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は
じ
め
に
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日
本
の
更
生
保
護
制
度
は
､
官
民
協
働
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
従
来
'
｢保
護
会
｣
と
呼
ば
れ
て
き
た
更
生
保
護
施
設
は
､
一
八
八
八

(1)

(明
治
二
一
)
年
に
治
山
､
治
水
事
業
家
で
も
あ
っ
た
金
原
明
善
ら
が
設
立
し
た

｢静
岡
県
出
獄
人
保
護
会
社
｣
を
噂
矢
と
し
､
以
後

一

〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
'
民
間
の
篤
志
家
､
宗
教
関
係
者
､
退
職
公
務
員
が
中
心
と
な
り
､
刑
務
所
を
出
所
し
た
者
や
仮
釈
放
者
と

(2)

な
っ
た
者
に
食
事
や
宿
泊
所
を
提
供
し
て
き
た
｡
ま
た
､
政
府
も
こ
れ
を
奨
励
し
た
｡

保
護
会
は
､
戦
前
､
戦
後
を
通
じ
て
刑
罰
を
受
け
た
者
の
社
会
復
帰
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
､
経
営
上
の
困
難
､
施
設

の
老
朽
化
'
さ
ら
に
は
地
域
住
民
か
ら
の
排
斥
運
動
等
に
遭
い
'
そ
の
運
営
に
困
難
を
来
す
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
､

一

九
九
五
年
､
更
生
保
護
事
業
法
の
制
定
に
よ
り
'
更
生
保
護
法
人
制
度
が
創
設
さ
れ
､
｢更
生
保
護
施
設
｣
と
し
て
､
従
来
の
公
益
法
人

と
し
て
の
扱
い
に
比
べ
て
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
他
の
社
会
福
祉
法
人
と
並
ん
で
､
よ
り
公
益
性
の
高
い

法
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
間
､
更
生
保
護
事
業
が

一
貫
し
て
主
と
し
て
民
間
の
手
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
｡

現
在
､
更
生
保
護
施
設
を
利
用
す
る
者
の
大
半
が
保
護
観
察
対
象
者
で
あ
q
'
ま
た
､
刑
務
所
か
ら
仮
釈
放
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て

も
約
三
人
に
一
人
が
社
会
復
帰
の
足
が
か
り
と
し
て
更
生
保
護
施
設
を
利
用
し
て
お
り
'
保
護
観
察
や
仮
釈
放
の
実
施
上
､
更
生
保
護

施
設
は
必
要
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
｡
就
中
､
近
時
､
矯
正
施
設
の
過
剰
収
容
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
知
さ
れ
る

(3)

よ
う
に
'
施
設
か
ら
出
所
後
､
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
を
要
す
る
者
も
ま
た
増
加
傾
向
に
あ
る
｡
本
稿
は
､
更
生
保
護
事
業
に

お
け
る
更
生
保
護
施
設
の
重
要
性
に
鑑
み
､
そ
の
運
営
の
あ
り
方
に
つ
き
少
し
く
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
｡



二

更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇

山
形
市
に
も
歴
史
あ
る
更
生
保
護
法
人

｢羽
陽
和
光
会
｣
が
あ
る
｡
そ
の
前
身
で
あ
る

｢羽
陽
教
護
院
｣
は
､
山
形
監
獄

(現
山
形

刑
務
所
)
職
員
の
主
唱
に
よ
り
'
同
監
獄
の
教
範
師
で
あ
り
､
浄
土
真
宗
大
谷
派
願
重
等
の
住
職
で
あ
っ
た
原
精

一
氏
に
よ
り
､
出
獄

者
を
対
象
と
し
て
l
九
〇
一

(明
治
三
四
)
年
に
創
設
さ
れ
た
｡
羽
陽
和
光
会
と
改
称
さ
れ
た
の
は
'

一
九
二
四

(大
正
1
三
)
年
の

こ
と
で
あ
る
｡

一
九
五
〇

(昭
和
二
五
)
年
､
更
生
緊
急
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
､
更
生
保
護
事
業
の
経
営
認
可
を
受
け
た
｡

1
九
六

四

(昭
和
三
九
)
年
六
月
及
び

一
九
七
一

(昭
和
四
六
)
年

二

月
に
収
容
株
の
増
改
築
を
行
い
､
業
務
運
営
の
充
実
が
は
か
ら
れ
た
｡

ま
た
､

一
九
九
四

(平
成
六
)
年
三
月
に
は
施
設
の
全
面
改
築
が
行
わ
れ
'

〓
lの
居
室
､
集
会
室
'
静
養
室
､
食
堂
へ
相
談
室
､
浴

室
等
を
備
え
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
の
建
物
が
整
備
さ
れ
た
｡

一
九
九
六

(平
成
八
)
年
､
更
生
保
護
事
業
法
の
施
行
に
伴

い
'
組
織
変
更
が
行
わ
れ
､
更
生
保
護
法
人
羽
陽
和
光
会
と
な
っ
た
｡

収
容
定
員
は
､
男
子
の
み
二
〇
名
､
そ
の
う
ち
少
年
は
六
名
'
成
人
が
一
四
名
で
あ
る
｡
保
護
の
対
象
者
は
､
保
護
観
察
を
受
け
て

い
る
者
及
び
矯
正
施
設
､
司
法
機
関
か
ら
釈
放
さ
れ
た
者
で
あ
る
｡
見
学
日

(二
〇
〇
五
年
七
月

一
九
日
)
現
在
で
仮
釈
放
者
七
名
､

執
行
猶
予
者
二
名
'
更
生
緊
急
保
護
二
名
で
あ
っ
た
｡
前
年
度
実
績
を
見
る
と
､
収
容
延
べ
人
員
は
三
三
〇
〇
名
で
､
す
べ
て
保
護
観

察
所
の
長
よ
り
保
護
を
委
託
さ
れ
る
委
託
保
護
で
あ
る
｡
施
設
に
は
､
保
護
司
の
委
嘱
を
受
け
た
補
導
員
を
含
め
'
四
名
の
職
員
が
勤

め
て
お
り
､
理
事
九
名
､
幹
事
二
名
､
評
議
員

二

名
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
｡

｢羽
陽
和
光
会
｣
で
は
､
保
護
の
対
象
者
が
矯
正
施
設
等
に
い
る
間
か
ら
直
接
本
人
と
面
接
を
す
る
ほ
か
刑
務
官
と
も
連
絡
を
と
り
'

さ
ら
に
保
護
観
察
所
と
も
緊
密
な
連
携
を
と
っ
て
受
け
入
れ
の
準
備
を
す
る
｡
薬
物
事
犯
の
経
歴
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
､
受
け
入
れ

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察
-
-

金
洋
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て
い
な
い
｡

少
年
に
つ
い
て
は
'

家
庭
裁
判
所
の
委
託
に
よ
り
対
象
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
｡
施
設
の
利
用
者
は
､
入
所
後
､

早
期
の

自
立
を
目
指
し
て
保
護
観
察
所
や
協
力
雇
用
主
と
連
絡
を
と
り
つ
つ
生
活
相
談
や
､
就
労
の
援
助
を
受
け
た
り
､
ま
た
余
暇
活
動
を
通

じ
て
日
常
生
活
の
充
実
を
は
か
っ
た
り
す
る
｡
他
方
､
施
設
の
側
も
福
祉
事
務
所
や
保
健
所
等
の
公
共
機
関
等
と
も
連
携
し
て
､
必
要

な
保
護
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
援
助
を
施
し
て
い
る
｡
施
設
内
で
問
題
行
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
､
集
団
処
遇
の
一
環
と
し
て
注
意
を

喚
起
す
る
ほ
か
､
個
別
に
そ
の
つ
ど
指
導
を
行
う
｡
特
に
金
銭
管
理
に
は
意
を
払
い
指
導
を
行
う
｡
さ
ら
に
､
就
業
に
備
え
､
挨
拶
や

面
接
の
受
け
方
等
､
実
社
会
で
即
座
に
応
用
で
き
そ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
選
定
し
て
､
月

一
､
二
回
程
度
の
割
合
で
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ

ル
ス
キ
ル
ズ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
(後
述
)
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
就
業
率
は
'
約
七
割
で
あ
り
､
主
に
協
力
雇
用
主
の
会
社
に
就
職
し
て
い
る
｡財

政
基
盤
は
､

一
般
経
費
と
し
て
､
二
三
七
九
万
三
四
三
五
円
､
国
庫
か
ら

一
七
二
九
万
三
八
六
八
円
､
そ
の
他
が
六
四
九
万
九
五
六
七

円
で
あ
る
｡
全
国
の
い
ず
れ
の
更
生
保
護
施
設
も
地
域
社
会
と
の
関
係
に
配
慮
し
て
い
る
が
'
閑
静
な
住
宅
街
に
位
置
す
る

｢羽
陽
和

光
会
｣
は
､
在
会
者
が
公
園
清
掃
等
の
奉
仕
活
動
を
行
っ
た
り
､
施
設
の
一
部
を
地
域
住
民
に
開
放
す
る
等
し
て
お
り
､
地
域
社
会
と

の
関
係
は
良
好
で
あ
る
｡
更
生
保
護
施
設
は
､
そ
の
規
模
､
沿
革
､
性
格
等
を
運
営
主
体
に
よ
っ
て
状
況
を
異
に
す
る
が
'
｢羽
陽
和
光

会
｣
は
､
全
国
的
に
見
て
も
平
均
的
規
模
で
あ
り
､
官
民
の
連
携
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
､
地
域
と
の
連
携
に
配
慮
し
､
自
立
更
生
を
支

え
る
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
更
生
保
護
施
設
の
一
つ
の
典
型
と
言
っ
て
よ
い
｡

更
生
保
護
施
設
に
お
い
て
は
､
そ
の
利
用
者
に
更
生
保
護
の
た
め
の
援
助
が
行
わ
れ
る
が
'
そ
の
援
助
は
生
活
基
盤
の
提
供
の
み
な

ら
ず
'
就
労
援
護
､
生
活
指
導
等
社
会
復
帰
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
及
ぶ
｡
即
ち
､
更
生
保
護
施
設
は
､
施
設
利
用
者
の
社
会
復
帰

の
た
め
の
中
間
的
な
役
割
を
担
う
と
同
時
に
､
扶
助
を
要
す
る
者
へ
の
援
助
を
施
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'
優
れ
て
社
会
福
祉
的
性

質
を
有
す
る
と
一宇
見
る
｡
他
方
､
更
生
保
護
施
設
は
'
更
生
保
護
の
対
象
者
と
そ
の
再
統
合
さ
れ
る
社
会
へ
の
中
間
点
に
位
置
す
る
が

ゆ
え
に
､
施
設
そ
れ
自
体
が
地
域
社
会
と
の
良
好
な
関
係
を
築
き
'
対
象
者
と
地
域
社
会
と
を
橋
渡
し
す
る
役
割
を
も
担
わ
ざ
る
を
得



な
か
っ
た
｡
近
年
､
そ
の
意
義
は
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
'
地
理
的
な
意
味
で
の
地
域
社
会
の
み
な
ら
ず
'
被
害
者
支
援
の
機
能
も

期
待
さ
れ
る
に
至
り
'
さ
ら
に
､
二
〇
〇
〇
年
か
ら
策
定
さ
れ
た

｢更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
充
実
化
の
た
め
の
基
本
計
画
～
二
一

世
紀
の
新
し
い
更
生
保
護
施
設
を
目
指
す
ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
｣
(以
下
､
｢ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
｣
と
言
う
)
に
則
し
て
､
個
別
の
問
題
に

応
じ
た
集
中
的
な
処
遇
を
行
い
､
再
犯
の
リ
ス
ク
因
子
を
除
去
す
る
へ
若
し
く
は
減
少
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
が
各
施
設
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
の
多
く
が
民
間
の
篤
志
家
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
更
生
保
護
施
設
は
､
他
の
社
会
福
祉
法
人
に
比
べ

て
も
必
ず
し
も
財
政
面
で
十
分
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
｡
そ
こ
で
､
近
年
は
'
特
に
財
政
状
態
を
改
善
す
る
た
め

(4)

に
法
整
備
が
は
か
ら
れ
て
き
た
｡
更
生
保
護
事
業
法
は
､
更
生
保
護
事
業
の
事
業
主
体
や
事
業
経
営
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
'

継
続
的
な
施
設
､
設
備
の
補
修
や
人
件
費
を
必
要
と
す
る
に
も
拘
ら
ず
､
経
営
基
盤
が
脆
弱
な
公
益
法
人
で
あ
っ
た
保
護
会
を
更
生
保

(5)

護
法
人
と
し
､
こ
れ
に
対
し
て
法
的
側
面
か
ら
制
度
の
充
実
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
｡

三

更
生
保
護
法
制
の
変
遷

犯
罪
者
の
更
生
を
援
助
す
る
民
間
の
活
動
か
ら
始
ま
っ
た
更
生
保
護
事
業
は
､

一
九
三
九

(昭
和

一
四
)
年
､
司
法
保
護
事
業
法
の

(6)

制
定
に
よ
り
'
更
生
保
護
事
業
を
営
む
団
体
を
司
法
保
護
団
体
と
称
す
る
こ
と
で
､
法
的
な
裏
付
け
を
与
え
ら
れ
る
に
至
る
｡
尤
も
､

そ
の
背
景
に
は
'

一
九
三
六

(昭
和

一
一
)
年
に
制
定
さ
れ
た
思
想
犯
保
護
観
察
法
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
治
安
維
持
法
違
反

者
に
対
す
る
保
護
の
要
請
の
た
め
に
法
制
度
が
整
備
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
､
権
力
的
な
社
会
統
制
の
手
段
と
し
て
の
側
面
を
無
視
す
る

(7)

こ
と
は
で
き
な
い
｡
戦
後
'
新
憲
法
下
に
新
た
な
法
制
度
の
整
備
が
要
請
さ
れ
'
更
生
保
護
制
度
は
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察
-
-

金
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の
際
'
問
題
と
な
っ
た
の
は
､

更
生
保
護
事
業
に
お
け
る
民
間
篤
志
家
の
扱
い
で
あ
っ
た
｡
民
間
篤
志
家
と
い
え
ど
も
'

そ
の
多
く
が

検
事
局
書
記
官
､
警
察
官
な
ど
か
ら
任
命
さ
れ
た
嘱
託
の
保
護
司
は
､
治
安
維
持
の
た
め
の
権
威
主
義
的
社
会
統
制
へ
の
傾
向
を
も
つ

こ
と
を
警
戒
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
｡
連
合
国
総
司
令
部

(G
H

Q)は
､
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
更
生
保
護
を
任
せ
る
こ
と
に

(8)

積
極
的
で
は
な
く
'
保
護
観
察
官
に
よ
る
処
遇
を
構
想
し
た
｡
ま
た
､
G
H
Q
は
､
不
良
､
非
行
少
年
の
保
護
所
管
庁
は
､
司
法
省
よ
り

厚
生
省
が
適
当
で
は
な
い
か
と
の
覚
書
を
出
し
､
満
期
釈
放
者
の
保
護
は
厚
生
省
の
所
管
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
た
｡

か
か
る
経
緯
か
ら
し
て
も
､
更
生
保
護
事
務
を
め
ぐ
る
司
法
と
社
会
福
祉
行
政
と
の
境
界
の
不
鮮
明
な
こ
と
が
当
時
か
ら
意
識
さ
れ
て

い
た
と
優
に
推
察
さ
れ
る
｡

一
九
四
九

(昭
和
二
四
)
年
､
犯
罪
者
予
防
更
生
法
が
公
布
､
施
行
さ
れ
'
翌

一
九
五
〇

(昭
和
二
五
)
年
に
は
､
満
期
釈
放
者
､

執
行
猶
予
者
､
起
訴
猶
予
者
等
が
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
直
後
の
再
犯
防
止
の
保
護
に
お
け
る
国
の
責
任
を
明
記
し
た
更
生
緊
急
保

護
法
が
公
布
､
施
行
さ
れ
た
｡
更
生
緊
急
保
護
は
､
同
法
に
い
う
満
期
釈
放
者
等
の
更
生
保
護
の
み
な
ら
ず
､
犯
罪
者
予
防
更
生
法
上

の
応
急
の
救
護
､
援
護
を
も
含
み
､
更
生
の
た
め
の
緊
急
適
切
な
保
護
措
置
を
総
称
す
る
｡
同
法
は
'
そ
の
意
思
に
反
し
な
い
限
り
､

対
象
者
に
帰
住
先
を
斡
旋
し
､
金
品
を
給
貸
与
等
す
る

1
時
保
護
'
及
び
､
施
設
に
収
容
し
て
行
う
宿
所
の
供
与
'
就
職
の
援
助
､
環

境
調
整
等
を
内
容
と
す
る
継
続
保
護
を
定
め
､
更
生
緊
急
保
護
の
非
強
制
的
な
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
ま
た
'
更
生
保
護
は
'

本
人
の
改
善
更
生
に
必
要
か
つ
相
当
な
限
度
に
お
い
て
､
そ
の
者
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
に
よ
る
と
さ
れ
'
対
象
者
の
自
立
の

補
助
を
個
別
の
必
要
性
に
応
じ
て
実
施
す
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
た
｡
た
だ
し
､
国
が
費
用
を
支
弁
す
る
釈
放
後
に
お
け
る
更
生
緊

急
保
護
の
期
間
は
'
原
則
と
し
て
対
象
者
が
刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
六
ケ
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
定
さ

(9)

れ
た
｡
更
生
緊
急
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
'
可
法
保
護
団
体
は
､
更
生
保
護
会
と
改
称
し
､
引
き
続
き
対
象
者
の
更
生
の
支
援
に
携
わ

り
､
仮
釈
放
の
運
用
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
の
み
な
ら
ず
､
保
護
観
察
の
対
象
者
'
満
期
出
所
者
､
執
行
猶
予
者
'
起
訴
猶
予
者
等
を



保
護
し
､
生
活
指
導
を
す
る
等
の
役
割
を
果
た
し
た
｡

更
生
緊
急
保
護
法
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
､
更
生
保
護
事
業
法
を
制
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
､
必
ず
し
も
盤
石
で
な
い
更
生
保

(10)

護
会
の
財
政
状
況
に
鑑
み
､
こ
れ
を
増
強
す
べ
き
で
あ
る
と
の
問
題
意
識
で
あ
る
｡

一
九
九
四

(平
成
六
)
年
､
老
朽
化
し
た
施
設
の

改
善
等
の
た
め
に
補
助
金
制
度
の
改
正
を
内
容
と
す
る
更
生
緊
急
保
護
法
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
｡
そ
の
際
に
'
衆
参
両
院
に
お
い

て
'
更
生
保
護
が
国
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
､
更
生
保
護
事
業
の
健
全
な
育
成

･
発
展
､
法
整
備
を

含
め
た
制
度
の
改
善

･
充
実
に
努
め
る
こ
と
'
社
会
福
祉
事
業
と
の
均
衡
に
も
留
意
し
､
被
保
護
者
に
対
す
る
補
導
援
護
体
制
の
強
化

｢‖)

に
努
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
国
会
の
審
議
を
承
け
て
更
生
保
護
会
の
充
実
発
展
を
図
る
た
め
'

社
会
福
祉
事
業
法
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
が
置
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
更
生
保
護
法
人
制
度
を
創
設
し
､
従
事
す
べ
き
更
生
保
護

事
業
を
定
め
'
同
時
に
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
国
の
責
務
及
び
地
方
公
共
団
体
の
協
力
に
つ
い
て
も
規
定
し
た
更
生
保
護
事
業
法
が

制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

(12)

一
九
九
五

(平
成
七
)
年
の
更
生
保
護
事
業
法
の
成
立
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
更
生
緊
急
保
護
法
に
お
い
て
は
､
更
生
保
護
事
業
を
行

う
更
生
保
護
会
は
､
国
か
ら
の
委
託
に
よ
る
場
合
を
保
護
の
対
象
者
と
し
て
い
た
が
'
更
生
保
護
事
業
法
で
は
'
新
た
に
罰
金
又
は
科

料
の
言
い
渡
し
を
受
け
'
刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
者
､
労
役
場
か
ら
出
場
し
､
又
は
仮
出
場
を
許
さ
れ
た
者
､
少

(13)

年
院
を
退
院
又
は
仮
退
院
し
た
者
を
も
保
護
対
象
と
し
た
う
え
､
保
護
観
察
対
象
者
に
も
適
用
範
囲
を
広
げ
た
｡
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
､

当
初
､
満
期
釈
放
者
を
主
に
受
け
入
れ
て
い
た
更
生
保
護
施
設
は
'
国
に
代
わ
っ
て
更
生
保
護
を
行
う
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
､

国
の
刑
事
政
策
た
る
仮
釈
放
や
保
護
観
察
の
実
施
上
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
た
｡
更
生
保
護
施
設
の
性
質
が
､
従
来
の
民
間
に
よ
る
事

業
か
ら
公
的
な
方
向
へ
と
転
換
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

更
生
保
護
事
業
法
上
の
更
生
保
護
事
業
は
'
施
設
に
収
容
し
て
生
活
指
導
､
環
境
調
整
等
の
必
要
な
保
護
を
行
う
継
続
保
護
事
業
､

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る
1
考
察
-

金
鐸

七

(七
)



法
政
論
叢

1
第
三
七
二
二
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

八

(八
)

施
設
に
収
容
し
な
い
で
帰
任
の
斡
旋
､

就
職
援
助
等
を
行
う

1
時
保
護
事
業
､
及
び
更
生
援
助
を
目
的
と
す
る

l
切
の
事
業
の
啓
発
､

連
絡
､
調
整
す
る
等
の
連
絡
助
成
事
業
の
三
種
類
で
あ
る
｡
着
の
法
整
備
に
よ
り
'
更
生
保
護
施
設
は
､
仮
釈
放
に
お
け
る
改
善
更
生

の
機
能
を
担
い
､
実
際
に
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
よ
り
､
充
実
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
で
き
る
施
設
も
出
現
し
て
き
た
｡
二
〇

〇
〇
年
度
か
ら
始
ま
っ
た

｢ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
｣
に
基
づ
き
'
国
の
法
制
度
整
備
'
予
算
の
充
実
等
に
呼
応
し
て
､
施
設
の
側
で
も
独

自
に
重
点
目
標
を
定
め
て
処
遇
強
化
を
図
る

｢ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
へ
の
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
｡
｢ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
で
は
'
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ズ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

(S
S
づ
)
と
呼
ば
れ
る
生
活
技
能
訓
練
を
導
入
し
､
日

常
生
活
に
お
い
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
際
､
乳
蝶
を
生
じ
易
い
場
面
を
想
定
し
て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
交
え
な
が
ら
そ

の
対
応
方
法
を
学
ん
だ
り
､
心
理
療
法
を
応
用
し
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
療
法
に
よ
り
､
言
語
に
よ
る
自
己
表
現
を
苦
手
と
す
る
者
に
雑
誌
'

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
か
ら
風
景
や
人
物
を
切
り
取
っ
て
画
用
紙
に
貼
り
付
け
て
作
品
を
作
ら
せ
る
こ
と
で
自
己
の
問
題
性
に
気
づ
か
せ
た

り
､
或
い
は
､
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
､
薬
物
依
存
等
の
特
別
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
者
に
は
酒
害
教
育
や
薬
物
依
存
か
ら
回
復
す
る
た
め

の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
を
施
す
等
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
施
設
と
し
て
の
役
割
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

｢ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
｣
の
目
指
す
法
制
度
面
で
の
整
備
を
実
現
し
た
の
が
'
二
〇
〇
二

(平
成

一
四
)
年
の
更
生
保
護
事
業
法
並
び
に

犯
罪
者
予
防
更
生
法
の
改
正
で
あ
る
｡
主
な
改
正
点
は
､
①
従
来
'
対
象
及
び
処
遇
内
容
が
限
定
さ
れ
て
い
た
応
急
の
救
護
の
要
件
に

拘
ら
ず
'
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
等
の
補
導
援
護
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
'
処
遇
対
象
'
内
容
を
拡

大
'
充
実
し
た
点
､
②
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
者
に
対
し
て
充
実
し
た
処
遇
の
実
施
が
要
望
さ
れ
る
実
状
に
鑑
み
て
､
従
来
､
委
託
保

護
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
'
罰
金
又
は
科
料
の
言
い
渡
し
を
受
け
､
刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
者
､
労
役
場
か

ら
出
場
し
､
又
は
仮
出
場
を
許
さ
れ
た
者
､
少
年
院
か
ら
退
院
し
'
又
は
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者

(た
だ
し
､
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た



者
を
除
く
)
を
も
委
託
保
護
の
対
象
と
し
た
点
､
及
び
③
高
齢
犯
罪
者
の
増
加
に
直
面
し
､
更
生
緊
急
保
護
の
期
間
き
最
大

l
年
に
延

長
し
た
点
で
あ
る
｡

四

韓
国
の
更
生
保
護
施
設
と
の
比
較

現
在
'
日
本
の
更
生
保
護
施
設
は
'
刑
事
施
設
の
過
剰
収
容
の
現
状
に
鑑
み
て
､
仮
釈
放
の
受
け
皿
と
し
て
の
重
要
性
が
増
し
て
お

り
､
処
遇
機
能
の
強
化
は
'
か
か
る
体
制
を
支
え
る
も
の
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
更
生
保
護
事
業
の
担
う
重
要
な
機
能
と
し
て
､
短
期

間
で
あ
れ
釈
放
後
の
急
激
な
環
境
調
整
の
変
化
を
調
整
し
､
自
活
の
た
め
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
'
む
し
ろ
当
初
､

(14)

更
生
保
護
施
設
は
､
対
象
者
に
対
す
る
緊
急
的
援
助
の
役
割
を
強
く
担
っ
て
き
た
こ
と
に
も
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら

に
､
そ
の
担
う
役
割
が
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
へ
全
国
の
更
生
保
護
施
設
の
多
く
は
'
依
然
と
し
て
民
間
の
篤
志
家
の
助

力
を
倹
つ
零
細
な
規
模
で
運
営
さ
れ
て
お
り
､
新
た
な
専
門
的
処
遇
技
法
の
導
入
､
施
行
方
法
'
程
度
も
施
設
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
｡
こ

の
点
に
つ
き
'
韓
国
に
お
い
て
は
'
近
年
の
法
改
正
に
よ
り
更
生
保
護
法
制
を
整
備
し
､
更
生
保
護
の
た
め
の
全
国
統

一
の
組
織
を
有

す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
同
時
に
､
韓
国
で
は
､
専
門
的
知
識
､
技
術
を
有
す
る
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
力
に
よ
っ

て
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
事
業
を

一
体
と
し
て
進
め
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
次
に
日
本
の
更
生
保
護
制
度
と
類
似
す
る
淵
源
を
有
し
な
が

ら
､
独
自
の
法
制
度
を
整
備
し
た
韓
国
の
更
生
保
護
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
｡

韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
は
､
日
本
に
よ
る
植
民
地
政
策
と
深
い
関
係
に
あ
り
､
そ
れ
故
日
本
の
制
度
と
類
似
の
歴
史
を
も
っ

(e)

こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

る

｡

当
初
､
更
生
保
護
事
業
は
､
矯
導
所

(刑
務
所
)
職
員
が
公
務
の
傍
ら
行
っ
て
お
り
'

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

l
考
察
11
-
金
揮

九

(九
)



法
政
論
叢
-

第
三
七
･
三
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

一〇
(
一〇
)

全
国
矯
導
所
職
員
規
約
に
基
づ
い
て
､

各
地
域
の
地
名
を
冠
し
た

｢出
獄
人
保
護
曾
｣
或
い
は

｢免
囚
保
護
合
｣
等
の
団
体
が
民
間
篤

志
家
の
協
力
を
得
て
発
足
し
た
｡
目
帝
時
代
の
1
九
四
二
年
三
月
二
三
日
､
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
例
が
制
定
さ
れ
'
財
団
法
人
司
法
保

護
会
が
設
立
さ
れ
､
総
督
府
の
監
督
を
受
け
つ
つ
､
そ
の
補
助
金
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
｡
朝
鮮
戦
争
後
､

1
九
六

l
年
九
月
三
〇
日

に
更
生
保
護
法
が
制
定
さ
れ
､
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
各
道
に
八
つ
の
更
生
保
護
会
が
設
置
さ
れ
､
司
法
保
護
会
の
権
利
､義
務
を
継
承
し
た
｡

l
九
九
五
年

1
月
五
日
､
従
来
の
保
護
観
察
制
度
を
補
完
す
る
と
共
に
保
護
観
察
業
務
と
更
生
保
護
事
業
と
の
役
割
分
担
を
明
確
に

し
'
社
会
内
処
遇
に
関
す
る
法
制
度
を
体
系
的
に
整
備
す
る
た
め
､
既
存
の
保
護
観
察
法
と
更
生
保
護
事
業
法
と
を
統
合
し
た
､
｢保
護

(16)

観
察
等
に
関
す
る
法
律
｣
(以
下
､
｢保
護
観
察
法
｣
と
言
う
)
が
制
定
さ
れ
た
｡
同
法
に
基
づ
き
､
更
生
保
護
会
の
事
業
と
資
産
と
を

受
け
継
い
だ
更
生
保
護
公
団
が
新
た
に
組
織
さ
れ
､
従
来
の
保
護
会
が
統

一
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡
こ
こ
に
お
い
て
'
韓
国
の
更
生
保
護

(17)

制
度
は
､
独
自
の
方
向
を
目
指
し
た
と
言
え
よ

う

o

韓
国
更
生
保
護
公
団
は
'
本
部
を
ソ
ウ
ル
に
置
き
､
全
国
に

1
四
支
部
'
九
支
所
を
持
つ
｡
公
団
に
は
､
理
事
長

l
名
を
含
む

l
O

名
以
内
の
理
事
と
幹
事
を
貴
く
こ
と
と
さ
れ
る

(保
護
観
察
法
第
七
六
条
第

一
項
)
｡
理
事
長
は
､
法
務
部
長
官
が
任
命
し
､
理
事
は
､

更
生
保
護
事
業
に
熱
意
が
あ
り
､
学
識
と
徳
望
が
あ
る
者
の
中
か
ら
理
事
長
の
推
薦
に
よ
っ
て
法
務
部
長
官
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る
と(18)

規
定
さ
れ
る

(同
第
二
'
第
三
項
)｡
理
事
長
の
下
に
七
名
の
理
事
､
一
人
の
幹
事

(理
事
､
幹
事
は
非
常
勤
)
が
任
に
あ
た
っ
て
い

る

｡

公
団
は
全
国
統

一
の
組
織
で
あ
る
た
め
'
人
事
異
動
が
あ
り
､
ま
た
積
極
的
に
民
間
か
ら
の
登
用
を
進
め
て
い
る
｡
ま
た
､
犯
罪
予
防

活
動
を
行
い
'
保
護
観
察
活
動
と
更
生
保
護
事
業
を
支
援
す
る
た
め
に
､
犯
罪
予
防
自
願
防
止
委
員

(以
下
､
｢犯
罪
予
防
委
員
｣
と
言

う
)
が
法
務
部
長
官
か
ら
委
嘱
さ
れ
る

(同
第

一
八
粂
第

一
'
第
二
項
)｡
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
犯
罪
予
防
委
員
は
'
不
足
し
て
い
る

(19)

保
護
観
察
官
を
補
助
す
る
一
方
で
､
対
象
者
と
の
面
談
や
事
後
管
理
等
､
更
生
保
護
の
支
援
を
も
行
っ
て
い
る
｡

保
護
観
察
法
上
の
更
生
保
護
は
､
そ
の
対
象
を

｢刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
を
受
け
た
者
｣
(同
第
三
条
第
三
項
)
と
す
る
が
､
保
護



手
続
き
は
'
裁
判
所
､
検
察
庁
､
保
護
観
察
所
へ
矯
正
施
設
等
の
関

係
機
関
'
又
は
更
生
保
護
対
象
者
の
書
面
に
よ
る
保
護
申
請
を
受
け
'

保
護
の
必
要
性
の
可
否
の
審
査
及
び
適
切
な
保
護
方
法
の
決
定
を
経

て
開
始
さ
れ
る
｡
更
生
保
護
の
対
象
者
の
み
な
ら
ず
関
係
機
関
も
保

護
を
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
､
更
生
保
護
は
す
べ
て
対
象
者
の

任
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
｡

(20)

韓
国
更
生
保
護
公
団
の
保
護
事
業
の
二
〇
〇
五
年
度
実
績
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
は
'
宿
食
の
提
供
八
八
･〇
%
､
専
門
に
職
業
訓

練
を
施
す
専
門
学
校
へ
の
委
託
を
通
じ
た
職
業
訓
練

一
一
八
･五
%
､

就
業
斡
旋
八
八
･〇
%
'
生
計
に
必
要
な
物
品
等
を
支
援
す
る
緊
急
援

護
九
六
⊥
ハ
%
T職
員
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
面
接
員
に
よ
る
事
前
面
談

九
六
･〇
%
､
犯
罪
予
防
委
員
､
後
援
会
員
に
よ
る
訪
問
､
通
信
等

を
通
じ
た
事
後
管
理

一
〇
六
･八
%
'
社
会
復
帰
に
必
要
な
基
本
知
識
'

行
政
機
関
や
緊
急
機
関
に
お
け
る
手
続
き
等
を
指
導
す
る
再
社
会
化

教
育

一
〇
二
三

%
､
社
会
福
祉
機
関
と
の
連
携
､
戸
籍

･
住
民
票

の
再
登
録
や
家
族
と
の
調
整
等
内
容
の
多
様
な
そ
の
他
の
自
立
支
援

二

四
二

%
で
あ
る

(下
表
参
照
)0

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

1
考
察
･･-
･･･金
棒

(単位 :名)

区分事業別 2004年度実績 2005年度
計 画 実 績(10月現在) 比率 (%)

計 42,103 39,147 39,205 100.1

宿 泊 の 提 供 2,491 2,585 2,275 88.0

職 業 訓 練 1,280 1,146 1,358 118.5

就 業 斡 旋 3,142 3,172 2,793 88.0

緊 急 援 護 241 1,253 1,211 96.6

事 前 面 談 20,286 17,774 17,071 96.0

事 後 管 理 4,668 4,318 4,611 106.8

再 社会化 教育 2,295 2,247 2,297 102.2

韓国更生保護公団作成 『業務現況』｢保護業務の推進実績｣より
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(21)

法
律
上
の
対
象
者
は
満
期
釈
放
者
に
限
ら
れ
な
い
が
､
実
際
の
保
護
対
象
の
八
､
九
割
が
満
期
で
出
所
し
た
者
で
あ
り

､
保
護
事
業

の
中
心
は
､
対
象
者
へ
の
宿
食
の
提
供
並
び
に
就
業
斡
旋
等
の
自
立
支
援
で
あ
る
｡
特
に
就
業
率
が
高
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
が
､
こ

れ
は
'
後
援
す
る
職
業
訓
練
校
及
び
就
業
受
け
入
れ
先
の
企
業
と
の
連
携
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
が
そ

も
そ
も
非
強
制
的
な
性
質
を
も
つ
こ
と
に
加
え
て
､
そ
の
対
象
者
の
大
部
分
が
満
期
釈
放
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
､
更
生
保
護
事
業
は

対
象
者
本
人
の
希
望
を
重
視
し
､
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い

る
の
は
､
更
生
保
護
事
業
へ
の
評
価
を

｢顧
客
満
足
度
｣
と
し
て
数
値
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
対
象
者
の
任
意
の
申
請
に
基
づ
い

て
提
供
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
､
韓
国
の
法
制
度
上
､
更

生
保
護
は
保
護
観
察
と
裁
然
と
分
か
た
れ
､
前
者
が
対
象
者
の
希
望
に
応
え
る
サ
ー
ビ
ス
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
､
後
者
は
監

視
に
む
し
ろ
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
り
ー
機
能
分
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
韓
国
の
社
会
内
処
遇
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
同

1
の
機
能
を
有
し
､
単

1
の
方
向
性
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
尤
も
､
法
制
度
上
の
機
能
は
分
化
し
て
い
る
が
､
半
官
半
民

の
更
生
保
護
公
団
は
､
法
務
部
や
保
護
観
察
所
に
監
督
さ
れ
る
立
場
に
あ
り
､
保
護
観
察
所
の
職
員
が
頻
繁
に
視
察
す
る
こ
と
に
圧
迫

を
感
じ
る
施
設
職
員
が
い
る
等
､
相
互
の
関
係
が
微
妙
な
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
も
窺
知
さ
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
韓
国
の
更
生
保
護
制
度
の
整
備
'
発
展
と
比
戟
す
る
と
､
近
時
の
日
本
の
更
生
保
護
に
関
す
る
改
革
の
動
き
は
こ
れ

と
は
別
の
方
向
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
は
､
更
生
保
護
制
度
の
運
用
に
つ

い
て
国
民
や
地
域
社
会
の
理
解
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
､
民
間
に
依
存
し
た
脆
弱
な
保
護
観
察
実
施
体
制
､
指
導
監
督
'
補
導
援
護

の
両
面
に
お
け
る
保
護
観
察
の
不
十
分
性
の
三
点
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
､
制
度
に
つ
い
て
国
民
や
地
域
の
理
解
拡
大
を
狙
う
と
同
時

(22)

に
実
効
性
あ
る
官
民
協
働
体
制
及
び
有
効
で
強
力
な
保
護
観
察
を
提
言
し
た
｡
そ
の
目
指
す
方
向
は
'
更
生
保
護
施
設
を
処
遇
施
設
と

し
て
'
そ
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
､
他
方
で
こ
れ
ま
で
施
設
が
担
っ
て
き
た
､
対
象
者
の
自
力
更
生
を
重
視



し
､
こ
れ
を
補
助
す
る
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
危
倶
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
強

化
の
方
向
が
是
認
さ
れ
る
前
提
と
し
て
､
過
剰
収
容
の
解
消
の
た
め
'
更
生
保
護
施
設
を
仮
釈
放
の
際
の
中
間
施
設
と
し
て
用
い
ざ
る

を
得
な
い
実
務
の
現
状
が
あ
る
が
'
そ
う
な
る
と
'
刑
期
を
終
え
た
者
を
対
象
と
す
る
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
者
に
対
す
る
補
導
援
護

が
手
薄
な
も
の
と
な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
よ
う
｡

五

更
生
保
護
施
設
の
特
質
と
国
の
責
務

韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
は
'
常
に
任
意
の
申
請
に
よ
り
開
始
さ
れ
ー
対
象
者
本
人
の
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
､

一
貫
し
て
非
強
制
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
当
初
は
'
同
じ
出
発
点
に
立
っ
て
い
た
日
本
の
更
生
保
護
は

そ
の
対
象
を
広
げ
た
｡
そ
れ
に
伴
い
､
民
間
の
更
生
保
護
施
設
も
保
護
観
察
､
仮
釈
放
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
｡
そ
れ
で
は
､
更
生
保
護
施
設
が
刑
事
政
策
上
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
｡
次
に
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
｡

更
生
保
護
事
業
法
は
'
｢更
生
保
護
事
業
が
保
護
観
察
'
更
生
緊
急
保
護
そ
の
他
の
国
の
責
任
に
お
い
て
行
う
更
生
の
措
置
を
円
滑
か

つ
効
果
的
に
実
施
す
る
上
で
重
要
な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
∵
更
生
保
護
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
'
及

び
そ
の
健
全
な
育
成
発
達
を
図
る
た
め
の
措
置
を
請
ず
る
｣
こ
と
を
国
の
責
務
と
し
て
規
定
す
る
｡
更
生
保
護
が
第

一
義
的
に
国
の
責

(23)

任
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
更
生
緊
急
保
護
法
成
立
以
来
'
法
文
上
明
ら
か
で
あ
る
｡
更
生
保
護
会
に
委
託
さ
れ
る
場
合
で
も
､
原
則
と
し

て
更
生
保
護
は
国
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
る
こ
と
は
､
同
法
案
の
提
出
の
際
の
説
明
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
'
そ
の
後

[;7:)

も
主
に
委
託
費
の
増
額
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
現
実
に
は
'
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
事

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察
-

金
揮

l三(

1

三)
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四
(
一
四
)

業
が
完
全
に
国
費
で
賄
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
実
際
に
保
護
に
あ
た
る
者
の
多
く
は
､
無
給
の
非
常
勤
公
務
員
た
る
保
護
司
で

あ
る
｡
不
十
分
な
更
生
保
護
予
算
､
保
護
観
察
官
の
不
足
を
民
間
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
い
る
の
が
実
態
だ
と
す
れ
ば
､
国
の
責
任
が
十

分
に
果
た
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
の
批
判
が
あ
た
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

国
の
責
任
を
全
う
さ
せ
る
た
め
に
､
更
生
保
護
施
設
を
国
立
に
す
る
､
或
い
は
国
費
民
営
化
の
形
態
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
主
張
も
以
前
か
ら
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
｡
国
営
化
等
に
よ
っ
て
､
専
門
職
員
を
充
実
さ
せ
､
財
政
を
安
定
さ
せ
､
か
つ
組
織
統

合
に
よ
る
合
理
化
を
図
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
他
方
で
'
対
象
者
に
円
滑
に
社
会
復
帰
を
さ
せ
る
と
い
う

目
的
に
踊
ら
せ
ば
､
更
生
保
護
が
地
域
性
､
民
間
性
を
基
底
と
す
る
民
間
人
や
団
体
の
参
加
を
得
て
こ
そ
効
果
的
な
運
用
が
期
待
さ
れ

(25)

る
と
い
う
意
見
に
も
傾
聴
す
べ
き
点
が
あ
る
｡
特
に
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
継
続
的
保
護
は
､
施
設
で
の
日
々
の
生
椿
の
中
で
社
会

生
活
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
形
成
し
､
或
い
は
取
り
戻
し
､
問
題
に
直
面
し
た
場
合
で
も
自
ら
そ
の
解
決
に
あ
た
る
機
会

を
対
象
者
に
与
え
る
の
で
あ
り
'
援
助
者
は
そ
の
場
に
い
て
見
守
り
､
援
助
の
要
請
に
応
え
る
姿
勢
を
要
求
さ
れ
る
｡
保
護
観
察
官
が

こ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
'
ま
た
適
切
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
｡
更
生
保
護
を
国
の
責
任
で
行
う
と
し
て
も
､
そ
の
実

施
は
､
目
的
に
照
ら
し
て
最
も
合
理
性
が
あ
り
有
効
な
手
段
､
方
法
､
担
い
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

更
生
保
護
施
設
の
事
業
の
う
ち
宿
泊
施
設
､
食
事
の
提
供
と
い
う
基
本
的
生
活
面
で
の
援
助
は
緊
急
の
必
要
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
重
要
で
は
あ
る
が
､
単
な
る
宿
食
の
提
供
な
ら
ば
他
の
社
会
福
祉
､
慈
善
活
動
に
お
い
て
も
可
能
な
の
で
あ
り
'
む
し
ろ
更
生
保
護

施
設
に
は
､
生
活
基
盤
を
整
え
た
う
え
で
更
生
保
護
の
目
的
に
合
致
し
た
役
割
､
つ
ま
り
､
入
所
者
の
自
立
更
生
､
即
ち
円
滑
で
効
果

的
な
社
会
復
帰
を
指
導

･
援
助
す
る
と
い
う
意
味
で
の
専
門
性
が
期
待
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
か
か
る
役
割
を
､
日
常
的
な

社
会
生
活
を
通
し
て
､
入
所
者
自
身
に
自
主
的
に
獲
得
さ
せ
る
場
と
し
て
更
生
保
護
施
設
は
卓
抜
な
意
義
を
も
つ
｡

固
よ
り
社
会
復
帰
と
い
う
用
語
そ
れ
自
体
は
､
決
し
て
更
生
保
護
に
の
み
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
用
語
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
更
生
保



護
に
お
け
る
社
会
復
帰
の
意
義
の
特
殊
性
は
､
矯
正
の
た
め
に
対
象
者
と
社
会
と
の
関
係
を

一
旦
断
絶
､
制
限
す
る
こ
と
で
社
会
復
帰

を
困
難
に
す
る
事
情
を
国
が
つ
く
り
出
し
た
点
に
あ
る
｡
特
に
刑
事
施
設
に
お
け
る
処
遇
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
､
或
い
は
対
象
者
が

高
齢
の
場
合
に
は
'
帰
住
先
と
の
環
境
調
整
が
著
し
く
困
難
に
な
り
､
そ
の
解
決
を
対
象
者
自
身
や
家
族
の
み
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
適

当
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
'
対
象
者
の
円
滑
な
社
会
復
帰
は
､
再
犯
防
止
へ
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
､
社
会
全
体
の
利
益
に
も
適
う
｡

無
論
'
社
会
復
帰
の
困
難
性
は
対
象
者
の
事
情
に
応
じ
て
千
差
万
別
で
あ
り
､
対
象
者
は
個
別
の
必
要
性
に
応
じ
て
適
切
な
保
護
を
選

択
す
れ
ば
足
り
'
保
護
を
受
け
る
義
務
は
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
'
国
家
は
､
援
助
を
求
め
る
対
象
者
に
対
し
て
､
社
会
復
帰
を
容
易
に

す
る
選
択
肢
を
提
示
す
る
責
務
を
負
う
｡
こ
の
よ
う
に
､
矯
正
の
目
的
で
一
旦
対
象
者
を
社
会
か
ら
切
り
離
し
た
国
家
が
'
そ
の
社
会

復
帰
の
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
は
合
理
的
に
説
明
で
き
る
｡

と
こ
ろ
が
'
復
帰
す
べ
き
社
会
に
お
い
て
は
､
刑
事
施
設
に
お
け
る
よ
う
な
権
力
的
指
示
は
な
く
､
日
常
生
活
の
細
部
に
わ
た
る
規

律
も
な
い
｡
多
様
な
人
の
暮
ら
す
混
沌
と
し
た
現
実
社
会
へ
復
帰
す
る
た
め
の
環
境
調
整
は
､
権
威
的
画

一
的
に
で
は
な
く
'
個
別
の
対

象
者
に
応
じ
て
柔
軟
に
行
わ
れ
て
こ
そ
中
間
的
処
遇
と
し
て
の
目
的
を
達
し
得
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
従
来
の
更
生
保
護
の
担
い
手

の
地
域
性
､
民
間
性
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
､
財
政
的
な
支
援
を
通
じ
､
ま
た
更
生
保
護
施
設
や
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
保
護

観
察
官
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
対
象
者
の
個
別
の
事
情
に
応
じ
た
処
遇
を
施
す
こ
と
で
､
国
の
責
任
は
果
た
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
｡

六

更
生
保
護
事
業
の
担
い
手

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
の
最
終
報
告
書
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
､
日
本
の
更
生
保
護
制
度
を
支
え
る
人
的
物
的
体

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
････.
金
滞

一
五
(
1
五
)
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制
は
貧
弱
で
あ
っ
た
｡

特
に
保
護
観
察
官
の
不
足
を
保
護
司
に
補
完
さ
せ
る
状
況
が
常
態
化
し
､
官
民
協
働
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
民
間

に
依
存
し
て
き
た
と
言
え
る
｡
こ
の
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
は
､
制
度
化
さ
れ
た
特
殊
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
る
保
護
司
の
役
割
に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
し
か
し
､
刑
事
施
設
の
過
剰
収
容
に
伴
い
､
更
生
保
護
施
設
の
定
員
と
の
間
に
開
き
が
生
じ
､
ま
た
薬
物
依

存
､
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
よ
う
な
特
別
な
問
題
を
有
す
る
対
象
者
を
多
数
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
､
施
設
に
お
け
る

保
護
事
業
に
困
難
を
来
し
機
能
不
全
に
な
る
虞
も
あ
る
｡
就
中
､
再
犯
を
防
止
す
る
処
遇
施
設
と
し
て
の
機
能
を
過
度
に
要
求
さ
れ
る

と
き
'
更
生
保
護
施
設
の
側
に
も
そ
の
利
用
者
の
側
に
も
ひ
ず
み
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
｡
更
生
保
護
に
お
け
る
権
力
的
側
面

と
福
祉
を
基
調
と
し
た
非
権
力
的
側
面
が
､
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
化
に
直
面
し
て
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
に
つ
き
､
事
例
研
究
を
素
材
と
し
て
､
司
法
福
祉
と
い
う
概
念
を
立
て
る
こ
と
で
､
救
護
及
び
援
護
の
実
効
性
を
理
論
的
実

(26)

証
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
｡
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
'
司
法
の
機
能
は
決
し
て
制
裁
の

み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
司
法
に
は
福
祉
的
側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
司
法
と
福
祉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､

(27)

従
来
､
さ
ほ
ど
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
､
ま
た
司
法
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
'
少
な
か
ら
ぬ
福
祉
的
機
能
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
現
象
と
し
て
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
も
の
の
､
福
祉
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
た
と
き
､
権
力
的
行
為
が
隠
蔽
さ
れ
る
お
そ

(28)

れ
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
､
こ
こ
で
こ
の
点
に
つ
き
検
討
し
て
み
よ
う
｡

固
よ
り
､
社
会
福
祉
の
局
面
に
お
い
て
も
援
助
の
過
程
が
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
､
生
活
領
域
へ
の
権
力
的
介
入
の
側
面
が
あ
る

(29)

こ
と
は
否
定
し
難
い
｡
し
か
し
'
そ
も
そ
も
更
生
保
護
は
､
対
象
者
を
援
助
し
っ
つ
､
再
犯
を
予
防
し
､
ひ
い
て
は
犯
罪
予
防
を
通
し

て
公
共
の
福
祉
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
実
態
は
福
祉
的
援
助
に
近
い
と
い
え
ど
も
権
力
的
介
入
を
正
当
化
す
る

論
理
が
既
に
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
点
で
他
の
福
祉
と
は
趣
を
異
に
す
る
｡
例
え
ば
'
そ
の
法
的
地
位
を
如
何
に
解
す
る
か
に
つ
い
て

(30)

は
､
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
､
保
護
観
察
対
象
者
に
お
い
て
は
､
そ
の
所
在
を
保
護
観
察
所
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
遵
守
事
項



と
し
て
定
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
｡
た
だ
し
､
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
'
対
象
者
本
人
が
自
立
的
に
社
会
復
帰
を
目
指
さ
な
け

れ
ば
意
味
が
な
い
｡
権
力
的
介
入
は
法
の
枠
組
み
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も
､
社
会
復
帰
の
目
的
に
と
っ
て
必
ず
し
も
冶
理

的
な
手
段
た
り
得
な
い
｡
最
終
的
に
は
対
象
者
が
自
ら
更
生
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
刑
の
執
行
が
終
わ
っ
た
者

で
あ
ろ
う
と
仮
釈
放
中
の
者
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
が
な
い
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､
更
生
保
護
を

一
貫
し
て
対
象
者
の
任
意
に
基
づ
い
た

も
の
と
し
て
前
提
す
る
韓
国
の
法
制
度
に
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
ろ
う
｡

更
生
保
護
は
､
社
会
復
帰
を
困
難
に
す
る
状
況
を
つ
く
り
出
し
た
が
故
に
､
国
家
が
そ
の
対
象
者
に
対
し
て
再
度
社
会
化
の
援
助
を

行
い
､
自
立
の
筋
道
を
示
す
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
国
家
の
責
務
で
あ
る
｡
ま
た
､
社
会
の
側
も
更
生
保
護
の
対
象
者
を
受
け
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
社
会
復
帰
と
い
う
必
然
的
な
目
標
は
更
生
保
護
の
対
象
者
の
み
な
ら
ず
､
更
生
保
護
施
設
及
び
社
会
に
対
し
て
も
掲

げ
ら
れ
て
い
る
｡
社
会
復
帰
の
途
上
に
あ
る
者
に
と
っ
て
､
更
生
保
護
施
設
は
開
か
れ
て
は
い
る
が
､
最
終
的
に
は
必
ず
そ
こ
か
ら
立

ち
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
､
他
の
福
祉
施
設
と
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
｡
そ
れ
故
'
更
生
保
護
施
設

に
お
け
る
処
遇
は
､
施
設
利
用
者
自
身
が
そ
れ
を
必
要
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
理
解
し
､
参
加
し
て
実
践
し
な
け
れ
ば
､
そ
の
者
の

社
会
復
帰
に
と
っ
て
効
果
的
な
処
遇
と
は
言
え
な
い
｡

更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇
は
､
か
く
し
て
'
施
設
利
用
者
自
身
が
納
得
の
う
え
で
社
会
復
帰
す
る
た
め
の
援
助
手
段
と
し
て
用

い
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
有
効
な
社
会
復
帰
援
助
手
段
を
模
索
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
'
社
会
内
処
遇
の
重
要
性
を
実
証
的

に
検
証
し
､
特
に
､
更
生
保
護
施
設
の
果
た
す
役
割
を
犯
罪
処
遇
の
理
念
の
分
析
モ
デ
ル
を
通
し
て
考
察
し
､
処
罰
の
威
嚇
に
よ
る
犯

罪
抑
止
を
目
指
す
処
罰
モ
デ
ル
に
基
づ
く
タ
フ
な
処
遇
政
策
と
人
間
の
行
動
の
生
物
学
的

･
心
理
学
的

･
社
会
学
的
観
点
か
ら
の
考
察

を
踏
ま
え
て
犯
罪
の
諸
要
因
を
除
去
す
る
改
善
更
生
モ
デ
ル
に
基
づ
く
ソ
フ
ト
な
処
遇
政
策
と
を
提
唱
す
る
最
近
の
処
遇
論
は
､
示
唆

13~ヽ

に
富
む
も
の
で
あ
り
'
注
目
に
値
す

る

｡

し
か
し
'
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
処
遇
が
対
象
者
の
自
立
更
生
を
阻
害
す
る
も

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
.
-
金
津

一
七
(
一
七
)
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の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
再
犯
予
防
を
急
ぐ
あ
ま
り
処
遇
を
強
制
す
る
と
き
に
は
､
対
象
者
の
拒
否
に
遭
い
､

協
力
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
｡
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
､
就
中
へ
集
団
処
遇
は
､
職
員
と
施
設
利
用
者
と
の
間
に
日
常
的
葛
藤

が
あ
っ
た
り
､
権
威
的
関
係
と
し
て
布
置
さ
れ
て
い
る
と
基
本
的
に
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
実
践
的
経
験
に
基
づ
く
発
言
を
重
く
受

(32)

け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

七

ド
イ
ツ
の
更
生
保
護
施
設

こ
の
点
に
つ
き
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
更
生
保
護
は
､
行
刑
と
連
携
し
っ
つ
社
会
扶
助
と
い
う
福
祉
法
制
の
枠
組
み
で
実
施
さ
れ
る
点

で
'
別
の
比
較
の
視
座
を
提
供
す
る
｡
バ
ー
デ
ン

･
ヴ
ユ
ル
テ
ン
プ
ル
ク
州
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
に
あ
る
刑
事
施
設
か
ら
釈
放
さ
れ
た
者

(33)

の
た
め
の
保
護
施
設

(A
nlalA
stelle
ftir
Strafen
tta
ssene)
(以
下
､
｢保
護
施
設
｣
と
い
う
)
は
'
1
九
七

一
年
'
南
西
ド
イ
ツ
地
域

で
最
初
に
設
立
さ
れ
た
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
｡
刑
事
施
設
か
ら
釈
放
さ
れ
た
者
を
対
象
に
､
居
所
を
提
供
し
'
就
業

を
斡
旋
し
て
い
る
｡
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
保
護
施
設
の
対
象
者
は
､
男
性
の
み
で
あ
る
が
､
日
本
の
更
生
保
護
施
設
の
よ
う
に
同

一
敷
地
･建
物

内
の
居
室
に
居
住
さ
せ
る
の
で
は
な
く
'
市
内
各
地
に
契
約
し
て
あ
る
住
居
を
ヴ
オ
ー
ン
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

(W
oh
n
g
em
ein
s
c
h
a
f
t)

と
い
う
特
有
の
共
同
居
住
形
態
で
利
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
､
対
象
者
が
家
族
等
と

一
緒
に
生
活
す
る
限
り
で
'
家
族
の
世
話
に
も
あ

た
る
こ
と
に
な
る
｡
施
設
で
は
､
ま
ず
､
定
期
的
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
刑
事
施
設
に
お
い
て
面
会
を
行
い
'
利
用
の
要
望
の
存
否
を
聞
く
｡

し
か
し
な
が
ら
'
施
設
が
用
意
で
き
る
住
居
は
､

一
九
と
限
ら
れ
て
お
り
競
争
率
は
高
い
｡
待
機
者
の
希
望
を
如
何
に
叶
え
る
か
が
施

設
の
悩
み
で
も
あ
る
｡
二
〇
〇
四
年
に
は
､
の
べ
二
二
〇
名
が
施
設
に
連
絡
を
と
り
､
そ
の
う
ち
五
三
名
が
､
当
時
通
用
し
て
い
た
連



(34
)

邦
社
会
扶
助
法
第
七
二
条

(特
別
な
社
会
的
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
扶
助
)
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ

た

｡

残
り
の
一
六
七
名
の
う

ち
七
三
名
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
刑
事
施
設
に
お
け
る
面
会
で
助
言
を
受
け
た
者
､
九
四
名
が
同
条
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
､
.短
期
間

の
助
言
を
求
め
た
り
､
保
護
期
間
が

一
八
ケ
月
を
超
え
る
者
で
あ
る
｡
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
保
護
施
設
が
有
す
る
居
住
用
の
区
画
に
は
､

同
年
'
合
計
四
一
名
の
対
象
者
を
受
け
入
れ
た
｡
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
半
数
の
二
一
名
が
二
年
以
上
の
刑
期
を
終
了
､
二
〇
名
が
二
年
以
下

(36)

の
刑
を
終
了
し
て
い
る
｡
二
九
名
が
完
全
に
刑
期
を
終
え
'
そ
の
う
ち
八
名
が
行
状
監
督
に
付
さ
れ
て
い
る
｡
居
住
者
の
約
半
数
に
あ

(36)

た
る
一
七
名
は
'
こ
れ
ま
で
出
所
準
備
の
た
め
の
外
出

･外
泊

を

と
っ
た
こ
と
が
な
い
｡
利
用
者
の
七
〇
%
は
'
ア
ル
コ
ー
ル
'
薬
物

等
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
､
酒
害
教
育
や
薬
害
教
育
が
施
さ
れ
る
｡
ま
た
'
利
用
者
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
に
対
し
て
金
銭
管
理
の
処
遇
が

施
さ
れ
る
｡
職
員
の
仕
事
の
大
部
分
は
､
施
設
利
用
者
の
問
題
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
り
'
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
､
自

ら
解
決
を
見
出
す
者
も
あ
る
｡

収
入
は
二
〇
〇
三
年
に
は
合
計
六
〇
万
八

1
五
九
･六
八
ユ
ー
ロ
､
二
〇
〇
四
年
に
は
五
三
万
四
三

l
四
･四
四
ユ
ー
ロ
で
あ
り
'
そ

の
う
ち
寄
付
等
を
含
め
た
施
設
自
体
の
収
入
は
二
〇
〇
三
年
に
は
九
万
五
七
六

一
･三
九
ユ
ー
ロ
､
二
〇
〇
四
年
に
は

一
一
万
七
二
四

八
･四
〇
ユ
ー
ロ
と

l
五
な
い
し
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
及
び
州
か
ら
の
補
助
金
が
そ
れ
ぞ
れ

二

万
二
二
八
七
･五
〇
ユ
ー
ロ

(二
〇
〇
三
年
)､
七
万
七
二
七
二
･五
〇
ユ
ー
ロ

(二
〇
〇
四
年
)､

〓
1万
七
八
二
〇
ユ
ー
ロ

(二

(37)

〇
〇
三
年
)へ

一
三
万
一
五
三
六
ユ
ー
ロ

(二
〇
〇
四
年
)
と
な
り
'
収
入
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
｡

ド
イ
ツ
の
保
護
施
設
に
お
い
て
は
､
そ
の
処
遇
が
社
会
保
障
や
公
的
扶
助
に
つ
い
て
定
め
る
社
会
法
典
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る

点
に
特
色
が
あ
る
｡
社
会
法
典
第
六
七
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
特
別
な
社
会
的
困
難
性
ゆ
え
に
扶
助
を
受
け
る
者
に
該
当
す
る
場
合
と

し
て
､
同
施
行
規
則
は
､拘
禁
施
設
か
ら
釈
放
さ
れ
た
場
合
を
例
示
し
て
い
る
｡
か
か
る
特
別
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
者
に
対
し
て
は
､
そ

の
困
難
の
原
因
に
即
し
て
､
金
銭
給
付
や
施
設
に
お
け
る
扶
助
等
の
援
助
が
施
さ
れ
る
｡
援
助
は
行
政
の
み
な
ら
ず
､
広
く
民
間
の
社

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察
1

金
鐸

l
九
(
1
九
)



法
政
論
叢
-

第
三
七

二
二
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

二
〇
(二
〇
)

会
福
祉
事
業
や
施
設
に
も
支
え
ら
れ
'

利
用
者
は
､

個
別
の
問
題
状
況
に
応
じ
て
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
保
護
施
設
の
例
を
見
る
と
､
確
か
に
住
居
が
施
設
と
は
独
立
し
て
お
り
､
ま
た
利
用
者
が
共
同
で
使
用
す
る
カ
フ
ェ

等
が
完
全
に
彼
ら
の
自
治
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
｡
し
か
し
'
法
的
枠
組
み
が
異
な
る
と
い
え
ど
も
'
自
立
的
な
社
会

復
帰
の
た
め
の
処
遇
の
内
容
や
手
法
は
､
.大
筋
に
お
い
て
日
本
や
韓
国
の
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り
､
経
験
的

に
得
ら
れ
た
処
遇
の
あ
り
方
の
一
つ
の
到
達
点
が
見
出
さ
れ
る
｡

(38)

ド
イ
ツ
の
更
生
保
護
事
業
は
､
州
の
事
務
と
し
て
行
わ
れ
'
そ
の
た
め
の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
更
生
に
重
要
な
役

割
を
果
た
す
家
族
と
の
環
境
調
整
を
は
じ
め
と
し
て
'
受
刑
者
が
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
段
階
か
ら
､
そ
の
処
遇
を
対
象
者
と

共
同
し
て
援
助
す
る
処
遇
の
実
践
は
､
保
護
施
設
を
は
じ
め
と
し
て
､
多
数
の
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社
会
福
祉
事
業
に
委
ね
ら
れ
､

公
的
な
財
政
援
助
が
補
助
金
の
形
で
投
入
さ
れ
て
い
る
｡

ド
イ
ツ
の
保
護
施
設
の
瞥
見
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
､
更
生
保
護
の
対
象
者
も
社
会
復
帰
に

l
定
の
困
難
を
有
し
て
い
る
点
で
'

1

(39)

般
の
公
的
な
扶
助
､
福
祉
の
対
象
た
り
得
る
こ
と
で
あ

る

｡

し
か
し
､
か
か
る
困
難
性
は
､
更
生
保
護
に
先
立
つ
矯
正
等
に
よ
っ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
国
は
か
か
る
困
難
性
を
取
り
除
き
､
更
生
保
護
の
対
象
者
の
円
滑
で
効
果
的
な
社
会
復
帰
を
援
助
す
る
責
務

を
負
う
｡
そ
の
た
め
に
､
人
的
物
的
体
制
が
脆
弱
な
現
在
の
状
況
が
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
が
､
更

生
保
護
施
設
に
居
住
地
を
指
定
し
'
保
護
観
察
官
の
往
訪
受
け
入
れ
を
義
務
づ
け
る
等
処
遇
を
強
化
す
る
こ
と
は
､
対
象
者
の
社
会
復

帰
に
と
っ
て
両
刃
の
刃
に
な
る
こ
と
に
意
を
払
い
'
飽
く
ま
で
も
対
象
者
自
ら
が
更
生
の
途
と
方
法
と
を
選
択
す
る
環
境
を
整
え
な
け

(40)

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
無
論
､
更
生
保
護
と
社
会
福
祉
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

選
択
の
幅
を
広
げ
る
意
味
で
､
対
象
者
の
社
会
復
帰
を
支
え
る
多
様
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
関
わ
り
も

一
層
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

無
論
､
対
象
者
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
'
現
実
社
会
に
類
似
し
た
､
多
方
向
の
コ
ミ
ュ
こ



ケ

-
シ
ョ
ン
が
望
ま
れ
る
｡
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
掘
り
起
こ
し
は
'
長
年
に
わ
た
る
更
生
保
護
関
係
者
の
課
題
で
も
あ
る
が
､
保
護

に
関
わ
る
人
間
関
係
が
特
定
の
人
間
'
団
体
に
集
中
す
る
と
､

一
般
的
な
関
心
や
理
解
が
得
に
く
く
な
る
｡
広
く
地
域
や
国
民
の
理
解

を
得
る
た
め
に
は
'
更
生
保
護
施
設
や
活
動
自
体
が
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
.に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

八

結
び
に
か
え
て

日
本
の
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
官
民
協
働
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
｡
歴
史
的
に
は
､
更
生
保
護
施
設
の
淵
源
は
､
民
間
よ
り
発

し
て
い
る
が
､
こ
れ
を
支
え
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
出
身
母
体
や
更
生
保
護
事
業
活
動
を
通
し
て
行
政
機
構
と
融
合
し
て
き
た
｡
ま

た
'
数
度
に
わ
た
る
法
改
正
に
よ
り
､
更
生
保
護
施
設
は
'
保
護
観
察
を
通
し
て
国
の
刑
事
政
策
に
占
め
る
重
要
性
を
増
し
､
国
の
責

任
で
行
う
べ
き
更
生
保
護
は
､
む
し
ろ
民
間
に
依
存
し
て
き
た
｡
更
生
保
護
施
設
や
そ
の
運
営
に
携
わ
る
担
い
手
の
地
域
性
､
民
間
性

が
､
施
設
を
利
用
す
る
者
の
自
力
更
生
を
促
し
､
各
人
の
抱
え
る
問
題
に
応
じ
た
援
助
を
可
能
に
し
た
と
い
う
面
は
否
定
し
難
い
の
で

あ
り
'
民
間
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
す
る
こ
と
自
体
を
批
判
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
が
'
そ
れ
は
国
の
責
務
を
免
除
す
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
｡
国
の
責
務
と
し
て
行
わ
れ
る
､
よ
り
効
果
的
で
円
滑
な
社
会
復
帰
の
援
助
手
段
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

厳
し
い
財
政
難
､
人
材
不
足
に
も
拘
ら
ず
'
更
生
保
護
施
設
の
多
く
は
'
緊
急
の
保
護
を
要
す
る
対
象
者
の
生
活
基
盤
を
支
え
る
必
要

に
応
え
つ
つ
､
個
別
の
問
題
に
応
じ
た
柔
軟
な
処
遇
を
今
日
も
提
供
し
て
い
る
｡
対
象
者
の
抱
え
る
問
題
は
､

一
様
で
は
な
い
｡
自
立

更
生
を
目
指
す
対
象
者
に
対
し
て
は
､
よ
り
現
実
の
社
会
に
近
い
環
境
で
そ
の
間
題
を
共
に
解
決
す
る
支
援
が
望
ま
し
い
｡
対
象
者
と

向
き
合
い
､
如
何
な
る
処
遇
が
適
切
か
の
判
断
は
､
個
々
の
施
設
に
委
ね
ら
れ
る
｡
実
践
経
験
に
基
づ
い
て
､
社
会
復
帰
に
有
益
な
処

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る

一
考
察
-
I-
-
金
洋

二二

二
一)



法
政
論
叢
1

第
三
七

･
三
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

二
二(

二

二

)

遇
を
行
う
更
生
保
護
施
設
の
自
立
性
､

独
立
性
が
施
設
利
用
者
の
自
立
更
生
を
支
え
る
の
で
あ
り
､
法
制
度
は
そ
れ
を
阻
害
し
て
は
な

ら
な
い
｡

*
更
生
保
護
法
人

｢羽
陽
和
光
会
｣
の
見
学
に
あ
た
っ
て
は
､
佐
々
木
新

一
施
設
長
を
は
じ
め
､
職
員
の
方
々
の
多
大
な
協
力
を
得

た
｡
記
し
て
謝
意
を
示
す
｡

(-
)
そ
の
前
年
に
兵
庫
県
出
獄
者
保
護
場
が
本
願
寺
派
の
教
詩
師
松
山
智
雲
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
が
'
数
年
に
し
て
瓦
解
し
た
.
安
形
静
男

｢更
生

緊
急
保
護
法
を
送
る
｣
更
生
保
護
四
七
巻
四
号

二

九
九
六
年
)
四
三
頁
｡

(2
)

監
獄
等
を
出
所
し
た
者
を
保
護
す
る

｢免
囚
保
護
団
体
｣
が
'
｢静
岡
県
出
獄
人
保
護
会
社
｣
に
続
い
て
各
地
の
宗
教
関
係
者
､
社
会
事
業
者
'
監
獄

関
係
者
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
｡
そ
も
そ
も
明
治
維
新
当
初
は
､
全
国
統

1
的
な
刑
罰
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
'
刑
の
執
行
は
各
藩
の
便
宜
に
よ
り
行

わ
れ
'
旧
藩
制
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
た
徒
刑
場
等
の
施
設
で
の
受
刑
者
の
使
役
が
試
み
ら
れ
て
い
た
｡
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
1
八
八
九

(明

袷
二
二
)
年
に
は
'

1
八
八
l

(明
治

1
四
)
年
以
来
'
引
受
人
の
い
な
い
者
に
対
し
て
は
行
刑
施
設
内
で
別
房
に
分
界
し
て
作
業
に
従
事
さ
せ
て
き
た
'
改

正
監
獄
則
に
よ
る
別
房
留
置
制
が
財
政
負
担
を
理
由
に
廃
止
さ
れ
'
折
し
も
憲
法
発
布
に
あ
た
り
大
赦
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
'
出
獄
者
の
社
会
内
で

の
引
き
受
け
手
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(更
生
保
護
五
〇
年
史
編
集
委
員
会
･
更
生
保
護
五
〇
年
史

(二
〇
〇
〇
年
)

一
四
〇
頁
)｡
そ
の
後
､

1
九
〇
七

(明
治
四
〇
)
年
に
は
'
国
は
'
司
法
省
予
算
と
し
て

｢免
囚
保
護
事
業
奨
励
費
｣
の
支
出
を
認
め
'
免
囚
保
護
事
業
奨
励
費
取
扱
手
続
も
制
定
し
た
｡
か
よ
う

な
状
況
に
'
時
代
的
気
運
と
が
相
侯
っ
て
保
護
活
動
は
活
発
化
し
'
明
治
二
〇
年
代
に
は
保
護
団
体
は
五
六
ヶ
所
､
大
正
末
期
に
は
七
〇
〇
の
団
体
を
数
え
た

(守
山
正

｢更
生
保
護
の
沿
革

･
現
状
及
び
課
題
｣
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
五
号
(二
〇
〇
二
年
)
五
頁
参
照
)｡
初
期
の
更
生
保
護
は
､
社
会
復
帰
が
困
難
な

者
に
対
す
る
人
道
主
義
､
慈
悲

･
慈
愛
の
精
神
に
支
え
ら
れ
'
施
設
独
自
の
費
用
に
よ

っ
て
賄
わ
れ
る
任
意
保
護
が
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値

す
る

(鈴
木
昭
丁
郎

｢更
生
保
護
施
設
の
変
遷
と
そ
の
刑
事
政
策
的
意
義
｣
『更
生
保
護
制
度
施
設
五
〇
周
年
記
念
論
文
集

･
更
生
保
護
の
課
題
と
展
望
』
(
1

九
九
九
年
)
九
七
頁
以
下
参
照
)｡

(3
)

例
え
ば
､
二
〇
〇
五
年
度
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
受
理
人
員
の
総
数
は
'

一
万
一
七
六
〇
人
で
あ
る
が
､
こ
の
五
年
間
の
推
移
を
見
る
と
､
九

二
二
七
人

三

〇
〇
一
年
)､
一
万
二
五
八
人

(二
〇
〇
二
年
)､

一
万
五
〇
六
人

(二
〇
〇
三
年
)､

一
万
二

六

一
人

三

〇
〇
四
年
)
と
微
増
傾
向
に
あ
る



こ
と
が
分
か
る
｡
更
生
緊
急
保
護
を
対
象
別
に
見
る
と
､
刑
の
執
行
終
了
者
が
七
l
七
六
人

(総
数
の
六

一
･〇
%
)､
刑
の
執
行
免
除
者
が
〇
人
､
刑
の
執
行

猶
予
者
が
二
二
九
八
人

(同

l
九
･五
%
)'
起
訴
猶
予
者
が

l
七
四
五
人

(同

1
四
･八
%
)'
罰
金
又
は
科
料
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
三
二
六
人

(同
二
･

八
%
)､
労
役
場
出
場
者

･
仮
出
場
者
が

1
九
〇
人

(
丁
六
%
)､
少
年
院
退
院
者

･
仮
退
院
者
が
二
五
人

(〇
･二
%
)
と
な
っ
て
い
る
｡

(4
)

更
生
保
護
施
設
の
多
く
は
､
そ
の
規
模
が
零
細
で
あ
り
､
自
主
財
源
も
少
な
い
う
え
､
寄
付
金
も
決
し
て
多
く
な
い
｡
そ
れ
故
経
営
維
持
の
た
め
へ

委
託
費
の
増
加
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
背
景
が
存
在
す
る
C
注
(10
)
参
照
｡

(5
)

日
本
に
は
､
二
〇
〇
六
年

l
月

一
日
現
在
で
'
更
生
保
護
法
人
は
l
六
三
団
体
へ
更
生
保
護
事
業
を
営
む
も
の
が

一
団
体
あ
り
ー
ま
た
前
記
団
体
が

経
営
す
る
更
生
保
護
施
設
が
一
〇
一
施
設
あ
る
｡

(6
)

既
に

1
九
〇
八

(明
治
四
一
)
年
の
執
行
猶
予
制
度
の
開
始
､

一
九
二
三

(大
正

l
二
)
年
の
少
年
法
に
よ
る
少
年
の
保
護
団
体
へ
の
委
託
､

1
九

二
四

(大
正
l
三
)
年
施
行
の
刑
事
訴
訟
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
起
訴
猶
予
制
度
ー
さ
ら
に
は
一
九
三
六

(昭
和

二

)
年
の
思
想
犯
保
護
観
察
法
の
施
行
に

伴
い
､
そ
れ
ぞ
れ
の
委
託
先
と
し
て
､
猶
予
者
保
護
団
体
､
少
年
保
護
団
体
､
思
想
犯
保
護
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
た
｡
司
法
保
護
は
､
更
生
保
護
の
前
身
で

は
あ
る
が
'
今
日
の
更
生
保
護
と
は
異
な
り
'
例
え
ば
､
少
年
保
護
に
お
い
て
は
旧
少
年
法
の
運
用
の
全
過
程
を
含
み
､
施
設
内
処
遇
を
も
包
含
す
る
概
念
で

あ
っ
た
｡

(7
)

司
法
省
保
護
局
は
'
戦
時
の
行
政
機
構
縮
小
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
い
た
が
､
戦
後
の
保
護
対
象
者
増
大
に
対
処
す
る
た
め
司
法
保
護
所
管
中
央
部
局

を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
､

一
九
四
五

(昭
和
二
〇
)
年
九
月
に
は
､
そ
の
軽
費
が
予
算
省
議
に
提
出
さ
れ
た
｡
ま
た
､
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
伴
い
､

恩
棲
犯
保
護
観
察
法
が
廃
止
さ
れ
'
予
防
拘
禁
及
び
思
想
犯
保
護
観
察
関
係
の
訓
令
も
廃
止
さ
れ
た
｡

(8
)

尤
も
､
犯
罪
者
予
防
更
生
法
の
成
立
時
に
は
､
保
護
観
察
の
担
当
者
と
し
て
､
司
法
保
護
委
員

(保
護
司
の
前
身
)
が
加
え
ら
れ
た
｡
大
坪
与

l
｢保

護
司
制
度
に
つ
い
て
｣
罪
と
罰
l
一
巻
四
号

(
l
九
七
四
年
)
三
二
頁
以
下
参
照
｡

(9
)

西
中
問
責

｢更
生
保
護
の
組
織
機
構
の
変
遷
と
課
題
｣
『更
生
保
護
制
度
施
行
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
･
更
生
保
護
の
課
題
と
展
望
』
(
一
九
九
九
年
)

1
七
二
頁
参
照
｡
特
に
釈
放
者
保
護
事
業
の
所
管
を
司
法
省
と
す
る
か
厚
生
省
と
す
る
か
の
調
整
が
難
航
L
t
最
終
的
に
司
法
省
の
所
管
と
な
っ
た
更
生
緊
急

保
護
の
期
間
は
六
ケ
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
'
閣
僚
を
も
っ
て
構
成
す
る
中
央
少
年
'
成
人
保
護
委
員
会
の
構
想
､
更
生
保

護
の
組
織
を
す
べ
て
少
年
､
成
人
別
に
設
置
す
る
こ
と
へ
犯
罪
前
歴
者
に
対
す
る
救
護
措
置
を
厚
生
省
の
所
管
に
す
る
こ
と
､
保
護
観
察
官
の
み
に
よ
っ
て
保

護
観
察
を
行
う
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
は
､
当
初
G
H
Q
と
の
意
向
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
も
の
の
､

一
方
で
戦
後
の
混
乱
に
よ
る
社
会
不
安
の
増
大
に
直
面
L
t

他
方
で
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
新
少
年
法
の
施
行
繰
り
上
げ
に
伴
い
､
犯
罪
者
予
防
更
生
法
案
は
'
急
速

一
九
四
九

(昭
和
二
四
)
年
に
国
会
に
提
出
さ
れ
'

成
立
し
た
｡
こ
の
法
律
に
基
づ
き
'
全
国
八
ヶ
所
の
少
年
'
成
人
別
の
地
方
保
護
委
員
会
が
置
か
れ
､
さ
ら
に
全
国
四
九
ヶ
所
に
少
年
'
成
人
別
の
保
護
観
察

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
-

金
棒

二
三(

二
三)



法
政
論
叢

-
第
三
七

･
三
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

二
四
(二
四
)

所
が
置
か
れ
た
｡

(10
)

国
が
､
収
容
保
護
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
被
保
護
者
を
更
生
保
護
施
設
に
委
託
す
る
と
定
額
の
委
託
費
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
｡
こ

れ
が
施
設
の
収

入
の
大
部
分
を
占
め
る
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
'
寄
付
金
や
各
種
の
助
成
金
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
が
あ
る
｡
二
〇
〇

五
年
に
は
､
全

国
の
保
護
観
察
所
が
更
生
保
護
施
設
又
は
個
人
に
委
託
し
て
'
援
護
等
又
は
更
生
緊
急
保
護
の
措
置
を
実
施
し
た
人
員
の
総
数
は
'
九
九
五
八
人
で
､
内
訳
は
'

援
護
等
の
更
生
保
護
施
設
委
託
が
六
〇
六
六
人

(総
数
の
六
〇
･九
%
)
'
援
護
等
の
個
人
委
託
が
1
三
人

(同
〇
･
1
%
)'
更
生
緊
急
保
護
の
更
生
保
護
施
設

委
託
が
三
八
七
九
人

(同
三
九
･〇
%
)
と
な
っ
て
い
る
｡

(ll
)

一
九
九
四

(平
成
六
)
年
六
月
三
日
､
衆
議
院
法
務
委
員
会
'
同
年
六
月
二
一
日
'
参
議
院
法
務
委
員
会
｡

(12
)

な
お
'
現
在
'
更
生
緊
急
保
護
は
､
犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
四
八
条
の
二
に
組
み
込
ま
れ
､
懲
役

･
禁
鍋
刑
の
執
行
が
終
了
し
た
者
'
懲
役

･
禁
鍋

刑
の
執
行
を
免
除
さ
れ
た
者
､
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
､
そ
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
者
､
又
は
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
へ
保
護
観
察
に
付
さ
れ
な
か
っ
た

者
､
起
訴
猶
予
と
な
っ
た
者
'
罰
金
科
料
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
'
労
役
場
か
ら
出
場
又
は
仮
出
場
を
許
さ
れ
た
者
､
少
年
院
か
ら
出
院
又
は
仮
退
院
を
許

さ
れ
た
者
に
対
し
て
'
刑
事
上
の
手
続
又
は
保
護
処
分
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
､
親
族
か
ら
の
援
助
若
し
く
は
公
共
の
衛
生
福
祉
そ
の
他
の
施
設

か
ら
医
療
､
宿
泊
､
職
業
そ
の
他
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
'
又
は
こ
れ
ら
の
援
助
若
し
く
は
保
護
の
み
に
よ
っ
て
は
更
生
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
､
緊
急
に
帰
住
の
斡
旋
へ
金
品
の
給
与
若
し
く
は
貸
与
ー
宿
泊
の
供
与
､
教
養
'
訓
練
､
医
療
'
保
養
へ
就
職
補
助
､
職
業
補
導
､
生
活
指

導
'
環
境
の
改
善

･
調
整
等
の
多
岐
に
わ
た
る
保
護
を
'
更
生
に
必
要
な
限
度
で
国
の
責
任
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

(1
)

か
く
し
て
､
更
生
保
護
事
業
法
は
'
更
生
保
護
事
業
の
保
護
の
対
象
者
を
'
国
の
措
置
た
る
更
生
緊
急
保
護
や
保
護
観
察
の
対
象
者
と
は
区
別
し
て

定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

(S
)

板
谷
充

｢更
生
保
護
施
設
の
未
来
へ
｣
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防

1
四
六
号

(二
〇
〇
六
年
)
四
五
頁
｡

(15
)

太
田
達
也

｢韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
の
特
色
と
刑
事
政
策
的
意
義

(
l
)
'
(二
･
完
)
法
畢
研
究
七
七
巻
六
号
頁

一
貫
以
下
へ
七
号
七
七
真

以
下

(二
〇
〇
四
年
)
参
照
｡

(16
)

翻
訳
と
し
て
'
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
資
料
四
二
集

｢大
韓
民
国
の
刑
法
､
刑
事
訴
訟
法
及
び
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
等
｣
(
一
九
九
七
年
)｡

ま
た
､
宋
台
植

｢韓
国
の
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
｣
白
鴎
法
学
四
号

(
l
九
九
五
年
)
二
六
九
頁
以
下
､
旧
保
護
観
察
法
の
翻
訳
と
し
て
'
来
合
植

｢韓

国
の
保
護
観
察
法
｣
白
鴎
法
学
二
号

(
l
九
九
四
年
)

一
六
三
頁
以
下
も
参
照
｡

(17
)

韓
国
に
は
'
更
生
保
護
公
団
以
外
に
も
民
間
の
更
生
保
護
事
業
を
営
む
民
間
法
人
が
全
国
に
六
ヶ
所
あ
る
｡

(18
)

二
〇
〇
六
年

二

月
現
在
｡



(19
)

犯
罪
予
防
委
員
の
資
格
と
活
動
実
績
に
よ
る
評
価
が
厳
格
に
な
り
､
そ
の
人
数
が
減
っ
て
い
る
｡
太
田
･
法
学
研
究
七
七
巻
七
号

一
〇
七
頁
参
照
｡

(20
)

計
画
に
対
す
る
､
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
同
年

l
〇
月
現
在
の
も
の
｡

(21
)

二
〇
〇
〇
年
以
降
､
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
仮
釈
放
さ
れ
る
者
の
全
体
受
刑
者
に
占
め
る
割
合
は
'
三

一
･
〇
%
､
三
〇
･
九
%
'
三
〇
･
九
%
､
三

三
･
五
%
二

l六
･
二
%
と
い
う
推
移
を
京
し
て
い
る

(韓
国
法
務
研
修
院

･
犯
罪
白
書
二
〇
〇
五
年
版

(二
〇
〇
五
年
)
三
五
三
頁
)
さ
ら
に
執
行
率
も
比

較
的
高
く
'
二
〇
〇
四
年
に
お
い
て
は
､
執
行
率
八
〇
%
以
上
の
者
が
全
体
受
刑
者
の
ほ
ぼ
九
割
を
占
め
て
い
る

(同
二
二
五
〇
寅
)｡
こ
の
よ
う
に
'
出
所
者

全
体
に
占
め
る
仮
釈
放
者
に
対
し
て
満
期
釈
放
者
の
占
め
る
割
合
が
高
い
韓
国
の
事
情
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
｡

(22
)

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
は
'
保
護
観
察
対
象
者
に
よ
る
重
大
再
犯
事
件
を
契
機
と
し
て
､
二
〇
〇
五
年
七
月
二
〇
日
に
法
務
大

臣
に
よ
り
立
ち
上
げ
ら
れ
'
合
計

一
七
回
の
会
議
を
重
ね
ー
二
〇
〇
六
年
六
月
二
七
日
､
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
'
こ
れ
を
提
言
と
し
て
法
務
大
臣
に
提
出
し
た
｡

(23
)

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

(2
)

市
川
清
志

｢更
生
緊
急
保
護
に
お
け
る

『国
の
責
任
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
七
四
号

(
l
九
八
四
年
)

〓

頁
以
下
参
照
｡

(25
)

西
中
問
責

･
前
掲

一
九
二
頁
｡

(26
)

鈴
木
昭
l
郎

｢社
会
福
祉
と
司
法
福
祉
｣
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
四
〇
号

(
一
九
七
六
年
)
四
一
頁
｡

(27
)

例
え
ば
へ
先
駆
的
研
究
と
し
て
'
山
口
幸
男

･
司
法
福
祉
論

(増
補
版
)
(二
〇
〇
五
年
)｡

(28
)

特
に
高
齢
者
に
対
す
る
日
本
の
更
生
保
護
法
制
を
素
材
と
し
つ
つ
､
対
象
者
へ
の
公
平
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
合
法
/
不
法
の
二
元
的
で
画

一
的
な

処
罰
コ
ー
ド
と
福
祉
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
'
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る
た
め
の
段
階
的
な
性
質
を
も
つ
援
助
コ
ー
ド
と
を
区
分
す
べ
き
で
あ

る
と
し
､
そ
の
無
批
判
な
結
合
を
批
判
的
に
考
察
す
る
研
究
と
し
て
'
竹
村
典
良

｢刑
罰
と
福
祉
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー

(科
学
認
識
論
)｣
犯
罪
社
会
学
研
究

二
二
号

(
一
九
九
七
年
)
六
頁
以
下
｡
論
者
は
'
処
罰
コ
ー
ド
と
援
助
コ
ー
ド
と
は
性
質

･
特
徴
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
と
し
た
う
え
で
､
両
者
の
共
存
な
い

し
結
合
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
し
､
む
し
ろ
両
者
を
'
無
批
判
に
関
係
づ
け
結
合
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
'
｢規
律
的
福
祉
制
裁
｣
と
言
い
う
る
よ
う
な
矛

盾
を
旺
胎
す
る
状
況
が
現
出
す
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
｡

(29
)

福
祉
国
家
に
お
け
る
法
化
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
､
さ
し
あ
た
り
'
広
渡
清
書

｢日
本
社
会
の
法
化
-
主
と
し
て
ド
イ
ツ
と
の
対
比
で
｣
田
中
成
明

編

『岩
波
講
座
現
代
の
法

l
五
』
二

九
九
七
年
)
l
四
三
寅
以
下
｡
棚
沢
能
生

｢福
祉
国
家
に
お
け
る
法
の
デ

ィ
レ
ム
マ
｣
法
の
科
学

一
八
号

(
一
九
九
〇
年
)

一
〇
〇
頁
も
参
照
｡

(30
)

金
子
み
ち
る
ー
正
木
祐
史

｢保
護
観
察
対
象
者
の
法
的
地
位
｣
刑
事
立
法
研
究
会
編

『更
生
保
護
制
度
改
革
の
ゆ
く
え
』
(二
〇
〇
七
年
･
近
刊
)
参
照
｡

(31
)

今
福
章
二

｢更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇
に
関
す
る
研
究
｣
法
務
研
究
報
告
書
八
九
集
三
号

(二
〇
〇
〇
年
)
二
〇
貢
以
下
｡
染
田
恵

･
犯
罪
者

更
生
保
護
施
設
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
･･-
･金
滞

二
五
(二
五
)



法
政
論
叢
-

第
三
七

･
三
八
合
併
号
(二
〇
〇
七
)

二
六
(二
六
)

の
社
会
内
処
遇
の
探
求

(二
〇
〇
六
年
)
も
参
照
｡

(32
)

山
田
勘

一

｢処
遇
施
設
と
い
う
こ
と
の
意
味
｣
犯
罪
と
非
行

一
四
七
号

(二
〇
〇
六
年
)
七
三
貢
｡

(33
)

B
e2;irk
sv
erein

fn
r
sozial
e
R
ech
tsp
fteg
e
F
reib
tu
g
,
1
5
Ja
h
re
A
nl
aufsten
e
ftir
S
trafen
tta
sse
ne
in
Freib
u
rg
,
198
8
.
V
g
1.
K
arl･

M
ich
a
et
W
a
首

Sozial
e
Stra
frech
tsp
fl
eg
e
in.

玉
a
d
en
.
)9
99.
S.
51
7ff.;F
ri
ed
er

D
か
nket.
Z
u
r
S
itu
ation
un
d

E
ntw
ick
h
m
g

in

d
er

E
nttassenen
h
iU
e
.
ZS
trV
O
3
0
(1981).
S.
2
0
2fFfS
ieh
e
auch
ders..
Problem
e
un
d
P
ersp
e
ktiven
in
d
e
r
En
tta
ssen
en
h
iLfe
.
D
arg
estetLt
am

B
eisp
iet
d
er
Fr
eiburger
An
taufstette}
B
ew
H
i26
()9
7
9).
S.)4
5fE.

(34
)

二
〇
〇
五
年

一
月

l
日
よ
り
'
連
邦
社
会
扶

助
法
は
'
社
会
法
典
第

一
二
章
へ
統
合
さ
れ
､
廃
止
さ
れ
た
｡

(35
)
ド
イ
ツ
刑
法
第
六
八
条
以
下
は
'
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
再
犯
予
防
の
た
め
の
援
助
及
び
監
視
の
目
的
で
行
状
監
督
所
と
保
護
観
察
官
と
が
行

う
行
状
監
督
制
度
を
規
定
す
る
｡
施
設
内
処
遇
か
ら
社
会
内
処
遇
へ
の
重
点
移
行
に
伴
い
'
拘
禁
の
代
替
措
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ド
イ
ツ
の
行
状
監

督
制
度
に
つ
い
て
は
ー
岡
上
雅
美

｢ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
状
監
督
制
度
と
そ
の
運
用
｣
法
政
理
論
三
六
巻
二
号

(二
〇
〇
三
年
)
四
七
貢
以
下
参
照
｡

(3
)

ド
イ
ツ
行
刑
法
第

一
三
条
は
'
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
少
な
く
と
も
六
ケ
月
を
経
過
し
た
者
に
施
設
か
ら
一時
的
に
外
出

･
外
泊
さ
せ
る
こ
と
を

規
定
す
る
｡
な
お
ー
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
更
生
保
護
法
制
の
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
し
'
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
て
､
土
井
政
和

｢世
界
の
刑
事
思
潮
か
ら

見
た
更
生
保
護
の
将
来
-
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
動
向
を
中
心
と
し
て
⊥

『更
生
保
護
制
度
施
行
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
･更
生
保
護
の
課
題
と
展
望
』
(
1

九
九
九
年
)
五

一
九
頁
以
下
｡

(37
)

B
ezirk
sv
erein
fd
r
soziate
R
e
chtsp
fteg
e
F
reibtu
g.Jal
)
resb
eri
cht
2004.

(38
)

連
邦
制
を
と
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
'
更
生
保
護
に
関
し
て

へ
州
の
行
政
権
限
に
属
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
バ
ー
デ
ン
･
ヴ
ユ
ル
テ
ン
プ

ル
ク
州
で
は
'
州
法
務
省
の
予
算
で
刑
事
施
設
の
被
収
容
者
及
び
施
設
か
ら
釈
放
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
護
の
予
算
を
組
み
'
執
行
し
て
い
る
｡
特
に
財
政
的

な
援
助
の
目
的
の
た
め
に
は
各
種
の
基
金
が
設
立
さ
れ
'
同
州
で
は
､

一
九
七
四
年
'
受
刑
者
の
社
会
復
帰
目
的
を
掲
げ
て

一
九
七
四
年
に
公
的
基
金
と
し
て

ト
ラ
ウ
ゴ
ツ
ト

･
ベ
ン
ダ
ー
博
士
基
金

(S
tifttm
g
"R
eso
zial
isieru
n
g
sfo
n
d
s
D
r.T
ra
u
g
ott･B
en
d
er"
)
を
創
設
し
た
｡

(39
)

こ
れ
に
よ
り
'
更
生
保
護
施
設
に
居
住
し
な
が
ら
公
的
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
容
易
に
な
ろ
う
｡

(S
)

更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
に
お
い
て
も
､
か
か
る
認
識
が
示
さ
れ
た
ほ
か
､
厚
生
労
働
省
も
'
二
〇
〇
五
年
八
月
､
刑
務
所
出
所

者
等
の
総
合
的
就
労
支
援
対
策
の
設
備
に
つ
い
て
'
従
来
'
不
十
分
で
あ
っ
た
矯
正
機
関
や
更
生
保
護
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
挙
げ

た
｡


