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健
康
で
文
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な
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を
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利
」
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論

（
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地
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所
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〇
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止
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求
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）
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法
令

一
一
事
案
の
概
要

一
一
一
判
旨

四
検
討

1
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

2
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
権
利
（
憲
法
二
二
条
）

3
生
存
権
（
憲
法
二
五
条
）

清
水
晴
生
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関
係
法
令

判
決
文
冒
頭
に
も
あ
る
と
お
り
、
本
件
は
、
生
物
学
上
及
び
戸
籍
上
は
男
性
で
あ
る
原
告
が
性
同
一
性
障
害
の
た
め
、
心
理
的
、
社
会
的

に
は
女
性
と
し
て
生
活
し
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
、
拘
置
所
長
に
よ
り
男
子
受
刑
者
と
し
て
の
調
髪
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
耐
え

難
い
精
神
的
苦
痛
を
被
り
、
そ
の
よ
う
な
処
分
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
髪
型
を
自
由
に
決
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
違
法
な
処
分
で
あ

る
な
ど
と
主
張
し
て
そ
の
事
前
差
止
め
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

判
決
文
中
に
掲
げ
ら
れ
た
、
本
件
に
関
係
す
る
法
令
の
主
な
も
の
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

（
1
）
平
成
一
八
年
五
月
二
四
日
施
行
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
刑
事
施
設
法
」
又
は
「
既
決
法
」
）

三
七
条
（
調
髪
及
び
ひ
げ
そ
り
）

一
項
受
刑
者
に
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
髪
及
び
ひ
げ
そ
り
を
行
わ
せ
る
。

二
項
刑
事
施
設
の
長
は
、
受
刑
者
が
自
弁
に
よ
り
調
髪
を
行
い
た
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
処
遇
上
適
当

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
同
規
則
二
二
条
（
調
髪
及
び
ひ
げ
そ
り
の
回
数
等
）

五
項
受
刑
者
に
行
わ
せ
る
調
髪
の
髪
型
の
基
準
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
3
）
被
収
容
者
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
に
関
す
る
訓
令
（
法
務
省
矯
医
訓
第
三
二
九
三
号
、
以
下
「
本
件
訓
令
」
）
六
条

一
項
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
一
八
年
法
務
省
令
第
五
七
号
、
以
下
「
既
決
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
男
子
の
受
刑
者
（
労
役
場
留
置
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
髪
型
の
基
準
は
、
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（
4
）

次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
決
法
第
三
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
弁
の
調
髪
の
髪
型
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
内

の
衛
生
の
保
持
並
び
に
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
限
り
、
本
人
が
希
望
す
る
髪

型
と
す
る
。

（
一
）
原
型
刈
り

（
二
）
前
五
分
刈
り

（
三
）
中
髪
刈
り

三
項
女
子
の
受
刑
者
の
髪
型
の
基
準
は
、
刑
事
施
設
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
既
決
法
第
三
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
弁
の
調
髪
の
髪
型
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
内
の
衛
生
の
保
持
並
び

に
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
限
り
、
本
人
が
希
望
す
る
髪
型
と
す
る
。

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
特
例
法
」
）
二
条
（
定
義
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
性
同
一
性
障
害
者
」
と
は
、
生
物
学
的
に
は
性
別
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理
的
に
は
そ

れ
と
は
別
の
性
別
（
以
下
「
他
の
性
別
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
の
持
続
的
な
確
信
を
持
ち
、
か
つ
、
自
己
を
身
体
的
及
び
社
会
的

に
他
の
性
別
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
診
断
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要

な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
二
人
以
上
の
医
師
の
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
行
う
診
断
が
一
致
し
て
い
る
も

の
を
い
う
。

同
三
条
（
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
）
家
庭
裁
判
所
は
、
性
同
一
性
障
害
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五四

一
＿

一
一

＿
一

二
〇
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

現
に
子
が
い
な
い
こ
と
。

生
殖
腺
が
な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に
欠
く
状
態
に
あ
る
こ
と
。

そ
の
身
体
に
つ
い
て
他
の
性
別
に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外
観
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
事
案
の
概
要

本
件
判
決
は
争
点
に
関
す
る
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
関
係
や
両
当
事
者
の
主
張
に
つ
き
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
内

容
の
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
り
看
過
し
え
な
い
。
よ
っ
て
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
内
容
に
つ
き
や
や
く
わ
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

・
原
告
は
、
平
成
一
七
年
一
一
月
こ
ろ
刑
事
被
告
人
と
し
て
名
古
屋
拘
置
所
に
入
所
し
た
が
、
そ
の
際
戸
籍
上
は
男
性
で
あ
る
が
睾
丸
摘
出
手

術
を
し
て
い
る
等
外
見
上
女
性
と
し
て
の
容
姿
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
殊
被
収
容
者
と
し
て
単
独
処
遇
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
運

動
、
入
浴
、
診
察
、
面
会
等
も
原
則
単
独
連
行
と
さ
れ
た
。
同
拘
置
所
で
は
本
件
窃
盗
罪
の
刑
が
確
定
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
八
年
三

月
三
〇
日
か
ら
同
年
四
月
七
日
ま
で
の
間
三
回
に
わ
た
り
原
告
と
面
談
し
、
法
令
に
基
づ
く
調
髪
に
応
ず
る
よ
う
指
導
し
た
が
、
原
告
は

肩
ま
で
の
長
さ
程
度
の
調
髪
に
は
応
じ
る
と
す
る
も
の
の
、
社
会
復
帰
後
の
就
職
な
ど
を
理
由
に
そ
れ
よ
り
短
い
調
髪
に
は
応
じ
な
い
と



の
意
向
を
表
明
し
て
い
る
。
原
告
の
頭
髪
は
平
成
一
八
年
六
月
こ
ろ
の
時
点
に
お
い
て
後
背
部
の
腰
部
周
辺
ま
で
達
す
る
長
髪
で
あ
り
、

束
ね
る
こ
と
な
く
垂
ら
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
髪
型
は
い
わ
ゆ
る
ス
ト
レ
ー
ト
ヘ
ア
で
あ
る
。
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・
差
止
め
の
訴
え
の
要
件
で
あ
る
「
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
七
条
の
四
第
一
項
）
の
有
無
に
つ
い
て

（
被
告
の
主
張
）
そ
の
有
無
は
、
行
政
目
的
達
成
の
必
要
性
を
踏
ま
え
た
処
分
の
内
容
及
び
性
質
と
、
当
該
処
分
に
よ
り
原
告
が
被
る

お
そ
れ
の
あ
る
損
害
の
性
質
及
び
程
度
と
を
、
損
害
の
回
復
の
困
難
の
程
度
を
考
慮
し
た
上
で
比
較
衡
量
し
、
か
か
る
行
政
目
的
達
成
を

犠
牲
に
し
て
も
原
告
を
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
事
施
設
法
三
七
条
に

よ
る
調
髪
処
分
は
、
衛
生
の
必
要
性
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負
担
・
受
刑
者
の
管
理
上
の
機
能
と
い
っ

た
観
点
か
ら
、
刑
務
所
の
規
律
と
衛
生
保
持
と
い
う
刑
務
所
に
お
け
る
矯
正
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
処
分
内
容
等
も
原
則
と
し
て
原
型
刈
り
か
前
五
分
刈
り
と
い
う
も
の
で
、
人
間
の
尊
厳
を
害
す
る
も
の
で
も
な
い
。
原
告
は

こ
れ
を
受
忍
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
い
え
、
さ
ら
に
社
会
復
帰
に
際
し
て
の
不
都
合
を
考
慮
し
て
も
、
頭
髪
は
い
ず
れ
生
え
て
く
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
生
え
る
ま
で
の
間
か
つ
ら
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
調
髪
に
よ
る
不
都
合
を
回
避
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
調

髪
処
分
に
よ
り
「
重
大
な
損
害
」
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

（
原
告
の
主
張
）
個
人
の
髪
型
は
個
人
の
自
尊
心
・
美
的
意
識
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
く
が
ゆ
え
に
、
髪
型
決
定
の
自
由
は
個
人
の
人

格
的
価
値
に
直
結
し
、
憲
法
一
三
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
。
こ
れ
は
受
刑
者
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
性
同
一
性
障
害
と
い
う
事
情
も

あ
い
ま
っ
て
、
原
告
へ
の
調
髪
処
分
強
制
は
原
状
回
復
不
可
能
と
な
る
ば
か
り
か
、
原
告
の
自
尊
心
に
回
復
し
難
い
傷
跡
を
残
す
こ
と
に

な
る
か
ら
、
当
該
処
分
に
よ
る
損
害
は
重
大
で
あ
る
。
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・
調
髪
処
分
の
違
法
性
（
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
あ
る
か
）
に
つ
い
て

（
被
告
の
主
張
）
ア
行
政
庁
が
い
ま
だ
第
一
次
的
判
断
権
を
行
使
し
て
い
な
い
段
階
で
裁
判
所
が
差
止
判
決
を
し
、
司
法
が
行
政
に

一
定
の
行
政
上
の
作
為
、
不
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
為
、
不
作
為
が
単
に
違
法
と
判
断
さ
れ
る
だ

け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
違
法
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
一
義
的
明
白
性
）
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本

件
差
止
め
の
訴
え
に
係
る
調
髪
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
り
、
こ
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
拘
置
所
長
の
裁
量
権
を
逸
脱
・
濫
用
す
る
も
の
と

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
本
件
差
止
め
の
訴
え
は
認
容
さ
れ
る
。

イ
刑
事
施
設
法
三
七
条
一
項
に
よ
る
調
髪
処
分
は
、
衛
生
の
必
要
性
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負

担
・
受
刑
者
の
管
理
上
の
機
能
の
三
点
を
根
拠
と
し
、
施
設
の
長
が
施
設
を
管
理
し
矯
正
目
的
を
実
現
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で

あ
り
、
原
告
に
対
す
る
本
件
処
分
も
そ
の
裁
量
権
を
逸
脱
・
濫
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ウ
原
告
は
性
同
一
性
障
害
と
い
う
特
殊
事
情
か
ら
、
調
髪
処
分
に
つ
い
て
は
女
子
受
刑
者
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す
る

が
、
上
記
特
例
法
に
よ
る
審
判
を
受
け
て
い
な
い
原
告
を
法
的
に
女
子
受
刑
者
と
し
て
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
む
し
ろ
許
さ
れ
な
い
。

原
告
が
特
例
法
の
定
め
る
性
同
一
性
障
害
者
の
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
な
い
以
上
、
原
告
を
女
子
受
刑
者
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は

適
当
で
な
い
。
ま
た
原
告
は
、
被
告
が
調
髪
処
分
の
合
理
性
と
し
て
主
張
す
る
衛
生
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
女
子
受
刑
者
・
未
決
勾
留

中
の
者
と
の
比
較
に
お
い
て
衛
生
の
必
要
性
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
行
刑
改
革
会
議
の

提
言
に
照
ら
し
て
合
理
性
を
欠
く
こ
と
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負
担
・
受
刑
者
の
管
理
上
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
費
用
本
人
負
担
を
採

用
す
れ
ば
よ
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
未
決
勾
留
中
の
者
と
、
受
刑
者
で
あ
る
原
告

と
で
は
そ
の
法
的
地
位
が
異
な
り
、
そ
の
た
め
、
衛
生
の
必
要
性
も
受
刑
者
に
比
し
て
譲
歩
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
女
子
受
刑
者
と
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の
対
比
に
つ
い
て
も
、
男
子
受
刑
者
を
収
容
す
る
施
設
は
女
子
受
刑
者
の
よ
う
に
調
髪
済
み
で
な
い
者
の
収
容
を
予
定
し
て
い
な
い
か
ら

そ
れ
と
の
対
比
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
引
用
す
る
提
言
か
ら
ど
の
よ
う
に
原
告
主
張
の
結
論
を
導
い
た
か

が
不
明
で
あ
る
。
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
身
体
能
力
が
女
性
と
同
様
で
あ
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
以
上
、
男
性
同
様
の
管
理
を
す

べ
き
必
要
性
、
合
理
性
は
何
ら
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
原
告
の
主
張
）
ア
①
衛
生
上
の
注
意
、
②
秩
序
維
持
及
び
逃
走
防
止
、
③
財
政
上
・
管
理
上
の
負
担
軽
減
と
い
っ
た
、
男
子
受
刑

者
へ
の
調
髪
強
制
の
根
拠
と
さ
れ
る
要
請
は
、
男
子
受
刑
者
の
調
髪
に
つ
い
て
の
み
問
題
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
②
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
五
年
一
一
一
月
二
二
日
の
行
刑
改
革
会
議
提
言
に
お
い
て
、
受
刑
者
の
特
性
に
応
じ
た
処
遇
の
実
現
、
処
遇
困
難
者
に
対
す
る
き
め

細
か
な
収
容
の
実
現
等
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
子
受
刑
者
に
対
し
て
一
律
に
極
端
に
短
い
頭
髪
を
強
制
す
る
こ
と
の
合
理
性

は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
女
子
受
刑
者
に
対
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
弁
調
髪
が
男
性
受
刑
者
に
許
容
さ

れ
な
い
合
理
性
は
な
い
。

イ
原
告
は
、
小
学
校
六
年
生
の
こ
ろ
か
ら
自
己
の
性
別
が
男
性
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
持
ち
始
め
、
頭
髪
を
肩
の
辺
り
ま
で
伸
ば
し

て
い
た
。
そ
の
後
進
学
し
た
中
学
校
の
校
則
で
は
男
子
の
頭
髪
は
丸
坊
主
と
さ
れ
て
い
た
が
、
原
告
は
従
来
の
髪
型
を
維
持
し
た
。
そ
の

後
学
校
か
ら
校
則
を
守
る
よ
う
強
く
指
導
さ
れ
た
た
め
仕
方
な
く
髪
の
毛
を
切
っ
た
が
、
中
学
校
三
年
生
の
こ
ろ
か
ら
再
度
髪
の
毛
を
伸

ば
し
始
め
、
以
来
長
髪
を
維
持
し
て
い
る
。
原
告
は
一
七
歳
の
こ
ろ
睾
丸
摘
出
手
術
を
受
け
、
同
時
に
ホ
ル
モ
ン
剤
投
与
も
受
け
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
ニ
ュ
ー
ハ
ー
フ
バ
ー
で
ホ
ス
テ
ス
と
し
て
稼
働
し
、
外
見
上
の
女
性
ら
し
さ
を
追
求
す
る
た
め
顔
面
の

整
形
手
術
も
受
け
た
。
そ
し
て
平
成
一
四
年
五
月
一
〇
日
、
精
神
科
医
師
よ
り
性
同
一
性
障
害
の
診
断
基
準
に
合
致
す
る
旨
判
断
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
と
お
り
、
原
告
は
一
七
歳
の
こ
ろ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
二
五
年
以
上
も
の
間
、
自
己
の
身
体
的
性
別
（
男
性
）
を
自
己
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の
性
意
識
（
女
性
）
に
合
致
さ
せ
る
べ
く
手
術
や
治
療
等
を
受
け
て
き
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
原
告
の
身
体
的
特
徴
は
む
し
ろ
女
性
の
そ

れ
に
近
く
、
そ
の
状
態
は
不
可
逆
的
で
あ
っ
て
、
も
は
や
男
子
受
刑
者
と
し
て
の
処
遇
を
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

原
告
に
対
し
そ
の
生
物
学
的
性
別
に
従
っ
て
処
遇
し
、
男
子
受
刑
者
と
し
て
頭
髪
の
調
髪
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た

治
療
方
法
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
上
、
原
告
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
、
耐
え
難
い
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
強
制

す
る
こ
と
は
、
拘
禁
目
的
か
ら
み
て
も
原
告
の
自
己
決
定
権
に
対
す
る
過
剰
な
制
約
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
拘
置
所
長
に
よ

る
原
告
へ
の
本
件
調
髪
処
分
は
明
ら
か
に
裁
量
権
を
逸
脱
・
濫
用
し
た
違
法
な
処
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
判
旨

・
行
政
事
件
訴
訟
法
三
七
条
の
四
第
一
項
に
い
う
「
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
同
第
二
項
が
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
従
い
、
原
告
の
権
利
利
益
や
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
の
性
質
及
び
程
度
、
当
該
処
分
に
よ
っ
て
達
成
す
べ
き
行
政
目
的
の
緊
急
性
、
即

時
性
の
内
容
及
び
程
度
等
を
比
較
衡
量
し
、
当
該
処
分
に
よ
っ
て
原
告
に
生
じ
る
損
害
が
、
当
該
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
及
び
執
行
停
止

に
よ
っ
て
は
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
髪
型
を
自
己
決

定
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
各
自
が
自
由
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
個
人
の
尊
厳
に
係
る
権
利
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
、
髪
は
伸
び
て
く
る
と
は
い
っ
て
も
、
従
前
の
長
髪
等
に
復
す
る
ま
で
の
間
の
上
記
利
益
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
髪
処
分
が

な
さ
れ
る
と
き
に
は
回
復
困
難
な
重
大
な
損
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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・
本
件
調
髪
処
分
の
違
法
性
（
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
あ
る
か
）
に
つ
い
て

（
1
）
前
記
事
実
に
く
わ
え
て
以
下
の
事
実
も
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
原
告
に
つ
き
平
成
一
四
年
五
月
九
日
付
け
で
名
古
屋
区
検
察

庁
検
察
官
が
行
っ
た
刑
事
訴
訟
法
一
九
七
条
二
項
に
基
づ
く
「
傷
病
名
等
に
つ
い
て
の
照
会
」
に
対
し
、
担
当
医
師
は
同
月
一
〇
日
付
け

で
傷
病
名
を
「
薬
物
依
存
症
（
向
精
神
薬
）
」
及
び
「
性
同
一
性
障
害
」
と
診
断
し
、
後
者
に
つ
き
「
診
断
基
準
（
D
S
M
I
〈
4
〉
）
に

合
致
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
旨
回
答
し
た
。

日
本
精
神
神
経
学
会
に
よ
る
「
性
同
一
性
障
害
に
関
す
る
診
断
と
治
療
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
三
版
）
」
に
よ
れ
ば
、
性
同
一
性
障
害

の
診
断
手
続
と
し
て
は
、
性
同
一
性
障
害
に
十
分
な
理
解
と
経
験
を
も
つ
精
神
科
医
が
、
①
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
判
定
、

お
よ
び
②
身
体
的
性
別
の
判
定
を
経
て
、
統
合
失
調
症
な
ど
の
精
神
障
害
を
除
外
し
て
、
身
体
的
性
別
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
．
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
性
同
一
性
障
害
と
診
断
し
、
二
人
の
精
神
科
医
が
一
致
し
て
性
同
一
性
障
害
と
診
断
す
る

こ
と
で
診
断
は
確
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
精
神
科
医
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
経
験
豊
富
な
精
神
科
医
の

診
察
を
受
け
そ
の
結
果
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
精
神
科
医
の
診
断
の
一
致
を
求
め
て
い
る
の
は
、
性
同
一
性
障
害
の

治
療
に
関
し
ホ
ル
モ
ン
療
法
や
手
術
療
法
な
ど
不
可
逆
的
治
療
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
確
実
な
診
断
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
身

体
的
治
療
を
前
提
と
し
な
い
場
合
な
ど
に
は
必
ず
し
も
二
人
の
精
神
科
医
の
一
致
し
た
診
断
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
2
）
調
髪
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て

個
人
の
髪
型
を
各
自
が
自
由
に
決
し
得
る
権
利
は
、
個
人
の
美
的
感
覚
や
生
活
様
式
な
ど
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
憲
法
二
二
条
が
保
障

す
る
個
人
の
尊
厳
に
係
る
権
利
の
内
容
を
成
す
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
拘
禁
目
的
達
成
に
必
要
な
限
り
、
上
記

自
己
決
定
権
が
制
約
を
受
け
る
こ
と
も
当
然
で
あ
り
、
刑
事
施
設
法
三
七
条
一
項
が
調
髪
強
制
を
規
定
す
る
の
も
そ
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
個
々
の
受
刑
者
に
つ
き
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る
の
が
拘
禁
目
的
達
成
に
必
要
か
は
、
当
該
拘
禁
施
設
の
運
営
管
理
責
任

者
で
あ
る
施
設
の
長
が
最
も
熟
知
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
処
遇
内
容
の
決
定
は
基
本
的
に
当
該
施
設
の
長
の
裁
量
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
処
遇
が
拘
禁
目
的
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
上
記
自
己
決
定
権
に
対
す
る
過
剰
な
制
約
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
・
濫
用
す
る
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

衛
生
の
必
要
性
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負
担
・
受
刑
者
の
管
理
上
の
機
能
の
三
点
に
く
わ
え
、
課

せ
ら
れ
る
作
業
の
内
容
に
よ
っ
て
は
安
全
管
理
上
か
か
る
措
置
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
諸
点
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
訓
令
に
よ
る

男
子
受
刑
者
へ
の
原
則
原
型
刈
り
ま
た
は
前
五
分
刈
り
の
調
髪
措
置
は
、
拘
禁
目
的
等
に
照
ら
し
合
理
的
で
、
男
子
受
刑
者
に
過
剰
な
制

限
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
事
施
設
法
が
性
別
に
よ
る
分
離
収
容
を
行
う
と
し
て
い
る
こ
と
（
四
条
一
項
一
号
）
自
体
、
男
女
の
性

別
に
応
じ
た
収
容
処
遇
の
必
要
性
と
合
理
性
に
基
づ
く
も
の
で
、
男
女
の
髪
型
の
違
い
は
、
生
物
学
的
、
社
会
的
な
役
割
分
担
や
、
習
俗
、

美
意
識
等
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
自
ず
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
男
女
の
受
刑
者
に
つ
き
合
理
的

と
さ
れ
る
髪
型
に
差
異
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
、
不
合
理
な
区
別
や
不
公
平
な
取
扱
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
未
決
勾
留
者
の
長
髪
等
が

許
さ
れ
る
の
は
、
調
髪
に
よ
る
収
容
施
設
の
維
持
・
管
理
と
い
う
行
政
目
的
の
達
成
よ
り
か
か
る
自
由
確
保
の
要
請
を
優
先
さ
せ
た
も
の

で
、
有
罪
判
決
の
執
行
に
よ
り
収
容
さ
れ
る
受
刑
者
と
は
そ
の
地
位
が
異
な
る
か
ら
、
未
決
勾
留
中
の
者
が
髪
型
を
自
由
に
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
男
子
受
刑
者
に
対
す
る
調
髪
処
分
が
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
刑
事
施
設
法
は
特
段
の
事
情
が
認

め
ら
れ
な
い
限
り
、
一
般
的
な
判
定
に
よ
る
性
別
に
応
じ
た
処
遇
を
行
う
も
の
と
定
め
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
、
実
際
の
運
用
に

お
い
て
も
そ
う
し
た
判
定
及
び
処
遇
の
方
法
が
最
も
客
観
的
で
公
平
な
取
扱
い
と
い
う
べ
き
で
、
矯
正
現
場
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

も
少
な
い
。
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原
告
は
上
記
の
と
お
り
、
戸
籍
上
男
性
と
な
っ
て
い
る
上
、
男
性
器
も
摘
出
手
術
を
受
け
た
睾
丸
部
分
を
除
い
て
残
し
て
お
り
、
性
別

を
判
断
す
る
上
で
の
身
体
上
の
外
観
と
し
て
は
男
性
と
し
て
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
名
古
屋
拘
置
所
長
が
、
原
告
を
基
本
的
に
男

性
受
刑
者
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
を
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
原
告
の
上
記
の

よ
う
な
心
理
的
、
社
会
的
な
女
性
と
し
て
の
生
活
歴
、
睾
丸
摘
出
や
容
貌
の
整
形
手
術
を
受
け
た
経
歴
、
ホ
ル
モ
ン
剤
の
投
与
を
受
け
て

い
る
事
実
そ
の
他
の
諸
事
情
は
、
集
団
的
な
拘
禁
施
設
に
お
け
る
衛
生
状
態
の
保
持
の
必
要
性
、
集
団
的
処
遇
の
性
質
や
逃
走
防
止
面
か

ら
の
外
観
の
斉
一
性
を
確
保
す
る
必
要
性
、
財
政
上
の
負
担
増
加
の
回
避
等
の
諸
事
情
と
対
比
し
て
み
る
と
な
お
特
段
の
事
情
が
あ
る
と

は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
ら
を
ど
の
程
度
し
ん
し
ゃ
く
し
て
処
遇
上
の
配
慮
を
す
べ
き
か
も
、
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
の
人
数
、
性
質
や

施
設
の
設
備
、
監
視
態
勢
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
た
裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
名
古

屋
拘
置
所
長
が
原
告
の
頭
髪
に
つ
き
他
の
男
子
受
刑
者
と
異
な
る
処
遇
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
て
調
髪
処
分
を
行
っ
た
結
果
、
原

告
に
相
応
の
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
裁
量
権
を
逸
脱
・
濫
用
す
る
違
法
な
処
分
が
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
。四

検
討

以
上
の
と
お
り
、
本
件
処
分
は
虐
待
、
あ
る
い
は
そ
の
執
行
に
お
け
る
「
残
虐
な
刑
罰
」
（
憲
法
三
六
条
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
本
事
案
な
い
し
本
判
決
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
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う
か
。

1
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

本
判
決
は
冒
頭
で
「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
に
つ
き
、
調
髪
処
分
の
根
拠
と
な
る
三
七
条
を
引
い
た
の
み
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
参
照
す
べ
き
条
項
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
も
あ
え
て
確
認
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。

一
条
（
目
的
）
こ
の
法
律
は
、
刑
事
施
設
の
適
正
な
管
理
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
受
刑
者
等
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
者
の
状

況
に
応
じ
た
適
切
な
処
遇
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

十
四
条
（
受
刑
者
の
処
遇
の
原
則
）
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
。

三
十
三
条
（
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
原
則
）
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
の
心
身
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
、
受
刑
者
の

健
康
及
び
刑
事
施
設
内
の
衛
生
を
保
持
す
る
た
め
、
社
会
一
般
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
水
準
に
照
ら
し
適
切
な
保
健
衛
生
上
及
び
医
療
上

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五
十
条
（
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
）
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
は
、
適
正
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
項
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
執
る
措
置
は
、
被
収
容
者
の
収
容
を
確
保
し
、
並
び
に
そ
の
処
遇
の
た
め
の
適
切
な
環
境
及
び
そ

の
安
全
か
つ
平
穏
な
共
同
生
活
を
維
持
す
る
た
め
必
要
な
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

六
十
五
条
（
制
限
の
緩
和
）
受
刑
者
の
自
発
性
及
び
自
律
性
を
酒
養
す
る
た
め
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
受
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刑
者
の
生
活
及
び
行
動
に
対
す
る
制
限
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
高
ま
る
に
従

い
、
順
次
緩
和
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
受
刑
者
の
多
様
性
を
前
提
と
し
、
個
々
の
受
刑
者
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
最
適
な
処
遇
を
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
た
も

の
で
あ
る
。
本
判
決
が
し
め
し
た
よ
う
な
、
「
衛
生
の
必
要
性
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負
担
・
受
刑
者

の
管
理
上
の
機
能
」
と
い
っ
た
処
遇
単
一
化
・
画
一
化
の
た
め
の
要
請
か
ら
合
理
的
裁
量
を
ひ
ろ
く
許
容
す
る
態
度
は
、
す
で
に
こ
の
（
本

判
決
が
「
刑
事
施
設
法
」
と
呼
ん
で
看
過
し
た
と
こ
ろ
の
）
「
受
刑
者
処
遇
法
」
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

2
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
権
利
（
憲
法
＝
二
条
）

髪
型
の
自
由
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
竹
中
勲
「
自
己
決
定
権
の
意
義
」
公
法
研
究
五
八
号
四
〇
頁
以

下
等
参
照
）
。
憲
法
二
二
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ

い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
い
わ

ゆ
る
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
権
利
」
が
ふ
く
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
判
例
・
学
説
上
議
論
が
あ
る
。

本
件
で
原
告
も
、
こ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
自
己
決
定
権
と
し
て
髪
型
の
権
利
を
主
張
し
た
。
裁
判
所
も
「
個
人
の
髪
型
を
各
自
が
自
由
に

決
し
得
る
権
利
は
、
個
人
の
美
的
感
覚
や
生
活
様
式
な
ど
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
憲
法
二
二
条
が
保
障
す
る
個
人
の
尊
厳
に
係
る
権
利
の
内

容
を
成
す
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
何
人
も
合
理
的
な
理
由
な
く
一
定
の
髪
型
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述

べ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
拘
禁
目
的
達
成
に
必
要
な
限
り
」
「
制
約
を
受
け
る
こ
と
も
当
然
」
と
さ
れ
る
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
は
、
髪
型
の
自
由
等
の
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
判
例
（
と
く
に
下
級
審
）
・
学
説
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の
議
論
の
系
譜
（
東
京
地
判
一
九
六
三
年
七
月
二
九
日
行
集
一
四
巻
七
号
二
二
一
六
頁
、
熊
本
地
判
一
九
八
五
年
一
一
月
二
二
日
行
集
三
六

巻
一
一
・
一
二
号
一
八
七
五
頁
、
東
京
地
判
一
九
九
一
年
六
月
二
一
日
判
例
時
報
一
三
八
八
号
三
頁
、
浅
利
祐
一
「
公
立
中
学
校
に
お
け
る

髪
型
の
規
制
」
『
憲
法
判
例
百
選
1
［
第
四
版
］
』
四
六
頁
、
戸
波
江
二
「
幸
福
追
求
権
の
構
造
」
公
法
研
究
五
八
号
一
頁
等
）
や
、
あ
る
い

は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
在
監
者
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
議
論
の
系
譜
（
最
判
一
九
七
〇
年
九
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
一
〇
号
一

四
一
〇
頁
、
同
一
九
八
三
年
六
月
二
二
日
民
集
三
七
巻
五
号
七
九
三
頁
、
名
古
屋
地
判
二
〇
〇
六
年
一
月
二
七
日
判
例
時
報
一
九
三
三
号
一

〇
一
一
頁
、
塩
野
宏
「
在
監
者
の
基
本
的
人
権
」
『
憲
法
判
例
百
選
1
［
第
四
版
］
』
三
四
頁
、
藤
井
樹
也
「
被
拘
禁
者
の
喫
煙
の
禁
止
」
同
書

三
六
頁
、
竹
中
勲
「
未
決
拘
禁
者
の
閲
読
の
自
由
」
同
書
三
八
頁
等
）
か
ら
す
れ
ば
、
容
易
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
本
件
で
侵
害
さ
れ
る
原
告
の
利
益
の
問
題
を
、
合
理
的
な
理
由
の
な
い
限
り
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
「
衛
生
の
必
要

性
、
外
観
の
斉
一
性
確
保
の
必
要
性
、
調
髪
に
よ
る
財
政
上
の
負
担
・
受
刑
者
の
管
理
上
の
機
能
」
と
い
っ
た
刑
事
施
設
の
合
理
的
な
運
営

と
い
っ
た
程
度
の
理
由
に
よ
っ
て
制
約
可
能
な
自
己
決
定
の
利
益
の
問
題
だ
と
解
す
る
こ
と
は
、
当
を
得
た
も
の
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
本
件
原
告
か
ら
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
己
決
定
た
る
幸
福
追
求
の
権
利
な
ど
で
は
な
く
、
自
己
決
定

で
き
な
い
障
害
を
か
か
え
治
療
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ま
た
こ
の
意
味
で
や
は
り
本
件
処
分
は
虐

待
と
い
う
ほ
か
な
い
）
。

3
生
存
権
（
憲
法
二
五
条
）

憲
法
二
五
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
」
（
一
項
）
、
「
国
は
、
す
べ
て
の
生
活

部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
一
一
項
）
と
さ
だ
め
て
、
「
健
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康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
、
い
わ
ゆ
る
生
存
権
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
生
活
保
護
等
の
社
会
保
障
の
受
給

を
め
ぐ
る
著
名
な
判
例
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
応
答
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
議
論
の
中
心
の
一
部
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
う
た
が

い
な
か
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
し
た
議
論
の
一
定
の
蓄
積
を
見
て
も
な
お
、
い
ま
だ
そ
の
権
利
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
と
か
、
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
」
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
、
客
観
的
に
判
定
可
能
か
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
は
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
や

や
議
論
は
停
滞
し
た
状
況
に
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
（
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
〔
第
二
版
〕
』
三
二
二
頁
以
下
）
。

「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
行
政
自
ら
が
つ
ね
に
維
持
し
、
示
し
続
け
て
い
る
場
、

そ
れ
こ
そ
受
刑
者
を
処
遇
す
る
刑
事
施
設
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
に
つ
い
て
、
堀
木
訴
訟
で
最
高
裁
は
、
そ
れ
は
「
き
わ
め
て
抽
象
的
（
・
相
対
的
）
」

な
概
念
で
あ
る
と
述
べ
た
（
最
判
一
九
八
二
年
七
月
七
日
民
集
三
六
巻
七
号
一
壬
二
八
頁
）
。
し
か
し
こ
れ
を
一
口
に
抽
象
的
と
切
り
捨
て

て
し
ま
う
こ
と
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
見
方
を
変
え
て
、
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
仮
に
「
健
康
な
生

活
」
、
「
文
化
的
な
生
活
」
、
「
最
低
限
度
の
生
活
」
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
み
る
な
ら
ば
、
先
に
あ
げ
た
生
活
保
護
等
の
受
給
の
問
題
は
最
後

の
「
最
低
限
度
の
生
活
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
健
康
な
生
活
」
や
「
文
化
的
な
生
活
」
に

つ
い
て
も
、
現
実
的
か
ど
う
か
を
さ
て
お
く
か
ぎ
り
、
（
権
利
性
に
つ
い
て
は
別
論
と
し
て
も
）
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
内
容
を
考
え
る
こ
と

は
困
難
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
衣
食
住
に
つ
い
て
ぽ
一
応
足
り
て
い
る
が
、
医
療
や
薬
の
供
給
は
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
と
い
う
（
離
島
、
被
災
地
、
難

民
キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
は
容
易
に
想
定
で
き
る
）
状
況
で
あ
る
と
か
、
衣
食
住
は
一
応
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
の
水
不
足
が
あ
ま
り
に
深
刻
で
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一
年
に
一
度
し
か
風
呂
に
入
れ
な
い
と
い
っ
た
極
限
的
な
場
合
、
こ
う
し
た
暮
ら
し
は
最
低
限
度
は
保
っ
て
い
る
と
し
て
も
「
健
康
な
生
活
」

か
ど
う
か
、
「
文
化
的
な
生
活
」
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
う
た
が
わ
し
い
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
衣
食
住
が
足
り
た
と
し
て
も
、
電
気
・
水
道
・
ガ
ス
と
い
っ
た
も
の
が
ま
っ
た
く
利
用
で
き
な
い
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
新
聞

も
本
も
な
い
と
い
っ
た
場
合
、
は
た
し
て
言
葉
の
（
現
代
の
）
日
常
的
な
意
味
で
「
文
化
的
な
生
活
」
（
あ
る
い
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
の

「
最
低
限
度
の
（
文
化
的
な
）
生
活
」
）
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

「
最
低
限
度
」
と
い
う
価
値
基
準
が
、
あ
る
生
活
の
性
質
や
態
様
と
い
っ
た
い
わ
ば
質
的
な
観
点
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
量
的
な
観
点
に

お
い
て
妥
当
す
る
も
の
だ
と
仮
に
し
た
場
合
、
こ
の
二
五
条
の
規
定
を
「
最
低
限
度
の
健
康
な
生
活
」
と
「
最
低
限
度
の
文
化
的
な
生
活
」

と
を
保
障
す
る
も
の
と
読
む
余
地
は
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
仮
に
以
上
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
で
も
（
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
で
も
）
、
こ
の
生
存
権
を
保
障
す
る
二
五
条
の
根
本

に
二
二
条
の
幸
福
追
求
権
に
代
表
さ
れ
る
根
源
的
な
価
値
の
保
障
を
見
出
す
・
見
通
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
生
存
権
保

障
は
ま
さ
に
こ
の
幸
福
追
求
権
の
実
施
を
可
能
に
す
る
生
存
・
生
活
の
保
障
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
本
件
原
告
か
ら
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
、
生
存
・
生
活
権
が
保
障
さ
れ
た
上
で
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
己
決
定
な
い

し
幸
福
追
求
の
権
利
で
は
な
く
、
自
己
決
定
で
き
な
い
障
害
と
向
か
い
合
い
治
療
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
そ
れ
自
体
だ
っ
た
と
い
え
る
な

ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
」
の
侵
害
が
問
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
処
分
の
違
法
な
い
し
権
限
の

濫
用
・
逸
脱
を
論
じ
る
な
か
で
む
し
ろ
問
い
な
お
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
権
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ラ
イ
フ
の
権
利
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
二
五
条
の
質
的
観
点
の
問
い
な
お
し
と
も
な
り
う
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
ラ
イ
フ
の
権
利
も
な
お
二

五
条
の
「
き
わ
め
て
相
対
的
」
な
特
性
を
免
れ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
本
件
と
本
件
原
告
が
し
め
す
い
わ
ば
「
き
わ
め
て
現
代
的
」
な
特
性
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こ
そ
む
し
ろ
二
五
条
の
相
対
性
の
具
体
的
な
中
身
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
し
え
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
二
五
条
の
抽
象
的
・

相
対
的
特
性
の
限
界
を
し
め
す
も
の
と
も
な
り
え
た
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
生
存
権
の
自
由
権
的
効
果
が
発
揮
さ
れ
え
ま
た
発
揮
さ
れ
る
べ
き
ケ
ー

ス
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
（
松
本
和
彦
「
生
存
権
」
小
山
剛
口
駒
村
圭
吾
編
『
論
点
探
究
憲
法
』
二
三
三
頁
以
下
参
照
）
。

（
本
学
法
学
部
専
任
講
師
）




