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資 
料Ｉ

Ｌ
Ｏ
強
制
労
働
廃
止
条
約（
第
1
0
5
号
）批
准
に
向
け
て

前
進
の
兆
し

 

金
属
労
協
政
策
企
画
局
主
査
／
浅
井　

茂
利 

47

政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）で
は
、
こ
れ

ま
で
1
9
0
の
条
約
が
採
択
さ
れ
て
き
ま

し
た
（
う
ち
廃
止
・
撤
回
11
、
棚
上
げ
19
）

が
、
こ
の
う
ち
「
こ
の
機
関
の
内
部
及
び

外
部
に
お
い
て
基
本
的
な
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
た
条
約
」
＝
基
本
条
約
が
８
つ
あ

り
、
こ
の
基
本
８
条
約
に
規
定
さ
れ
た
４

つ
の
中
核
的
労
働
基
準
に
つ
い
て
は
、
基

本
８
条
約
を
「
批
准
し
て
い
な
い
場
合
に

お
い
て
も
」、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
で
あ
る
と

い
う
事
実
そ
の
も
の
に
よ
り
、「
尊
重
し
、

促
進
し
、
か
つ
実
現
す
る
義
務
を
負
う
」

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
場
合
に
お

い
て
も
」
と
は
い
え
、
基
本
条
約
は
批

准
し
て
い
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
は
当
然

で
、
実
際
、
８
つ
の
条
約
の
批
准
率
は

92
％
に
達
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本

で
は
、
８
条
約
の
う
ち
の
ふ
た
つ
、
す
な

わ
ち
、
強
制
労
働
廃
止
条
約
（
第
1
0
5

号
）、
差
別
待
遇
（
雇
用
及
び
職
業
）
条
約 

（
第
1
1
1
号
）に
つ
い
て
、
批
准
が
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
1
0
5
号
に
つ
い
て
は
、公 

務
員
の
ス
ト
指
導
者
に
対
す
る
懲
役
刑
の

適
用
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
最
近
、
解
消
に
向

け
て
前
進
す
る
兆
し
が
出
て
き
ま
し
た
。

1
0
5
号
に
つ
い
て
は
環
境
が
整
い
次
第
、

批
准
を
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
批
准
で

き
な
い
原
因
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い

1
1
1
号
に
つ
い
て
も
、
直
ち
に
批
准
が

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
中
核
的
労
働
基
準
に

関
す
る
基
本
８
条
約

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
、

＊
結
社
の
自
由
及
び
団
体
交
渉
権
の
効
果

的
な
承
認

＊
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
強
制
労
働
の
禁
止

＊
児
童
労
働
の
実
効
的
な
廃
止

＊
雇
用
及
び
職
業
に
お
け
る
差
別
の
排
除

労
働
時
間
規
制
と
い
っ
た
具
体
的
な
賃

金
・
労
働
諸
条
件
の
基
準
で
は
な
く
、
労

働
に
関
す
る
基
本
的
人
権
プ
ラ
ス
労
働
基

本
権
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、日
本
で

は
労
働
基
本
権
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る

争
議
権
は
、
明
確
な
か
た
ち
で
は
中
核
的

労
働
基
準
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉
権
の
中
に
包

含
さ
れ
る
も
の
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
解
釈
さ
れ

て
い
ま
す
。
労
使
対
等
は
、
争
議
権
を
背

景
と
し
て
確
立
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
当

然
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。（
こ
の
解
釈
に
つ

い
て
は
、
使
用
者
側
に
異
論
が
あ
り
ま
す
）

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
限
ら
ず
条
約
と
い
う
も
の

は
、
合
意
・
調
印
し
た
だ
け
で
は
不
十
分 

で
、国
会
が
批
准
し
て
、
は
じ
め
て
効
力
を

持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
４
つ
の

中
核
的
労
働
基
準
に
つ
い
て
は
、1

 

9

 
9
 8 

年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
労
働

に
お
け
る
基
本
的
原
則
及
び
権
利
に
関
す

る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」に
お
い
て
、基
本
８
条
約

の
４
項
目
を
「
中
核
的
労
働
基
準
」
と
呼

ん
で
お
り
、
基
本
８
条
約
す
な
わ
ち
、

＊
強
制
労
働
に
関
す
る
条
約
（
第
29
号
）

＊
結
社
の
自
由
及
び
団
結
権
の
保
護
に
関

す
る
条
約
（
第
87
号
）

＊
団
結
権
及
び
団
体
交
渉
権
に
つ
い
て
の

原
則
の
適
用
に
関
す
る
条
約（
第
98
号
）

＊
同
一
価
値
の
労
働
に
つ
い
て
の
男
女
労

働
者
に
対
す
る
同
一
報
酬
に
関
す
る
条

約
（
第
1
0
0
号
）

＊
強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
第

1
0
5
号
）

＊
雇
用
及
び
職
業
に
つ
い
て
の
差
別
待
遇

に
関
す
る
条
約
（
第
1
1
1
号
）

＊
就
業
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
最
低
年
齢

に
関
す
る
条
約
（
第
1
3
8
号
）

＊
最
悪
の
形
態
の
児
童
労
働
の
禁
止
及
び

撤
廃
の
た
め
の
即
時
の
行
動
に
関
す
る

条
約
（
第
1
8
2
号
）

に
お
い
て
、
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
基
準
と
言
っ
て
も
、
最
低
賃
金
や
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を
批
准
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

加
盟
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に

よ
り
、「
尊
重
し
、
促
進
し
、
か
つ
実
現
す

る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」
自
体
は
「
政
治

的
文
書
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
）
協
定
で
は
、
第
19
・
3
条
に
お
い
て
、

「
各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
律
及
び
規
則
及

び
当
該
法
律
及
び
規
則
に
基
づ
く
慣
行
に

お
い
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
次
の
権
利
を
採
用
し
、
及
び
維
持
す
る
」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、「
次
の
権
利
」
と
し

て
、
４
つ
の
中
核
的
労
働
基
準
を
列
記
し

て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
締
約
国
で
は
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
宣
言
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
第
98

条
で
は
、「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び

確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実

に
遵
守
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
中
核
的

労
働
基
準
や
基
本
８
条
約
は
間
違
い
な
く

「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」の
ひ
と
つ
で
す
。

中
核
的
労
働
基
準
、
そ
し
て
基
本
８
条
約

は
、
日
本
に
お
い
て
法
的
拘
束
力
を
持
つ

も
の
と
解
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
や
は
り
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
最
も
重

要
な
基
本
条
約
で
す
か
ら
、
８
条
約
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
批
准
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
残
念

な
が
ら
日
本
で
は
、
強
制
労
働
に
関
す
る

抵
触
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

刑
法
で
は
、
自
由
刑
（
拘
禁
に
よ
る
自

由
の
剥
奪
を
内
容
と
す
る
刑
罰
）
と
し
て
、

懲
役
、
禁
錮
、
拘
留
の
３
種
類
を
定
め
て

い
ま
す
が
、「
作
業
」
を
行
わ
な
く
て
よ
い

禁
錮
を
適
用
す
る
の
は
、
罪
が
軽
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、「
政
治
犯
の
よ
う
な
非

破
廉
恥
的
な
動
機
に
基
づ
く
犯
人
に
特
別

な
処
遇
を
与
え
る
と
い
う
名
誉
拘
禁
の
思

想
に
由
来
す
る
も
の
」な
の
で
、殺
人
や
窃

盗
な
ど
の
破
廉
恥
犯
は
懲
役
、
政
治
犯
や

過
失
犯
な
ど
非
破
廉
恥
犯
は
禁
錮
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
内
乱
罪
は
政
治
犯
の

た
め
、
懲
役
刑
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

死
刑
も
し
く
は
禁
錮
刑
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

公
務
員
の
ス
ト
指
導
者
は
、
破
廉
恥
犯

と
は
言
え
な
い
の
で
、
本
来
、
懲
役
の
対

象
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
を
規
定
し
て
い
る
の
は
刑
法
で
は
な
く
、

国
家
公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法
で
す
が
、

国
家
公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法
は
禁
錮

の
規
定
を
設
け
て
お
ら
ず
、
刑
法
と
の
関

係
で
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
粗
雑
な
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
憲
法
第
14
条
の
法
の

下
の
平
等
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
問
題
が

あ
り
ま
す
。
現
実
に
、
公
務
員
の
ス
ト
指

導
者
に
対
し
て
懲
役
刑
が
課
さ
れ
た
例
は

な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
速
や
か
に
こ
れ

を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
見
直
す

こ
と
に
よ
っ
て
、1
0
5
号
の
批
准
も
可

1
0
5
号
条
約
が
未
批
准
の
理
由

　

わ
が
国
が
強
制
労
働
に
関
す
る
1
0
5

号
条
約
を
批
准
で
き
て
い
な
い
理
由
と
し

て
は
、
国
家
公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法

に
お
い
て
、
公
務
員
の
ス
ト
指
導
者
に
対

し
て
懲
役
刑
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
懲
役
と
は
、

「
刑
事
施
設
に
拘
置
し
て
所
定
の
作
業
を
行

わ
せ
る
」（
刑
法
第
12
条
２
項
）
と
い
う
刑

で
あ
り
、1
0
5
号
条
約
で
は
、
懲
役
刑
そ

の
も
の
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、

＊
政
治
的
な
圧
制
若
し
く
は
教
育
の
手
段

又
は
、
政
治
的
な
見
解
若
し
く
は
既
存

の
政
治
的
、
社
会
的
若
し
く
は
経
済
的

制
度
に
思
想
的
に
反
対
す
る
見
解
を
い

だ
き
、
若
し
く
は
発
表
す
る
こ
と
に
対

す
る
制
裁

＊
経
済
的
発
展
の
目
的
の
た
め
に
、
労
働

力
を
動
員
し
、
及
び
利
用
す
る
方
法

＊
労
働
規
律
の
手
段

＊
同
盟
罷
業
に
参
加
し
た
こ
と
に
対
す
る

制
裁

＊
人
種
的
、
社
会
的
、
国
民
的
又
は
宗
教

的
差
別
待
遇
の
手
段

と
し
て
の
す
べ
て
の
種
類
の
強
制
労
働
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、公
務
員
の
ス

ト
指
導
者
に
対
す
る
懲
役
刑
は
、
こ
れ
に

1
0
5
号
と
差
別
に
関
す
る
1
1
1
号
が

未
批
准
と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟

1
8
7
カ
国
中
、1
0
5
号
は
1
7
4
カ
国
、

1
1
1
号
は
1
7
5
カ
国
が
批
准
し
て
お

り
、
こ
う
し
た
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
加
盟
国
と
し
て
、
と
り
わ
け
先

進
国
と
し
て
、
ま
こ
と
に
恥
ず
べ
き
状
態

だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
外
交

上
も
、
２
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
こ
と

に
よ
り
、
日
本
は
強
制
労
働
や
差
別
の
問

題
に
疎
い
国
、
と
の
印
象
を
与
え
る
こ
と

は
好
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

基本8条約 日本 批准国数

29号 強制労働に関する条約 ○ 178

87号 結社の自由及び団結権の保護に関する条約 ○ 155

98号 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約 ○ 167

100号 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約 ○ 173

105号 強制労働の廃止に関する条約 × 174

111号 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約 × 175

138号 就業が認められるための最低年齢に関する条約 ○ 173

182号 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 ○ 187

資料出所：ILOホームページより金属労協政策企画局で作成。

ILO 基本8条約の批准状況（加盟国数187）
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自
由
刑
は
、
刑
事
施
設
に
拘
置
し
て
、
作

業
を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
矯
正
に
必

要
な
処
遇
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
記
載

さ
れ
、「
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の

矯
正
に
必
要
な
処
遇
」
が
「
拘
置
」
と
同

様
に
「
刑
の
内
容
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
方
向
が
示
さ
れ
ま
し
た
。（
❶
）

　

刑
法
改
正
の
際
に
は
、
あ
わ
せ
て
国
家

公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法
の
罰
則
規

定
も
改
正
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
ま
す

が
、
仮
に
公
務
員
の
ス
ト
指
導
者
に
こ
う

し
た
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、

引
き
続
き
1
0
5
号
条
約
に
抵
触
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、こ
う

し
た
刑
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、1
0
5
号

条
約
抵
触
問
題
は
、
公
務
員
の
ス
ト
指
導

者
に
止
ま
ら
ず
、
政
治
犯
全
体
に
拡
大
す

る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
金
属
労
協
は
2
0
2
0
年

４
月
に
と
り
ま
と
め
た
「
2
0
2
0
年
政

策
・
制
度
要
求
」
に
お
い
て
、「
主
要
な

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
早
期
批
准
」
を
掲
げ
る
中

で
、「
刑
法
改
正
に
よ
っ
て
懲
役
お
よ
び

禁
錮
が
『
新
自
由
刑
』
と
し
て
単
一
化
さ

れ
、
こ
れ
に
伴
い
、
国
家
公
務
員
法
、
地

方
公
務
員
法
の
改
正
が
行
わ
れ
る
場
合
に

は
、
第
1
0
5
号
に
抵
触
し
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
」
を
主
張
、
2
0
2
0
年
５
月

15
日
に
厚
生
労
働
省
、
法
務
省
に
提
出
し

ま
し
た
。（
❷
）

を
刑
の
内
容
と
す
る
場
合
、「
矯
正
に

必
要
な
処
遇
」
の
範
囲
が
は
っ
き
り
し

な
い
の
で
、
刑
罰
の
明
確
性
の
観
点
か

ら
、
規
定
ぶ
り
を
検
討
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

○
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
、
刑
の
内

容
は
明
確
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

が
、「
矯
正
に
必
要
な
処
遇
」
は
、
内

容
が
曖
昧
で
あ
り
、
内
面
に
深
く
関
わ

る
性
格
の
矯
正
な
ど
も
含
め
た
処
遇
が

さ
れ
得
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
、

少
な
く
と
も
こ
れ
を
刑
の
内
容
と
し
て

刑
法
に
書
き
込
む
の
は
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

○
新
自
由
刑
の
下
で
、
作
業
を
「
矯
正
に

必
要
な
処
遇
」
と
し
て
位
置
付
け
る
の

で
あ
れ
ば
、
現
行
の
懲
役
に
お
け
る
刑

の
内
容
と
し
て
の
作
業
と
は
意
味
合
い

が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
何
ら
か
の
形

で
法
律
上
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
。

な
ど
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

素
案
（
改
訂
版
）
が
示
さ
れ
て
か
ら
も
、

○「
拘
置
し
て
」
と
い
う
部
分
と
「
作
業

を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
矯
正
に
必

要
な
処
遇
を
行
う
」
と
い
う
部
分
は
か

な
り
種
類
の
違
う
も
の
で
あ
り
、
拘
置

す
る
と
い
う
こ
と
と
後
半
の
部
分
と
は

項
を
分
け
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
新
自

能
と
な
る
わ
け
で
す
。

懲
役
及
び
禁
錮
の
単
一
化

　

お
り
し
も
、
法
務
省
の
法
制
審
議
会
少

年
法
・
刑
事
法
（
少
年
年
齢
・
犯
罪
者
処

遇
関
係
）
部
会
で
は
、「
懲
役
及
び
禁
錮
を
、

新
自
由
刑
と
し
て
単
一
化
す
る
」
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、「
作

業
を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
矯
正
に
必

要
な
処
遇
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
こ
と
が
、
論
点
の
ひ
と
つ
と
な

り
ま
し
た
。

　

2
0
1
9
年
12
月
に
発
表
さ
れ
た
「
検

討
の
た
め
の
素
案
（
改
訂
版
）」
で
は
、「
新

　

2
0
1
9
年
12
月
の
素
案
（
改
訂
版
）

の
方
向
で
見
直
し
が
行
わ
れ
る
と
、
懲
役

と
禁
錮
の
単
一
化
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
禁
錮
の
廃
止
と
懲
役
へ
の
一
本
化
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
が
、「
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他

の
矯
正
に
必
要
な
処
遇
」
を
「
刑
の
内
容
」

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
委
員

か
ら
も
、
た
び
た
び
異
論
が
出
さ
れ
て
い

ま
し
た
。た
と
え
ば
素
案（
改
訂
版
）が
出

さ
れ
る
以
前
の
部
会
で
の
「
意
見
要
旨
」

を
見
る
と
、

○「
作
業
そ
の
他
の
矯
正
に
必
要
な
処
遇
」

❶ 検討のための素案（改訂版）（抜粋）
2019年12月25日

法務省法制審議会少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）
部会 第23回会議

２. 新自由刑（懲役及び禁錮の単一化）
㈠ 懲役及び禁錮を、新自由刑として単一化する。
㈡ 新自由刑は、無期及び有期とし、有期新自由刑は、１月以
上20年以下とするものとする。

㈢ 新自由刑は、刑事施設に拘置して、作業を行わせること
その他の矯正に必要な処遇を行うものとする。

❷ 金属労協「2020年政策・制度要求」より抜粋
2020年４月　金属労協

１．主要なＩＬＯ条約の早期批准
〇ＩＬＯ基本８条約中未批准２条約（強制労働の廃止に関する条
約…第105号、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約
…第111号）の早期批准を行うこと。
〇第105号の批准に向け、国家公務員法、地方公務員法における
罰則規定の改正を行うこと。
〇刑法改正によって懲役および禁錮が「新自由刑」として単一化さ
れ、これに伴い、国家公務員法、地方公務員法の改正が行われる
場合には、第105号に抵触しないものとすること。
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料
政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
強
制
労
働
廃
止
条
約
（
第
1
0
5
号
）
批
准
に
向
け
て
前
進
の
兆
し

由
刑
は
刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
と
し
た

上
で
、
受
刑
者
を
主
体
に
し
た
形
で
、

拘
置
さ
れ
た
者
は
作
業
を
行
う
こ
と

そ
の
他
の
矯
正
に
必
要
な
処
遇
を
受
け

る
も
の
と
す
る
と
い
う
規
定
に
す
る

よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
ど
と
い
っ
た
趣
旨
の
意
見
が
、2

 

0

 
1
 

9
年
12
月
25
日
、2
0
2
0
年
６
月
10
日

と
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、と

く
に
議
論
が
深
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
７
月
22
日
の
部
会

に
お
い
て
突
如
、
幹
事
よ
り
、

〇
刑
罰
の
内
容
と
処
遇
の
内
容
と
は
区

別
し
て
、
項
を
分
け
て
規
定
す
べ
き
で

あ
る
。

○
従
前
か
ら
、
新
自
由
刑
の
下
で
作
業
を

矯
正
に
必
要
な
処
遇
と
し
て
位
置
付
け

る
の
で
あ
れ
ば
，
現
行
の
懲
役
に
お
け

る
刑
の
内
容
と
し
て
の
作
業
と
は
意
味

は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、

法
改
正
に
当
た
っ
て
，
旧
法
下
に
お
け

る
規
定
と
文
言
と
し
て
全
く
同
じ
用
語

が
新
法
に
お
い
て
は
異
な
る
意
味
内
容

を
持
つ
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
，
新
旧
の
異
同
が
明
ら
か
に

な
る
よ
う
に
示
さ
な
い
と
、
解
釈
上
の

誤
り
を
誘
発
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
。
作
業
に
つ
い
て
は
、
明
治
か
ら

続
く
懲
役
刑
の
内
容
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
最
低
限
の
要
請
と
し

て
刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
と
い
う
内
容

と
、
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の

矯
正
に
必
要
な
処
遇
を
行
う
と
い
う

内
容
と
は
書
き
分
け
る
必
要
が
あ
る
。

な
ど
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
、
８
月
６

日
の
部
会
で
発
表
さ
れ
た「
要
綱（
骨
子
）」

で
は
、
拘
置
と
処
遇
は
項
を
分
け
て
記
載

さ
れ
、処
遇
に
関
し
て
は
、「
新
自
由
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者
に
は
、
改
善
更
生
を
図
る

た
め
、
必
要
な
作
業
を
行
わ
せ
、
又
は
必

要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
」
と
記
載
さ
れ
ま
し
た
。
2
0
1
9

年
12
月
の
「
素
案
（
改
訂
版
）」
と
は
、
決

定
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
と
言
え
ま
す
。（
❸
）

　

こ
う
し
た
方
向
で
刑
法
が
改
正
さ
れ
、

そ
れ
に
伴
っ
て
国
家
公
務
員
法
、
地
方
公

務
員
法
の
罰
則
規
定
も
改
正
さ
れ
れ
ば
、

1
0
5
号
条
約
が
批
准
で
き
な
か
っ
た
理

由
、
す
な
わ
ち
公
務
員
の
ス
ト
指
導
者
に

対
す
る
懲
役
刑
適
用
の
問
題
が
解
消
さ

れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

て
の
命
令
又
は
慣
行
を
修
正
す
る
。

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労

働
省
に
よ
れ
ば
、「
我
が
国
に
お
い
て
は
、

憲
法
や
労
働
基
準
法
等
に
よ
り
、『
国
家

の
方
針
』
と
し
て
雇
用
及
び
職
業
に
お
け

る
差
別
禁
止
の
一
般
的
な
方
向
性
は
既
に

示
し
て
い
ま
す
」と
の
こ
と
な
の
で
、ま
ず
、

①
は
ク
リ
ア
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
か
な
ら

ず
し
も
十
分
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
で
は
「
漸
進
的
に
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
批
准
の

障
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
憲
法
や

労
働
基
準
法
な
ど
に
抵
触
す
る
法
令
や
行

政
上
の
命
令
・
慣
行
は
な
い
は
ず
な
の
で
、

③
も
ク
リ
ア
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

わ
が
国
に
お
い
て
1
1
1
号
の
批
准
を
妨

げ
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
ち
に
批
准
を
行

う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
こ
の
条
約
に
関
し
て
も
、
や
は

り
公
務
員
の
問
題
で
、
わ
が
国
で
は
政
治

活
動
の
制
限
が
諸
外
国
に
比
べ
て
や
や
厳

し
す
ぎ
る
の
で
、
漸
進
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
見

方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

政
党
ご
と
に
考
え
方
の
違
い
、
立
場
の
違

い
が
あ
る
た
め
、
そ
の
合
意
形
成
が
図
ら

れ
な
い
と
、
政
府
と
し
て
批
准
に
踏
み
切

れ
な
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

1
1
1
号
条
約
の
場
合

　

一
方
、
差
別
に
関
す
る
1
1
1
号
条
約

に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
そ
の
批
准
の
た
め
に
、

①
差
別
待
遇
を
除
去
し
、
雇
用
又
は
職
業
の

機
会
及
び
待
遇
の
均
等
の
促
進
を
目
的
と

す
る
国
家
の
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
。

②
当
該
方
針
の
遵
守
の
確
保
に
適
当
と
さ

れ
る
法
令
を
制
定
す
る
。

③
当
該
方
針
と
両
立
し
な
い
す
べ
て
の
法

令
の
規
定
を
廃
止
し
、
行
政
上
の
す
べ

❸「要綱（骨子）」（抜粋）
2020年８月６日

法務省法制審議会少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）部会
第28回会議

２. 新自由刑（懲役及び禁錮の単一化）
㈠ 懲役及び禁錮を、新自由刑として単一化する。
㈡ 新自由刑は、無期及び有期とし、有期新自由刑は、１月以上20年
以下とするものとする。

㈢ 新自由刑は、刑事施設に拘置するものとする。
㈣ 新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業
を行わせ、又は必要な指導を行うことができるものとする。


