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︻
要
約
︼

　
本
稿
の
目
的
は
、
更
生
保
護
施
設
在
所
者
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
、
就
労
を
焦
点
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
の
「
更
生
」

と
は
犯
罪
を
起
こ
し
た
後
に
犯
罪
を
す
る
こ
と
な
く
生
活
を
続
け
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
す
る
。

　
近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
が
専
門
家
に
よ
っ
て
テ
ー
マ
化
さ
れ
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な

状
況
下
に
お
い
て
社
会
内
処
遇
の
専
門
施
設
で
あ
る
更
生
保
護
施
設
へ
の
着
目
も
高
ま
っ
て
い
る
。
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
中
心

は
就
労
支
援
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
様
々
な
先
行
研
究
に
お
い
て
も
就
労
が
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
に
お
い
て
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
前
提
を
置
き
、
更
生
保
護
施
設
Ｘ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
Ｘ
在
所
者
の
「
更
生
」

に
つ
い
て
浮
き
彫
り
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
①
Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
で
は
あ
る
が
速
や
か
に
就
労
す
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
Ｘ

在
所
者
は
他
者
か
ら
承
認
を
得
る
た
め
の
「
就
労
規
範
」
と
他
者
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
の
「
就
労
規
範
」
の
遵
守
を
も
っ
て
、
不
安
定
就

労
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
、
③
あ
る
元
Ｘ
在
所
者
が
退
所
後
に
お
い
て
病
気
か
ら
の
回
復
・
今
後
の
生
活
設
計
・
再
犯
に
対
す
る
不
安
を
伴

い
な
が
ら
、
自
身
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
の
三
点
を
描
き
出
し
た
。

　
記
述
の
結
果
か
ら
、
Ｘ
在
所
者
の
「
更
生
」
は
「
自
立
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
本
稿
に
お
け
る
事
例
で
は
、
自

ら
の
貧
困
状
態
を
犯
罪
歴
と
共
に
「
犯
罪
」
に
含
め
て
語
っ
て
い
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
更
生
」
に
対
す
る
自
己
責
任
の
内
面

化
を
強
め
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
貧
困
を
初
め
と
し
た
諸
問
題
に
お
け
る

社
会
の
責
任
が
後
景
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。

︻
キ
ー
ワ
ー
ド
︼
更
生
、
貧
困
、
内
面
化
さ
れ
た
自
己
責
任

●
研
究
ノ
ー
ト

更
生
保
護
施
設
在
所
者
の
「
更
生
」

―
―
「
更
生
」
に
お
け
る
自
己
責
任
の
内
面
化
―
―

相
良 

翔
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一　

更
生
保
護
施
設
在
所
者
の
就
労
を
巡
る
状
況

　
本
稿
の
目
的
は
、
更
生
保
護
施
設
在
所
者
︵
以
下
、「
在
所
者
」︶
の

「
更
生
」
に
つ
い
て
、
就
労
を
焦
点
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
更
生
」
と
は
犯
罪
を
起
こ
し
た
後
に
何
ら
か
の
手
段
を
も

っ
て
犯
罪
を
し
な
い
生
活
を
維
持
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
さ
す
︵M

aruna 
2001

＝
二
○
一
三：

四
二
―
四
四
︶。
つ
ま
り
、
本
稿
で
は
犯
罪
を
起
こ

し
て
し
ま
っ
た
人
々
の
「
そ
の
後
」
の
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、

そ
の
一
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
同
時
に
目
指
す
。

　
近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
が
専
門
家
に
よ
っ

て
テ
ー
マ
化
さ
れ
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︵
津
冨
編
著 

二
○

一
一；

日
本
犯
罪
社
会
学
会
編 

二
○
○
九
︶。
ま
た
、
犯
罪
対
策
閣
僚
会

議
が
二
○
一
二
年
に
制
定
し
た
﹃
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対
策
﹄
な

ど
に
よ
り
「
再
犯
防
止
対
策
」
が
政
策
レ
ベ
ル
で
練
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、二
〇
一
六
年
一
二
月
に
は
「
再
犯
防
止
推
進
法
」
が
成
立
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
更
生
保
護
施
設
に
対
す
る
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
。
更
生
保
護
施
設
と
は
更
生
保
護
事
業
法
に
基
づ
き
、

法
務
大
臣
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
更
生
保
護
法
人
が
主
に
設
置
す
る
施

設
で
あ
る
。
二
○
一
七
年
一
月
時
点
で
全
国
に
一
○
三
か
所
存
在
し
、

定
員
が
二
○
名
以
下
の
施
設
が
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
多
く
は

男
子
専
用
の
施
設
だ
が
、
女
子
専
用
の
施
設
や
男
女
共
用
の
施
設
も
存

在
す
る
。施
設
入
所
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
は
保
護
観
察
対
象
者
で
あ
り
、

保
護
観
察
所①
の
委
託
を
も
っ
て
施
設
に
入
所
す
る
。

　
更
生
保
護
施
設
で
は
在
所
者
へ
の
宿
泊
・
食
事
の
支
給
、
金
銭
管
理

や
家
族
関
係
等
の
改
善
な
ど
の
入
所
者
に
対
す
る
生
活
指
導
、
入
所
者

が
適
切
に
福
祉
・
医
療
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
の
調
整
、
ア
ル
コ

ー
ル
や
薬
物
依
存
な
ど
の
特
別
な
問
題
を
抱
え
た
入
所
者
に
対
す
る
介

入
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
処
遇
を
も
っ
て
在
所
者
の
「
更
生
」
を
支
え
て

い
る②
。
ま
た
、
矯
正
施
設
と
比
べ
る
と
「
自
由
」
な
生
活
を
送
る
こ
と

が
で
き
る
場
で
も
あ
る
。
近
年
、
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
多

様
性
は
増
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
起
源
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
元
犯
罪

者
の
「
更
生
」
に
む
け
た
処
遇
の
中
心
と
し
て
就
労
支
援
が
行
わ
れ
て

い
る③
。

　
就
労
は
「
更
生
」
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
平
成
二
四
年
度
﹃
犯
罪
白
書
﹄
に
お
い
て
「
刑
余
出
所
者
等

の
社
会
復
帰
支
援
」
と
し
て
特
集
が
組
ま
れ
、
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」

に
と
っ
て
就
労
支
援
が
重
要
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
二
三
年
度
ま
で
の
保
護
観
察

対
象
者
の
累
計
か
ら
そ
の
再
犯
率
を
み
る
と
、
有
職
者
の
場
合
は
七
・

四
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
無
職
者
の
場
合
は
三
六
・
三
％
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
。
こ
こ
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
無
職
者
の
再
犯
率
が

有
職
者
の
そ
れ
と
比
べ
て
も
著
し
く
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
就
労
と
「
更
生
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
主
に
欧
米
圏
の
犯
罪

学
者
を
中
心
に
し
て
実
証
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、Sam

pson &
 

Laub

︵1993
︶
で
は
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
論
の
観
点
か
ら
、
就
労
と
結
婚
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と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
成
人
期
以
降
に
お
け
る
犯
罪
キ
ャ
リ
ア
か
ら
の
離

脱
に
お
け
る
「
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
トturning point

」
に
な
る

こ
と
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、
全
て
の
就
労
と
結
婚
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
就
労
を
例
に
あ
げ
る
と
、
雇
用
の
安

定
度
・
仕
事
内
容
に
対
す
る
関
心
・
労
働
者
と
雇
用
者
の
結
び
つ
き
な

ど
に
よ
っ
て
、
犯
罪
キ
ャ
リ
ア
か
ら
の
離
脱
に
向
け
た
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
に
な
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
就
労
環
境

の
「
質
」
に
よ
っ
て
、
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
が
達
成
さ
れ
る
か
ど
う

か
が
決
ま
る
と
さ
れ
る
︵Sam

pson &
 Laub 1995

︶。

　
ま
た
、M

aruna

は
「
更
生
」
を
捉
え
る
上
で
主
観
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
、
つ
ま
り
「
犯
罪
者
で
あ
る
自
己
」
か
ら
「
更
生

し
た
自
己
」
へ
の
変
容④
を
重
視
し
、
そ
の
変
容
過
程
や
「
更
生
し
た
自

己
」
の
維
持
過
程
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
︵M

aruna 2001

＝
二
○

一
三
︶。
そ
の
上
で
、
就
労
が
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
変
容

を
も
た
ら
す
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
る
︵
同
書：
一
六
二
―

一
八
一
︶。
む
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
で
も
良
い
訳
で
は
な
く
、
社

会
貢
献
を
感
じ
ら
れ
る
仕
事
︵
例
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・
保

護
観
察
官
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
︶
が
「
更
生
し
た
自
己
」
へ
の
変
容

や
そ
の
維
持
に
大
き
く
関
わ
る
と
し
た
。
し
か
し
、「
内
在
し
て
い
る

も
の
に
は
、
何
一
つ
と
し
て
、
そ
の
人
が
犯
罪
を
や
め
た
こ
と
を
オ
ー

プ
ン
に
宣
伝
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
」︵
同
書：

一
七
一
︶
と
し
な
が

ら
も
、M

aruna

の
調
査
協
力
者
の
ほ
と
ん
ど
が
日
雇
い
派
遣
労
働

や
非
正
規
雇
用
な
ど
に
就
い
て
い
た
。
ま
た
、
社
会
貢
献
を
感
じ
ら
れ

る
仕
事
に
就
い
た
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
フ
ル
タ
イ
ム
の
雇
用
で
は
な

い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。M

aruna

は
就
労
に
よ
る
収
入
の

高
さ
は
「
更
生
」
に
お
け
る
十
分
条
件
で
は
な
い
と
す
る
が
︵
同
書：

一
〇
一
︶、
多
く
の
元
犯
罪
者
は
経
済
的
な
問
題
を
含
ん
だ
困
難
な
状

況
、
い
わ
ば
貧
困
状
況
に
置
か
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
無
視

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、M

aruna

は
貧
困
状
態
に
置
か

れ
な
が
ら
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
き
れ
て
は
い
な
い
と
も
言

え
る
。

　
な
お
、H

arding

ら
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
元
犯
罪
者
の
多
く

は
経
済
的
に
高
い
リ
ス
ク
が
あ
る
状
況
に
い
る
と
す
る
︵H

arding et 
al. 2014

︶。H
arding

ら
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
犯
罪
歴
に
よ
る
公

営
住
宅
へ
の
入
居
や
給
付
金
の
制
限
な
ど
の
政
策
的
・
法
的
制
約
や
低

学
歴
や
職
歴
の
な
さ
等
の
低
い
人
的
資
本
を
挙
げ
、
さ
ら
に
就
職
の
困

難
さ
も
加
え
る
。

　
日
本
の
場
合
に
お
い
て
も
、
犯
罪
歴
だ
け
で
な
く
、
知
能
や
身
体
な

ど
の
能
力
的
な
制
限
、
経
済
的
な
困
窮
な
ど
の
「
事
情
」
を
抱
え
る
元

犯
罪
者
に
と
っ
て
就
労
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
元
犯
罪
者
の

多
く
は
、
低
い
収
入
や
社
会
保
険
が
未
加
入
と
な
っ
て
も
、
日
雇
い
の

派
遣
労
働
や
非
正
規
雇
用
な
ど
の
不
安
定
就
労
に
至
る
と
さ
れ
る
︵
小

長
井 
二
○
一
二：

六
○
︶。
そ
の
理
由
は
、
経
歴
や
資
格
な
ど
の
要
件
が

問
わ
れ
な
い
な
ど
、
不
安
定
就
労
の
労
働
市
場
へ
の
参
入
の
ハ
ー
ド
ル

が
低
い
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
在
所
者
も
同
様
に
安
定
し
た
就
職

先
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
不
安
定
就
労
に
至
る
こ
と
が
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多
い
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
も
、
在
所
者
の
多
く
は
頼
る
べ
き
親
族
や

知
人
が
お
ら
ず
、
な
お
か
つ
更
生
保
護
施
設
の
入
所
期
間
が
限
定
さ
れ

て
お
り
、
多
く
の
在
所
者
は
就
労
自
立
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
平
成
二
七
年
度
﹃
犯
罪
白
書
﹄
に
お
い

て
も
在
所
者
の
退
所
時
の
職
業
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
建
築
業
な
ど
の

労
務
作
業
︵
四
六
・
九
％
︶
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
就

労
形
態
の
多
く
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
在
所
者
に
と
っ
て
就
労
自
立
の
達
成
は
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
想
定
で
き
る
︵
相
良 

二
○
一
五
ａ
︶。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
元
犯
罪
者
の
多
く
は
貧
困
状

態
に
近
い
な
か
で
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

な
か
で
自
身
の
「
更
生
」
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
で
は
、
実

際
に
更
生
保
護
施
設
に
お
い
て
在
所
者
は
ど
の
よ
う
に
就
労
に
至
る
の

で
あ
ろ
う
か
︵
三
節
︶、
そ
の
就
労
を
ど
の
よ
う
に
維
持
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
︵
四
節
︶、
そ
の
な
か
で
自
身
の
「
更
生
」
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︵
五
節
︶。
以
降
で
は
、
更
生
保
護
施
設
に

お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
以
上
の
観
点
か

ら
分
析
・
考
察
し
て
い
く
。

二　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
概
要

二
・
一
　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
概
要

　
筆
者
は
、
二
○
一
一
年
四
月
か
ら
二
○
一
四
年
三
月
ま
で
都
内
に
あ

る
更
生
保
護
施
設
Ｘ
︵
以
下
、
Ｘ
︶

に
常
勤
補
導
員
と
し
て
参
与
観
察

調
査
を
行
っ
た
。
な
お
、
二
○

一
四
年
四
月
以
降
も
処
遇
場
面
へ

の
参
与
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調

査
を
継
続
し
て
い
る
。
二
○
一
七

年
一
月
時
点
で
の
職
員
体
制
は
常

勤
補
導
員
が
六
名
、
非
常
勤
職
員

が
一
名
で
あ
る
。

　
Ｘ
に
は
二
○
一
○
年
一
二
月
に

調
査
の
願
い
出
を
し
、
二
○
一
一

年
一
月
に
Ｘ
か
ら
そ
の
返
事
を
も

ら
っ
た
。
返
事
と
し
て
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
許
可
を
得
た
だ
け
で

な
く
、
常
勤
補
導
員
と
し
て
勤
務

し
な
い
か
と
い
う
誘
い
を
受
け
た
。

常
勤
補
導
員
と
し
て
現
場
に
参
与

を
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り

長
い
時
間
Ｘ
に
参
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
、
そ
の
誘
い
を
受

け
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
補
導

員
と
し
て
Ｘ
に
参
与
す
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
場
面
に
よ
っ
て
は
Ｘ
在

名前 年齢 在所歴 インタビュー日時

A さん 30 代後半 約 3 ヶ月 2012 年 5 月

B さん 40 代後半 約 6 ヶ月 2012 年 5 月

C さん 30 代前半 約 4 ヶ月 2012 年 8 月

D さん 50 代前半 約 9 ヶ月 2012 年 8,12 月

E さん 30 代後半 約 6 ヶ月 2013 年 2 月

F さん 30 代前半 約 6 ヶ月 2013 年 3,4 月

表 1　インタビュー協力者
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所
者
と
権
力
的
な
関
係
性
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
の

で
、
そ
の
点
は
注
意
し
な
が
ら
調
査
を
行
っ
た
︵
相
良 

二
○
一
二
︶。

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
も
行
っ
て
お
り
、
表
の
よ
う
に
六
名
の

方
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
。
Ｄ
さ
ん
と
Ｆ
さ
ん
に
は
退
所
後
に
も
調

査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時
間
は
二
時
間
か
ら
三
時
間
で
あ
る
。
場

所
は
Ｘ
の
事
務
所
内
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
際
に
は
で
き
る

だ
け
退
所
間
際
の
在
所
者
に
打
診
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
退
所

間
際
で
あ
れ
ば
「
更
生
」
に
関
す
る
個
人
史
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
Ｘ
在
所
者
と
権
力
的
な
関
係
性
が
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
る
時
期
と
見

な
し
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
協
力
者
に
は
事
前
に
調
査
概
要
を
説
明

し
、
承
諾
を
得
て
い
る
。

二
・
二
　
Ｘ
の
概
要

　
Ｘ
は
成
人
対
象
の
更
生
保
護
施
設
で
あ
り
、
比
較
的
古
く
か
ら
存
在

す
る
施
設
で
あ
る
。
Ｘ
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
在
所
者
の
年
代
と
し
て

は
三
十
代
か
ら
五
十
代
が
多
い
、
②
「
処
遇
困
難
」
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ

さ
れ
る
犯
罪
者
︵
薬
物
・
性
・
暴
力
・
殺
人
等
︶
を
比
較
的
多
く
受
け

入
れ
て
い
る
、
③
在
所
者
の
多
く
は
保
護
観
察
対
象
者
で
あ
る
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
在
所
定
員
は
二
○
名
で
あ
り
、
常
時
定
員
数
ほ
ど
の
在
所

者
が
い
る
。
平
均
在
所
期
間
は
お
よ
そ
三
か
月
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
の
在
所
歴
は
平
均
在
所
期
間
よ
り
長
く
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
の
大
半
の
仮
釈
放
期
間
が
三
か
月

以
上
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
施
設
に
在
所
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
在
所
期
間
の
長
さ
と
「
更
生
」
の
困
難

が
必
ず
し
も
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
す
る
。

　
Ｘ
は
三
階
建
て
の
施
設
で
あ
る
。
一
階
に
は
事
務
所
、
職
員
宿
舎
、

在
所
者
の
た
め
の
食
堂
が
あ
る
。
二
・
三
階
は
同
じ
構
造
に
な
っ
て
お

り
、
在
所
者
の
生
活
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
各
階
に
居
室
が
一
○

部
屋
、「
談
話
室
」
と
呼
ば
れ
る
共
同
ス
ペ
ー
ス
、
浴
室
が
あ
る
。
居

室
は
全
部
屋
個
室
に
な
っ
て
お
り
、
お
お
よ
そ
四
畳
ほ
ど
の
広
さ
で
あ

る
。
ベ
ッ
ド
、
タ
ン
ス
、
机
、
椅
子
、
テ
レ
ビ
な
ど
が
備
わ
っ
て
い
る
。

談
話
室
に
は
調
理
ス
ペ
ー
ス
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
食
事
の
委
託⑤
が
な

く
な
っ
た
者
等
が
そ
こ
で
自
炊
を
す
る
。
浴
室
は
月
曜
か
ら
土
曜
日
の

一
八
時
か
ら
二
二
時
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
禁
止
事

項
に
は
飲
酒
や
無
断
外
泊
等
も
含
ま
れ
て
い
る
。門
限
は
解
錠
が
五
時
、

消
灯
が
二
二
時
と
決
ま
っ
て
い
る
。

三　

Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
に
至
る
過
程

　
こ
の
節
で
は
、
Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
分

析
す
る
。

　
Ｘ
在
所
者
の
就
労
先
も
、
例
に
漏
れ
ず
、
日
雇
い
の
派
遣
労
働
や
非

正
規
雇
用
な
ど
の
不
安
定
就
労
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
雇
用

す
る
会
社
側
か
ら
し
て
も
Ｘ
在
所
者
を
雇
う
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

た
め
で
あ
る
。
そ
の
会
社
側
に
と
っ
て
は
日
雇
い
労
働
層
を
抱
え
る
こ

と
に
よ
り
、
労
働
力
の
調
整
が
可
能
と
な
り
、
景
気
の
好
不
況
の
波
を
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乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
会
社
に
と
っ
て
も
不
安
定

就
労
層
は
あ
る
意
味
で
貴
重
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
会
社
側
も

Ｘ
在
所
者
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
者
に
対
し
て
門
戸
を
広
げ
て
い
る
。

以
下
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
︵
以
下
、
Ｆ
Ｎ
︶
の
よ
う
に
実
際
に
Ｘ
に

突
然
直
接
訪
問
す
る
な
ど
を
し
て
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
建
設
関
係

の
会
社
が
あ
る
。

「
す
い
ま
せ
ん
」
と
紺
色
の
作
業
着
を
着
た
白
髪
の
中
年
と
み
ら
れ

る
男
性
が
事
務
所
に
訪
ね
て
き
た
。「
は
い
」
と
対
応
す
る
と
、
そ

の
人
は
逆
に
こ
ち
ら
を
訝
し
げ
に
見
て
く
る
。
そ
の
男
性
が
「
四
日

前
に
聞
い
て
き
た
ん
だ
け
ど
︵
ど
こ
で
？
︶、
こ
ち
ら
で
二
人
ほ
ど

仕
事
︵
後
で
解
体
業
と
判
明
︶
を
で
き
そ
う
な
人
を
紹
介
し
て
も
ら

え
そ
う
と
聞
い
て
」
と
話
す
。

 

︵
Ｆ
Ｎ：

二
○
一
二
年
四
月
二
○
日
一
五：

○
○
～
︶

　
こ
の
よ
う
な
業
者
は
、
更
生
保
護
施
設
を
身
元
保
証
が
さ
れ
て
い
る

労
働
力
が
あ
る
場
所
と
し
て
み
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
西
澤 
二

○
一
○：

一
二
五
―
一
二
六
︶。
近
年
の
労
働
政
策
の
変
化
に
伴
い
、
雇

用
側
は
勤
務
す
る
者
の
身
元
確
認
や
健
康
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。
労
働
現
場
に
と
っ
て
「
有
用
」
な
人
材
と
な
る
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
身
元
保
証
が
確
実
に
さ
れ
、
健
康
状
態
も
あ
る
程

度
良
い
こ
と
も
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
在
所
者
は
貴
重
な
労

働
力
と
し
て
み
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
な
業
者
の
多
く
は
Ｘ
と
話
し
合
い
を
持
ち
、
Ｘ
在
所

者
に
前
科
が
あ
る
こ
と
や
早
急
に
収
入
が
必
要
で
あ
る
こ
と
や
資
格
な

ど
を
持
っ
て
い
な
い
な
ど
の
「
事
情
」
に
応
じ
て
雇
用
す
る
。
そ
の
点

で
は
業
者
と
更
生
保
護
施
設
の
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
な
か
に
は

協
力
雇
用
主
と
な
る
会
社
も
あ
り
、
Ｘ
に
お
け
る
処
遇
に
と
っ
て
重
要

な
存
在
に
な
る
。
Ｘ
も
従
業
員
に
対
す
る
扱
い
や
賃
金
な
ど
の
面
で
で

き
る
だ
け
良
い
条
件
で
在
所
者
が
雇
わ
れ
る
よ
う
に
協
力
雇
用
主
と
の

関
係
の
維
持
に
努
め
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
悪
い
条
件
を
も
と
に

Ｘ
に
対
し
て
募
集
を
行
う
会
社
も
存
在
し
、
期
間
を
あ
け
て
何
度
も
募

集
を
か
け
て
く
る
。
施
設
は
そ
の
よ
う
な
会
社
と
の
関
係
は
も
た
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
。

＊
＊
社
か
ら
電
話
。
以
前
に
も
何
回
か
電
話
し
て
き
た
と
こ
ろ
。
一

日
七
千
円
ほ
ど
で
、
交
通
費
の
支
給
は
な
い
。
仕
事
内
容
は
雑
工
と

の
こ
と
だ
が
、
重
た
い
荷
物
の
持
ち
運
び
な
ど
の
重
労
働
が
多
い
ら

し
い
。
従
業
員
へ
の
扱
い
も
雑
ら
し
い
。
施
設
長
は
「
は
っ
き
り
言

っ
て
、
お
た
く
の
条
件
で
は
誰
も
仕
事
を
し
ま
せ
ん
よ
」
と
電
話
を

切
っ
た
。 

︵
Ｆ
Ｎ：

二
○
一
二
年
一
月
三
○
日
一
六：

一
五
～
︶

　
一
方
で
、
次
の
Ｄ
さ
ん
の
語
り
の
よ
う
に
在
所
者
自
身
も
経
済
的
な

問
題
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
た
め
日
払
い
の
仕
事
を
中
心
に
就
職
活
動
を

行
う
。
こ
の
場
合
は
、
主
に
携
帯
電
話
を
使
用
し
て
、
人
材
派
遣
会
社

に
自
ら
を
登
録
す
る
こ
と
に
な
る
︵
西
澤 

二
○
一
○：

一
二
六
―
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一
二
七
︶。
Ｄ
さ
ん
も
、
携
帯
電
話
を
手
に
入
れ
て
人
材
派
遣
会
社
に

登
録
し
て
、
仕
事
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

Ｄ：
は
い
。
そ
の
、
自
分
が
初
め
来
た
と
き
に
、
と
に
か
く
手
持
ち

の
お
金
は
中
︵
筆
者
注：

矯
正
施
設
在
所
中
︶
で
も
ら
っ
た
作
業
報

奨
金
で
す
か
、
あ
の
ー
、
八
万
ほ
ど
し
か
な
く
っ
て
、
そ
れ
で
年
末

に
来
た
︵
Ｘ
に
入
所
し
た
︶
も
の
で
、
と
に
か
く
、
そ
の
、
お
正
月

休
み
が
間
へ
来
る
と
。
だ
か
ら
手
持
ち
の
お
金
で
仕
事
し
な
け
れ
ば

年
越
し
た
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
、
と
に
か
く
現
金
が
欲
し
か
っ

た
ん
で
す
。
で
、
日
払
い
と
か
い
う
の
を
ま
ず
メ
イ
ン
に
探
し
て
い

っ
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。︵
以
降
、
括
弧
内
の
注
と
傍
線
は
筆
者

に
よ
る
︶

　
こ
の
よ
う
に
建
設
関
係
の
会
社
に
と
っ
て
、
Ｘ
在
所
者
は
身
元
や
健

康
状
態
が
保
証
さ
れ
て
い
る
労
働
力
が
存
在
す
る
場
所
と
し
て
認
識
し

て
い
る
側
面
が
あ
る
。
た
だ
、
Ｘ
は
そ
の
中
で
も
条
件
の
悪
い
会
社
は

排
除
し
、
で
き
る
だ
け
条
件
の
良
い
会
社
と
の
交
流
を
続
け
て
い
く
。

ま
た
抱
え
て
い
る
「
事
情
」
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｘ
在
所
者
は
日
払
い
で

給
料
が
も
ら
え
る
、
前
科
な
ど
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」

︵G
offm

an 1963

＝
二
○
○
九
︶
す
る
必
要
が
な
い
な
ど
の
条
件
が
揃

っ
て
い
る
人
材
派
遣
会
社
に
登
録
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に

よ
り
、
Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
側
面
が
垣
間
見

え
る
。

四　

他
者
か
ら
の
承
認
を
得
る
た
め
の
「
就
労
規
範
」
と

他
者
と
距
離
を
置
く
た
め
の
「
就
労
規
範
」
の
遵
守

　
三
節
で
は
Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
に
吸
収
さ
れ
る
過
程
を
確
認
し

た
。
こ
の
節
で
は
Ｘ
在
所
者
が
就
労
を
継
続
す
る
要
因
に
つ
い
て
記
述

す
る
。

　
Ｘ
在
所
者
が
就
労
を
継
続
す
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
い
た
の
は
「
就

労
規
範
」
の
存
在
で
あ
る
。
Ｘ
在
所
者
の
多
く
は
保
護
観
察
対
象
者
で

あ
り
、
そ
の
期
間
に
遵
守
事
項
が
存
在
す
る⑥
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
遵

守
事
項
の
中
に
は
「
継
続
的
な
就
労
を
す
る
」
と
い
う
事
項
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
各
更
生
保
護
施
設
の
規
則
の
中
に
速
や
か
な
就
労
と

就
労
の
継
続
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

原
則
的
に
言
え
ば
継
続
的
な
就
労
を
行
わ
な
い
者
は
遵
守
事
項
違
反
と

な
り
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
が
、
矯
正
施
設
に
引
致

さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
え
る⑦
。
つ
ま
り
、
Ｘ
在
所
者
は
法
的
に
就
労
規

範
を
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
就
労
規
範
は
法
的
に
だ
け
で
な
く
、
Ｘ
で
の
生
活
の
中
で

在
所
者
と
職
員
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
も
守
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

る
。
Ｘ
職
員
は
就
労
に
対
し
て
、
遵
守
事
項
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な

く
、
在
所
者
の
就
労
自
立
に
よ
る
退
所
と
い
う
先
を
見
据
え
た
上
で
重

要
視
し
て
い
る
。

　
以
下
の
Ｆ
Ｎ
の
場
面
で
は
＃
さ
ん
が
久
し
ぶ
り
に
派
遣
会
社
か
ら
仕
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事
を
回
さ
れ
て
、
そ
の
仕
事
か
ら
Ｘ
に
帰
っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
＃

さ
ん
は
派
遣
会
社
か
ら
し
ば
ら
く
仕
事
を
回
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ

っ
た
。
Ｘ
職
員
の
ａ
さ
ん
は
＃
さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
様
子
を
み
て
、
＃

さ
ん
の
顔
を
「
良
い
顔
を
し
て
い
た
よ
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

職
員
が
＃
さ
ん
が
仕
事
を
し
た
こ
と
に
よ
り
「
良
い
顔
を
し
て
い
た
」

と
評
価
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

＃
さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
。
登
録
し
て
い
た
派
遣
会
社
か
ら
久
し
ぶ

り
に
仕
事
依
頼
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
も
ら
い
、
本
日
久
し
ぶ
り
に
出
勤
し

た
。
＃
さ
ん
の
表
情
を
見
て
、
ａ
さ
ん
︵
Ｘ
の
職
員
︶
が
「
良
い
顔

を
し
て
た
よ
」
と
言
う
。

 

︵
Ｆ
Ｎ：

二
○
一
二
年
四
月
二
三
日
一
八：

二
五
～
︶

　
こ
の
よ
う
に
Ｘ
職
員
は
就
労
を
し
て
い
る
在
所
者
に
対
し
て
「
仕
事

を
し
て
い
る
」
＝
「
良
い
顔
を
し
て
い
る
」
と
い
う
評
価
を
向
け
る
の

だ
が
、
必
ず
し
も
そ
の
評
価
が
正
確
な
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
以

下
の
Ｆ
Ｎ
の
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
日
か
ら
協
力
雇
用
主
︵
解
体
工
︶
の
も
と
で
仕
事
を
始
め
た
＊
さ

ん
が
帰
っ
て
き
た
。「
少
し
前
ま
で
ヘ
ル
ニ
ア
な
ど
が
あ
る
か
ら
肉

体
労
働
な
ん
て
し
た
く
な
い
」
と
い
う
旨
の
発
言
を
し
て
い
た
が
、

所
持
金
が
少
な
く
な
っ
た
せ
い
も
あ
る
の
か
働
き
始
め
た
。
＊
さ
ん

は
事
務
所
に
寄
り
、「
シ
ッ
プ
は
な
い
で
す
か
？
　
筋
肉
痛
に
な
っ

ち
ゃ
っ
て
」
と
言
う
。
施
設
長
は
「
慣
れ
な
い
と
大
変
だ
よ
ね
」
と

シ
ッ
プ
を
渡
す
。
＊
さ
ん
は
し
ん
ど
そ
う
な
顔
し
な
が
ら
礼
を
言
っ

て
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
施
設
長
は
「
働
く
と
だ
ん
だ
ん
良
い

顔
に
な
っ
て
い
く
よ
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
顔
が
良
く
な
ら
な
い

ね
。」
と
言
っ
て
い
た
。

 

︵
Ｆ
Ｎ：

二
○
一
一
年
四
月
二
四
日
一
七：

四
○
～
︶

　
上
記
Ｆ
Ｎ
の
＊
さ
ん
は
入
所
し
て
数
週
間
ほ
ど
し
ば
ら
く
働
か
な
い

状
態
が
続
い
て
い
た
が
、
こ
の
日
に
入
所
し
て
か
ら
初
め
て
仕
事
に
行

き
、
そ
こ
か
ら
帰
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
＊
さ
ん
の
疲
れ
た
表

情
を
み
て
Ｘ
の
施
設
長
は
「
良
い
顔
」
に
変
わ
り
、
就
労
を
続
け
る
だ

ろ
う
と
評
し
て
い
た
。
し
か
し
、
＊
さ
ん
は
こ
の
日
限
り
で
そ
の
仕
事

を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｘ
職
員
の
評
価
は
＊
さ
ん
の
よ
う

に
正
確
な
わ
け
で
な
い
こ
と
も
当
然
あ
り
う
る
。

　
だ
が
、
Ｘ
在
所
者
は
職
員
か
ら
の
評
価
を
敏
感
に
嗅
ぎ
取
る
。
例
え

ば
、
Ｂ
さ
ん
は
、
継
続
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
な
ど
「
ち
ゃ
ん
と
や
っ

て
い
る
」
在
所
者
と
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
在
所
者
へ
の
職
員
か
ら
の
評

価
や
対
応
に
、「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
在
所
者
で
あ
っ
て
も
罰
す
る
こ
と

は
な
い
が
、
違
い
が
あ
る
と
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
そ
の
な
か
で
「
で

き
る
こ
と
と
最
低
限
の
こ
と
は
や
ん
な
き
ゃ
」
と
語
る
。

Ｂ：

そ
う
だ
よ
ね
、
や
っ
ぱ
ね
。
そ
う
い
う
人
︵
施
設
職
員
︶
に
守

ら
れ
て
る
っ
て
、
今
見
て
も
ら
っ
て
ん
だ
な
と
思
う
と
、
や
っ
ぱ
気
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持
ち
的
に
も
違
っ
て
く
る
よ
ね
。
細
か
い
こ
と
う
そ
つ
く
よ
り
も
、

で
き
る
こ
と
と
最
低
限
の
こ
と
は
や
ん
な
き
ゃ
と
。
で
、
や
っ
ぱ
、

や
っ
て
る
と
、
こ
っ
ち
に
し
て
も
や
っ
ぱ
、
見
て
て
も
や
っ
ぱ
分
か

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
る
人
間
が
出
て
行
く
︵
外

出
︶
の
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
人
が
出
て
行
く
の
で
は
、
や
っ
ぱ
対
応

違
う
し
。

　
ま
た
、
Ｄ
さ
ん
は
Ｘ
職
員
を
「
熟
練
し
た
人
」
と
位
置
づ
け
、「
生

活
パ
タ
ー
ン
見
て
れ
ば
わ
か
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
語
る
よ
う
に
Ｘ
職
員

の
評
価
に
つ
い
て
認
識
し
、
そ
れ
を
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
。

そ
の
評
価
は
、
Ｂ
さ
ん
の
語
る
よ
う
な
「
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
る
」
か

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
分
別
す
る
評
価
と
し
て
Ｄ
さ
ん
は
認
識
し
て

い
る
。

Ｄ：

は
い
。
は
い
。
だ
か
ら
生
活
態
度
は
見
ら
れ
て
る
で
し
ょ
う
し
、

き
っ
ち
り
し
な
い
と
せ
っ
か
く
環
境
の
い
い
と
こ
へ
入
れ
て
も
ら
っ

て
る
の
に
、
ど
っ
か
違
う
と
こ
放
り
出
さ
れ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た

こ
と
に
な
る
と
つ
ま
ん
な
い
ん
で
、
ま
あ
、
規
則
だ
け
は
絶
対
に
守

ろ
う
っ
て
い
う
の
が
初
め
の
思
い
で
し
た
。︵
略
︶
た
ぶ
ん
そ
の
熟

練
し
た
人
た
ち
で
す
か
ら
、
生
活
パ
タ
ー
ン
見
て
れ
ば
わ
か
る
ん
だ

ろ
う
な
と
は
思
い
ま
す
し
、
部
屋
い
ち
い
ち
開
け
て
見
に
来
な
く
て

も
、
ま
あ
、
そ
の
、
だ
い
た
い
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
る
だ
ろ
う
な
と

は
思
い
ま
し
た
。

　
Ｘ
在
所
者
は
も
ち
ろ
ん
法
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ル
な
側
面
か
ら
就
労
規

範
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
Ｘ

職
員
の
評
価
と
い
う
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
側
面
か
ら
も
求
め
ら
れ
て
い

る
。
Ｂ
さ
ん
が
語
っ
た
よ
う
に
、
Ｘ
在
所
者
は
で
き
る
限
り
「
ち
ゃ
ん

と
や
っ
て
い
る
」
在
所
者
と
し
て
振
る
舞
い
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
を

得
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
Ｘ
職
員
の
評
価
は
、
＊
さ
ん
の
事
例
の
よ

う
に
正
確
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
Ｘ
在
所
者
は
Ｘ
職
員
の
評
価

に
正
当
性
を
与
え
、十
全
で
は
な
い
に
し
ろ
「
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
る
」

在
所
者
と
し
て
職
員
に
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
就
労
規
範
」
を
含
ん
だ
Ｘ
の
規
則
を
守
ろ
う
と
試

み
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
施
設
Ｘ
に
お
い
て
在
所
者
は
「
就
労
規
範
」
に
従
う
こ

と
に
よ
っ
て
他
者
か
ら
承
認
を
得
や
す
く
な
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
Ｂ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
の
事
例
か
ら
は
、「
ち
ゃ
ん
と
や
っ

て
い
る
」
在
所
者
と
し
て
の
承
認
を
得
る
た
め
に
「
就
労
規
範
」
を
遵

守
し
て
い
る
様
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、「
就
労
規
範
」
に
従
っ
て
い
る
在
所
者
同
士
の
間
に
お
い
て

は
比
較
的
友
好
的
な
関
係
が
築
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｅ
さ

ん
が
語
る
よ
う
に
Ｘ
在
所
者
は
い
わ
ゆ
る
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
が
得
ら
れ

に
く
い
会
社
で
勤
務
し
て
い
る
た
め
、
ま
た
時
に
は
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
生
き
づ
ら
さ
も
抱
え
て
い
る
た

め
、
私
生
活
を
共
に
し
て
い
る
Ｘ
在
所
者
間
で
仕
事
の
愚
痴
を
こ
ぼ
し
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合
う
こ
と
や
情
報
を
交
換
が
で
き
る
と
い
う
点
は
良
か
っ
た
と
語
る
。

Ｅ：
そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
友
達
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
そ
の
派

遣
で
会
っ
て
る
人
っ
て
い
う
の
は
。
や
っ
ぱ
り
、
う
ん
、
会
社
、
っ

て
う
か
仕
事
だ
け
の
人
っ
て
い
う
感
覚
の
ほ
う
が
や
っ
ぱ
り
大
き
い

か
ら
。
で
も
や
っ
ぱ
、
ね
え
、
こ
こ
に
い
る
限
り
は
、
私
生
活
っ
て

い
う
の
も
や
っ
ぱ
共
に
し
て
る
か
ら
、
そ
の
、
会
社
の
、
仕
事
の
愚

痴
を
、
そ
の
、
一
緒
に
行
っ
て
た
人
で
、
ま
あ
、
愚
痴
っ
た
り
、「
明

日
ど
こ
だ
よ
？
」
っ
て
言
っ
て
。
ま
あ
「
最
悪
だ
ね
」
と
か
「
い
い

な
ー
」
っ
て
い
う
会
話
で
き
た
の
は
す
ご
く
、
う
ん
、
良
か
っ
た
か

ら
。

　
他
方
で
、「
就
労
規
範
」
に
従
う
こ
と
は
距
離
を
置
く
べ
き
他
者
を

定
め
る
こ
と
に
も
繫
が
る
。
例
え
ば
、
Ｂ
さ
ん
は
仕
事
を
し
て
い
な
い

人
の
方
が
仕
事
を
し
て
い
る
人
よ
り
も
食
事
や
入
浴
な
ど
を
「
一
番
乗

り
」
で
き
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
は
異
議
を
持
っ
て
い
る
。
仕
事
を
し

て
い
な
い
在
所
者
は
一
日
の
大
半
を
Ｘ
で
過
ご
し
て
お
り
、
Ｘ
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
過
ご
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
一
方
で
、
仕
事
を
し

て
い
る
在
所
者
は
、
そ
の
日
の
仕
事
の
状
況
に
よ
っ
て
、
夕
食
や
入
浴

も
遅
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
さ
ん
の
語
り
は
入
所
し
て
間
も
な
い
人

な
ど
の
理
由
が
あ
る
人
に
対
し
て
は
向
け
た
も
の
で
は
な
い
が
、「
仕

事
し
て
い
る
人
」
と
「
仕
事
し
て
い
な
い
人
」
と
の
間
に
お
い
て
殺
伐

と
し
た
関
係
に
な
り
う
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

Ｂ：

仕
事
し
て
な
い
人
、
大
嫌
い
だ
、
俺
。

Ｒ：

︵
笑
︶

Ｂ：

い
や
、
金
が
あ
っ
て
全
然
大
丈
夫
だ
と
。
金
が
あ
っ
て
、
俺
だ

っ
て
金
あ
っ
て
、
余
っ
て
ん
だ
っ
て
、
だ
っ
た
ら
遊
ん
で
暮
ら
し
た

い
よ
。
金
も
ね
え
の
に
仕
事
し
ね
え
や
つ
は
、
も
う
俺
も
理
解
で
き

な
い
つ
っ
て
。
話
し
た
く
も
な
い
っ
て
。

Ｒ：

あ
あ
、
な
る
ほ
ど
ね
。

Ｂ：

そ
う
い
う
や
つ
が
、
な
ん
で
先
に
風
呂
入
っ
て
る
の
っ
て
。
飯

と
か
一
番
最
初
だ
し
よ
、
お
か
し
い
な
っ
て
︵
笑
︶

︵
以
降
、
Ｒ
は
筆
者
を
指
す
︶

　
そ
し
て
、
Ｄ
さ
ん
は
刑
務
所
内
部
だ
け
で
は
な
く
Ｘ
の
中
に
お
い
て

一
部
の
人
か
ら
再
犯
を
誘
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
語
る
。
Ｄ
さ
ん
は

「
更
生
」
の
上
で
の
苦
労
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
関
係
性
な
ら
ば
築
き

た
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｘ
在
所
者
の
中
に
も
「
一
緒
に
や
ろ

う
よ
」
と
再
犯
に
誘
う
人
も
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
人
と
は
距
離
を
置

い
た
。
そ
し
て
、
再
犯
に
誘
う
人
の
多
く
は
「
仕
事
し
て
い
な
い
人
」

と
Ｄ
さ
ん
が
認
識
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
。

Ｒ：
結
構
、
悪
い
こ
と
自
慢
、
す
る
人
は
あ
れ
で
す
か
、
引
き
込
ん

で
く
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
っ
て
こ
と
で
す
か
ね
。

Ｄ：

そ
う
で
す
ね
。「
一
緒
に
や
ろ
う
よ
」
み
た
い
な
話
が
、
ま
あ
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こ
ん
中
︵
Ｘ
︶
も
そ
う
で
す
し
、
刑
務
所
の
中
な
ん
か
も
特
に
。

　
ま
た
、「
就
労
規
範
」
に
従
っ
て
い
た
Ｘ
在
所
者
同
士
の
関
係
も
基

本
的
に
は
在
所
期
間
中
だ
け
の
関
係
で
終
え
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
Ａ

さ
ん
が
「
出
て
行
っ
て
か
ら
も
付
き
合
う
っ
て
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
、

話
は
別
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
と
こ
じ
ゃ
な
い

で
す
か
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
調
査
協
力
者
の
多
く
が
退
所
後
も
Ｘ
在

所
者
同
士
の
関
係
性
を
継
続
さ
せ
る
意
思
が
な
い
と
語
っ
た
。
あ
く
ま

で
在
所
者
は
施
設
Ｘ
と
い
う
環
境
の
も
と
で
「
就
労
規
範
」
を
遵
守
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
Ｘ
退
所
後
に
お
い
て
そ
れ
を
継
続
す
る
か
わ
か
ら

な
い
と
認
識
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
語
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
退
所
後
は
同
時
期
の
Ｘ
在
所
者
と
距
離
を
置
く
こ
と
が
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
就
労
規
範
」
の
遵
守
は
、「
仕
事
し
て
な
い
人
」
な

ど
の
他
者
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
所
者
自

身
の
「
更
生
」
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
Ｘ
在
所
者
は
経
済
的
な
事
情
や
フ
ォ
ー
マ
ル
な
就
労

規
範
だ
け
で
な
く
、
他
者
か
ら
承
認
を
得
る
た
め
の
「
就
労
規
範
」
と

他
者
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
の
「
就
労
規
範
」
の
遵
守
を
も
っ
て
、
就

労
を
維
持
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

五　

Ｘ
退
所
後
に
お
け
る
Ｄ
さ
ん
の
「
更
生
」

　
三
節
か
ら
四
節
に
か
け
て
、
Ｘ
在
所
者
が
不
安
定
就
労
を
す
る
中
で

の
「
更
生
」
に
つ
い
て
記
述
し
て
き
た
。
こ
の
節
で
は
、
Ｘ
退
所
後
に

お
け
る
「
更
生
」
に
つ
い
て
、
Ｄ
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
記

述
す
る⑧
。

　
Ｄ
さ
ん
は
、
Ｘ
在
所
中
に
職
場
を
転
々
と
し
な
が
ら
も
継
続
的
に
就

労
し
て
い
た
。
し
か
し
、転
居
資
金
は
な
か
な
か
貯
蓄
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
福
祉
機
関
の
援
助
を
受
け
て
、
数
か
月
限
定
で
安
い
費
用
で
ア

パ
ー
ト
に
転
居
し
、
自
立
の
準
備
を
し
た
。
Ｄ
さ
ん
は
Ｘ
在
所
終
盤
か

ら
あ
る
派
遣
会
社
で
就
労
し
て
い
た
の
だ
が
、
退
所
後
も
同
じ
現
場
に

通
い
続
け
て
い
た
。
そ
の
現
場
は
あ
る
倉
庫
で
あ
り
、
荷
物
の
運
搬
な

ど
の
倉
庫
内
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
こ
で
の
働
き
ぶ
り
が
評
価

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
現
場
か
ら
直
接
雇
用
さ
れ
る
見
込
み
に
な
り
、
待

遇
も
少
し
良
く
な
っ
た
。

　
ま
た
、
数
年
ぶ
り
に
親
族
と
の
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
職
場

の
人
間
の
関
係
も
、
前
歴
を
話
す
な
ど
の
「
深
い
」
話
を
す
る
人
は
少

な
い
が
、
比
較
的
悪
く
は
な
か
っ
た
。
Ｘ
在
所
中
に
知
り
合
っ
た
人
と

も
た
ま
に
連
絡
を
と
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
Ｄ
さ
ん
に
突
然
病
魔
が
襲
い
、
二
か
月
ほ
ど
入
院
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
入
院
に
先
立
ち
、
保
証
人
が
必
要
と
な
っ
た
の
だ
が
、

な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
福
祉
機
関
の
職
員
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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ま
た
、
直
接
雇
用
が
決
ま
っ
て
い
た
会
社
か
ら
は
そ
の
話
を
一
旦
流
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
入
院
時
、
お
見
舞
い
に
元
Ｘ
在
所
者
な
ど
が
数

人
訪
れ
た
が
、
Ｄ
さ
ん
自
身
は
迷
惑
を
か
け
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、

あ
ま
り
他
人
に
連
絡
を
と
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
親
族

も
含
ま
れ
る
。

　
二
○
一
二
年
一
二
月
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
に
Ｄ
さ
ん
は
退
院
を
果
た

し
て
い
た
。
そ
の
際
に
、
Ｄ
さ
ん
自
身
は
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

生
活
保
護
を
受
給
す
る
よ
う
に
な
り
、
福
祉
施
設
で
生
活
し
て
い
た
。

次
の
語
り
の
よ
う
に
、
Ｄ
さ
ん
は
自
身
が
今
い
る
状
況
を
過
去
に
犯
罪

を
起
こ
し
た
自
分
が
い
た
と
き
の
状
況
と
変
わ
ら
な
い
、
自
分
は
「
更

生
」
で
き
て
い
な
い
と
評
す
る
。

Ｄ：

あ
の
ー
、
更
生
っ
て
い
う
ん
が
、
今
、
こ
う
、
出
て
思
う
ん
で

す
け
ど
、
自
分
、「
じ
ゃ
あ
、
お
ま
え
、
も
う
更
生
で
き
た
か
。
更

生
し
た
か
」
っ
て
い
う
と
、
自
分
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

Ｒ：

そ
れ
は
何
故
に
。

Ｄ：

や
っ
ぱ
り
、
自
立
し
て
生
活
し
て
、
先
々
の
不
安
が
幾
つ
か
消

え
て
初
め
て
少
し
更
生
に
近
い
ん
か
な
と
思
う
ん
で
す
。
今
の
状
態

が
犯
罪
、
犯
す
前
の
状
態
と
何
、
違
う
か
っ
て
い
う
と
。

Ｒ：

あ
あ
、
あ
あ
。
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
の
話
が
。

Ｄ：

全
く
違
わ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
ろ
も
、
や
っ
ぱ
り
ず
っ

と
不
安
、
持
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。「
こ
ん
な
こ
と
、
や
っ
て
て
、

ど
う
す
ん
だ
ろ
う
。
仕
事
、
ど
う
し
よ
う
」。
な
ん
か
や
っ
ぱ
り
、

そ
ん
な
よ
う
な
不
安
は
ず
っ
と
持
っ
て
た
ん
で
、
全
く
今
と
同
じ
な

ん
で
す
よ
ね
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
Ｄ
さ
ん
が
語
る
不
安
に
は
、
再
犯
へ
の
不
安
も
含
ま

れ
る
。
Ｄ
さ
ん
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
時
の
生
活
状
況
を
犯
罪
を
繰
り
返

し
て
い
た
時
の
生
活
と
大
き
な
変
化
は
な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
気
持

ち
と
は
裏
腹
に
い
つ
自
分
が
再
犯
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
次
の
よ

う
に
語
る
。

Ｄ：

︵
略
︶
じ
ゃ
あ
、
今
、「
悪
い
こ
と
を
し
て
、
こ
れ
だ
け
稼
げ

る
よ
」
み
た
い
な
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
が
実
際
に
「
で
き
る
よ
」
っ

て
い
う
と
、
そ
っ
ち
へ
行
っ
て
も
全
然
不
思
議
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ

ね
。︵「
悪
い
」
方
向
に
︶
行
く
、
行
か
な
い
は
別
に
し
て
。
そ
れ
が

ち
ゃ
ん
と
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
生
活
を
持
っ
て
、
定
ま
っ
た
こ
と
を

し
て
い
れ
ば
、
聞
き
も
し
な
い
で
し
ょ
う
し
。

　
Ｄ
さ
ん
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
生
活
状
況
を
次
の
よ
う
に
「
底
辺
」

と
表
す
。
た
だ
し
、
現
在
も
「
底
辺
」
に
い
る
が
「
救
い
よ
う
な
い
」

わ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
を
繰
り
返
し
て
い
た
時
の
「
本
当
の
底
辺
」
と

は
違
う
と
語
る
。
今
は
福
祉
機
関
の
職
員
な
ど
の
「
世
話
に
な
る
と
こ

が
あ
る
」
だ
け
で
、「
あ
し
た
、
ど
う
し
よ
う
、
あ
さ
っ
て
、
ど
う
し

よ
う
」
と
悩
む
こ
と
は
な
く
、「
悪
い
こ
と
」
を
す
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
と
語
る
。
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Ｄ：

︵
犯
罪
を
し
て
い
た
時
は
︶
本
当
の
底
辺
の
底
辺
だ
っ
た
ん
で

す
け
ど
。
今
底
辺
で
す
け
ど
も
、
ま
あ
そ
の
、
世
話
に
な
る
と
こ
が

あ
る
っ
て
い
う
だ
け
で
、
そ
の
、
不
安
は
か
な
り
違
い
ま
す
。
そ
の
、

悪
い
こ
と
し
て
る
間
は
あ
し
た
、
ど
う
し
よ
う
。
あ
さ
っ
て
、
ど
う

し
よ
う
の
本
当
の
底
辺
で
す
け
ど
も
、
今
そ
れ
が
全
く
な
い
ん
で
。

　
た
だ
し
、
緊
急
的
な
状
況
に
お
い
て
相
談
で
き
る
人
は
い
る
が
、
日

常
か
ら
相
談
で
き
る
よ
う
な
人
は
側
に
は
い
な
い
と
Ｄ
さ
ん
は
捉
え
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
身
の
経
歴
を
人
に
オ
ー
プ
ン
に
明
か
す
こ
と
は

な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
窮
屈
な
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
四

節
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
退
所
後
に
お
い
て
も
Ｘ
在
所
者
と
も
深
い
関

係
性
に
な
る
こ
と
を
Ｄ
さ
ん
自
身
が
拒
ん
で
い
た
。
Ｘ
職
員
に
対
し
て

も
、退
所
後
に
「
迷
惑
」
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

Ｄ
さ
ん
は
孤
独
感
を
抱
え
た
ま
ま
生
き
て
い
た
。

Ｄ：

全
く
同
じ
で
す
ね
。
そ
の
、
周
り
に
人
は
い
ま
し
た
け
ど
も
、

︵
略
︶
深
く
相
談
し
た
り
っ
て
い
う
付
き
合
い
は
な
か
っ
た
ん
で
、

︵
略
︶
上
っ
面
だ
け
の
付
き
合
い
だ
っ
た
ん
で
、
や
っ
ぱ
り
孤
独
感

っ
て
い
う
の
は
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
ね
。
こ
こ
に
居
る
時
も
。

　
そ
の
な
か
で
も
、Ｄ
さ
ん
は
何
と
か
体
調
を
戻
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

再
び
稼
働
し
て
、
ま
っ
当
に
生
活
で
き
る
と
し
、
様
々
な
不
安
は
少
な

い
と
次
の
よ
う
に
語
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
を
果
た
し
て
、
他
者
に
対

し
て
で
き
る
だ
け
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
生
き
て
い
き
た
い
と
Ｄ
さ

ん
は
語
っ
た
。
だ
が
、
Ｄ
さ
ん
は
そ
の
後
再
入
院
し
、
残
念
な
が
ら
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｄ：

自
分
が
、
そ
の
、
勤
労
意
欲
が
な
い
と
か
働
く
気
が
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
ん
で
。
環
境
さ
え
あ
れ
ば
仕
事
し
た
い
で
す
し
、
し
な
き
ゃ

な
ん
な
い
と
思
い
ま
す
し
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
大
き
な
、
そ

う
い
う
不
安
は
、
大
き
な
不
安
は
少
な
い
で
す
。
た
だ
、
そ
の
、
悪

い
こ
と
、し
て
た
こ
ろ
に
は
、も
う
本
当
に
不
安
ま
み
れ
で
し
た
。「
こ

ん
な
こ
と
し
て
て
、
自
分
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
あ
り

ま
し
た
け
ど
も
、
今
は
そ
う
い
っ
た
面
で
の
不
安
は
少
な
い
で
す
。

六　

結
論
に
代
え
て
―
―
「
更
生
」
に
お
け
る
自
己
責
任
の
内
面
化

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

三
節
で
は
、
Ｘ
在
所
者
は
様
々
な
「
事
情
」
を
抱
え
な
が
ら
も
、
Ｘ
が

最
悪
の
求
人
か
ら
の
防
波
堤
に
な
り
な
が
ら
、
不
安
定
就
労
で
は
あ
る

が
速
や
か
に
就
労
す
る
仕
組
み
を
描
き
出
し
た
。
四
節
で
は
、
Ｘ
在
所

者
が
他
者
か
ら
承
認
を
得
る
た
め
の
「
就
労
規
範
」
と
他
者
か
ら
距
離

を
置
く
た
め
の
「
就
労
規
範
」
を
遵
守
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
不
安
定

就
労
を
維
持
す
る
様
子
を
描
き
出
し
た
。
五
節
で
は
、
Ｄ
さ
ん
が
退
所
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後
に
お
い
て
病
か
ら
の
回
復
・
今
後
の
生
活
設
計
・
再
犯
に
対
す
る
不

安
を
伴
い
な
が
ら
、
自
身
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
を
記
述

し
て
き
た
。

　
こ
の
節
で
は
結
論
に
代
え
て
、
三
節
と
四
節
の
記
述
を
踏
ま
え
て
、

五
節
に
お
け
る
Ｄ
さ
ん
の
「
更
生
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
Ｄ
さ
ん
は
「
や
っ
ぱ
り
、
自
立
し
て
生
活
し
て
、
先
々
の
不
安
が
幾

つ
か
消
え
て
初
め
て
少
し
更
生
に
近
い
ん
か
な
と
思
う
ん
で
す
」
と
語

り
、
退
所
後
の
自
分
を
「
更
生
」
し
て
い
な
い
と
見
な
し
た
。
こ
こ
で

重
要
な
の
は
Ｄ
さ
ん
が
「
自
立
」
と
「
更
生
」
を
同
一
視
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
Ｄ
さ
ん
が
語
る
「
自
立
」
と
は
就
労
に
よ
る
経
済
的
自
立
を

さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
「
更
生
」
を
「
何
ら
か
の
手
段

を
も
っ
て
犯
罪
を
し
な
い
生
活
を
維
持
す
る
プ
ロ
セ
ス
」と
定
義
し
た
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
犯
罪
を
し
な
い
生
活
を
送
る
に
は

い
く
つ
か
の
手
段
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
活
保
護
を
受
給

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
更
生
」
を
達
成
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
当
然
あ

り
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
自
立
」
と
は
「
更
生
」
の
一
手
段
で
あ
り
、

そ
れ
を
選
択
し
た
理
由
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
。

　
Ｄ
さ
ん
の
場
合
で
言
え
ば
、
で
き
る
だ
け
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
な
い

よ
う
に
経
済
的
に
も
厳
し
い
状
況
を
耐
え
た
上
で
の
「
更
生
」
を
選
択

し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｄ
さ
ん
は
「
更
生
」
の

上
で
、
経
済
面
ま
た
人
間
関
係
面
な
ど
に
お
け
る
困
難
状
況
、
つ
ま
り

貧
困
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
自
己
責
任
と
し
て
内
面
化
し

て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︵
湯
浅
・
仁
平 

二
〇
〇
七
︶。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
「
更
生
」
は
達
成
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
例
え
ば
、
第
三
節
で
垣
間
見
え
た
よ
う
に
、
元
犯
罪
者
の
多
く
が
不

安
定
就
労
に
吸
収
さ
れ
る
社
会
的
な
仕
組
み
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

人
々
に
と
っ
て
も
、
不
安
定
就
労
を
も
っ
て
「
自
立
」
を
達
成
・
維
持

す
る
こ
と
は
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

Ｄ
さ
ん
は
明
日
の
生
活
す
ら
わ
か
ら
な
い
「
本
当
の
底
辺
」
か
ら
緊
急

時
に
は
頼
る
場
や
人
が
あ
る
と
い
う
「
底
辺
」
へ
と
移
行
で
き
た
こ
と

の
恩
恵
を
語
り
、
そ
こ
か
ら
先
は
「
就
労
規
範
」
を
も
と
に
自
身
が
勤

勉
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
を
果
た
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
も
言

え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｄ
さ
ん
は
「
底
辺
」
で
も
が
き
な
が
ら
も

「
更
生
」
す
る
こ
と
を
自
身
に
課
し
て
い
た
と
も
言
え
る
︵
相
良 

二
〇
一
五
ｂ
︶。
そ
れ
ゆ
え
に
病
気
に
臥
し
た
状
態
で
あ
っ
て
も
、「
自

立
」
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
生
活
保
護
受
給
に

抵
抗
が
あ
っ
た
背
景
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
第
四
節
で
記
述
し
た
「
就
労
規
範
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
Ｄ

さ
ん
が
自
ら
人
間
関
係
を
限
定
し
、
よ
り
生
活
が
困
難
な
状
況
に
な
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
承
認
を
得
る
た
め
の
「
就
労
規
範
」
の

遵
守
が
ゆ
え
に
他
者
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を
避
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
家

族
を
初
め
と
す
る
人
々
に
連
絡
を
取
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
自
ら
が
起
こ
し
た
犯
罪
に
よ
っ
て
す
で
に
多
く
の
人
々
に
迷

惑
を
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
「
自
立
」
し
た
上
で
し
か
連
絡

は
と
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
距
離
を
置
く
た
め

の
「
就
労
規
範
」
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
特
に
Ｘ
在
所
者
と
の
関
係
性
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を
断
っ
た
と
も
言
え
る
。
同
時
期
の
入
所
者
の
中
に
お
見
舞
い
に
来
て

く
れ
る
人
も
い
た
が
、
退
所
後
の
状
況
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
付
き

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
「
悪
い
こ
と
」
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
常
的
に
す
ぐ
に
相

談
で
き
る
相
手
が
い
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
ら
ず
と
も
、
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
に
つ
い

て
は
貧
困
を
巡
る
諸
問
題
も
含
ん
だ
上
で
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と

は
わ
か
る
。
そ
し
て
、
貧
困
を
巡
る
諸
問
題
を
自
己
責
任
と
し
て
認
識

し
て
し
ま
う
こ
と
の
問
題
点
も
同
様
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本

稿
に
お
け
る
Ｄ
さ
ん
の
事
例
で
は
自
ら
の
貧
困
状
態
を
犯
罪
歴
と
共
に

「
犯
罪
」
に
含
め
て
語
っ
て
い
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
貧
困

を
自
身
の
犯
罪
に
起
因
す
る
道
徳
的
も
し
く
は
倫
理
的
な
問
題
と
み
な

す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
貧
困
に
対
す
る
自
己
責
任
の
内

面
化
、
も
と
よ
り
「
更
生
」
に
対
す
る
自
己
責
任
の
内
面
化
を
よ
り
強

め
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
元
犯
罪
者
の
「
更
生
」
と
い

う
文
脈
に
お
い
て
、
貧
困
を
初
め
と
し
た
諸
問
題
に
お
け
る
社
会
の
責

任
が
後
景
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
。「
更
生
」
の
上
で
は
、
元
犯
罪
者

自
身
の
変
化
の
み
で
は
な
く
、
社
会
構
造
の
変
化
も
必
要
に
な
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
︵
平
井 

二
〇
一
四
︶⑨。

　
Ｄ
さ
ん
の
事
例
は
極
端
な
事
例
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の

Ｘ
在
所
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
同
様
な
状
況
が
語
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
Ｘ
で
の
参
与
観
察
を
通
じ
て
も
退
所
後
の
「
自
立
」
に
関
す
る

不
安
を
Ｘ
職
員
に
相
談
す
る
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
多
く

の
Ｘ
在
所
者
に
と
っ
て
再
犯
を
し
な
い
で
「
自
立
」
を
達
成
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
更
生
」
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
描
き
出
し
て
き
た
よ
う

な
「
更
生
」
に
お
け
る
自
己
責
任
の
内
面
化
に
よ
っ
て
、か
え
っ
て
「
更

生
」
が
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

「
更
生
」
に
お
け
る
社
会
の
責
任
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
検
討
を
含
め
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
稿
三
節
か
ら
五
節
に
お
け
る
そ

れ
ぞ
れ
の
分
析
を
深
め
る
た
め
の
調
査
を
行
い
、
よ
り
厚
い
デ
ー
タ
を

入
手
し
、
さ
ら
に
「
更
生
」
に
関
す
る
理
論
的
な
検
討
を
深
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

注
①
保
護
観
察
所
と
は
、
保
護
観
察
処
分
に
な
っ
た
者
に
対
し
て
保
護
観
察

を
行
う
こ
と
を
主
に
し
た
法
務
省
管
轄
の
機
関
で
あ
る
。
地
方
裁
判
所

の
管
轄
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
保
護
観
察
と
は
そ
の
対
象

者
に
対
し
て
、
社
会
内
に
お
い
て
処
遇
を
行
い
、
そ
れ
を
も
っ
て
改
善

更
生
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
保
護
観
察
の
対
象
は
家
庭
裁
判
所

で
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
少
年
︵
一
号
観
察
︶、
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院

を
許
さ
れ
た
少
年
︵
二
号
観
察
︶、
刑
事
施
設
か
ら
の
仮
釈
放
を
許
さ
れ

た
人
︵
三
号
観
察
︶、
裁
判
所
で
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
保
護
観
察
に
付

さ
れ
た
人
︵
四
号
観
察
︶、
婦
人
補
導
院
か
ら
の
仮
退
所
が
許
さ
れ
た
人

︵
五
号
観
察
︶
で
あ
る
。
本
稿
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
Ｘ
在
所
者
の
多
く

は
三
号
観
察
で
あ
る
。

　
②
現
在
、
更
生
保
護
施
設
は
変
革
の
時
代
に
あ
り
、
福
祉
的
機
能
を
そ
な

え
つ
つ
も
、
処
遇
施
設
と
し
てSST

︵Social Skills Training

︶

な
ど
に
よ
る
教
育
的
機
能
も
求
め
ら
れ
て
い
る
施
設
と
さ
れ
て
い
る
。
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二
○
○
八
年
に
は
更
生
保
護
法
が
施
行
さ
れ
、
社
会
内
処
遇
の
専
門
施

設
と
し
て
法
的
に
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
二
○
○
八
年
か
ら
五
七

か
所
の
更
生
保
護
施
設
に
福
祉
的
ニ
ー
ズ
を
も
つ
入
所
者
へ
の
社
会
生

活
の
場
の
調
整
の
た
め
に
社
会
福
祉
士
が
、
ま
た
二
○
一
三
年
に
は
薬

物
依
存
を
も
つ
在
所
者
に
対
す
る
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
た
め

の
専
門
職
員
が
配
置
さ
れ
る
︵
二
○
一
六
年
度
に
は
二
五
か
所
に
配
置
︶

な
ど
将
来
に
む
け
て
色
々
な
方
策
が
練
ら
れ
て
い
る
。

　
③
例
え
ば
、
更
生
保
護
施
設
で
は
民
間
の
企
業
に
対
し
て
在
所
者
の
雇
用

を
働
き
か
け
、
就
労
の
斡
旋
を
行
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
企
業
の
多
く

は
「
協
力
雇
用
主
」
と
し
て
法
務
省
保
護
局
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
平

成
二
七
年
度
﹃
犯
罪
白
書
﹄
に
よ
る
と
全
国
で
一
四
四
八
の
個
人
や
法

人
が
協
力
雇
用
主
と
し
て
登
録
し
、
一
二
七
六
人
を
雇
用
し
て
い
る
。

ま
た
、「
刑
務
所
出
所
者
等
総
合
的
就
労
支
援
対
策
」
を
通
じ
た
公
共
職

業
案
内
所
の
利
用
も
更
生
保
護
施
設
で
も
勧
め
て
い
る
。「
刑
務
所
出
所

者
等
総
合
的
就
労
支
援
対
策
」
で
は
公
共
職
業
安
定
所
の
通
常
業
務
に

加
え
て
、
保
護
観
察
対
象
者
や
更
生
緊
急
保
護
対
象
者
に
対
し
て
予
約

制
に
よ
り
担
当
者
と
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
の
求
人
開
拓
か
ら
就
職
ま
で
の

一
貫
し
た
支
援
、
雇
用
主
や
事
業
者
に
対
し
て
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
、
職

場
体
験
講
習
、
身
元
保
証
制
度
の
紹
介
・
導
入
が
行
わ
れ
る
。

　
④
こ
れ
は
「
翻
身alternation

」︵Berger &
 Luckm

ann 1966

＝
二
○
○
三：

二
三
七
―
二
四
六
︶
の
一
例
と
も
い
え
よ
う
。

　
⑤
更
生
保
護
施
設
は
入
所
者
に
対
す
る
処
遇
を
行
う
た
め
の
委
託
費
を
受

け
る
。
そ
の
委
託
費
の
中
に
食
費
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
在
所
者
に
食
事
が
提
供
さ
れ
る
。
年
度
に
よ
っ
て
委
託
費
は
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
、
二
○
一
二
年
度
の
場
合
で
あ
れ
ば
食
費
は
一
日
三
食
を

六
○
日
分
提
供
す
る
ほ
ど
の
額
で
あ
っ
た
。

　
⑥
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
改
善
更
生
に
向
け
た
特
定
事
項
の

遵
守
が
求
め
ら
れ
る
。

　
⑦
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
遵
守
事
項
な
ど
を
守
ら
な
い
な
ど

の
場
合
、
裁
判
官
が
発
行
す
る
引
致
状
に
よ
っ
て
、
保
護
観
察
対
象
者

の
身
柄
を
拘
束
で
き
る
。

　
⑧
相
良
︵
二
○
一
五
ｂ
︶
で
は
Ｄ
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
し
な

が
ら
元
犯
罪
者
が
置
か
れ
た
社
会
的
排
除
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。

　
⑨
「
更
生
」
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
上
で
は
、
そ
も
そ
も
「
犯
罪
」

と
い
う
概
念
を
社
会
学
的
に
検
討
し
直
す
必
要
も
あ
ろ
う
。
社
会
の
あ

り
方
に
よ
っ
て
「
犯
罪
」
が
決
ま
る
な
ら
ば
、
当
然
「
更
生
」
の
あ
り

方
自
体
も
そ
れ
に
影
響
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
本
稿
に
お
い
て
は
便

宜
的
に
「
元
犯
罪
者
」
と
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
表
記
自
体
も
問
い
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
論
じ

て
い
き
た
い
。
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