
第2節第2節 再犯の防止等に関する施策の成果指標

1   刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率【指標番号1】

（平成15年～令和2年）

年　次 刑法犯検挙者数
再犯者数 再犯者率

平成15年 379,602 135,295 35.6

16 389,027 138,997 35.7

17 386,955 143,545 37.1

18 384,250 149,164 38.8

19 365,577 145,052 39.7

20 339,752 140,939 41.5

21 332,888 140,431 42.2

22 322,620 137,614 42.7

23 305,631 133,724 43.8

24 287,021 130,077 45.3

25 262,486 122,638 46.7

26 251,115 118,381 47.1

27 239,355 114,944 48.0

28 226,376 110,306 48.7

29 215,003 104,774 48.7

30 206,094 100,601 48.8

令和元年 192,607 93,967 48.8

2 182,582 89,667 49.1

注　1　警察庁・犯罪統計による。
2　�「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者

をいう。
3　「再犯者率」は、刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合をいう。
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刑法犯検挙者中の再犯者数は、2007年（平成19年）以降、毎年減少しており、2020年（令和2年）
は8万9,667人であった。
一方、再犯者率は、初犯者数が大幅に減少していることもあり、近年上昇傾向にあり、2020年は、

49.1％と、調査の開始（1972年（昭和47年））以降過去最高であった。
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近
年
、
罪
を
犯
し
検
挙
さ
れ
る
人
の

数
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
再
犯
者
率

は
上
昇
傾
向
で
す
。
犯
罪
を
し
た
人
や

非
行
の
あ
る
少
年
が
、
社
会
の
中
で
立

ち
直
れ
る
よ
う
に
指
導
と
支
援
を
行
う

の
が
保
護
司
で
す
。
保
護
司
の
活
動
を

続
け
、
今
年
で
20
年
に
な
る
松
田
京
子

さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

家
庭
や
学
校
に
居
場
所
が
な
い

　
主
に
15
歳
か
ら
18
歳
の
保
護
観
察
と

な
っ
た
若
者
た
ち
と
関
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
家

庭
や
学
校
、
社
会
に「
居
場
所
」
が
な

く
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と

で
す
。
面
談
は
名
前
や
外
見
な
ど
を
褒

め
て
笑
顔
を
引
き
出
し
、
心
を
開
く
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
家
庭
環
境
や
交
友

関
係
、
仕
事
な
ど
の
話
を
聞
き
、
再
び

罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
助
言
を
し
ま

す
。
立
ち
直
り
に
は
本
人
の
努
力
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
家
庭
や
地
域
社
会
の

理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　
保
護
観
察
は
お
お
む
ね
１
年
で
終
わ

り
ま
す
。
最
後
は「
ま
た
ね
、
と
は
言

わ
な
い
か
ら
ね
」と
言
っ
て
笑
顔
で
送

り
出
し
ま
す
。
数
年
後
、
社
会
人
と
し

て
立
派
に
生
活
し
て
い
る
と
聞
い
た
と

き
、
保
護
司
と
し
て
の
や
り
が
い
や
喜

び
を
感
じ
ま
す
。

気
に
か
け
る
存
在
に

　
再
犯
を
し
た
子
の
面
会
に
少
年
院
ま

で
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
に
は

開
口
一
番
「
叱
り
に
き
た
よ
」
と
言
い

ま
し
た
。
私
の
思
い
に
気
付
く
と
泣
き

な
が
ら
喜
び
、
最
後
は「
も
う
し
な
い
」

と
言
い
、
握
手
を
し
て
別
れ
ま
し
た
。

再出発ができる社会が再犯を防ぐ

立ち直りを
見守り支える

居場所や仕事の確保の
大切さを語る松田さん

保
護
司
の
役
割
は
、
気
に
か
け
て
く
れ

る
存
在
で
あ
り
、
社
会
と
の
懸
け
橋
に

な
る
こ
と
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
再
犯

さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
地
域
社
会
の
中

に
彼
ら
の
居
場
所
や
仕
事
を
確
保
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。「
こ
こ
に
い
て
も

い
い
」
と
い
う
安
心
感
と
経
済
的
な
自

立
が
、
彼
ら
の
立
ち
直
り
を
支
え
ま
す
。

問
地
域
福
祉
課
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
１
７
３
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９

７
５
２
）

保護司の活動を紹介する
記事も投稿しています

出典：法務省「令和３年版再犯防止推進白書」

グッチョ
久留米の地域福祉マガジン

動画公開

グッチョとは、「何かを一緒
にし合う」という意味を持
つ筑後地域の方言です。市
内で進む支え合いの活動や
取り組みと、それに関わる
人や団体を市ホームページ
や投稿サイト n

ノ ー ト

ote で紹介し
ています。

49.1％

182,582人

89,667人

■全国の刑法犯検挙者数と再犯者率の推移
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