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一

は
じ
め
に

日
本
の
刑
務
所
に
お
け
る
問
題
状
況
と
し
て
、
近
時
、
元
刑
務
所
職

員
や
受
刑
経
験
者
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば

｢

刑
務
所
の
内
側｣
か
ら
指
摘

さ
れ
始
め
た
こ
と
が
あ
る
。
刑
務
所
内
で
の
高
齢
者
、
知
的
障
害
・
身

体
障
害
・
精
神
障
害
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る

｢

処
遇
困
難
者｣

と
さ
れ
る

被
収
容
者
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定
の
類
型
の
被
収
容
者
が

増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
対
的
に
経
理
要
員
が
不
足
し
、
刑
務
所
内

で
の
工
場
運
営
や
処
遇
上
の
困
難
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う

(

１)

。
一
般

的
に
は
、
刑
事
弁
護
を
担
当
す
る
弁
護
士
に
よ
っ
て
す
ら
、
障
害
を
有

す
る
人
は

｢

心
神
喪
失
も
し
く
は
心
神
耗
弱
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ

な
い
か
、
罰
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
刑
が
軽
く
な
る
の
で
刑
務
所
な
ん
ぞ

に
は
間
違
っ
て
も
行
か
な
い

(

２)｣

と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
、
触
法
行
為
を
犯
し
た
障
害
者
の
多
く
が
通
常
の
被
告
人
と

同
様
の
手
続
に
よ
っ
て
裁
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
知
的
障
害
者
は
重
度

の
障
害
を
有
す
る
場
合
で
も
、
通
常
人
と
変
わ
ら
な
い
受
け
応
え
が
可

能
な
場
合
も
あ
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

｢

障
害｣

が
あ
る
こ
と
を
気
付

か
れ
な
い
ま
ま
裁
判
が
進
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
受
刑
段
階
に

な
っ
て
初
め
て
知
能
指
数
を
測
定
し
た
結
果
、
知
的
障
害
の
疑
い
が
あ

る
こ
と
が
発
覚
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

(

３)

。
さ
ら
に
、
臨
機
応
変
な
対

応
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
知
的
障
害
の
特
性
ゆ
え
に
、
弁
解
や
反
省
の

弁
等
、｢

自
分
を
守
る
言
葉｣

を
発
す
る
こ
と
な
く
、
事
件
の
際
の
行

為
が
表
面
的
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
実
質
よ
り
も
重
い

罪
名
に
よ
っ
て
裁
か
れ
、
結
果
的
に
は
厳
罰
を
受
け
や
す
い
傾
向
に
あ

る
と
も
い
う

(

４)

。

一
方
で
、
犯
罪
行
為
者
の
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
、

裁
判
に
お
い
て
刑
事
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
た
か
否
か
に
も
か
か
わ
り

な
く
、
犯
罪
被
害
者

(

及
び
そ
の
遺
族)

は
存
在
す
る
。
精
神
障
害
を

有
す
る
行
為
者
に
よ
る
大
阪
・
池
田
小
学
校
児
童
殺
傷
事
件
や
、
発
達

障
害

(
自
閉
症)

を
有
す
る
行
為
者
に
よ
る
浅
草
・
女
子
大
生
刺
殺
事

件

(

レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
事
件)

と
い
っ
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
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の
み
な
ら
ず
、
よ
り
犯
罪
行
為
の
結
果
が
軽
微
と
み
な
さ
れ
る
事
件
で

あ
っ
て
も
、
被
害
者
の
処
罰
感
情
が
非
常
に
強
い
場
合
も
あ
る
。
ゆ
え

に
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
容
易
で
は
な
い
者
に
と
っ
て
、

｢

被
害
者
感
情｣

を
理
解
し
、
反
省
し
た
り
、
ま
し
て
謝
罪
を
行
っ
た

り
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
を
と
も
な
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
で
も
、
被
害
者
を
も
含
む

｢

社
会｣

の
中
で
、
行
為
者
が
生
き
て

い
こ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の

｢

障
害｣

に
向
き
合
わ
ず
に
い

ら
れ
る
こ
と
が
、｢

社
会
復
帰｣
と
し
て
、
最
も
理
想
的
な
状
況
で
は

な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
受
刑
経
験
を
き
っ
か
け
に
、
触

法
・
虞
犯
障
害
者
の
調
査
・
支
援
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
山
本

譲
司
は
、｢

障
害
者
で
あ
ろ
う
と
、
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
そ
の
罪
を

き
ち
ん
と
償
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る

(

５)｣

と
い
う
。
し
か
し
同
時
に
、

そ
の
障
害
者
自
身
も
ま
た
、｢

人
生
の
九
割
以
上
は
被
害
者
と
し
て
生

き
て
き
た
人
た
ち｣

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

｢

我
が
国
の
福
祉
の
現
状

を
知
る
に
は
、
被
害
者
に
な
っ
た
障
害
者
を
見
る
よ
り
も
、
受
刑
者
に

成
り
果
て
て
し
ま
っ
た
彼
ら
に
視
点
を
あ
て｣

る
こ
と
で
、
よ
り
そ
の

実
態
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
れ
は
障
害
者
の

｢

社
会
復

帰｣

に
つ
い
て
検
討
す
る
上
で
は
、
彼
ら
自
身
の

｢

被
害
者
性｣

も
決

し
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
障
害
を
有
す
る
犯
罪
行
為
者
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
収
容
を
開
始
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
に
よ
る
新
た
な

刑
事
施
設
に
お
い
て
も
、
実
験
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ

る

(

６)

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
施
策
も
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ

り
、
何
よ
り
公
判
段
階
に
お
け
る
問
題
に
は
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
ず
実
際
に
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
の
は

｢

誰｣

な
の
か
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
刑
務
所
へ
収
容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
刑

事
司
法
に
関
わ
っ
た
人
の｢

社
会
復
帰｣

と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、

そ
う
い
っ
た
根
本
的
な
検
討
な
く
し
て
、
適
切
な
解
決
策
は
有
り
得
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
刑
務
所
に
現
在

数
多
く
収
容
さ
れ
て
い
る

｢

処
遇
困
難
者｣

の
一
類
型
と
し
て
、
障
害

者
、
中
で
も
知
的
障
害
を
有
す
る
人
の
触
法
行
為
に
対
す
る

｢

責
任｣

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
修
復
的
司
法

(������������������)

の

観
点
か
ら
、
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二

刑
事
司
法
に
お
け
る
知
的
障
害
者
の
現
状
と
課
題

１

刑
務
所
に
お
け
る
現
状

過
去
一
〇
年
間
の
矯
正
統
計
年
報
に
よ
れ
ば
、
新
受
刑
者
の
う
ち
、

精
神
障
害
者

(

７)

に
含
ま
れ
る
と
診
断
さ
れ
た
者
の
数
は
、
平
成
八
年
か
ら

平
成
一
七
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
お
い
て
、
図
１
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
る
。
こ
の
間
、
新
受
刑
者
の
総
数
が
約
二
万
二
千
人
か
ら
約
三
万
二

千
人
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
割
合
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変

化
し
て
い
な
い
、
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
新
受
刑
者
総
数
に
対
し
て

｢

知
的
障
害｣

と
診
断
さ
れ
た
者
の
割
合
を
み
る
と
、
だ
い
た
い
一
％

前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

し
か
し
、
矯
正
統
計
年
報
に
お
け
る
新
受
刑
者
の
知
能
指
数(

Ｉ
Ｑ

(

８))

の
分
布
を
示
す
表
か
ら
、
一
般
的
に
知
的
障
害
と
認
定
さ
れ
る
Ｉ
Ｑ

六
九
以
下

(

９)

の
者
を
抜
き
出
し
、
そ
の
割
合
の
変
化
を
示
し
た
の
が
図
２

で
あ
る
。
Ｉ
Ｑ
六
九
以
下
の
者
の
新
受
刑
者
総
数
に
対
す
る
割
合
は
約

二
九
％
前
後
で
、
精
神
障
害
者
と
診
断
さ
れ
て
い
る
者
の
数
に
比
し
て

非
常
に
高
い
。
ま
た
、
Ｉ
Ｑ
五
〇
〜
五
九
な
い
し
四
九
以
下
の
者
の
数

は
そ
れ
ほ
ど
変
化
が
な
い
も
の
の
、
六
〇
〜
六
九
及
び
テ
ス
ト
不
能

(�)
と
さ
れ
る
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。
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図１ 新受刑者の精神診断



浜
井
浩
一
が
統
計
的
に
検
証
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
刑
務

所
は
新
受
刑
者
数
の
増
加
の
み
な
ら
ず
、｢

厳
罰
化｣

に
よ
っ
て
在
所

者
の
刑
期
が
長
期
化
し
て
い
る
状
態
に
あ
る

(�)

。
ま
た
、
帰
住
先
が
確
保

し
に
く
い
状
況
に
あ
る
障
害
者

(�)

は
、
そ
の
多
く
が
仮
釈
放
に
な
り
に
く

く
、
満
期
出
所
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
保
護
観
察
中
に

福
祉
に
つ
な
ぐ
と
い
っ
た
援
助
も
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
短
い
再
犯
期

間
で
刑
務
所
に
再
入
し
て
く
る
者
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う

(�)

。
山

本
譲
司
は
、
日
本
の
福
祉
行
政
に
お
け
る

｢

重
度
障
害
者
重
視｣

の
予

算
配
分
か
ら
、
福
祉
施
設
に
と
っ
て
、
前
科
を
有
す
る
障
害
者
、
そ
の

中
で
も
比
較
的
軽
度
の
知
的
障
害
者
は
、
引
き
受
け
る
こ
と
に
施
設
運

営
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
く
、
た
だ

｢

厄
介
な
存
在｣

と
な
っ
て
い
る
現

状
を
指
摘
す
る

(�)

。

こ
の
よ
う
な

｢

治
安
の
最
後
の
砦｣

で
あ
る
は
ず
の
刑
務
所
が
、

｢

福
祉
の
最
後
の
砦｣

と
化
し
て
い
る
現
状
に
は
、
刑
務
所
へ
の
入
口

で
あ
る
裁
判
過
程
に
お
い
て
、
知
的
障
害
者
特
有
の
傾
向
か
ら
生
じ
る

問
題
も
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

２

知
的
障
害
者
の
特
徴
・
特
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

二
〇
〇
六
年
に
大
阪
弁
護
士
会
が
ま
と
め
た

『

知
的
障
害
者
刑
事
弁

護
マ
ニ
ュ
ア
ル』

に
よ
れ
ば
、｢

知
的
障
害
の
あ
る
人
に
特
徴
的
な
行
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動｣

と

｢

知
的
障
害
の
あ
る
人
の
記
憶
特
性｣

は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る

(�)
。

【
特
徴
的
な
行
動
】

①
理
解
力
・
表
現
力
が
乏
し
い

見
た
こ
と
聞
い
た
こ
と
を
整
理
し
て
理
解
、
表
現
す
る
こ
と
が

困
難
で
、
模
写
や
反
復
が
正
し
く
で
き
な
い
。

②
抽
象
化
・
一
般
化
が
困
難

過
去
の
経
験
を
踏
ま
え
て
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
こ
と
が
苦
手

で
あ
る
。

③
記
憶
が
不
安
定

一
度
に
複
数
の
指
示
を
受
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

④
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
困
難

予
測
し
、
計
画
を
立
て
て
行
動
し
た
り
、
欲
求
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
た
り
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

⑤
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
障
害
が
あ
る

難
し
い
言
葉
や
早
口
で
話
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
緊
張
が
強
く
、

聞
き
返
す
こ
と
に
対
し
て
恐
怖
感
を
持
っ
て
い
る
。

【
記
憶
特
性
】

①
長
期
記
憶

一
旦

｢

長
期
記
憶｣

と
さ
れ
た
記
憶
の
保
持
・
衰
退
の
速
度
は

障
害
が
な
い
人
と
同
様
だ
が
、
情
報
量
は
少
な
い
。

②
短
期
記
憶

短
期
記
憶
の
容
量
が
限
定
的
な
上
に
、
保
持
時
間
も
短
い
。
事

実
の
細
部
に
関
す
る
情
報
の
欠
落
が
あ
る
。

③
イ
メ
ー
ジ
的
記
憶

気
に
入
っ
て
い
る
絵
や
映
像
、
楽
し
か
っ
た
あ
る
い
は
辛
か
っ

た
場
面
等
、
自
己
の
感
情
を
伴
う
記
憶
は
残
り
や
す
い
。

④
意
味
的
記
憶

法
律
や
法
則
・
公
式
、
日
時
を
覚
え
る
場
合
等
、
自
己
に
関
係

し
な
い
客
観
的
事
実
に
関
す
る
記
憶
は
残
り
に
く
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
や
特
性
か
ら
、
本
人
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な

事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
日
時
を
覚
え

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
た
め
、｢

知
的
障
害
の
あ
る

人
の
供
述
の
信
用
性
を
吟
味
す
る
に
は
、
供
述
内
容
の
核
心
部
分
に
一

貫
性
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
供
述
が
感
情
や
情
緒
に
結
び
つ
い
た
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
判
断
す
べ
き｣

だ
と
い
う
。
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障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
刑
事
司
法
の
各
場
面
、
特
に
訴
訟
の
場

に
お
い
て
、
被
告
人
と
の
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
の
重
要
性
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
障
害｣

は
、｢

社
会
性
の
障
害｣

で
あ
る
自
閉
症
の
最
も
顕
著

な
特
徴
だ
と
い
わ
れ
る
が

(�)
、
基
本
的
に
は
、
知
的
障
害
も
含
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
障
害
特
有
の
思
考
法
や
行
動
特
徴
に
配
慮
す
る
こ
と
が
、
本
人

の
意
思
を
無
視
し
た
一
方
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
を

極
力
避
け
、
双
方
向
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
へ
と
つ
な

が
る
。

障
害
者
福
祉
の
世
界
に
お
い
て
は
、
当
事
者
主
体
や
自
己
決
定
と
い
っ

た
理
念
や
実
践
が
、
主
に
身
体
障
害
者
を
中
心
に
し
て
進
め
ら
れ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
知
的
障
害
者
の
主
体
性
や
自
己
決
定
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
身
体
障
害
者
と
ま
っ
た
く
同
一
に
語
る
の
は
困
難
で
あ
る
た

め
、
権
利
原
則
論
的
に
知
的
障
害
者
の
権
利
を
主
張
す
る
の
み
な
ら
ず
、

代
理
人
を
立
て
る
こ
と
や
、
支
援
者
に
よ
る

｢

自
己
決
定
支
援

(����
�����)｣

の
重
要
性
が
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

｢

支
援｣
が

｢

本
人
が
自
分
で
決
め
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
、
他
人
が
決
め
て

教
え
て
あ
げ
る｣

と
い
う

｢

究
極
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム｣

に
陥
ら
な
い

た
め
に
は
、
当
事
者
の
主
体
性
や
自
己
決
定
が
、
障
害
者
と
そ
の
人
に

関
わ
る
人
の

｢

関
係
の
こ
と｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

(�)
。
つ
ま

り

｢

双
方
向
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン｣

の
結
果
と
し
て
成
立
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
は
、
実
際
の
事
例
か

ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
例
に
み
る
刑
事
司
法
に
お
け
る
知
的
障
害
者

知
的
障
害
者
が
行
為
者
と
な
っ
た
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
特
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
問
題
を
中
心
に
、
具
体
的
な
事
例
を

挙
げ
な
が
ら
ま
と
め
て
み
た
い
。

(

１)

自
白

(

供
述)

の
任
意
性
・
信
用
性

知
的
障
害
者
が
関
わ
る
裁
判
に
お
い
て
、
最
も
以
前
か
ら
取
り
沙
汰

さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
知
的
障
害
者
が
被
告
人
と
な
っ
た
場
合
の

み
な
ら
ず
、
証
人

(

甲
山
事
件
な
ど)

と
な
っ
た
事
件
、
被
害
者

(

水

戸
事
件
な
ど)

と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
も
、
そ
の
問
題
性
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
で
も
捜
査
機
関
の
中
に
は
知
的
障
害
者
の

取
調
べ
は

｢

赤
子
の
腕
を
ひ
ね
る
よ
う
な
も
の｣

だ
と
い
う
認
識

(�)

が
あ

る
と
い
う
。
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【
ケ
ー
ス
１

(�)
】

知
的
障
害
者
の
Ｄ
さ
ん(

男
性
・
五
六
歳
・
Ｉ
Ｑ
四
〇
程
度)

は
、

警
察
の
見
込
み
捜
査
に
よ
り
、
自
ら
が
通
う
知
的
障
害
者
施
設
を
含

め
、
近
隣
で
起
こ
っ
て
い
た
連
続
放
火
事
件
の
参
考
人
と
し
て
警
察

に
任
意
同
行
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
放
火
事
件
が
続
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｄ
さ
ん
は
本
件
放
火
の
み
で
自
白
を
と
ら
れ
、

起
訴
さ
れ
た
。
裁
判
過
程
に
お
い
て
は
、
供
述
調
書
の
中
に
知
的
障

害
者
の
Ｄ
さ
ん
が
話
す
に
は
あ
ま
り
に
曖
昧
な
や
り
取
り
が
あ
る
こ

と
、
Ｄ
さ
ん
が
警
察
の
取
調
べ
に
お
い
て
書
い
た
と
い
う

｢

自
白
メ

モ｣

と
同
じ
文
面
を
法
廷
で
Ｄ
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

書
け
な
い
文
字
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
Ｄ

さ
ん
の
自
白
が
参
考
人
段
階
で
の
聴
取
で
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
供

述
の
う
ち
、
放
火
に
関
す
る
内
容
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
、
弁
護
人

が
要
求
に
よ
り
取
調
時
に
録
取
さ
れ
た
テ
ー
プ
の
存
在
に
よ
っ
て
、

自
白
の
任
意
性
・
信
用
性
を
争
っ
た
弁
護
側
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
た
。

前
述
の
よ
う
な
特
性
や
特
徴
か
ら
、
知
的
障
害
者
は
取
調
官
や
裁
判

官
か
ら｢

強
い
口
調
で
尋
問
さ
れ
た
り
、
否
定
的
な
聞
き
方
を
さ
れ
る｣

と
、｢

迎
合
し
や
す
く
、
誘
導
に
乗
り
や
す｣

く
な
っ
て
し
ま
う
傾
向

が
あ
る

(�)

。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
中
で
知
的
障
害
者
が
身
に
つ

け
た
、
刑
事
司
法
と
い
う
場
に
対
す
る
知
的
障
害
者
な
り
の
あ
る
種
の

｢

適
応｣

な
い
し

｢

順
応｣

行
動
と
も
い
え
る
。
副
島
洋
明
は
、
法
廷

で
Ｄ
さ
ん
が

｢

こ
こ
が
ど
う
い
う
場
所
な
の
か｣

全
く
わ
か
っ
て
お
ら

ず
、｢

じ
っ
と
身
を
固
く｣

し
て
、｢

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
の
如
き
裁
判

と
い
う
手
続
き
に
の
せ
ら
れ
、
機
械
的
に
裁
か
れ
て｣

い
く
、
と
表
現

し
て
い
る
。｢

被
告
人
で
あ
る
当
事
者
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
、
そ

し
て
当
事
者
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
も
し
な
い
刑
事
裁
判
と
は
何
な
ん
だ

(�)｣

と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
べ
き

｢

当
事
者｣

と
し
て
、
知
的
障
害
者
が
法
廷
の
場
で
認
識
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、

後
述
す
る
行
為
者
と
し
て
の

｢

行
為
の
客
観
化｣

の
過
程
を
奪
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
な
知
的
障
害
者
の
特
性
に
つ
い
て
、
司
法
関
係
者(

警
察
・

弁
護
人
・
裁
判
所
・
検
察
等)

理
解
を
深
め
る
こ
と
、
そ
し
て
被
害
者

や
証
人
等
、
司
法
に
か
か
わ
る
人
々
に
対
し
て
丁
寧
な
説
明
を
行
う
こ

と
な
し
に
、
知
的
障
害
者
が
法
廷
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
現
状
は
改
善

さ
れ
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ
れ
、
よ
り

国
民
や
被
害
者
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
い
司
法
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

ま
ず
被
告
人
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
司
法
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

副
島
洋
明
に
よ
る

｢

知
的
障
害
者
人
権
セ
ン
タ
ー｣

構
想

(�)

は
、
知
的
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障
害
者
に
か
か
わ
る

｢

個
別
的
な
事
件
へ
の
取
り
組
み｣

を
超
え
た
問

題
解
決
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、｢

社
会
的
事
件
化｣

を
行
う
た
め

の
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
求
め
ら
れ
る

活
動
と
し
て
、
①
知
的
障
害
者
の
人
権
擁
護
に
向
け
、
法
律
と
言
論
を

武
器
と
し
た
社
会
的
事
件
と
社
会
的
運
動
を
に
な
う
、
②
知
的
障
害
者

に
対
す
る
企
業
・
学
校
等
に
お
け
る
虐
待
事
件
に
積
極
的
に
対
応
し
て
、

そ
の
被
害
救
済
と
責
任
追
及
の
権
利
擁
護
活
動
、
③
知
的
障
害
者
が
犯

罪
の
容
疑
を
受
け
、
警
察
に
取
調
べ
ら
れ
、
逮
捕
さ
れ
た
時
に
、
直
ち

に
当
事
者
の
も
と
に
か
け
つ
け
る
よ
う
な

｢

知
的
障
害
者
専
門
・
被
疑

者
弁
護
人
制
度｣

と

｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者
制
度｣

を
め
ざ

し
た
活
動
が
急
務
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ

て
、
こ
れ
ま
で
個
別
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
事
件
に
つ
い
て
、
経
験
的

デ
ー
タ
の
集
積
・
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
知
的
障
害

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
刑
事
司
法
の
各
段
階
に
お
い
て
、

知
的
障
害
者
に
専
門
的
に
対
応
す
る
専
門
官
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

(�)
。

こ
の
よ
う
な
取
組
に
つ
い
て
も
今
後
調
査
・
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

(

２)

社
会
復
帰
後
の
環
境
整
備
の
重
要
性

前
述
の
よ
う
に
、
知
的
障
害
者
の
刑
務
所
へ
の
再
入
率
が
高
い
こ
と

か
ら
、
出
所
時
の
福
祉
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、

そ
の
弁
護
活
動
に
お
い
て
も
、
情
状
弁
護
と
し
て
、
事
件
の
遠
因
と
な

り
得
る
環
境
の
不
備
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
さ
れ
る

(�)

。

【
ケ
ー
ス
２

(�)

】

Ｆ
さ
ん

(

男
性
・
七
四
歳
・
Ｉ
Ｑ
六
六
・
精
神
遅
滞
あ
り)

は
、

本
件
放
火
で
起
訴
さ
れ
る
ま
で
に
過
去
一
〇
回
の
服
役
経
験
が
あ
っ

た
。
実
刑
判
決
を
受
け
た
罪
名
は
す
べ
て

｢

放
火
罪｣

で
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
が
刑
務
所
に
戻
り
た
い
が
た
め
に
行
っ
た
放
火
で
あ
り
、

特
に
五
〇
歳
以
後
は
火
を
点
け
る
と
同
時
に
自
首
し
て
い
る
。
収
監

先
に
は
一
般
の
刑
務
所
の
み
な
ら
ず
、
医
療
刑
務
所
も
含
ま
れ
て
い

た
。
障
害
者
手
帳
を
有
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
一
二
歳
で
教
護

院
に
入
っ
て
以
降
、
少
年
院
、
刑
務
所
と
成
人
後
は
約
五
〇
年
間
収

監
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
件
事
件
前
、
生
活
保
護
の
申
請
を

行
う
た
め
に
区
役
所
に
出
向
い
た
も
の
の
、
住
所
が
な
い
こ
と
な
ど

を
理
由
に
職
員
に
追
い
返
さ
れ
て
い
た
。

矯
正
と
保
護
の
連
携
、
及
び
保
護
と
福
祉
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
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二
〇
〇
〇
年
に
出
さ
れ
た
矯
正
保
護
審
議
会
に
よ
る
提
言

｢

二
一
世
紀

に
お
け
る
矯
正
運
営
及
び
更
生
保
護
の
在
り
方
に
つ
い
て

(�)｣

以
来
、
昨

年
公
表
さ
れ
た

｢

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議｣

報
告

書

(�)
で
も
強
調
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ま
だ
大
き
な
課
題
と
し
て

残
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
昨
年
度
よ
り
三
年
間
の
予
定
で
、

厚
生
労
働
省
の
研
究
班
が
発
足
し
、｢

虞
犯
・
触
法
等
の
障
害
者
の
地

域
生
活
支
援
に
関
す
る
研
究｣
を
行
っ
て
い
る

(�)
。
そ
の
中
の
分
担
研
究

で
は｢

虞
犯
・
触
法
等
の
障
害
者
の
就
労
と
地
域
生
活
の
現
状
と
課
題｣

、

ま
た

｢

触
法
等
の
障
害
者
の
社
会
復
帰
に
お
け
る
更
生
保
護
と
福
祉
等

の
連
携
に
関
す
る
現
状
と
課
題｣

と
い
っ
た
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。

触
法
等
の
障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
受
け
入
れ
の
た
め
に
、
実
践
的
な

モ
デ
ル
事
業
を
展
開
し
て
い
く
予
定
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
成
果
が
待

た
れ
る
。

(

三)

被
害
者
と
の
か
か
わ
り

刑
事
司
法
に
お
い
て
、
知
的
障
害
者
は
自
ら
を
守
る
言
葉
を
ほ
と
ん

ど
持
て
な
い
。
ま
し
て
、
他
者
に
対
す
る
配
慮
、
つ
ま
り
被
害
者
に
対

す
る
謝
罪
・
反
省
の
言
葉
を
心
か
ら
口
に
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
行

為
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
そ
の
内
面
を
表
出
さ
せ
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
害
者
に
と
っ
て
、

知
的
障
害
者
が
一
体
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の
か
、
そ
の
意
識
に
よ
っ

て
法
廷
に
お
け
る
行
為
者
の
言
葉
や
、
そ
も
そ
も
の
行
為
の
意
味
の
捉

え
方
す
ら
変
わ
る
可
能
性
も
あ
る
。

【
ケ
ー
ス
３

(�)

】

Ａ
さ
ん

(

男
性
・
二
七
歳
・
Ｉ
Ｑ
三
五
程
度
・
ダ
ウ
ン
症)

は
作

業
所
へ
向
か
う
通
勤
電
車
で
被
害
者
の
Ｍ
さ
ん

(

二
三
歳)

に

｢

痴

漢
だ｣

と
言
わ
れ
、
駅
長
室
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
の
際
、
駅
員

が
何
気
な
く
言
っ
た

｢

ま
た
か｣

と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
被
害
者

は｢

障
害
者
や
か
ら
っ
て
許
さ
れ
へ
ん｣

と
言
っ
て
い
る
。
駅
員
は
、

沿
線
に
作
業
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
障
害
者
が
駅
構
内
で
騒
ぐ
こ
と

が
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
意
味
で

｢

ま
た
か｣

と
言
っ
た

の
で
あ
り
、
Ａ
さ
ん
が
痴
漢
の
常
習
で
あ
る
、
と
い
う
意
図
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
被
害
者
は
そ
う
誤
解
し
た
ら
し
く
、
警
察
が
到

着
す
る
ま
で
の
間
、
駅
長
室
で

｢

こ
ん
な
や
つ
を
野
放
し
に
し
と
く

か
ら
、
安
心
し
て
街
も
歩
か
れ
へ
ん
や
な
い
の
。
刑
務
所
で
も
病
院

で
も
閉
じ
込
め
て
一
生
出
ら
れ
へ
ん
よ
う
に
し
て
ち
ょ
う
だ
い｣

と

駅
員
た
ち
を
怒
鳴
り
つ
け
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
Ａ
さ
ん
は
警
察
で

取
調
を
受
け
て
帰
宅
し
た
が
、
Ａ
さ
ん
宅
に
Ｍ
さ
ん
の
彼
氏
か
ら
慰

謝
料
を
請
求
す
る
電
話
が
あ
り
、
さ
ら
に
弁
護
士
を
通
し
て
五
〇
万
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円
を
請
求
す
る
内
容
証
明
郵
便
が
届
い
た
。

Ａ
さ
ん
は
身
の
回
り
の
こ
と
は
自
分
で
で
き
る
が
、
表
現
能
力
に

問
題
が
あ
る
が
ゆ
え
に
重
度
の
障
害
認
定
を
う
け
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
供
述
調
書
の
内
容
が
自
分
の
意
思
や
願
望
を
具
体

的
に
述
べ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
信
用
性
が
疑
わ

れ
た
。
実
は
警
察
も
立
件
に
は
消
極
的
だ
っ
た
が
、
被
害
者
が
被
害

届
を
出
す
と
い
う
強
い
意
思
を
示
し
た
た
め
、
送
検
さ
れ
、
結
果
的

に
は
被
害
者
の
供
述
に
沿
う
形
で
事
実
が
認
定
さ
れ
起
訴
猶
予
と
な
っ

た
。
ま
た
後
日
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
Ａ
さ
ん
に
痴

漢
の
故
意
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
Ａ
さ
ん
の
父
親
は
、
過
失
と

は
い
え
、
監
督
者
と
し
て
の
責
任
を
認
め
て
慰
謝
料
五
万
円
を
支
払

い
、
和
解
に
至
っ
た
。

被
害
者
が
Ａ
さ
ん
に
抱
い
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く

｢
障
害
を
隠
れ

蓑
に
し
て
、
何
度
も
触
法
行
為
を
繰
り
返
す

『

悪
人』｣

の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
Ａ
さ
ん
自
身
は
何
ら
弁
解
を
述
べ
る

こ
と
が
な
く

(

述
べ
る
こ
と
が
出
来
ず)

、
警
察
や
駅
員
に

｢

寛
大
な

対
応｣

を
求
め
て
な
だ
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
、
被
害
者
の
感
情
が
余
計

に
逆
な
で
さ
れ
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。｢

行
為
者
に

障
害
が
あ
る
か
ら｣

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を
理
由
に
、
被
害
者
に

｢

赦
す｣

こ
と
を
求
め
る
の
は
、
被
害
者
と
行
為
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
却
っ
て
阻
害
し
て
し
ま
う
。
そ
の
行
為
者
の
特
性
ゆ
え
に
、

そ
の
行
為
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
被
害
者
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る

責
任
が
減
殺
さ
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
行
為
者
自
身
が
そ
の
行
為
の
意

味
を
ど
う
客
観
化
し
、
認
識
し
て
い
く
の
か
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と

し
て
、
ま
た
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
そ
の
行
為
の
意
味
を
客
観
化
す
る

た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

障
害
を
有
す
る
人
の

｢

責
任｣

の
あ
り
方

刑
事
司
法
に
お
い
て
、｢

責
任｣

と
は
行
為
責
任
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

刑
事
責
任
と
は
、
法
益
侵
害
結
果
を
惹
起
し
た
行
為
に
関
し
て
の
非
難

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
の
責
任
能
力
と
は
非
難
の
前
提
と
さ
れ
、

具
体
的
に
は
そ
の
実
行
行
為
時
に
行
為
の
是
非
を
弁
別
す
る
能
力
、
及

び
弁
別
に
従
っ
て
行
為
を
制
御
す
る
能
力
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
、

学
説
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
責
任

(

非

難)
に
基
づ
い
て
、
行
為
者
は
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
な
障
害
を
有
す
る
犯
罪
行
為
者
は
、
現
行
刑
事
司
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法
に
お
い
て
、
時
に
限
定
的
に
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
責
任
を
認
め

ら
れ
、
刑
罰
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
障
害
を
有
す
る
犯

罪
行
為
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
に
あ
た
り
、
処
遇
の
段
階
も
含
め
た

現
状
に
照
ら
し
て
、
通
説
的
な
刑
事
責
任
能
力
判
断
及
び
刑
事
責
任
の

確
定
の
み
で
果
た
し
て
足
り
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
状
に
お
い
て
は
、

彼
ら
が
ど
う
い
う
訴
訟
手
続
に
の
せ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
そ
も
そ

も
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
犯
罪
行
為
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
充
分
に
検
討
・
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
彼
ら
は
た
だ
他

律
的
に
刑
罰
を
科
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
刑
事
責
任
能
力
判
断
が
な
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
遂
行
能
力
や
処
遇
に
耐
え
得
る
能
力
の
存
在

が
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
純
化
さ
れ
た

自
由
刑
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
中
身
は
自
由
の
剥
奪
の
み
に
限
定
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
行
為
者
の
自
発
的
意
思
に
基
づ
く
処
遇
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
復
帰
に
向
け
た
処
遇
を
受
け
る
上
で
、
そ

れ
が
自
発
的
意
思
に
基
づ
く
こ
と
の
重
要
性
を
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
刑

罰
の
中
身
そ
の
も
の
は
、
自
由
の
剥
奪
そ
れ
の
み
に
純
化
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
発
的
意
思
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
行
為

の
意
味
、
刑
罰
の
意
味
を
理
解
し
、
行
為
者
本
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

社
会
的
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
自
立
的
に
社
会
復
帰
を
企
図
す
る
と
い
っ

た
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
と
責
任
と
を
つ
な
ぐ
関
係

性
が

｢

解
消｣

可
能
な
も
の
と
し
て
の
、
新
た
な

｢

責
任｣

の
概
念
が

構
築
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
刑
罰
を
経
て

も
な
お
決
し
て

｢

責
任
関
係
の
解
消｣

を
な
し
得
な
い
責
任
を
想
定
す

る
こ
と
が
、
社
会
復
帰
理
念
と
の
関
係
で
、
処
遇
と
責
任
と
の
関
係
を

よ
り
断
絶
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１

行
為
者
処
遇
の
目
的

日
本
で
は
、
刑
務
所
に
お
け
る
矯
正
処
遇
、
社
会
内
に
お
け
る
保
護

処
遇
は
い
ず
れ
も
そ
の
目
的
と
し
て
、｢

社
会
復
帰｣

を
掲
げ
て
き
た
。

二
〇
〇
六
年
に
成
立
し
た
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る

法
律

(

以
下
、
受
刑
者
処
遇
法)

に
お
い
て
も
、
そ
の
第
三
〇
条
で

｢

受
刑
者
処
遇
の
原
則｣

と
し
て

｢

受
刑
者
の
処
遇
は
、
そ
の
者
の
資

質
及
び
環
境
に
応
じ
、
そ
の
自
覚
に
訴
え
、
改
善
更
生
の
意
欲
の
喚
起

及
び
社
会
生
活
に
適
応
す
る
能
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行

う
も
の
と
す
る｣

と
定
め
、
刑
務
所
内
で
行
わ
れ
る
処
遇
は
、
被
収
容

者
の
社
会
復
帰
の
た
め
に
、
本
人
の

｢

自
覚
に
訴
え｣

る
自
律
的
更
生

に
向
け
た
処
遇
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
七
年
第
一
六
六
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
更

生
保
護
法
は
、
そ
の
目
的
規
定
で
あ
る
第
一
条
に
お
い
て
、｢

こ
の
法

律
は
、
犯
罪
を
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
し
、
社
会
内
に
お

障害を有する人の ｢責任｣ と修復的司法 (森久智江)145



い
て
適
切
な
処
遇
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
再
び
犯
罪
を
す
る
こ
と
を
防

ぎ
、
又
は
そ
の
非
行
を
な
く
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
善
良
な
社
会
の
一
員

と
し
て
自
立
し
、
改
善
更
生
す
る
こ
と
を
助
け
る
と
と
も
に
、
恩
赦
の

適
正
な
運
用
を
図
る
ほ
か
、
犯
罪
予
防
の
活
動
の
促
進
等
を
行
い
、
も
っ

て
、
社
会
を
保
護
し
、
個
人
及
び
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る｣

と
定
め
、
保
護
対
象
者
の

｢

自
立｣

を

｢

助
け
る｣

こ
と

と
並
列
し
て

｢

再
犯
防
止｣
と
い
う
目
的
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

旧
法

(

犯
罪
者
予
防
更
生
法)
の
目
的
規
定
が

｢

改
善
及
び
更
生
を
助

け
る｣

こ
と
に
よ
り

｢

社
会
を
保
護｣

す
る
と
し
て
い
た
こ
と
で
、
実

務
的
に
は

｢

有
権
的
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク｣
を
主
軸
と
し
た
自
律
的
な

｢

改

善
更
生｣

の
援
助
が
追
求
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
そ
の
基
本
姿
勢
を
変

更
し
、｢

再
犯
防
止｣

と
い
う
目
的
が
よ
り
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
規

定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、｢
再
犯
防
止｣

が
達

成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
律
的
で
な
く
、
他
律
的
な

｢
改
善
更
生｣

を
も
受
容
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
、
処
遇
の

目
的
に
お
い
て
、
社
会
内
と
施
設
内
の
基
本
的
立
場
が
矛
盾
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
被
収
容
者
な
い
し
は
対
象
者
の

｢

社
会
復
帰｣

を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
る
。

服
部
朗
は

｢

社
会
復
帰
理
念
の
再
検
討

(�)｣

に
お
い
て
、｢

治
療
主
義

に
対
す
る
反
省
は
、
社
会
復
帰
を
達
成
す
る
手
段
に
対
す
る
反
省
で
は

あ
っ
て
も
、
社
会
復
帰
と
い
う
問
題
の
重
要
性
を
も
同
時
に
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い｣

と
述
べ
た
上
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の

｢

責
任｣

と

｢

社

会
復
帰｣

に
関
す
る
考
え
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
が

｢

社
会
復
帰｣

の
本
質
的
な
意
味
は

｢

社
会
復
帰
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は

全
く
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
行
為
者
自
身
だ
け
が
そ
れ
を
な
し
得
る｣

と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
治
療
主
義
に
反
省
を
促
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

｢

治
療
主
義
の
不
成
功｣

は

｢

受
刑
者
に
対
す
る
他
律
的
な
働
き
か
け

を
重
視
し
、
受
刑
者
自
身
に
よ
る
主
体
的
な
社
会
復
帰
の
努
力
を
奨
励

し
て
来
な
か
っ
た
点
に
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
、
と
の
理
解

も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

処
遇
の
目
的
と
し
て
の

｢

社
会
復
帰｣

は
、
そ
の
内
容
と
し
て

｢

自

律
的
更
生｣

を
企
図
し
な
け
れ
ば
、
半
永
久
的
に
監
視
を
緩
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
監
視
下
に
あ
る
こ
と
で
対
象
者
の
再
犯
を
他
律

的
に
抑
止
す
る
と
い
う

｢

他
律
的
更
生｣

は
、
厳
罰
を
科
す
こ
と
や
対

象
者
を
危
険
視
す
る
こ
と
で
、｢

責
任
の
自
覚｣

を
促
す
ど
こ
ろ
か
、

行
為
者
に
社
会
化
と
贖
罪
の
機
会
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

浅
草
・
女
子
大
生
刺
殺
事
件

(

レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
事
件)

の
際
、
副

島
洋
明
弁
護
人
は
冒
頭
陳
述
に
お
い
て

｢

私
た
ち
弁
護
人
は
、
こ
の
裁

判
の
場
が
そ
の
反
省
と
責
任
を
被
告
人
に
自
覚
さ
せ
、
感
銘
さ
せ
る
教

育
的
更
生
の
場
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
裁
判
の
審
理
に
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お
い
て
は
、
被
告
人
自
身
、
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
の
自
己
反
省
の

〝
裁
き
の
場〞

と
な
る
よ
う
、
強
く
要
請
し
た
い｣

と
述
べ
て
い
る

(�)

。

刑
事
裁
判
が

｢

教
育｣

の
場
と
し
て
適
し
て
い
る
か
否
か
は
、
少
年
法

に
お
け
る
逆
送
時
刑
事
裁
判
の
教
育
効
果
に
関
す
る
議
論
に
照
ら
せ
ば
、

い
さ
さ
か
疑
問
を
差
し
挟
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
被
告

人
が

｢

今
こ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か｣

、｢

自
分
は
ど
う
思
っ
て

い
る
の
か｣

わ
か
る
裁
判
で
あ
る
こ
と
が
、
自
律
的
更
生
と
し
て
の
社

会
復
帰
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

２

修
復
的
司
法
に
お
け
る

｢

応
答
的
責
任｣

修
復
的
司
法
に
お
け
る
責
任

(��������������)
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
責
任
が
、
過
去
の
行
為
に
対
す
る
責
任
で

あ
る

｢

回
顧
的
責
任｣

か
ら
区
別
し
て
、｢

応
答
的
責
任｣
と
称
さ
れ

る
。
こ
の

｢

応
答
的
責
任｣

は
、
従
来
の
刑
事
責
任
に
加
え
て
課
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
刑
事
責
任
の
概
念
に
変
容
を
迫
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
修
復
的
司
法
、
特
に
純
粋
モ
デ
ル
に
お

い
て
は
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
、
自
発
性
・
任
意
性
が
重
視
さ
れ
る
。
刑

事
司
法
に
お
い
て
、
刑
罰
そ
の
も
の
が
強
制
的
か
つ
他
律
的
で
あ
る
こ

と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
刑
罰
の
執
行
段
階
に
お
け
る
処
遇
が
、
自
発

的
意
思
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
行
為
の
意
味
、
刑
罰
の
意
味
を
理
解
し
、

行
為
者
本
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
社
会
的
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
自
立

的
に
社
会
復
帰
を
企
図
す
る
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
た
り
得
る
た
め
に
は
、

公
判
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る

｢

責
任
関
係｣

が

｢

解
消
可
能
な
責
任｣

た
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
場
合
、｢

責
任
能
力｣

と
い
う
概
念
は
、

従
来
、
刑
事
司
法
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
き
た
責
任
能
力
と
は
や
や
異

な
る
意
味
を
持
ち
得
る
。
つ
ま
り
、｢

自
ら
が
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、

社
会
な
い
し
被
害
者
に
対
し
て
応
答
す
る
能
力｣

で
あ
る
と
定
義
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
行
為
時
の
能
力
の
み
を
指
す

も
の
で
は
な
く
、(

犯
罪
行
為
後
に)

事
後
的
に
、
行
為
者
が
身
に
つ

け
得
る
能
力
、
つ
ま
り
、
行
為
後
の
事
情
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る

｢

変

数｣

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

｢

変
数｣

は
、
従
来
の
刑
事
司
法
に
お
い

て
も
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
起
訴
段
階

に
お
け
る
起
訴
猶
予
、
裁
判
段
階
に
お
け
る
情
状
酌
量
減
刑
、
執
行
猶

予
、
矯
正
か
ら
保
護
へ
の
接
続
段
階
に
お
け
る
仮
釈
放
審
査
基
準
な
ど

に
そ
の

｢

変
数｣

の
考
慮
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ

ば
、
従
来
の
刑
事
司
法
に
お
い
て
も

｢

回
顧
的
責
任

(

応
報
的
責
任)｣

を
果
た
す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば｢

行
為
責
任
に
基
づ
く
刑
罰
を
受
け
る｣

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
責
任
が
果
た
さ
れ
、
社
会
復
帰
が
可
能

に
な
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。｢

応
答
す
る
能
力
を
身
に
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付
け
る｣

と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
社
会
的
援
助
を
提

供
す
る
こ
と
こ
そ
が
行
為
者
の
社
会
復
帰
を
促
し
、｢

自
律
的
更
生｣

に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
た
故
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
害
者
と
被
害
者
の
対
面
と
い
っ
た

｢

修
復
的
司
法｣

的
な
手
法
に

限
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、｢

応
答
す
る
能
力｣

は
具
体
的
に
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

｢

手
法｣

が
効
果
を

持
つ
前
提
と
し
て
、
被
害
者
側
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
当
然
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
ひ
と
つ
の

要
素
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
浜
井
浩
一
は

｢

加
害
者
側
に
戻
る
べ
き
家

族
や
仕
事
と
い
っ
た
生
活
基
盤
が
あ
る
場
合

(�)｣
で
な
け
れ
ば
、｢

加
害

者
と
被
害
者
が
話
し
合
い
を
も
ち
、
加
害
者
が
被
害
者
の
受
け
た
被
害

を
十
分
に
認
識
し
、
反
省
し
、
被
害
回
復
の
た
め
の
努
力
を
誓
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
加
害
者
の
再
犯
を
防
止
し
つ
つ
、
被
害
回
復
を
図
る
こ
と

が
可
能｣

に
な
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
知
的
障
害
を
有
す
る
行
為
者
が
、
そ
の
よ

う
な

｢

手
法｣

を
用
い
て
被
害
者
と
対
面
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
謝
罪

の
手
紙
を
書
い
た
り
、
賠
償
し
た
り
と
い
っ
た

｢

反
省｣

を
表
面
化
さ

せ
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
困
難
が
と

も
な
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
最
終
的
な
段
階
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
行
為

そ
の
も
の
を
客
観
化
し
て
捉
え
な
お
す
、
佐
藤
幹
夫
の
言
葉
を
借
り
れ

ば

｢

内
な
る
私｣

の
視
点
、｢

他
者
へ
の
ま
な
ざ
し｣

を
獲
得
す
る
た

め
に

(�)

、
行
為
者
本
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
双
方
向
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
た
る
支
援
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

結
語

障
害
を
有
す
る
行
為
者
の

｢

責
任｣

の
あ
り
方
は
、
修
復
的
司
法
の

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
公
判
段
階
に
お
け
る
行
為
責
任
判
断
に
関
す
る
問

題
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
に
対
す
る

｢

責
任｣

を
行
為
者
自

身
、
社
会
、
被
害
者
に
対
し
て
果
た
す
こ
と
、｢

応
答
す
る
能
力｣

を

身
に
つ
け
る
こ
と
と
、
そ
の
た
め
の
社
会
的
援
助
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

の
重
要
性
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
障
害
を
有
す
る
人
の
中
で
も
知
的
障
害
を
有
す
る
行
為

者
の

｢

責
任｣

に
焦
点
を
絞
り
、
若
干
の
序
論
的
考
察
を
行
っ
た
。
今

後
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
と
い
っ
た
人
が
刑
事
司
法
に
関
わ
る

上
で
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
新
た
な

｢

責
任｣

、｢

責
任
関
係｣

を
充

分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
現
行
制
度
に
お
い

て
可
能
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
よ
り
理
想
的
な
手
続
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
に
つ
い
て
の
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
行
為
者
の
類
型
に
関
わ
ら
ず
、
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犯
罪
行
為
に
対
す
る

｢

責
任｣

と
は
何
か
、
ま
た

｢

社
会
復
帰｣

と

｢
責
任｣

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
を
射
程
に
入
れ
つ

つ
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

註(

１)

浜
井
浩
一

『
刑
務
所
の
風
景

社
会
を
見
つ
め
る
刑
務
所
モ
ノ

グ
ラ
フ』

(

日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
六)

一
〇
頁
。
浜
井
は
、｢

受

刑
者
を
拒
否
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
受
刑
者

で
あ
っ
て
も
正
式
に
釈
放
の
日
を
迎
え
る
か
、
ま
た
は
死
亡
す
る

ま
で
面
倒
を
見
続
け
る
し
か
な
い｣

刑
務
所
が
、
今
や

｢

治
安
の

最
後
の
砦｣

で
は
な
く
、｢

福
祉
の
最
後
の
砦｣

と
し
て
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(

２)

辻
川
圭
乃

『

実
録
刑
事
弁
護

障
害
の
あ
る
人
を
守
る
司
法
制

度
を
作
る
た
め
に』

(

Ｓ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
二
〇
〇
六)

三
頁
。

(

３)

辻
川
・
前
掲
註

(

２)

、
一
四
六
頁
。

(

４)

辻
川
・
前
掲
註

(

２)

、
一
〇
一
頁
。

(

５)

山
本
譲
司

『

累
犯
障
害
者

獄
の
中
の
不
条
理』

(

新
潮
社
・

二
〇
〇
六)

二
三
二
頁
以
下
。

(

６)

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
に
よ
る
刑
務
所
に
お
い
て
、
従
来
の
刑
務
所
に
お
け

る
処
遇
と
は
異
な
る
民
間
の
処
遇
技
法
の
活
用
が
な
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
二
〇
〇
八
年
開
設
予
定
の

｢

島
根

あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

で
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
と
い
っ

た
受
刑
者
の
特
性
に
応
じ
て
各
種
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
た

｢

特
化
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
設
け
、
所
要
の
民
間
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
置
く

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
島
根
あ
さ
ひ
の
場
合
も
Ａ

級
受
刑
者
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
再
入
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の

と
も
解
さ
れ
る
。
法
務
省
矯
正
局

｢

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進

セ
ン
タ
ー
整
備
・
運
営
事
業

運
営
業
務
要
求
水
準
書｣

(

二
〇
〇

六
年
五
月
一
日)

(�����������������������������
��������59����

[

二
〇
〇
七
年
七
月
一
三
日
現
在])

(

７)

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(

精
神
障
害

者
福
祉
法)

に
お
け
る
定
義
に
従
い
、
こ
こ
で
い
う

｢

精
神
障
害

者｣

と
は
、｢

統
合
失
調
症
、
中
毒
性
精
神
病
、
知
的
障
害
、
精

神
病
質
及
び
そ
の
他
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
者｣

を
い
い
、｢

精

神
保
健
鑑
定
医
の
診
断
に
よ
り
医
療
及
び
保
護
の
対
象
と
な
る
者｣

を
い
う
。

(

８)

矯
正
統
計
年
報
に
お
け
る
知
能
指
数
は
、
矯
正
協
会
作
成
の
心

理
測
定
検
査

(�����)
に
よ
る
Ｉ
Ｑ
相
当
値
で
あ
る
。

(

９)

障
害
者
手
帳
交
付
に
あ
た
っ
て
の
、
知
能
指
数
に
基
づ
く
知
的

障
害
の
判
定
基
準
は
、
法
律
に
は
定
め
が
な
い
た
め
、
自
治
体
に

よ
っ
て
若
干
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に

分
類
さ
れ
る
。
軽
度
が
五
一
〜
七
五
、
中
度
が
三
六
〜
五
〇
、
重

度
が
二
一
〜
三
五
、
最
重
度
が
二
〇
以
下
で
あ
る
。

(�)
｢

テ
ス
ト
不
能｣

と
さ
れ
た
者
の
中
に
は
、｢

知
能
検
査
未
了
の

者
及
び
知
能
が
低
く
検
査
不
能
の
者｣

が
含
ま
れ
て
い
る
。

(�)
浜
井
浩
一
・
芹
沢
一
也『

犯
罪
不
安
社
会

誰
も
が｢

不
審
者｣

？』

(
光
文
社
・
二
〇
〇
六)

二
〇
五
頁
以
下
。

(�)
平
成
一
七
年
度
矯
正
統
計
年
報
に
お
け
る

｢

出
所
受
刑
者
の
出

所
事
由
、
入
所
度
数
及
び
出
所
時
の
保
護
別

帰
住
先｣

に
よ
れ
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ば
、
帰
住
先
が

｢

社
会
福
祉
施
設｣

と
な
っ
て
い
る
の
は
一
九
名

で
総
数
三
万
人
の
う
ち
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
家
族
関
係
が
切
れ

て
い
る
障
害
者
は
、
帰
住
先
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が

窺
え
る
。

(�)
障
害
を
有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
な
い
が
、
平
成
一
七
年
度
矯
正

統
計
年
報
に
お
け
る

｢

再
入
受
刑
者
の
前
掲
出
所
事
由
別

再
犯

期
間｣
に
よ
れ
ば
、
仮
釈
放
申
請
の
な
さ
れ
な
か
っ
た
満
期
釈
放

者
は
、
仮
釈
放
者
に
比
べ
て
、
出
所
後
六
ヶ
月
以
内
に
再
犯
に
至

る
割
合
が
非
常
に
高
い
。

(�)
山
本
・
前
掲
註

(
５)
、
二
一
六
頁
以
下
。

(�)
大
阪
弁
護
士
会
編

『
知
的
障
害
者
刑
事
弁
護
マ
ニ
ュ
ア
ル

障

害
者
の
特
性
を
理
解
し
た
弁
護
活
動
の
た
め
に』

(

Ｓ
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
・
二
〇
〇
六)

一
四
〜
一
八
頁
。

(�)
湯
汲
英
史

『

な
ぜ
伝
わ
ら
な
い
の
か
、
ど
う
し
た
ら
伝
わ
る
の

か

｢

双
方
向
性｣

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て』

(

大
揚

社
・
二
〇
〇
三)

四
三
頁
。

(�)
旭
洋
一
郎
・
吉
本
充
賜
編

『

障
害
者
福
祉
論

基
本
と
事
例』

(

学
文
社
・
二
〇
〇
七)

一
四
四
〜
一
五
四
頁
。

(�)
湯
汲
・
前
掲
註

(�)
、
一
九
頁
。

(�)
副
島
洋
明

『

知
的
障
害
者

奪
わ
れ
た
人
権

虐
待
・
差
別
の

事
件
と
弁
護』

(

明
石
書
店
・
二
〇
〇
〇)

一
四
九
頁
以
下
。

(�)

大
阪
弁
護
士
会
・
前
掲
註

(�)
、
一
四
頁
。

(�)

副
島
・
前
掲
註

(�)
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

(�)

副
島
・
前
掲
註

(�)
、
二
五
二
〜
二
六
三
頁
。

(�)

野
沢
和
弘
・
大
石
剛
一
郎
・
堀
江
ま
ゆ
み

『

シ
カ
ゴ
の
夜
か
ら

六
本
木
の
朝
ま
で』

(

Ｓ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
二
〇
〇
六)

三
八
頁
。

(�)

大
阪
弁
護
士
会
・
前
掲
註

(�)

、
四
〇
頁
。

(�)

山
本
・
前
掲
註

(

５)

、
八
〜
二
〇
頁
。

(�)

矯
正
保
護
審
議
会
提
言

｢

二
一
世
紀
に
お
け
る
矯
正
運
営
及
び

更
生
保
護
の
在
り
方
に
つ
い
て｣

(

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
八
日)

(����������������������������001128�3�1�����3�7
[

二
〇
〇
七
年
七
月
一
三
日
現
在])

(�)
｢

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議｣

報
告
書(

二
〇

〇
六
年
六
月
二
七
日)(����������������������������

������������������02����
[

二
〇
〇
七
年
七
月
一
三

日
現
在])

(�)
厚
生
労
働
科
学
研
究

｢

虞
犯
・
触
法
等
の
障
害
者
の
地
域
生
活

支
援
に
関
す
る
研
究｣

平
成
一
八
年
度

総
括
・
分
担
研
究
報
告

書

(

主
任
研
究
者

田
島
良
昭)

(

二
〇
〇
七
年
四
月)

(�������
������������������������������������

[

二
〇
〇
七
年
七

月
一
三
日
現
在])

。
な
お
、
同
研
究
に
は
山
本
譲
司
氏
も
研
究
分

担
者
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
。
司
法
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、

｢

触
法
障
害
者
に
対
し
て
及
び
腰
で
あ
る｣

と
指
摘
す
る
福
祉
の

問
題
も
視
野
に
入
れ
た
研
究
に
期
待
し
た
い
。
某
刑
務
所
の
参
観

に
伺
っ
た
際
、
所
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た

｢

罪
を
犯
さ
な
け
れ

ば
福
祉
に
繋
が
れ
な
い
社
会
と
い
う
の
は
、
や
は
り
ど
こ
か
お
か

し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か｣

と
い
う
言
葉
は
重
い
。

(�)
辻
川
・
前
掲
註

(

２)

、
一
一
五
〜
一
五
一
頁
。

(�)
服
部
朗

｢

社
会
復
帰
理
念
の
再
検
討

贖
罪
の
現
代
的
意
義

と
脱
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て

｣

早
稲
田
法
学
会
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�����

��

誌
三
三
巻

(

一
九
八
二)

二
二
九
〜
二
五
八
頁
。

(�)
佐
藤
幹
夫

『

自
閉
症
裁
判

レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
帽
男
の

｢

罪
と

罰｣』
(

洋
泉
社
・
二
〇
〇
五)

二
八
九
頁
。

(�)
浜
井
・
前
掲
註

(

１)

、
二
三
三
頁
。

(�)
佐
藤
・
前
掲
註

(�)
、
九
九
頁
。
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