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著
者
は
、
長
年
に
わ
た
り
刑
事
政
策
学
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
。

そ
ん
な
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
仮
釈
放
に
関
す
る
論
文

を
加
筆
修
正
す
る
な
ど
し
て
集
大
成
し
、
更
に
、
新
規
の
書
下
ろ
し

も
含
め
て
完
成
さ
せ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
は
、
仮
釈
放
に

関
す
る
理
論
的
な
探
求
を
続
け
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
犯
罪

者
の
改
善
更
生
に
仮
釈
放
及
び
そ
の
間
の
保
護
観
察
が
い
か
に
有
用

か
つ
有
効
で
あ
る
か
を
研
究
し
、
本
書
は
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。

　
刑
事
政
策
学
は
、
得
て
し
て
犯
罪
情
勢
や
矯
正
・
保
護
の
現
象
面

へ
の
対
応
策
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
（
勿
論
そ
れ
は

そ
れ
で
必
要
で
あ
る
も
の
の
）、
そ
れ
を
理
論
的
に
深
化
さ
せ
た
よ

う
な
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
、
理
論
的
な
側
面
で
の
探

求
に
も
重
き
を
置
い
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
仮
釈
放
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
服
役
経
過
期
間
と
し
て

の
「
法
定
期
間
」
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
種
々
の
学
説

を
紹
介
し
た
上
、「
刑
事
施
設
に
お
け
る
矯
正
処
遇
と
仮
釈
放
後
の

保
護
観
察
が
連
携
し
て
行
わ
れ
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止

を
図
る
上
で
最
も
効
果
的
な
時
点
で
仮
釈
放
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
法
定
期
間
も
そ
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」、

「
矯
正
処
遇
と
保
護
観
察
が
相
ま
っ
て
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
の
下
限
を
法
定
期
間
と
す
べ
き
」（
本
書
三
九
頁
）
で
あ

る
と
す
る
処
遇
連
携
説
を
主
張
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
無
期
刑
の
本
質
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
多
く
の
学
説
を
紹

介
し
、
検
討
し
た
上
で
、「
無
期
刑
は
、
終
身
刑
と
見
る
よ
り
、
有

期
刑
の
上
限
（
超
）
を
短
期
と
し
、
終
身
を
長
期
と
す
る
不
定
期
刑

と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。」（
本
書
五
七
頁
）
と
主
張
し
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
の
各
見
解
に
到
達
す
る
ま
で
の
理
論
的
検
討
過
程
は
、
是

非
、
本
書
を
一
読
す
る
こ
と
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
ま
た
、
著
者
は
、
批
判
を
恐
れ
ず
に
、
実
に
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
仮
釈
放
の
リ
ス
ク
に
関
し
て
、「
仮
釈
放
者
が
再
犯
に
及

ん
だ
場
合
、
そ
れ
を
『
失
敗
』
と
見
な
す
風
潮
が
、
マ
ス
コ
ミ
や
社

太
田
達
也
著

『
仮
釈
放
の
理
論
―
―
矯
正
・
保
護
の
連
携
と
再
犯

防
止
―
―
』 紹

介
と
批
評
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会
の
み
な
ら
ず
、
更
生
保
護
の
実
務
家
の
間
に
さ
え
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。」（
本
書
一
七
頁
）
と
問
題
を
指
摘
し
た
上
、
で
は
「
仮
釈

放
中
に
再
犯
を
犯
し
た
者
は
、
満
期
釈
放
に
な
っ
て
い
れ
ば
再
犯
を

犯
さ
な
か
っ
た
の
か
」（
同
頁
）
と
い
う
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
保
護
観
察
下
の
仮
釈
放
中
で
す
ら

再
犯
を
し
た
の
で
あ
る
な
ら
、
な
ん
ら
の
監
督
等
も
な
い
満
期
釈
放

で
あ
れ
ば
、
よ
り
再
犯
に
及
ぶ
危
険
性
は
高
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
仮
釈
放
に
は
一
定
の
リ
ス
ク
は
あ
る
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
改
善
更
生
の
可
能
性
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
芽
を
摘

ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
信
念
が
窺
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、「
保
護
観
察
を
通
じ
て
再
犯
リ
ス
ク
を
最

小
化
し
て
い
く
リ
ス
ク
管
理
こ
そ
が
仮
釈
放
の
本
質
で
あ
る
。」（
本

書
一
八
頁
）
と
喝
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
著
者
は
、
先
に
述
べ
た
「
法
定
期
間
」
に
つ
い
て
、
現
行

刑
法
で
は
、
有
期
懲
役
刑
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
一
と
し
て
い
る

が
、「
法
定
期
間
は
、
現
行
よ
り
も
長
い
二
分
の
一
と
す
る
の
が
望

ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
本
書
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
著

者
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
す
る
批
判
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
の
よ
う
な
「
提
案
に
対
し
て
は
、
厳
罰
化
で
あ
る
と
い
う
批

判
が
当
然
に
な
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
法
定
期
間
の
伸
長
は
厳
罰
化

で
あ
る
と
し
て
当
初
よ
り
絶
対
に
許
さ
な
い
と
し
、
法
定
期
間
の
見

直
し
は
必
ず
仮
釈
放
の
早
期
化
だ
け
を
目
的
と
し
て
論
ず
べ
き
と
す

る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
一
方
的
な
議
論
で
あ
る
。
我
が
国
の
刑
罰
論

で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
現
行
制
度
よ
り
刑
罰
を
重
く
す
る
改
正

は
厳
罰
で
あ
り
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
主
張
と
同
じ
で
あ

る
。」、「
法
制
度
で
あ
る
以
上
、
明
確
な
理
念
と
根
拠
に
裏
打
ち
さ

れ
た
法
的
期
間
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
仮
釈
放
時
期
の
適
正
化
と
い

う
視
点
で
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」（
本
書
四
二
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
著
者
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
厳
罰
反
対
を
主
張
す
る
論
者
に

対
し
て
も
一
歩
も
引
く
こ
と
な
く
、「
明
確
な
理
念
と
根
拠
に
裏
打

ち
」
さ
れ
た
理
論
に
よ
り
、
仮
釈
放
を
適
正
化
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
著
者
の
主
張
す
る
「
考
試
期
間
主
義
」
に
つ
い

て
は
、
よ
り
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
示
す
方
々
も
お
ら
れ
よ
う
。
著
者

は
、「
仮
釈
放
を
一
定
の
要
件
の
下
で
残
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
制

度
と
し
、
そ
の
執
行
猶
予
期
間
を
仮
釈
放
期
間
と
位
置
付
け
れ
ば
、

仮
釈
放
期
間
は
残
刑
刑
期
の
長
短
と
は
関
係
な
し
に
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
、
仮
釈
放
後
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
を
目
的
と
し
た
長
期

の
保
護
観
察
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。」（
本
書
一
三
七
頁
）
と

し
て
、
考
試
期
間
主
義
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
考
試

期
間
中
の
再
犯
や
、
重
大
な
遵
守
事
項
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

た
と
え
そ
れ
が
残
刑
相
当
期
間
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、
仮
釈
放
の
取
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消
に
よ
り
残
刑
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
仮
釈
放

を
受
け
る
受
刑
者
に
著
し
く
不
利
益
で
あ
っ
て
厳
罰
主
義
で
あ
る
と

し
て
反
対
す
る
論
者
が
出
て
く
る
こ
と
は
当
然
に
予
想
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
反
対
意
見
に
対
し
て
も
著
者
は
、
仮
釈
放

に
つ
い
て
残
刑
を
猶
予
す
る
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
「
残
刑
猶
予
主

義
を
採
れ
ば
、
残
刑
の
執
行
そ
の
も
の
は
猶
予
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
残
刑
を
超
え
て
刑
の
執
行
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
残
刑

相
当
期
間
以
上
の
仮
釈
放
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
期
間

を
大
過
な
く
過
ご
せ
ば
残
刑
の
執
行
が
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
も
っ
て
不
当
な
人
権
の
制
約
に
当
た
る
と
は
言
え
な
い
。
全

部
執
行
猶
予
の
場
合
、
宣
告
刑
期
以
上
の
猶
予
期
間
が
設
定
さ
れ
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
人
権
侵
害
だ
と
言
う
者
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
。」（
本
書
一
三
八
頁
）
と
堂
々
と
反
論
を
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
著
者
の
考
え
方
は
、
現
行
法
制
度
を
前
提
と
す
る
限

り
、
満
期
釈
放
者
が
な
ん
ら
の
指
導
、
助
言
等
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
無
責
任
に
社
会
に
放
た
れ
て
い
る
こ
と
が
、

も
っ
と
も
改
善
更
生
や
再
犯
防
止
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
保
護
観
察
制
度
を
最
大
限
に
活

用
し
、
犯
罪
者
の
改
善
更
生
や
再
犯
防
止
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、

仮
釈
放
制
度
を
活
用
す
る
し
か
な
い
と
の
著
者
の
思
い
が
そ
こ
に
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
著
者
が
主
唱
し
た
刑
の
一
部
執
行
猶
予

が
法
制
度
化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
一
部
執
行
猶
予
の
際
の
保
護
観
察

に
受
刑
者
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
根
本
的
に
は
、
そ
も
そ
も
満
期
受
刑
者
に
対
す
る
、

そ
の
後
の
保
護
観
察
等
の
指
導
、
助
言
等
が
行
い
得
な
い
と
い
う
現

行
の
制
度
的
欠
陥
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
著
者
が

絶
望
的
に
諦
め
て
い
る
「
保
安
処
分
」
論
争
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
評
者
も
著
者
の
そ
の
よ
う
な
思
い
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
我

が
国
に
本
当
に
「
表
現
の
自
由
」、「
思
想
の
自
由
」
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
な
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
「
保
安
処
分
」
論
争
の
亡
霊
か
ら

の
呪
縛
を
解
い
て
、
犯
罪
者
の
真
の
更
生
に
つ
な
げ
る
よ
う
な
満
期

釈
放
後
の
保
護
観
察
制
度
が
議
論
の
俎
上
に
乗
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
本
書
で
は
、
そ
の
他
に
も
、
仮
釈
放
に
関
連
し
て
、
矯
正

と
保
護
を
貫
く
段
階
的
処
遇
の
問
題
点
や
そ
の
対
策
、
被
害
者
支
援

の
在
り
方
、
外
国
人
受
刑
者
の
処
遇
の
問
題
、
性
犯
罪
者
の
再
犯
防

止
策
等
、
幅
広
く
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
本
書
は
、
専
門
書
で
あ
り
な
が
ら
、
著
者
が
刑
事
政
策
の
入
り
口

か
ら
高
度
な
問
題
点
ま
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
丁
寧
に
論
述
し
て
く

れ
て
い
る
。
刑
事
政
策
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
方
々
は
も
ち
ろ
ん
の
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こ
と
、
そ
う
で
な
い
方
々
、
特
に
、
著
者
の
意
見
、
立
場
に
反
対
す

る
方
々
に
も
、
是
非
、
ご
購
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

 

（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）

城　

祐
一
郎


