ
も
の
と
し
て
用
い
る
o
｢社
会
復
帰
の
た
め
の
行
刑
｣
が

｢教
育
刑
｣
や

｢改
善
刑
｣
と
異
な
る
こ
と
つ
い
て
は
､
前
野
育
111
『刑
事
政
策
と
治
安
政
策
』
(法
律
文
化
社
'

1
九
七
九
)

1
七
頁
以
下
を
参
照
O

(
6
)

｢治
安
感
情
｣
の
増
大
な
ど
ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
が
村
峠
し
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
は

｢第
二
次
治
安
レ
ポ
ー
ト
｣
を
参
照
｡
v
gt
.
B

und
e
sm
in
is
te
･

riu
m
des
tn
n
e
rn
;
B
u
n
d
esm
inisteriu
m
d
e
r
Ju
stiz:
Z
eiter
P
eriod
isch
er
S
ic
herh
eitsb
eric
h
t,B
ertin
,2
00
6
.

(
7
)

H
e
rald
P
reu
ske
r‥
D
as
B
u
n
d
e
sv
erfassu
n
g
sg
e
rich
t
ats
M
otor
d
er
S
trafv
ollEugS
refor
m

}
N
fS
trV
o
2
005
,
S
.19
5
.

(
8
)

F
ran
z
M
tin
tefering
"
E
d
m
u
n
d
S
toib
er‥
V
orentw
u
rf
v
om

13
-
D
eEem
b
er
2
0
04
,
V
orsc
h
lag
e
d
er
V
orsitzend
e
n
,
K
om
mi
ssion
v
on

B

un
destag
und
B
u
n
d
esrat

zur
M
o
dem
isierun
g
d
e
r
b
un
d
e
sstaatt
ich
en
O
rd
n
u
n
g
A
rb
eitsu
nte
rlag
e
O
104
･n
eu
･,
S
14
.

(9
)

二
〇
〇
五
年

二

月

二

日
の
連
立
協
定
で
も
'
行
刑
法
の
立
法
権
限
の
移
譲
が
誼
わ
れ
て
い
る
.
v
et.
G
em
einsam
ftir
D
eu
tsch
tand
.
N
it

M
ut
u
nd
M
en
sch
lic
hk
eit.
K
oa
lition
sv
ertrag
v
o
n
C
D
U
,
C
S
U
un
d
S
P

D
v
o
m
lL.LL12
005
,
S
.(7
9
.

(
10
)

v
g
t.
G
eset

zg
ebu
ng
sk
om
petenz
fur
d
en
S
trafv
otlzug
m
u
ss
b
e
i
B
un
d
b
leib
en
,
Z
fS
trV
o
20
05
,
S
A
8
は
､
二
〇
〇
四
年

1
1
1月
に
公
表

さ
れ
た
八
〇
名
を
超
え
る
刑
法
学

･
行
刑
学

･
犯
罪
学
研
究
者
に
よ
る
反
肘
声
明
で
あ
る
｡
賛
同
し
た
研
究
者
の
数
は
､
最
終
的
に
は

1
0
0
名
を
超
え

て
い
る
｡
そ
の
他
､
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所

･
少
年
裁
判
補
助
者
連
合

(D
V
l
l
)､
刑
事
施
設
長
連
邦
同
盟
'
ド
イ
ツ
刑
務
官
連
合

(B
S
B
D
)
な

ど
､
多
-
の
団
体
が
反
対
声
明
を
出
し
て
い
る
｡

(
11
)

1
九
七
六
年
の
行
刑
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
行
刑
改
革
を
め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
は
､
H
ein
z
M
tiLler白
ietz:S
trafv
ollzugsg
esetzg
e
b
un
g
und

S
trafv
ot1zugsreform
,K
8
1n
,
197

0
[翻
訳

‥
ハ
イ
ン
ツ
･
ミ
ュ
ー
ラ
ー
=
デ
ィ

ー
ツ
'
法
務
省
矯
正
局
訳

『行
刑
立
法
と
行
刑
改
革
』
矯
正
資
料
第

三
七
号

(
一
九
七
六
)]
を
と
-
に
参
照
｡

(
1
)

H
e
in
z
M
邑
e
r･D
ietz‥S
tralv
otlzu
g
srech
t
al
s

L
an
dersach
e?,
Z
fS
trV
o
2
0
05
,S
.4
0
.

(
S
)

F
rieder
m

n
k
e
l;
H
orst
S
ch
u
ler･S
pring
orum
‥
S
trafv
ollzu
g
a
ls
L
an
d
ersa
c
he
P.
Z
fS
trV
o
20
0
6
.
S
.14
6
.
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
l
九
九

六
年
に
三
一
･
三
%
だ

っ
た
開
放
処
遇
率
は
二
〇
〇
四
年
に
は
一
四
･
六
%
に
低
減
L
t
同
期
間
中
'

ヘ
ッ
セ
ン
に
お
い
て
も
二
七

二
二
%
か
ら

一
〇

･

一
%
に
落
ち
て
い
る
｡

な
お
､
同
期
間
の
連
邦
平
均
は
二
〇
･
八
%
と

一
八

･
七
%
'
旧
西
側
平
均
は
二
二

･
五
%
と
二
〇
･
五
%
'
旧
東
側
平
均
は

七

･
七
%
と
九

･
七
%
に
な
っ
て
い
る
｡

(
14
)

F
.
D
unk
et;H
.
S
ch
E
er･S
p
rin
g
orum
2
0
05
(A
n
n
.13),
S
.14
6ff.
二
〇
〇
四
年
lll月
三

l
日
を
基
準
日
と
し
て
被
収
容
者

1
0
0
人
あ
た
り
の

数
を
見
て
み
る
と
'
休
暇
に
は
六
七

(ザ
ク
セ
ン

･
ア
ン
ハ
ル
ト
)
か
ら
八
二
〇

(ザ
ー
ル
ラ
ン
-
)
ま
で
の
開
き
が
､
外
出
に
は

一
五
八

(ザ
ク
セ

ン
･
ア
ン
ハ
ル
ト
)
'

一
六
八

(チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
)'

一
六
九

(
バ
イ
エ
ル
ン
)
か
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