
　
刑
務
所
が
「
姥う

ば

捨す
て

山や
ま

」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
1
個
の
万
引
、
無
銭
飲
食
と
い
っ
た
軽
微
な
犯
罪
を
繰
り
返
し
て
入
所
す
る
高
齢
者
。
服
役
の
意

味
を
理
解
し
て
い
な
い
知
的
障
害
者
。
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
単
純
作
業
を
続
け
る
日
々
を
過
ご
し
、
社
会
に
帰
っ
て

も
行
き
先
は
な
く
、
生
活
困
窮
の
末
、
再
び
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
。

　
罪
を
犯
し
た
人
が
適
正
に
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
刑
罰
の
公
平
性
を
損
ね
る
し
、
社
会
の
秩
序
は
保
て
な
い
。
自
業

自
得
と
の
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
累
犯
者
は
「
凶
悪
な
モ
ン
ス
タ
ー
」
と
は
限
ら
な
い
。

　
2

0

0

6
年
1
月
、
山
口
県
下
関
市
の
Ｊ
Ｒ
下
関
駅
舎
が
焼
失
し
た
事
件
で
、
放
火
の
罪
に
問
わ
れ
た
当
時
74
歳

の
被
告
は
「
腹
が
す
き
、
寒
く
、
刑
務
所
に
戻
り
た
か
っ
た
」
と
供
述
し
た
。
犯
行
は
刑
務
所
を
出
て
わ
ず
か
8
日

後
。
身
寄
り
も
な
く
、
生
活
保
護
を
受
け
よ
う
と
役
所
の
窓
口
を
訪
れ
た
が
、「
住
所
が
な
い
と
ダ
メ
」
と
言
わ
れ

て
引
き
下
が
っ
た
と
い
う
。

　
刑
務
所
で
働
く
福
祉
の
プ
ロ
の
一
人
は
、
受
刑
者
た
ち
を
「
か
わ
い
ら
し
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
だ
。
福
祉

の
網
か
ら
漏
れ
、
刑
務
所
だ
け
が
彼
ら
を
拒
ま
な
い
場
所
に
な
っ
て
い
る
。

　
刑
事
司
法
関
係
者
の
間
で
は
、
刑
事
事
件
の
捜
査
・
裁
判
に
は
一
人
当
た
り
2
千
万
円
、
刑
務
所
生
活
は
一
人
当

は
じ
め
に
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た
り
年
間
3

0

0
万
円
程
度
の
税
金
が
か
か
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
福
祉
施
設
で
受
け
入
れ
る
よ
り
コ
ス
ト
が
高
い

可
能
性
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
現
実
と
ど
う
向
き
合
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
西
日
本
新
聞
社
が
2

0

1

1
年
秋
か
ら
約
2
年
間
に
わ
た
り
紙
面
で
展
開
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
企
画

「
罪
と
更
生
」
の
連
載
記
事
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
出
発
点
は
、
長
崎
刑
務
所
（
長
崎
県
諫い
さ

早は
や

市
）
を
取
材
し
た
こ
と
。
高
齢
者
や
障
害
者
が
一
つ
の
「
工
場
」
に
集

め
ら
れ
、
単
調
な
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
元
衆
院
議
員
の
山
本
譲
司
氏
の
著
書
『
累
犯
障
害
者
』
な
ど
で
語
ら

れ
て
い
た
姿
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
地
元
の
福
祉
関
係
者
が
従
来
の
発
想
を
乗
り
越
え
、

こ
う
し
た
人
々
の
更
生
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　
取
材
班
は
九
州
を
は
じ
め
、
日
本
各
地
の
刑
務
所
や
少
年
院
を
訪
ね
た
。
出
所
後
の
生
活
を
見
守
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
保
護
司
や
保
護
観
察
官
、
福
祉
の
専
門
家
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
に
も
話
を
聞
い
た
。
根
拠
の
薄
い

「
体
感
治
安
」
の
悪
化
が
叫
ば
れ
、
厳
罰
化
が
進
む
流
れ
の
中
で
、
現
場
は
再
犯
防
止
に
向
け
た
試
行
錯
誤
を
続
け

て
い
た
。

　
更
生
の
可
能
性
が
な
い
と
断
じ
ら
れ
る
死
刑
制
度
を
め
ぐ
る
問
題
や
、
こ
れ
ま
で
メ
デ
ィ
ア
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上

げ
て
こ
な
か
っ
た
加
害
者
家
族
に
も
光
を
当
て
よ
う
と
試
み
た
。
更
生
と
言
わ
れ
て
も
割
り
切
れ
な
い
感
情
を
抱
え

る
被
害
者
遺
族
の
苦
悩
に
も
触
れ
た
。
率
直
に
語
っ
て
く
れ
た
刑
事
司
法
関
係
者
、
つ
ら
い
経
験
を
打
ち
明
け
て
く

れ
た
被
害
者
遺
族
や
加
害
者
家
族
の
方
々
に
は
感
謝
の
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
。
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罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
課
題
は
普
通
に
暮
ら
し
て
い
る
私
た
ち
と
は
縁
遠
い
。
内
閣
府

の
世
論
調
査
（
2

0

0

9
年
）
で
は
、
出
所
し
た
人
の
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
活
動
に
つ
い
て
、
回
答
者
の
5
割
が

「
協
力
す
る
気
持
ち
は
な
い
」
と
答
え
た
。
で
き
る
こ
と
な
ら
関
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
正
直
な
気
持
ち
だ
ろ
う
。

犯
罪
被
害
者
の
心
情
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
と
、
複
雑
な
思
い
も
あ
る
。

　
一
方
で
裁
判
員
制
度
導
入
後
、
一
定
期
間
は
生
活
態
度
な
ど
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
保
護
観
察
付

き
の
執
行
猶
予
判
決
が
増
え
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
裁
い
た
被
告
の
「
服
役
後
」
に
関
心
が
向
き
つ
つ
あ
る
の
も
事

実
だ
。
そ
も
そ
も
、
加
害
者
を
重
視
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
被
害
者
か
、
と
い
っ
た
二
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
議
論

は
意
味
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
福
岡
地
裁
で
裁
判
員
を
経
験
し
た
女
性
は
、
法
廷
で
見
た
被
告
の
印
象
を
「『
い
か
に
も
犯
人
』
で
は
な
い
、
そ

の
辺
に
い
る
普
通
の
方
」
と
表
現
し
た
。
実
際
、
犯
罪
は
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
起
き
て
い
る
。
あ
る
日
突
然
、
家

族
が
罪
を
犯
し
て
逮
捕
さ
れ
途
方
に
暮
れ
る
可
能
性
も
決
し
て
ゼ
ロ
で
は
な
い
。

　
罪
を
犯
し
た
人
は
い
ず
れ
地
域
に
戻
っ
て
く
る
。「
一
人
で
反
省
は
で
き
る
。
し
か
し
、
更
生
は
一
人
で
は
で
き

な
い
」（
犯
罪
学
者
）。
た
だ
嫌
悪
し
、
社
会
か
ら
排
除
す
る
だ
け
で
は
、
刑
務
所
と
娑
婆
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る

「
負
の
連
鎖
」
は
断
ち
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
学
術
的
な
専
門
書
で
は
な
い
。
刑
事
司
法
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
の
取
り
組
み
を
伝
え
る

こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
各
章
に
は
基
礎
知
識
を
説
明
す
る
「
ポ
ン
き
ち
の
Ｑ
＆
Ａ
」
や
、
本
文
を
補
足
す
る
キ
ー
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ワ
ー
ド
集
、
西
日
本
新
聞
に
掲
載
し
た
関
連
記
事
も
添
え
た
。
一
部
の
デ
ー
タ
は
更
新
し
加
筆
修
正
し
た
が
、
肩
書

や
年
齢
は
掲
載
当
時
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
状
況
や
制
度
が
少
し
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
課
題
は
現

在
に
通
底
し
て
お
り
、
試
行
錯
誤
は
今
も
続
く
。

　
刑
罰
の
意
味
と
は
何
か
。
刑
事
司
法
は
、
福
祉
は
、
社
会
は
ど
う
変
わ
る
べ
き
な
の
か
。
本
書
が
「
罪
と
更
生
」

に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

2

0

1

4
年
6
月

西
日
本
新
聞
「
罪
と
更
生
」
取
材
班
キ
ャ
ッ
プ

相
本 

康
一
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