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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

二

Ⅰ
　
は
じ
め
に

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
九
日
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
い
わ
ゆ
る
「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
（B

undesnotbrem
ese

）」
に
関
す

る
二
つ
の
決
定
を
下
し
た
。
一
つ
は
、
接
触
制
限
及
び
外
出
制
限
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
決
定

（
１
）（

連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
第
一
決
定
）
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
関
す
る
決
定

（
２
）（

連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
第
二
決
定
）
で
あ
る
。
本
稿
は
、
後
者
の
決
定
を
紹
介
し
、

こ
の
決
定
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

（
３
）

。
後
者
の
決
定
は
、
日
本
国
憲
法
二
六
条
が
保
障
す

る
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
を
コ
ロ
ナ
危
機
の
状
況
を
踏
ま
え
て
再
考
し
、
再
構
築
す
る
作
業
に
際
し
て
極
め
て
有
益
な
示
唆

を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
〇
二
一
年
四
月
二
二
日
の
「
全
国
規
模
の
流
行
状
況
に
お
い
て
住
民
を
保
護
す
る
た
め
の
第
四
次
法
律
」（
以
下
「
第
四
次
住
民
保
護

法
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
連
邦
全
域
で
阻
止
す
る
た
め
の
包
括
的
な
感
染
防
護
措
置
（
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー

キ
）
を
定
め
る
二
八
ｂ
条
が
感
染
症
予
防
法
に
導
入
さ
れ
た

（
４
）

。
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
同
法
二
八
ｂ
条
三
項
（
当
時
）
に
お
い
て
定
め
ら

れ
た
が
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、S

A
R
S
-C

oV
-2

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
新
規
感
染
者
七
日
間
指
数
が
、
郡
（L

andkreis

）
ま
た
は
郡
に
属
し

な
い
市
に
お
い
て
三
日
連
続
で
住
民
一
〇
万
人
あ
た
り
一
六
五
人
の
限
界
値
を
超
え
る
場
合
、
普
通
学
校
お
よ
び
職
業
学
校
で
の
対
面
式

授
業
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
、
一
〇
〇
人
の
限
界
値
を
超
え
る
場
合
、
対
面
式
授
業
は
期
間
を
限
定
し
て
交
代
制
形
式
に
お
い
て
行
わ
れ
る

（
二
文
及
び
三
文
）。
州
は
、
最
終
学
年
と
特
別
学
校
を
対
面
式
授
業
の
禁
止
か
ら
除
外
し
（
五
文
）、
州
が
設
定
し
た
基
準
に
従
っ
て
救
急

保
育
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
文
）。
対
面
式
授
業
の
実
施
は
、
適
切
な
予
防
・
衛
生
計
画
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
許

さ
れ
る
。
生
徒
及
び
教
員
は
、
週
二
回S

A
R
S
-C

oV
-2

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
有
無
に
関
す
る
検
査
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
対
面

）
一
四
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三

式
授
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
一
文
）。
上
記
の
限
界
値
を
下
回
っ
た
場
合
、
七
文
か
ら
九
文
ま
で
の
基
準
に
よ
っ
て
制
限
の

効
力
は
失
わ
れ
る
。
同
法
二
八
ｂ
条
の
適
用
期
間
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
国
家
規
模
の
流
行
状
況
の
認
定
が
継
続
し
て
い
る
期
間
に
限
定

さ
れ
る
。
同
法
二
八
ｂ
条
の
適
用
期
間
は
、
遅
く
と
も
二
〇
二
一
年
六
月
三
〇
日
の
経
過
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
（
二
八
ｂ
条
一
〇
項
）。

感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
の
定
め
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
基
本
権
を
侵
害
す
る
と
主
張
す
る
複
数
の
憲
法
異
議
の
訴
え
が
提
起
さ
れ

た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
を
す
べ
て
斥
け
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
決
定
に
お
い
て
理
論
的
に
極

め
て
注
目
す
べ
き
判
断
を
示
し
た
。
第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校

教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
導
き
出
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
「
制
約
」
に
当
た
る
と
判
断
し
た
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
の
定
め
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
は

二
〇
二
一
年
四
月
に
お
け
る
事
実
状
況
及
び
知
見
状
況
の
下
に
お
い
て
は
比
例
原
則
に
合
致
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育

を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
が
、
相
当
性
の
要
件
を
判
断
す
る
中
で
、
対
面
式
授
業
を
行
わ
な
い
こ
と

が
生
徒
に
対
し
て
与
え
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
詳
細
に
論
述
し
た
上
で
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約

は
「
重
大
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
将
来
に
お
け
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置
に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
理
解
で
き
る
説

示
を
し
た
。
以
下
、
本
決
定
の
内
容
を
紹
介
し
た
（
Ⅱ
）
上
で
、
本
決
定
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
（
Ⅲ
）。
最

後
に
、
結
び
に
か
え
て
、
本
決
定
の
検
討
を
踏
ま
え
て
日
本
国
憲
法
二
六
条
の
解
釈
論
に
つ
い
て
ま
さ
に
文
字
通
り
の
試
論
を
示
す

（
Ⅳ
）。
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コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三

式
授
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
一
文
）。
上
記
の
限
界
値
を
下
回
っ
た
場
合
、
七
文
か
ら
九
文
ま
で
の
基
準
に
よ
っ
て
制
限
の

効
力
は
失
わ
れ
る
。
同
法
二
八
ｂ
条
の
適
用
期
間
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
国
家
規
模
の
流
行
状
況
の
認
定
が
継
続
し
て
い
る
期
間
に
限
定

さ
れ
る
。
同
法
二
八
ｂ
条
の
適
用
期
間
は
、
遅
く
と
も
二
〇
二
一
年
六
月
三
〇
日
の
経
過
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
（
二
八
ｂ
条
一
〇
項
）。

感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
の
定
め
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
基
本
権
を
侵
害
す
る
と
主
張
す
る
複
数
の
憲
法
異
議
の
訴
え
が
提
起
さ
れ

た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
を
す
べ
て
斥
け
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
決
定
に
お
い
て
理
論
的
に
極

め
て
注
目
す
べ
き
判
断
を
示
し
た
。
第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校

教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
導
き
出
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
「
制
約
」
に
当
た
る
と
判
断
し
た
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
の
定
め
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
は

二
〇
二
一
年
四
月
に
お
け
る
事
実
状
況
及
び
知
見
状
況
の
下
に
お
い
て
は
比
例
原
則
に
合
致
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育

を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
が
、
相
当
性
の
要
件
を
判
断
す
る
中
で
、
対
面
式
授
業
を
行
わ
な
い
こ
と

が
生
徒
に
対
し
て
与
え
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
詳
細
に
論
述
し
た
上
で
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約

は
「
重
大
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
将
来
に
お
け
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置
に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
理
解
で
き
る
説

示
を
し
た
。
以
下
、
本
決
定
の
内
容
を
紹
介
し
た
（
Ⅱ
）
上
で
、
本
決
定
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
（
Ⅲ
）。
最

後
に
、
結
び
に
か
え
て
、
本
決
定
の
検
討
を
踏
ま
え
て
日
本
国
憲
法
二
六
条
の
解
釈
論
に
つ
い
て
ま
さ
に
文
字
通
り
の
試
論
を
示
す

（
Ⅳ
）。
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

四

Ⅱ
　
決
定
の
内
容

一

　学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
学
校
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
権
利
を
導

出
し
た
。
そ
の
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
子
ど
も
及
び
青
少
年
は
、
そ
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
は
、
社
会
的
共
同

体
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
保
護
と
援
助
を
必
要
と
す
る
。
基
本
法
に
よ
る
と
、
こ

の
任
務
は
何
よ
り
も
ま
ず
親
に
与
え
ら
れ
る
。
基
本
法
六
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
親
は
、
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
子
ど
も
を
育
成

及
び
教
育
を
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
い
、
そ
の
実
行
に
つ
い
て
、
国
家
共
同
体
が
こ
れ
を
監
督
す
る
（R

n. 45

）。
し
か
し
、
子
ど

も
自
身
も
、
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
導
出
さ
れ
る
権
利
と
し
て
、
国
に
対
し
て
、
社
会
共
同
体
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
自
ら
を
発
展

さ
せ
る
際
に
支
援
と
助
成
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
国
は
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
条
件
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
国
の
特
別
な
保
護
責
任
は
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
子
ど
も
の
発
達
権
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
格

の
発
展
に
と
っ
て
本
質
的
な
す
べ
て
の
生
活
条
件
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
育
成
及
び
教
育
の
義
務
が
親
の
手
に
あ
る
範
囲
に
お
い
て

も
、
国
は
、
基
本
法
六
条
二
項
一
文
と
結
び
付
い
た
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
子
ど
も
に
対
し
て
、
子
ど
も
が
親
の
監
護
の
下
で
自
立
し

た
人
間
に
自
ら
を
実
際
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
義
務
を
負
う
（R

n. 46

）。

ⅱ
　
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
は
、
共
同
体
に
お
い
て
も
自
立
し

た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教
育
任
務
に
適
合
し
た
学
校
教
育
を
通
し
て
支
援
し
助
成

）
一
四
四
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

五

す
る
こ
と
を
国
に
求
め
る
権
利
（
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
）
も
含
ん
で
い
る
（R

n. 47

）。

基
本
法
は
、
基
本
法
六
条
二
項
に
基
づ
く
親
に
よ
る
子
ど
も
の
育
成
及
び
教
育
を
確
保
す
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
が
自
己
を
自
立
し
た

人
間
に
発
展
さ
せ
る
機
会
を
公
平
に
与
え
ら
れ
る
た
め
の
さ
ら
な
る
基
本
条
件
と
し
て
、
国
に
よ
る
学
校
教
育
を
保
障
し
て
い
る
。
基
本
法

七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
国
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
が
社
会
共
同
体
の
内
部
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
包
括

的
に
助
成
し
支
援
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
現
代
の
社
会
生
活
に
対
応
し
た
教
育

機
会
を
与
え
る
学
校
制
度
を
創
設
す
る
任
務
を
有
す
る
。
国
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
任
務
は
、
基
本
法
二
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
、
そ
の

人
格
発
展
の
支
援
を
国
に
対
し
て
求
め
る
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
権
利
と
同
じ
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国
が
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ

く
任
務
に
従
っ
て
学
校
教
育
を
保
障
す
る
と
き
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
す
る
負
う
と
こ
ろ
の
、
そ
の
人

格
を
発
展
さ
せ
る
際
に
子
ど
も
及
び
青
少
年
を
支
援
し
助
成
す
る
義
務
を
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
二
条
一
項

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
権
利
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
人
格
発
展
に
役
立
つ
よ
う
な
学
校
教
育
の
機
会
を
提
供
す

る
と
い
う
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
客
観
法
上
の
義
務
と
主
観
法
上
に
お
い
て
「
対
を
な
す
も
の
（G

egenstück

）」
で
あ
る
（R

n. 48

）。

㈡
　
つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
内
容
を
明
ら
か
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
権
利
の

保
護
範
囲
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
職
業
関
連
教
育
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
学
校
教
育
全
体

に
及
ぶ
と
指
摘
し
た
（R

n. 49

）
後
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
含
ま
れ
る
「
様
々
な
保
障
次
元
」（R

n. 51

）
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ⅰ
　
特
定
の
形
態
の
学
校
の
提
供
を
求
め
る
請
求
権
は
検
討
に
値
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
国
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
学
校

を
編
成
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
際
に
広
い
裁
量
の
余
地
と
可
能
性
の
留
保
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 53

）。
し
か
し
、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
、
一
般
的
見
解
に
よ
っ
て
生
徒
が
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
機
会
を
平
等
に
与
え
ら
れ
る
た

）
一
四
一
（



コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

五

す
る
こ
と
を
国
に
求
め
る
権
利
（
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
）
も
含
ん
で
い
る
（R

n. 47

）。

基
本
法
は
、
基
本
法
六
条
二
項
に
基
づ
く
親
に
よ
る
子
ど
も
の
育
成
及
び
教
育
を
確
保
す
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
が
自
己
を
自
立
し
た

人
間
に
発
展
さ
せ
る
機
会
を
公
平
に
与
え
ら
れ
る
た
め
の
さ
ら
な
る
基
本
条
件
と
し
て
、
国
に
よ
る
学
校
教
育
を
保
障
し
て
い
る
。
基
本
法

七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
国
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
が
社
会
共
同
体
の
内
部
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
包
括

的
に
助
成
し
支
援
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
現
代
の
社
会
生
活
に
対
応
し
た
教
育

機
会
を
与
え
る
学
校
制
度
を
創
設
す
る
任
務
を
有
す
る
。
国
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
任
務
は
、
基
本
法
二
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
、
そ
の

人
格
発
展
の
支
援
を
国
に
対
し
て
求
め
る
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
権
利
と
同
じ
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国
が
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ

く
任
務
に
従
っ
て
学
校
教
育
を
保
障
す
る
と
き
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
す
る
負
う
と
こ
ろ
の
、
そ
の
人

格
を
発
展
さ
せ
る
際
に
子
ど
も
及
び
青
少
年
を
支
援
し
助
成
す
る
義
務
を
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
二
条
一
項

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
権
利
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
人
格
発
展
に
役
立
つ
よ
う
な
学
校
教
育
の
機
会
を
提
供
す

る
と
い
う
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
客
観
法
上
の
義
務
と
主
観
法
上
に
お
い
て
「
対
を
な
す
も
の
（G

egenstück

）」
で
あ
る
（R

n. 48

）。

㈡
　
つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
内
容
を
明
ら
か
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
権
利
の

保
護
範
囲
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
職
業
関
連
教
育
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
学
校
教
育
全
体

に
及
ぶ
と
指
摘
し
た
（R

n. 49

）
後
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
含
ま
れ
る
「
様
々
な
保
障
次
元
」（R

n. 51

）
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ⅰ
　
特
定
の
形
態
の
学
校
の
提
供
を
求
め
る
請
求
権
は
検
討
に
値
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
国
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
学
校

を
編
成
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
際
に
広
い
裁
量
の
余
地
と
可
能
性
の
留
保
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 53

）。
し
か
し
、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
、
一
般
的
見
解
に
よ
っ
て
生
徒
が
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
機
会
を
平
等
に
与
え
ら
れ
る
た

）
一
四
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

六

め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
公
立
学
校
に
お
け
る
最
低
水
準
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
を
求
め
る
生
徒
の
請
求
権
が
導
か
れ
る
。

た
し
か
に
、
例
外
的
に
、
憲
法
的
法
益
の
保
護
と
い
う
優
越
的
根
拠
が
こ
の
請
求
権
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
学
校
を
自

由
に
編
成
す
る
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
任
務
も
、
乏
し
い
公
的
資
金
の
使
途
を
決
定
す
る
際
の
国
の
決
定
の
自
由
も
、
こ
の
請
求
権

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 57

）。

ⅱ
　
教
育
を
受
け
る
権
利
は
配
分
権
上
の
保
障
次
元
を
有
す
る
（R

n. 58

）。
学
校
教
育
は
、
親
に
よ
る
育
成
及
び
保
護
と
並
ん
で
、
子

ど
も
及
び
青
少
年
が
社
会
的
共
同
体
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
。
ま

た
、
国
は
、
学
校
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
公
立
学
校
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
子
ど
も

及
び
青
少
年
が
公
立
学
校
で
提
供
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
課
程
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
が
自
己
の
人
格
発
展

の
た
め
に
自
己
の
考
え
に
従
っ
て
学
校
で
学
習
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
と

結
び
付
い
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
、
国
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
平
等
に
関
与
す
る
権
利
が
導
か
れ
る
（R

n. 59

）。

ⅲ
　
さ
ら
に
、
生
徒
は
、
各
自
の
学
校
に
お
い
て
各
自
に
与
え
ら
れ
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
制
限
す
る
が
、

基
本
法
七
条
一
項
を
具
体
化
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
学
校
制
度
そ
れ
自
体
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
国
の
措
置
に
対
し
て
異
議

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 61

）。

生
徒
は
、
私
立
学
校
以
外
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
権
利
を
自
己
の
力
に
よ
っ
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
国
が
教
育

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
範
囲
に
限
り
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
事
情
は
、
こ
の
権
利
が
防
御
的
保
障
内
容
を
有
す
る
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
国
が
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
が
共
同
体
に
お
い
て
自
立
し
た
人
間
に
発
展
で
き
る

こ
と
を
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
教
育
任
務
に
応
じ
る
学
校
教
育
を
通
じ
て
支
援
し
助
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国

）
一
四
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

七

が
提
供
す
る
教
育
サ
ー
ビ
ス
は
、
生
徒
が
ま
さ
に
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
が
授
業
に
出
席
す
る
場
合
、
生
徒
は
、
就

学
義
務
を
履
行
す
る
と
と
も
に
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
人
格
を
学
校

教
育
の
助
け
を
借
り
て
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
校
に
固
有
の
発
達
機
会
が
国
の
措
置
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
「
制
約
」
に
当
た
る
（R

n. 62

）。

こ
の
防
御
権
は
、
国
家
が
全
体
と
し
て
編
制
し
た
学
校
制
度
が
、
個
々
の
学
校
に
お
い
て
、
そ
の
種
類
、
内
容
及
び
範
囲
に
応
じ
て
定
め

ら
れ
た
学
校
教
育
を
提
供
す
る
範
囲
に
限
り
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
行
使
を
制
限
す
る

措
置
で
、
こ
の
権
利
の
行
使
の
た
め
に
国
が
用
意
し
た
学
校
制
度
そ
れ
自
体
に
は
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
の
み
異
議
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
制
約
と
言
え
る
た
め
に
は
、
通
学
し
て
い
る
学
校
に
お
い
て
現

時
点
で
提
供
さ
れ
、
利
用
も
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
が
国
の
措
置
に
よ
っ
て
言
わ
ば
「
外
か
ら
」
損
な
わ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
（R

n. 63

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
学
校
組
織
編
制
権
又
は
乏
し
い
公
的
資
金
の
使
途
の
決
定
権
を
根
拠
と
し
て
学
校

構
造
を
変
更
す
る
措
置
は
、
た
と
え
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
提
供
さ
れ
て
い
た
教
育
機
会
が
失
わ
れ
る
と
し
て
も
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
の
制
約
に
当
た
ら
な
い
。
生
徒
は
、
一
般
的
見
解
に
よ
っ
て
そ
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
の
最

低
水
準
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
し
か
要
求
で
き
な
い
（R

n. 64

）。

㈢
　
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
基
本
法
七

条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
学
校
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
権
利
を
制
約
し
て
い
た
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 72

）。

憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
生
徒
ら
は
、
自
ら
が
通
う
学
校
や
ク
ラ
ス
に
お
い
て
対
面
式
授
業
が
感
染
症
予
防
を
理
由
と
し
て
維
持

）
一
四
一
（



コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

七

が
提
供
す
る
教
育
サ
ー
ビ
ス
は
、
生
徒
が
ま
さ
に
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
が
授
業
に
出
席
す
る
場
合
、
生
徒
は
、
就

学
義
務
を
履
行
す
る
と
と
も
に
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
人
格
を
学
校

教
育
の
助
け
を
借
り
て
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
校
に
固
有
の
発
達
機
会
が
国
の
措
置
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
「
制
約
」
に
当
た
る
（R

n. 62

）。

こ
の
防
御
権
は
、
国
家
が
全
体
と
し
て
編
制
し
た
学
校
制
度
が
、
個
々
の
学
校
に
お
い
て
、
そ
の
種
類
、
内
容
及
び
範
囲
に
応
じ
て
定
め

ら
れ
た
学
校
教
育
を
提
供
す
る
範
囲
に
限
り
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
行
使
を
制
限
す
る

措
置
で
、
こ
の
権
利
の
行
使
の
た
め
に
国
が
用
意
し
た
学
校
制
度
そ
れ
自
体
に
は
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
の
み
異
議
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
制
約
と
言
え
る
た
め
に
は
、
通
学
し
て
い
る
学
校
に
お
い
て
現

時
点
で
提
供
さ
れ
、
利
用
も
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
が
国
の
措
置
に
よ
っ
て
言
わ
ば
「
外
か
ら
」
損
な
わ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
（R

n. 63

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
学
校
組
織
編
制
権
又
は
乏
し
い
公
的
資
金
の
使
途
の
決
定
権
を
根
拠
と
し
て
学
校

構
造
を
変
更
す
る
措
置
は
、
た
と
え
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
提
供
さ
れ
て
い
た
教
育
機
会
が
失
わ
れ
る
と
し
て
も
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
の
制
約
に
当
た
ら
な
い
。
生
徒
は
、
一
般
的
見
解
に
よ
っ
て
そ
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
の
最

低
水
準
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
し
か
要
求
で
き
な
い
（R

n. 64

）。

㈢
　
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
基
本
法
七

条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
学
校
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
権
利
を
制
約
し
て
い
た
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 72

）。

憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
生
徒
ら
は
、
自
ら
が
通
う
学
校
や
ク
ラ
ス
に
お
い
て
対
面
式
授
業
が
感
染
症
予
防
を
理
由
と
し
て
維
持

）
一
四
一
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八

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
配
分
権
的
内
容
及
び
給
付
権
的
内
容
に
関
す
る

も
の
で
は
な
く
、
防
御
権
的
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 75

）。
本
件
措
置
は
、
例
え
ば
、
学
校
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
特
定
の
教
育
課

程
及
び
学
年
へ
の
ア
ク
セ
ス
そ
れ
自
体
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
、
国
に
よ
る
授
業
内
容
の
変
更
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
例
え
ば
、
教
育
学
上
又
は
教
授
法
上
の
理
由
に
よ
っ
て
遠
隔
授
業
を
拡

大
す
る
と
い
っ
た
学
校
編
制
上
の
検
討
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
公
的
資
金
の
不
足
に
対
応
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
措
置
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
学
校
に
お
い
て
人
と
人
の
接
触
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
処
す
る

と
い
う
危
険
防
御
法
上
の
目
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
学
校
制
度
は
通

常
の
授
業
形
態
と
し
て
対
面
式
授
業
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
学
校
制
度
そ
の
も
の
に
変
更
は
加
え
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
の
既
存
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
が
学
校
外
の
目
的
の
た
め
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
て

い
る
生
徒
が
有
し
て
い
る
学
校
に
固
有
の
発
展
可
能
性
が
制
限
さ
れ
て
い
た
（R

n. 76

）。

二

　権
利
制
約
の
正
当
化

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
生
徒
の
学
校
教

育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
に
当
た
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び

三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
る
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
形
式
的
合
憲
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
（R

n. 77-106

）
後
、
実
質
的
合
憲
性
の
審
査
に
入
り
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三

項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
比
例
原
則
に
合
致
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 109

）。
以
下
、
目
的
の
正
当
性
、

適
合
性
、
必
要
性
及
び
相
当
性
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

）
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（
岡
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）
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㈠

　目
的
の
正
当
性

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
正
当
な
目
的
に
役
立
つ
と
判
断
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説

示
し
た
。

対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
憲
法
上
正
当
な
目
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護

義
務
を
履
行
す
る
中
で
こ
の
正
当
な
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
（R

n. 110

）。
第
四
次
住
民
保
護
法
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
と
く
に

生
命
と
健
康
を
保
護
し
、
極
め
て
重
要
な
共
通
財
産
で
あ
る
医
療
体
制
の
機
能
遂
行
能
力
及
び
最
善
の
医
療
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
を

追
求
し
た
。
人
と
人
と
の
接
触
を
減
少
さ
せ
る
効
果
的
措
置
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
最
上
位
の
目
的
は
、
医

療
体
制
全
体
の
過
重
負
担
を
回
避
し
、
医
療
を
連
邦
全
域
に
お
い
て
確
保
す
る
た
め
に
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
速
度
を
遅
ら
せ
、
ウ

イ
ル
ス
の
指
数
関
数
的
増
加
を
止
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
（R

n. 111

）。
対
面
式
授
業
の
禁
止
も
感
染
症
予
防
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
立
法

者
は
、
教
育
活
動
に
お
け
る
人
の
接
触
の
多
さ
並
び
に
空
間
的
及
び
そ
の
他
の
条
件
に
か
ん
が
み
る
と
、
学
校
に
お
い
て
は
、
生
徒
と
い

う
大
き
な
集
団
に
対
す
る
比
較
的
高
度
の
リ
ス
ク
が
、
ま
た
、
間
接
的
に
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
比
較
的
高
度
の
感
染
リ
ス
ク
が
あ
っ

た
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
た
。
立
法
者
は
、
と
く
に
低
年
齢
の
生
徒
の
場
合
、
衛
生
措
置
の
徹
底
的
実
施
は
限
ら
れ
た
範
囲
で

の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
こ
と
を
想
定
し
た
（R

n. 112

）。

㈡

　適
合
性

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
感
染
症
に
起
因
す
る
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
し
、

機
能
遂
行
能
力
の
あ
る
医
療
体
制
を
維
持
す
る
と
い
う
立
法
者
が
追
求
す
る
目
的
を
促
進
す
る
の
に
適
合
的
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た

（R
n. 116

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
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㈠

　目
的
の
正
当
性

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
正
当
な
目
的
に
役
立
つ
と
判
断
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説

示
し
た
。

対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
憲
法
上
正
当
な
目
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護

義
務
を
履
行
す
る
中
で
こ
の
正
当
な
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
（R

n. 110

）。
第
四
次
住
民
保
護
法
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
と
く
に

生
命
と
健
康
を
保
護
し
、
極
め
て
重
要
な
共
通
財
産
で
あ
る
医
療
体
制
の
機
能
遂
行
能
力
及
び
最
善
の
医
療
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
を

追
求
し
た
。
人
と
人
と
の
接
触
を
減
少
さ
せ
る
効
果
的
措
置
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
最
上
位
の
目
的
は
、
医

療
体
制
全
体
の
過
重
負
担
を
回
避
し
、
医
療
を
連
邦
全
域
に
お
い
て
確
保
す
る
た
め
に
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
速
度
を
遅
ら
せ
、
ウ

イ
ル
ス
の
指
数
関
数
的
増
加
を
止
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
（R

n. 111

）。
対
面
式
授
業
の
禁
止
も
感
染
症
予
防
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
立
法

者
は
、
教
育
活
動
に
お
け
る
人
の
接
触
の
多
さ
並
び
に
空
間
的
及
び
そ
の
他
の
条
件
に
か
ん
が
み
る
と
、
学
校
に
お
い
て
は
、
生
徒
と
い

う
大
き
な
集
団
に
対
す
る
比
較
的
高
度
の
リ
ス
ク
が
、
ま
た
、
間
接
的
に
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
比
較
的
高
度
の
感
染
リ
ス
ク
が
あ
っ

た
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
た
。
立
法
者
は
、
と
く
に
低
年
齢
の
生
徒
の
場
合
、
衛
生
措
置
の
徹
底
的
実
施
は
限
ら
れ
た
範
囲
で

の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
こ
と
を
想
定
し
た
（R

n. 112

）。

㈡

　適
合
性

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
感
染
症
に
起
因
す
る
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
し
、

機
能
遂
行
能
力
の
あ
る
医
療
体
制
を
維
持
す
る
と
い
う
立
法
者
が
追
求
す
る
目
的
を
促
進
す
る
の
に
適
合
的
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た

（R
n. 116

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
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一
〇

専
門
家
は
、
こ
れ
ま
で
発
生
し
た
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
の
場
合
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス

を
感
染
さ
せ
る
人
に
も
な
り
得
る
こ
と
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
（R

n. 117

）。
そ
う
す
る
と
、
学
校
を
開
け
る
こ
と
は
子
ど
も
同
士

及
び
教
員
と
の
接
触
の
故
に
感
染
症
に
起
因
す
る
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
険
の
発
生
に
寄
与
す
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ

る
。
専
門
家
の
評
価
に
よ
る
と
、
学
校
を
開
け
た
場
合
、
生
徒
は
、
教
室
、
校
舎
、
敷
地
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
通
学
路
に
お
い
て
も
他

の
生
徒
や
教
師
と
様
々
に
接
触
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
中
で
感
染
し
、
家
庭
内
の
人
や
教
員
に
ウ
イ
ル
ス
を
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
（R

n. 118

）。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
感
染
者
指
数
が
高
い
場
合
の
対
面
式
授
業
の
制
限
は
、
人
と
人
と

の
接
触
を
制
限
す
る
た
め
の
「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
の
他
の
措
置
と
併
せ
て
感
染
と
医
療
体
制
の
過
重
負
担
に
よ
る
生
命
及
び
身
体
の

危
険
か
ら
住
民
を
保
護
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
立
法
者
の
評
価
に
憲
法
上
の
疑
問
は
生
じ
な
い

（R
n. 119

）。

㈢

　必
要
性

さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
感
染
症
に
起
因
す
る
生
命
及
び
身
体
の
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
し
、
機
能

遂
行
能
力
の
あ
る
医
療
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
も
あ
っ
た
と
判
断
し
た
（R

n. 121

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
週
二
回
の
定
期

検
査
を
実
施
し
、
か
つ
適
切
な
予
防
・
衛
生
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
面
式
授
業
を
完
全
に
維
持
す
る
と
い
う
代
替
措
置
と
対
比

し
つ
つ
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 124

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
た
し
か
に
週
二
回
感
染
の
有
無
に
関
す
る
検
査
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
生
徒
の
負
担
は
、
基
準
と
な
る
限
界
値

を
超
え
た
場
合
に
対
面
式
授
業
の
中
止
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
よ
り
も
少
な
い
。
通
常
の
場
合
、
対
面
式
授
業
の
中
止
が
生
徒
の
人
格
発
展

に
及
ぼ
す
悪
影
響
は
、
検
査
に
伴
う
負
担
よ
り
も
明
ら
か
に
深
刻
で
あ
る
（R

n. 125
）。
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ⅱ
　
し
か
し
、
こ
れ
が
少
な
く
と
も
同
等
に
効
果
的
な
代
替
措
置
で
あ
る
こ
と
を
必
要
な
明
確
性
を
も
っ
て
確
認
で
き
な
い
（R

n. 

126

）。
た
し
か
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学C

O
V

ID
-19

デ
ー
タ
解
析
グ
ル
ー
プ
は
、
定
期
検
査
を
実
施
し
、
衛
生
措
置
を
講
じ
た
上
で
学
校
を

開
け
る
こ
と
は
休
校
よ
り
も
感
染
拡
大
を
抑
制
す
る
よ
り
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
（R

n. 127

）。
し
か

し
、
他
の
専
門
家
は
こ
の
評
価
に
与
し
な
か
っ
た
。
複
数
の
専
門
家
は
、
こ
の
措
置
の
体
系
的
・
継
続
的
観
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
指

摘
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
代
替
措
置
の
実
効
性
に
関
す
る
言
明
は
漠
然
と
し
て
い
る
（R

n. 128

）。
さ
ら
に
、
学
校
の
周
辺
地
域
に
お

け
る
感
染
拡
大
は
学
校
閉
鎖
に
よ
っ
て
の
み
確
実
に
阻
止
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
対
面
式
授
業
を
維
持
す
る
場
合
に
は
、
少
な
く

と
も
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ャ
リ
テ
ー
（C

harité （
５
））

の
評
価
に
よ
る
と
、
学
校
に
お
け

る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
全
国
的
実
施
は
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
の
理
由
に
よ
り
不
可
能
で
あ
る
（R

n. 129

）。
そ
う
す
る
と
、
感
染
者
指
数
が
高
く
、

感
染
経
路
の
追
跡
手
段
が
限
定
的
で
あ
る
か
又
は
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
新
た
な
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
が
高
度
の
感
染
力
を
有
す
る

こ
と
を
考
慮
し
て
、
感
染
症
は
、
定
期
検
査
を
実
施
し
衛
生
措
置
を
講
じ
た
上
で
学
校
活
動
を
維
持
す
る
よ
り
も
、
対
面
式
授
業
の
制
限

に
よ
っ
て
効
果
的
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
立
法
者
の
評
価
が
も
は
や
適
切
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
十
分
に

確
実
な
知
見
は
存
在
し
な
い
（R

n. 130

）。

㈣

　相
当
性

最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
基
準
と
な
る
法
律
制
定
時
に
利
用
可
能
で
あ
っ
た
知
見
に
照
ら
す
と
狭
義

の
比
例
原
則
に
合
致
し
て
い
た
と
判
断
し
た
（R

n. 133

）。

⒜
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
「
重
大
に
」
損
な
う
も
の

で
あ
る
と
評
価
し
た
（R

n. 138

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
の
重
大
性
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
六
点
を

）
一
一
一
（
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よ
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感
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指
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。
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に
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の
実
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、
学
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に
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る
感
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拡
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は
学
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閉
鎖
に
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て
の
み
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で
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、
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も
Ｐ
Ｃ
Ｒ
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と
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シ
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Ｒ
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検
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す
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す
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憲
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憲
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、
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面
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禁
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は
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を
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利
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重
大
に
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損
な
う
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と
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憲
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は
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八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

一
二

指
摘
し
た
。

ⅰ
　
連
邦
人
口
研
究
所
に
よ
る
と
、
学
校
の
完
全
閉
鎖
及
び
部
分
閉
鎖
は
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
二
〇
二
一
年
六
月
初
旬
ま
で
の
期
間

に
お
い
て
全
体
で
一
七
三
日
に
達
し
た
。
ド
イ
ツ
教
員
協
会
会
長
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
三
月
以
降
、
生
徒
一
人
あ
た
り
三
五
〇
時
間

か
ら
八
〇
〇
時
間
の
対
面
式
授
業
が
中
止
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
平
均
し
て
半
学
年
分
で
あ
る
（R

n. 140

）。

ⅱ
　
専
門
家
の
意
見
表
明
は
、
対
面
式
授
業
は
主
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
式
授
業
に
置
き
換
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
課
題
の
提
供
に
置
き

換
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 141

）。

ⅲ
　
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
授
業
の
中
止
は
、
学
習
時
間
の
大
幅
な
減
少
を
招
来
さ
せ
た
（R

n. 142

）。
専
門
家
の
評
価
に
よ
れ

ば
、
対
面
式
授
業
の
中
止
は
、
学
習
の
遅
れ
、
各
科
目
の
能
力
の
発
展
に
対
す
る
悪
影
響
及
び
人
格
発
展
の
不
足
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を

前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 143
）。

ⅳ
　
専
門
家
は
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に
よ
っ
て
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
と
っ
て
重
要
な
社
会
化
空
間
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
一
致
し
て

指
摘
し
た
。
子
ど
も
及
び
青
少
年
は
、
と
く
に
そ
の
心
理
社
会
的
発
達
の
た
め
に
社
会
的
接
触
を
必
要
と
す
る
。
子
ど
も
及
び
青
少
年
は
、

他
者
と
の
対
話
の
中
で
社
会
的
能
力
を
発
展
さ
せ
る
。
対
面
式
授
業
の
中
止
が
集
団
能
力
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
（R

n. 144

）。

ⅴ
　
専
門
家
は
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に
起
因
す
る
学
習
の
遅
れ
は
、
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
あ
る
家
庭
の
子
ど
も
と
小
学
生
に
お

い
て
と
く
に
大
き
い
こ
と
を
一
致
し
て
指
摘
し
た
（R

n. 145

）。
ま
さ
に
小
学
生
は
と
く
に
強
く
対
面
式
授
業
を
必
要
と
し
て
い
る
。
小

学
生
の
場
合
に
は
自
習
能
力
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
読
み
書
き
な
ど
の
基
本
的
能
力
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
ど
う

か
は
、
教
師
と
の
直
接
的
な
対
話
の
機
会
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
小
学
生
の
場
合
、
遠
隔
授
業
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
る
学

習
が
有
す
る
代
償
効
果
も
極
め
て
低
い
（R

n. 147

）。
専
門
家
の
評
価
に
よ
る
と
、
学
習
意
欲
を
継
続
さ
せ
る
基
礎
は
ま
さ
に
初
期
の
教

）
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一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
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ミ
ッ
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お
け
る
学
校
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育
を
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け
る
権
利
（
岡
田
）

一
三

育
段
階
に
お
い
て
築
か
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
も
、
小
学
生
は
学
校
閉
鎖
か
ら
特
別
の
不
利
益
を
受
け
て
い
る
。
小
学
校
で
習
得
し

た
能
力
を
土
台
と
し
て
そ
れ
以
降
の
学
校
に
お
け
る
能
力
の
習
得
が
行
わ
れ
る
。
低
学
年
に
お
い
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
基
礎
に
関
す
る
学

習
の
遅
れ
は
、
学
校
教
育
全
体
の
成
功
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
学
生
は
、
そ
の
初
期
の
発
達
段
階
に
お
い
て
、
対
面

式
授
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
、
同
級
生
と
の
対
話
の
中
で
社
会
学
習
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
生
活
・
体
験
空
間
も
必
要
と
し
て
い

る
。
こ
の
空
間
に
よ
っ
て
、
同
じ
年
齢
の
子
ど
も
と
対
面
す
る
中
で
の
社
会
的
学
習
が
可
能
に
な
る
（R

n. 148

）。

ⅵ
　
専
門
家
の
意
見
表
明
か
ら
、
対
面
式
授
業
の
中
止
と
い
っ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
接
触
制
限
の
た
め
に
生
徒
の
健
康
や
家

庭
関
係
が
悪
化
し
、
こ
れ
に
よ
り
教
育
機
会
の
取
得
が
間
接
的
に
損
な
わ
れ
た
事
例
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
専
門
家
の

意
見
表
明
に
よ
る
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
一
般
的
制
限
も
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
生
活
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
と
心
理
的
幸
福
度
を

悪
化
さ
せ
る
。
と
同
時
に
、
精
神
障
害
と
心
身
の
苦
痛
の
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
顕
著
な
運
動

不
足
が
見
ら
れ
、
肥
満
や
栄
養
過
多
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
一
致
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（R

n. 151

）。
子
ど
も
の
福
祉
が
危
険

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
、
国
の
監
督
を
受
け
る
空
間
で
あ
る
学
校
に
お
い
て
認
知
で
き
る
の
で
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に

よ
っ
て
、
早
期
に
手
が
か
り
を
認
知
す
る
機
会
が
著
し
く
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（R

n. 152

）。

⒝
　
他
方
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
重
大
な
制
約
は
、
法
律
制
定
時
に
お
い
て
、
感
染
症
に
起

因
す
る
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
公
共
の
利
益
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
た

（R
n. 153

）。

ⅰ
　
二
〇
二
一
年
四
月
の
法
律
制
定
時
に
お
い
て
、
高
度
の
動
態
性
を
特
徴
と
す
る
感
染
事
象
が
存
在
し
て
い
た
。
感
染
症
は
指
数
関

数
的
に
拡
大
し
て
い
た
。C

O
V

ID
-19

に
感
染
し
集
中
治
療
を
必
要
と
す
る
患
者
の
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
た
め
、
多
く
の
病
院
が
緊
急
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た
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を
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台
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そ
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以
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学
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力
の
習
得
が
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わ
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る
。
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に
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え
ら
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べ
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に
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学

習
の
遅
れ
は
、
学
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教
育
全
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の
成
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を
阻
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す
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
学
生
は
、
そ
の
初
期
の
発
達
段
階
に
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て
、
対
面

式
授
業
に
よ
っ
て
提
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さ
れ
る
、
同
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生
と
の
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の
中
で
社
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学
習
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
生
活
・
体
験
空
間
も
必
要
と
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て
い

る
。
こ
の
空
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に
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て
、
同
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年
齢
の
子
ど
も
と
対
面
す
る
中
で
の
社
会
的
学
習
が
可
能
に
な
る
（R

n. 148

）。

ⅵ
　
専
門
家
の
意
見
表
明
か
ら
、
対
面
式
授
業
の
中
止
と
い
っ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
接
触
制
限
の
た
め
に
生
徒
の
健
康
や
家

庭
関
係
が
悪
化
し
、
こ
れ
に
よ
り
教
育
機
会
の
取
得
が
間
接
的
に
損
な
わ
れ
た
事
例
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
専
門
家
の

意
見
表
明
に
よ
る
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
一
般
的
制
限
も
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
生
活
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
と
心
理
的
幸
福
度
を

悪
化
さ
せ
る
。
と
同
時
に
、
精
神
障
害
と
心
身
の
苦
痛
の
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
子
ど
も
及
び
青
少
年
の
顕
著
な
運
動

不
足
が
見
ら
れ
、
肥
満
や
栄
養
過
多
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
一
致
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（R

n. 151

）。
子
ど
も
の
福
祉
が
危
険

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
、
国
の
監
督
を
受
け
る
空
間
で
あ
る
学
校
に
お
い
て
認
知
で
き
る
の
で
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に

よ
っ
て
、
早
期
に
手
が
か
り
を
認
知
す
る
機
会
が
著
し
く
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（R

n. 152

）。

⒝
　
他
方
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
重
大
な
制
約
は
、
法
律
制
定
時
に
お
い
て
、
感
染
症
に
起

因
す
る
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
公
共
の
利
益
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
た

（R
n. 153

）。

ⅰ
　
二
〇
二
一
年
四
月
の
法
律
制
定
時
に
お
い
て
、
高
度
の
動
態
性
を
特
徴
と
す
る
感
染
事
象
が
存
在
し
て
い
た
。
感
染
症
は
指
数
関

数
的
に
拡
大
し
て
い
た
。C

O
V

ID
-19

に
感
染
し
集
中
治
療
を
必
要
と
す
る
患
者
の
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
た
め
、
多
く
の
病
院
が
緊
急

）
一
一
一
（
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一
四

運
営
に
切
り
替
え
、
予
定
で
き
る
手
術
の
回
数
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
が
直
ち
に
危
惧
さ
れ
た
。
同
時
に
、

よ
り
感
染
力
が
強
く
、
致
死
率
の
高
い
新
種
ウ
イ
ル
ス
株
が
急
速
に
蔓
延
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
変
異
株
は
よ
り
感
染
し
や
す
い
た
め
、

集
中
治
療
を
必
要
と
す
る
患
者
の
増
加
が
加
速
す
る
こ
と
、
及
び
感
染
者
指
数
が
一
〇
〇
を
超
え
る
と
接
触
者
追
跡
調
査
が
し
ば
し
ば
不

可
能
に
な
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
成
功
を
妨

げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
感
染
者
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
抑
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（R

n. 155

）。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

制
御
不
能
に
陥
っ
た
感
染
事
象
と
こ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
医
療
体
制
の
機
能
不
全
に
よ
っ
て
生
命
及
び
身
体
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
か
ら
住
民
を
守
る
た
め
に
、
感
染
事
象
の
動
態
性
を
で
き
る
だ
け
包
括
的
か
つ
迅
速
に
断
ち
切
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
（R

n. 156

）。

ⅱ
　
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
立
法
者
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
よ
っ
て

極
め
て
重
要
な
公
共
の
福
祉
の
目
的
を
追
求
し
て
い
る
（R

n. 157

）。
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
の
健
康
及
び

生
命
は
、
極
め
て
重
要
な
法
益
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
制
定
時
に
お
け
る
事
実
状
況
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
法
益
が
重
大
に
損
な

わ
れ
る
緊
急
の
危
険
性
も
存
在
し
て
い
た
。
二
〇
二
一
年
四
月
の
状
況
の
特
徴
は
、
感
染
症
の
指
数
関
数
的
拡
大
、
感
染
力
が
強
く
致
死

率
が
高
い
新
た
な
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
の
拡
大
、
そ
れ
に
伴
っ
て
感
染
経
路
追
跡
が
不
可
能
に
な
る
危
険
、
そ
し
て
、
感
染
し
て
集
中
治
療

を
必
要
と
す
る
患
者
の
数
の
急
増
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
何
の
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
は
多
く
の
人
が
感
染
症

に
起
因
し
て
重
篤
な
病
気
に
な
り
、
死
亡
す
る
こ
と
、
及
び
、
多
く
の
病
院
に
お
い
て
集
中
治
療
室
の
過
重
負
担
が
発
生
し
、
生
命
及
び

身
体
に
対
す
る
危
険
が
高
ま
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
感
染
事
象
の
動
態
性
と
制
御
不
能
の
危
険
性
か

ら
し
て
指
数
関
数
的
拡
大
を
断
ち
切
る
た
め
の
行
動
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
エ
ス
ケ
ー
プ
ウ
イ
ル
ス
変

異
株
の
出
現
に
よ
っ
て
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
成
功
を
危
う
く
し
な
い
た
め
に
も
、
そ
う
で
あ
る
（R

n. 158

）。

）
一
一
四
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

一
五

⒞
　
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
潜
在
的
脅
威
に
関
す
る
不
確
実
性
が
、
法
律
制
定
時
に

お
い
て
も
、
ま
た
、
そ
の
適
用
期
間
中
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
そ
の
対
策
の
た
め
に
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
教

育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
重
大
な
制
約
と
、
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
危
険
か
ら
住
民
を
保
護
し
、
医
療

体
制
を
過
重
負
担
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
制
約
を
正
当
化
す
る
重
要
な
公
共
の
利
益
は
対
立
関
係
に
あ
る
が
、
立
法
者
は
、
結
果
と
し
て
、

当
時
に
お
い
て
、
憲
法
適
合
的
な
仕
方
で
両
者
の
均
衡
を
創
出
す
る
と
い
う
任
務
を
遂
行
し
た
と
論
じ
て
い
る
（R

n. 159

）。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
以
下
の
五
点
を
指
摘
し
た
。

ⅰ
　
立
法
者
は
、
個
人
の
利
益
と
公
共
の
利
益
の
調
整
に
向
け
た
規
制
を
規
範
化
し
た
（R

n. 160

）。
①
対
面
式
授
業
は
七
日
間
指
数

の
限
界
値
を
超
え
た
郡
又
は
郡
に
属
し
な
い
市
に
限
定
し
て
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
措
置
の
範
囲
は
初
め
か
ら
限
定
的
で
あ
る
。
ま
た
、

学
校
は
、
他
の
接
触
地
点
と
は
異
な
り
、
感
染
者
指
数
一
〇
〇
を
超
え
た
場
合
で
も
完
全
に
閉
鎖
す
る
必
要
は
な
く
、
感
染
者
指
数

一
六
五
を
超
え
た
場
合
に
限
り
閉
鎖
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
生
徒
が
自
立
し
た
人
間
に
発
展
す
る
た
め
の
基
本
条
件
で

あ
る
学
校
教
育
の
実
施
に
と
っ
て
の
対
面
式
授
業
の
格
別
の
重
要
性
を
考
慮
し
た
。
生
徒
と
教
師
と
が
直
接
に
交
流
す
る
学
校
に
お
け
る

授
業
は
、
感
染
事
象
を
抑
制
す
る
た
め
に
さ
ら
な
る
接
触
制
限
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
状
況
に
達
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
完
全
に
中
止
さ

れ
る
（R

n. 161

）。
②
さ
ら
に
、
州
は
、
州
が
定
め
た
基
準
に
従
っ
て
緊
急
保
育
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
も
対
立
す

る
利
益
の
調
整
が
相
当
で
あ
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
連
邦
議
会
は
、
学
校
教
育
の
利
益
に
対
し
て
感
染
症
対

策
の
利
益
を
後
退
さ
せ
た
。
た
し
か
に
、
緊
急
保
育
は
、
と
り
わ
け
、
家
庭
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
親
が
自
宅
に
お
い
て
職
業
活

動
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
保
育
の
必
要
が
あ
る
生
徒
を
引
き
受
け
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
州
は
、
独
自
の
基

）
一
一
一
（
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も
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準
で
緊
急
保
育
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
技
術
的
諸
条
件
の
欠
如
、
不
適
当
な
学
習
環
境
又
は
サ

ポ
ー
ト
の
欠
如
の
た
め
に
、
自
宅
で
遠
隔
授
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
生
徒
が
遠
隔
授
業
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
も
利
用
さ
れ
た
（R

n. 162

）。
③
加
え
て
、
州
は
最
終
学
年
と
特
別
学
校
を
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
適
用
除
外
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
制
約
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
（R

n. 163

）。

ⅱ
　
遠
隔
授
業
の
実
施
が
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
に
と
っ
て
決
定
的
役

割
を
果
た
す
（R

n. 164
）。

遠
隔
授
業
は
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に
よ
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
の
強
度
を
大
き
く
低
下
さ
せ
る
た
め
に
、
感
染
症
対
策

の
観
点
か
ら
問
題
の
な
い
手
段
で
あ
る
。
た
し
か
に
遠
隔
授
業
が
対
面
式
授
業
の
代
わ
り
に
な
り
得
る
の
は
限
定
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
。

専
門
家
は
、
対
面
式
授
業
は
、
生
徒
と
教
師
が
直
接
対
話
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
成
功
裡
に
か
つ
機
会
の
公
平
を
確
保
し
つ
つ
教
育
を

実
施
し
社
会
的
技
能
を
習
得
さ
せ
る
の
に
適
し
て
い
る
と
一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
読
み
書
き
の
よ
う
な
基
本
的
技
能
は
教
師
と
の
直

接
の
対
話
の
中
で
し
か
成
功
裡
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
と
く
に
小
学
生
は
対
面
式
授
業
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
専
門
家
の
意
見
表
明
か
ら
は
、
遠
隔
教
育
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
学
校
閉
鎖
に
よ
る
教
育
不
足
や
学
習
損
失
は
大
幅
に
減
少
す
る

こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
専
門
家
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
生
徒
及
び
教
師
に
お
い
て
優
れ
た
デ
ジ
タ
ル
機
器
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
に
適
合
し
た

教
育
学
的
コ
ン
セ
プ
ト
が
存
在
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
技
能
と
知
識
に
つ
い
て
は
遠
隔
授
業
の
枠
内
に
お
い
て
も
成
功
裡
に
伝
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
（R

n. 165

）。

た
し
か
に
、
連
邦
の
立
法
者
は
、
学
校
法
上
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い
た
め
に
、
連
邦
の
立
法
者
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
基
づ

い
て
対
面
式
授
業
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
で
き
る
限
り
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 166

）。
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一
七

し
か
し
、
州
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
対
面
式
授
業
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
に
で
き
る
限
り
遠
隔
授
業
を
実
施
す
る
よ
う
に
配

慮
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
連
邦
法
上
の
措
置
に
つ
い
て
も
、
比
較
的
長
期
間
続
く
学
校
閉
鎖
に
起
因
す
る
教
育
を
受

け
る
権
利
の
重
大
な
侵
害
が
遠
隔
授
業
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
た
（R

n. 167

）。

国
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
今
日
の
社
会
生
活
に
対
応

す
る
教
育
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
人
格
を
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
素
質
と
能
力
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
ず
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
学
校
制
度
を
保
障
す
る
任
務
を
有
す
る
（R

n. 168

）。
州
は
、
学
校
制
度
に
つ
い
て
単
独
で
権
限
を
有
す
る
が
、
通
常
は
、
こ
の
よ

う
な
国
の
任
務
か
ら
学
校
制
度
を
特
定
の
形
態
に
お
い
て
編
制
す
る
州
の
義
務
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
は
、
学
校
制
度
の
編

制
に
際
し
て
広
い
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
学
校
教
育
が
生
徒
の
人
格
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
最
低
水
準
を

下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
教
育
任
務
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
州
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
最
低

水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
予
防
措
置
を
講
じ
る
客
観
法
上
の
義
務
を
負
う
（R

n. 169

）。

本
件
に
お
い
て
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
し
て
対
面
式
授
業
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
中
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在

し
て
い
た
。
州
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
が
適
用
さ
れ
て
い
る
期
間
に
お
い
て
も
、
中
止
し
た
対
面
式
授
業
を

出
来
る
限
り
遠
隔
授
業
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（R

n. 170

）。
教
員
と
生
徒
が
交
流
し
つ
つ
授
業
を
行

う
こ
と
は
、
学
校
教
育
を
保
障
す
る
と
い
う
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
国
の
任
務
の
中
核
的
構
成
要
素
で
あ
る
。
比
較
的
長
期
に

わ
た
っ
て
全
く
授
業
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
生
徒
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な
国
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
最
低
水
準
を
明
ら
か
に
下

回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
住
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
を
根
拠
と
し
て
、
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
に
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る

こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
州
は
、
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
の
最
低
水
準
を
維
持

）
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一
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一
七

し
か
し
、
州
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
対
面
式
授
業
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
に
で
き
る
限
り
遠
隔
授
業
を
実
施
す
る
よ
う
に
配

慮
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
連
邦
法
上
の
措
置
に
つ
い
て
も
、
比
較
的
長
期
間
続
く
学
校
閉
鎖
に
起
因
す
る
教
育
を
受

け
る
権
利
の
重
大
な
侵
害
が
遠
隔
授
業
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
た
（R

n. 167

）。

国
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
今
日
の
社
会
生
活
に
対
応

す
る
教
育
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
人
格
を
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
素
質
と
能
力
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
ず
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
学
校
制
度
を
保
障
す
る
任
務
を
有
す
る
（R

n. 168

）。
州
は
、
学
校
制
度
に
つ
い
て
単
独
で
権
限
を
有
す
る
が
、
通
常
は
、
こ
の
よ

う
な
国
の
任
務
か
ら
学
校
制
度
を
特
定
の
形
態
に
お
い
て
編
制
す
る
州
の
義
務
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
は
、
学
校
制
度
の
編

制
に
際
し
て
広
い
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
学
校
教
育
が
生
徒
の
人
格
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
最
低
水
準
を

下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
教
育
任
務
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
州
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
最
低

水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
予
防
措
置
を
講
じ
る
客
観
法
上
の
義
務
を
負
う
（R

n. 169

）。

本
件
に
お
い
て
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
し
て
対
面
式
授
業
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
中
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在

し
て
い
た
。
州
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
が
適
用
さ
れ
て
い
る
期
間
に
お
い
て
も
、
中
止
し
た
対
面
式
授
業
を

出
来
る
限
り
遠
隔
授
業
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（R

n. 170

）。
教
員
と
生
徒
が
交
流
し
つ
つ
授
業
を
行

う
こ
と
は
、
学
校
教
育
を
保
障
す
る
と
い
う
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
国
の
任
務
の
中
核
的
構
成
要
素
で
あ
る
。
比
較
的
長
期
に

わ
た
っ
て
全
く
授
業
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
生
徒
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な
国
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
最
低
水
準
を
明
ら
か
に
下

回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
住
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
を
根
拠
と
し
て
、
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
に
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る

こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
州
は
、
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
の
最
低
水
準
を
維
持

）
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す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
可
能
性
を
利
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
と
く
に
遠
隔
授
業
が
含
ま
れ
る
。
遠
隔
授
業
は
、

人
と
人
と
の
接
触
を
増
や
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
感
染
症
対
策
の
観
点
か
ら
問
題
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
遠
隔
授
業
の
代

償
効
果
は
小
学
生
に
つ
い
て
は
限
定
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
小
学
生
の
場
合
、
読
み
書
き
の
よ
う
な
基
本
的
技
能
を
習

得
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
ど
う
は
、
教
師
と
の
直
接
的
か
つ
個
人
的
な
対
話
の
機
会
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
遠
隔

授
業
は
、
専
門
家
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
中
等
教
育
課
程
以
上
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
学
校
閉
鎖
の
結
果
生
じ
る
教
育
不
足
や

学
習
損
失
を
少
な
く
と
も
部
分
的
に
回
避
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教

育
任
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
州
に
与
え
ら
れ
る
形
成
の
自
由
は
、
中
止
さ
れ
た
対
面
式
授
業
を
遠
隔
授
業
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
権
限
を
州
に
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
学
校
教
育
の
最
低
条
件
と
し
て
、
感
染
症
予

防
の
観
点
か
ら
可
能
な
限
り
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（R

n. 171

）。

加
え
て
、
各
生
徒
の
就
学
場
所
に
お
い
て
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
又
は
そ
の
名
に
値
す
る
範
囲
に
お
い
て
実
施
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
中
止
の
代
償
と
し
て
遠
隔
授
業
を
保
障
す
る
州
の
客
観
法
上
の
義
務
と
と

も
に
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
導
出
さ
れ
る
遠
隔
授
業
の
実
施
を
求
め
る
個
々
の
生
徒
の
請
求
権

も
発
生
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
措
置
の
期
待
可
能
性
に
寄
与
し
た
（R

n. 173

）。
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付

い
た
二
条
一
項
に
基
づ
く
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
生
徒
に
対
し
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て
そ
の
人
格
の
発
展
に
不
可
欠
な
最
低
水

準
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
与
え
る
。
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
州
は
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教
育
任

務
を
具
体
化
す
る
に
際
し
て
の
裁
量
の
余
地
も
、
ま
た
、
乏
し
い
公
的
資
金
を
国
の
他
の
任
務
に
使
用
す
る
こ
と
も
援
用
で
き
な
い
。
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
に
お
け
る
最
低
水
準
に
は
、
遠
隔
授
業
の
実
施
も
含
ま
れ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
う
で
な
い
と
、
比
較
的
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一
九

長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
っ
た
く
授
業
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
公
立
学
校
の
個
別
の
就
学
場
所
に

お
い
て
、
対
面
式
授
業
の
代
わ
り
に
遠
隔
授
業
が
そ
の
名
に
値
す
る
範
囲
に
お
い
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
範
囲

に
お
い
て
、
人
的
、
物
的
及
び
組
織
的
種
類
の
深
刻
な
障
害
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
対
応
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る

関
係
す
る
生
徒
の
請
求
権
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（R

n. 174

）。

ⅲ
　
一
般
的
に
は
、
負
担
を
課
す
規
制
が
効
力
を
生
じ
て
い
る
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
立
法
者
が
よ
り
根
拠
の
あ
る
判
断
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、
作
用
連
関
に
つ
い
て
根
拠
が
不
十
分
な
想
定
に
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
負
担
を
課
す
規
制

が
効
力
を
生
じ
て
い
る
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
措
置
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
基
礎
と
な
る
認
識
は
よ
り
支
持
で
き
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 177

）。
対
立
す
る
利
益
の
重
要
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
、
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
重
大
な

危
険
に
つ
い
て
、
国
が
、
危
険
防
御
の
た
め
の
自
由
を
よ
り
制
限
し
な
い
代
替
措
置
を
究
明
す
る
こ
と
に
十
分
に
寄
与
し
な
か
っ
た
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
受
忍
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
を
よ
り
制
限
し
な
い
手
段
が
人
々
に
よ
り
大
き
な
財
政
的
負

担
を
課
す
と
い
う
反
論
は
、
国
が
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
よ
り
根
拠
の
あ
る
判
断
を
す
る
機
会
を
逃
す
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
比

較
衝
量
の
中
で
重
み
を
失
う
（R

n. 178

）。

本
件
で
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
認
識
獲
得
に
際
し
て
の
国
の
懈
怠
は
確
認

で
き
な
い
（R

n. 179

）。
た
し
か
に
、
危
険
状
況
は
法
律
制
定
時
に
お
い
て
す
で
に
一
年
以
上
継
続
し
、
数
箇
月
に
わ
た
る
州
法
に
基
づ
く

対
面
式
授
業
の
制
限
が
先
行
し
て
お
り
、
感
染
事
象
に
と
っ
て
の
対
面
式
授
業
の
意
味
に
つ
い
て
詳
し
く
究
明
す
る
た
め
の
最
初
の
機
会

が
あ
っ
た
（R

n. 180

）。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
二
一
年
四
月
二
三
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
適
用
さ
れ
た
規
制
を
判
断
す
る
場
合
、
対
面

式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
国
の
懈
怠
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
立
法
者
は
、
国
も
責
任

）
一
一
一
（
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一
九

長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
っ
た
く
授
業
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
公
立
学
校
の
個
別
の
就
学
場
所
に

お
い
て
、
対
面
式
授
業
の
代
わ
り
に
遠
隔
授
業
が
そ
の
名
に
値
す
る
範
囲
に
お
い
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
範
囲

に
お
い
て
、
人
的
、
物
的
及
び
組
織
的
種
類
の
深
刻
な
障
害
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
対
応
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る

関
係
す
る
生
徒
の
請
求
権
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（R

n. 174

）。

ⅲ
　
一
般
的
に
は
、
負
担
を
課
す
規
制
が
効
力
を
生
じ
て
い
る
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
立
法
者
が
よ
り
根
拠
の
あ
る
判
断
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、
作
用
連
関
に
つ
い
て
根
拠
が
不
十
分
な
想
定
に
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
負
担
を
課
す
規
制

が
効
力
を
生
じ
て
い
る
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
措
置
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
基
礎
と
な
る
認
識
は
よ
り
支
持
で
き
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 177

）。
対
立
す
る
利
益
の
重
要
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
、
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
重
大
な

危
険
に
つ
い
て
、
国
が
、
危
険
防
御
の
た
め
の
自
由
を
よ
り
制
限
し
な
い
代
替
措
置
を
究
明
す
る
こ
と
に
十
分
に
寄
与
し
な
か
っ
た
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
受
忍
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
を
よ
り
制
限
し
な
い
手
段
が
人
々
に
よ
り
大
き
な
財
政
的
負

担
を
課
す
と
い
う
反
論
は
、
国
が
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
よ
り
根
拠
の
あ
る
判
断
を
す
る
機
会
を
逃
す
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
比

較
衝
量
の
中
で
重
み
を
失
う
（R

n. 178

）。

本
件
で
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
認
識
獲
得
に
際
し
て
の
国
の
懈
怠
は
確
認

で
き
な
い
（R

n. 179

）。
た
し
か
に
、
危
険
状
況
は
法
律
制
定
時
に
お
い
て
す
で
に
一
年
以
上
継
続
し
、
数
箇
月
に
わ
た
る
州
法
に
基
づ
く

対
面
式
授
業
の
制
限
が
先
行
し
て
お
り
、
感
染
事
象
に
と
っ
て
の
対
面
式
授
業
の
意
味
に
つ
い
て
詳
し
く
究
明
す
る
た
め
の
最
初
の
機
会

が
あ
っ
た
（R

n. 180

）。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
二
一
年
四
月
二
三
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
適
用
さ
れ
た
規
制
を
判
断
す
る
場
合
、
対
面

式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
国
の
懈
怠
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
立
法
者
は
、
国
も
責
任

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

二
〇

を
負
う
べ
き
認
識
状
況
の
改
善
に
配
慮
し
て
い
る
。
感
染
症
予
防
法
五
条
九
項
一
文
に
基
づ
い
て
、
連
邦
保
健
省
は
、
国
家
的
規
模
の
流

行
状
況
の
認
定
の
期
間
中
に
講
じ
ら
れ
た
予
防
措
置
の
効
果
に
つ
い
て
外
部
評
価
を
委
託
す
る
。
こ
れ
に
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条

に
基
づ
く
措
置
も
含
ま
れ
る
。
連
邦
政
府
は
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
に
講
じ
ら
れ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
措
置
に
つ
い
て
、

学
校
関
連
の
措
置
の
実
効
性
を
含
む
保
護
措
置
の
実
効
性
に
関
す
る
調
査
研
究
（„S

topptC
O

V
ID

-S
tudie “

）
を
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究

所
に
委
託
し
た
と
述
べ
た
（R

n. 181

）。
第
二
に
、
国
に
対
し
て
は
、
感
染
事
象
の
動
態
性
に
か
ん
が
み
て
、
不
確
実
性
を
排
除
す
る
可
能

性
を
明
ら
か
に
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
合
理
的
な
期
間
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 182

）。

ⅳ
　
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
る
危
険
状
況
の
進
行
中
に
繰
り
返
さ
れ
る
基
本
権
を
制
限
す

る
危
険
防
御
措
置
の
期
待
可
能
性
を
評
価
す
る
際
に
は
、
国
が
、
危
険
防
御
の
た
め
の
制
約
を
時
間
の
経
過
と
と
も
に
危
険
の
初
期
段
階

よ
り
も
基
本
権
を
よ
り
害
さ
な
い
よ
う
な
形
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
国
が
責
任
を
負
う
領
域
に
お
い
て
、
当
然

に
考
え
付
く
期
待
可
能
な
事
前
措
置
を
適
時
に
講
じ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
前
措
置
が
講
じ

ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
進
行
の
中
で
、
危
険
を
よ
り
緩
や
か
な
手
段
に
よ
っ
て
対
処
す
る
可
能
性
が
実
際
上
な

い
こ
と
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
負
担
を
課
す
措
置
を
免
れ
る
と
い
う
関
係
者
の
利
益
は
、
認
識
状
況
の
改
善
へ
の

関
与
が
不
十
分
で
あ
る
事
例
と
同
じ
よ
う
に
、
対
立
す
る
公
共
の
利
益
と
の
比
較
較
量
の
中
で
さ
ら
な
る
重
み
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
（R

n. 184

）。

し
か
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
の
期
待
可
能
性
に
関
連
す
る
国
の
懈
怠
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 185

）。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

継
続
中
に
学
校
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
る
感
染
症
対
策
措
置
で
、
基
本
権
を
よ
り
制
約
し
な
い
も
の
と
し
て
容
易
に
思
い
つ
く
予
防
措
置
と

し
て
、
教
室
の
換
気
条
件
の
改
善
や
、
離
隔
距
離
要
求
を
遵
守
す
る
た
め
の
よ
り
広
い
部
屋
を
利
用
す
る
と
い
う
選
択
肢
の
提
供
が
考
え

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
一

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
学
校
閉
鎖
を
防
い
だ
り
、
そ
の
閾
値
を
高
く
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

な
る
予
防
措
置
と
し
て
学
校
活
動
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
と
こ
れ
に
関
連
す
る
教
育
学
的
コ
ン
セ
プ
ト
の
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

遠
隔
授
業
の
範
囲
と
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
学
校
閉
鎖
の
場
合
に
教
育
の
遅
れ
を
可
能
な
限
り
防
ぎ
、
措

置
の
制
約
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
（R

n. 186

）。
し
か
し
、
す
で
に
法
律
制
定
時
に
、
す
な
わ
ち
二
〇
二
一
年
四
月

に
お
い
て
、
例
示
し
た
予
防
措
置
を
全
国
的
に
学
校
で
講
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
予
防
措
置

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
手
間
の
か
か
る
調
整
、
計
画
及
び
実
施
を
必
要
と
す
る
。
換
気
装
置
及
び
移
動
式
空
気
清
浄
機
に
つ
い
て
は
、
専

門
家
の
評
価
に
よ
る
と
学
校
活
動
に
お
け
る
予
防
効
果
に
つ
い
て
な
お
解
明
を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
情
も
付
け
加
え
ら
れ
る
（R

n. 

187

）。「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
基
本
法
一
〇
四
ｃ
条
一
文
に
基
づ
く
授
権
根
拠
に
基
づ
い
て
、

予
防
措
置
の
計
画
及
び
実
施
の
た
め
に
必
要
な
公
的
資
金
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
範
囲

に
お
い
て
連
邦
も
活
動
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（R

n. 188

）。
連
邦
は
、
デ
ジ
タ
ル
遠
隔
授
業
を
実
施
す
る
た
め
の
情
報
技
術
上
の

諸
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
総
額
一
五
億
ユ
ー
ロ
の
財
政
援
助
を
州
に
与
え
た
（R

n. 189

）。
連
邦
は
、
校
舎
に
換
気
装
置
を
設
備
す
る

こ
と
に
つ
い
て
も
財
政
的
に
援
助
し
た
。
連
邦
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
以
降
、
公
共
の
建
物
及
び
集
会
所
に
お
け
る
換
気
装
置
の
改
善

の
た
め
に
総
額
五
億
ユ
ー
ロ
の
資
金
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
（R

n. 190

）。

ⅴ
　
感
染
事
象
の
動
態
性
と
ワ
ク
チ
ン
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
開
始
に
か
ん
が
み
る
と
、
立
法
者
に
よ
る
衡
量
の
基
礎
に
あ
る
公
共
の

福
祉
の
重
要
性
及
び
対
面
式
授
業
禁
止
の
制
約
の
強
度
の
評
価
も
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
憲
法
適
合
性
も
、
憲
法
上
必
然
的
に
暫

定
的
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
が
、
立
法
者
は
、「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
に
短
い
期
限
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
十
分

に
対
応
し
た
（R

n. 192

）。
た
し
か
に
、
規
制
の
憲
法
適
合
性
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
利
用
可
能
な
情
報
及
び
認
識
手
段
を
考
慮
し
て

）
一
一
一
（
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岡
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二
一

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
学
校
閉
鎖
を
防
い
だ
り
、
そ
の
閾
値
を
高
く
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

な
る
予
防
措
置
と
し
て
学
校
活
動
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
と
こ
れ
に
関
連
す
る
教
育
学
的
コ
ン
セ
プ
ト
の
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

遠
隔
授
業
の
範
囲
と
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
学
校
閉
鎖
の
場
合
に
教
育
の
遅
れ
を
可
能
な
限
り
防
ぎ
、
措

置
の
制
約
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
（R

n. 186

）。
し
か
し
、
す
で
に
法
律
制
定
時
に
、
す
な
わ
ち
二
〇
二
一
年
四
月

に
お
い
て
、
例
示
し
た
予
防
措
置
を
全
国
的
に
学
校
で
講
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
予
防
措
置

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
手
間
の
か
か
る
調
整
、
計
画
及
び
実
施
を
必
要
と
す
る
。
換
気
装
置
及
び
移
動
式
空
気
清
浄
機
に
つ
い
て
は
、
専

門
家
の
評
価
に
よ
る
と
学
校
活
動
に
お
け
る
予
防
効
果
に
つ
い
て
な
お
解
明
を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
情
も
付
け
加
え
ら
れ
る
（R

n. 

187

）。「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
基
本
法
一
〇
四
ｃ
条
一
文
に
基
づ
く
授
権
根
拠
に
基
づ
い
て
、

予
防
措
置
の
計
画
及
び
実
施
の
た
め
に
必
要
な
公
的
資
金
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
範
囲

に
お
い
て
連
邦
も
活
動
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（R

n. 188

）。
連
邦
は
、
デ
ジ
タ
ル
遠
隔
授
業
を
実
施
す
る
た
め
の
情
報
技
術
上
の

諸
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
総
額
一
五
億
ユ
ー
ロ
の
財
政
援
助
を
州
に
与
え
た
（R

n. 189

）。
連
邦
は
、
校
舎
に
換
気
装
置
を
設
備
す
る

こ
と
に
つ
い
て
も
財
政
的
に
援
助
し
た
。
連
邦
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
以
降
、
公
共
の
建
物
及
び
集
会
所
に
お
け
る
換
気
装
置
の
改
善

の
た
め
に
総
額
五
億
ユ
ー
ロ
の
資
金
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
（R

n. 190

）。

ⅴ
　
感
染
事
象
の
動
態
性
と
ワ
ク
チ
ン
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
開
始
に
か
ん
が
み
る
と
、
立
法
者
に
よ
る
衡
量
の
基
礎
に
あ
る
公
共
の

福
祉
の
重
要
性
及
び
対
面
式
授
業
禁
止
の
制
約
の
強
度
の
評
価
も
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
憲
法
適
合
性
も
、
憲
法
上
必
然
的
に
暫

定
的
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
が
、
立
法
者
は
、「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
に
短
い
期
限
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
十
分

に
対
応
し
た
（R

n. 192

）。
た
し
か
に
、
規
制
の
憲
法
適
合
性
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
利
用
可
能
な
情
報
及
び
認
識
手
段
を
考
慮
し
て

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

二
二

exante

の
視
点
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
立
法
者
は
、
法
律
の
制
定
に
際
し
て
、
感
染
事
象
の
動
態
性
、

よ
り
危
険
な
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
の
拡
大
及
び
医
療
体
制
の
過
重
負
担
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
お
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
対
面
式
授
業
の
禁

止
の
よ
う
な
人
と
人
と
の
接
触
を
制
限
す
る
措
置
の
特
別
の
緊
急
性
及
び
重
要
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
公
共
の
福

祉
の
こ
の
よ
う
な
重
み
付
け
は
、
当
初
か
ら
さ
ら
な
る
展
開
の
留
保
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
（R

n. 193

）。
第
一
に
、
こ
の
こ
と
は
、「
連

邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
の
包
括
的
措
置
に
よ
っ
て
感
染
事
象
の
動
態
性
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
何
時
そ
れ
が
で
き
る
の
か
と
い

う
問
題
、
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
新
た
な
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
の
拡
大
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
当
て
は
ま
る

（R
n. 194

）。
第
二
に
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
措
置
の
憲
法
上
の
評
価
の
暫
定
性
は
、
当
時
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
か
ら
も
生
じ
る
。
生
命
及
び
身
体
の
保
護
に
と
っ
て
の
措
置
の
重
要
性
は
、
住
民
が
免
疫
を
獲
得
す
る
に
つ
れ
て
減
少
し
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
可
能
な
す
べ
て
の
人
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
機
会
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
法
律
制
定
時
と
比
較
し
て
著
し
く
低
く
な
る
こ
と
か
ら
、

立
法
者
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
さ
ら
に
続
く
中
で
対
立
す
る
利
益
の
衡
量
を
改
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
当
て
は
ま
る
。
就
学
義
務
の
あ
る
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
子
ど
も
は
、
専
門

家
の
従
来
の
評
価
に
よ
る
と
、
感
染
症
に
罹
患
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
通
常
の
場
合
、
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
重
症
化
す

る
。
そ
れ
故
、
立
法
者
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
可
能
な
す
べ
て
の
人
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
機
会
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
対
面
式
授
業
の

禁
止
は
徐
々
に
正
当
化
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
学
校
の
対
面
式
授
業
に
つ
い
て
は
、

こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
強
い
程
度
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
。
何
故
な
ら
、
小
学
生
の
場
合
、
教
育
の
成
功
は
教
員
と
の
直
接
的
対
話
の
可
能

性
に
左
右
さ
れ
、
学
習
の
遅
れ
は
、
そ
の
後
の
教
育
の
成
功
に
持
続
的
に
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
学
生
は
、
と

く
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 195

）。
第
三
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
制
約
の
強
度
に
つ
い
て
の
立
法

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
三

者
の
評
価
も
暫
定
的
な
性
質
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
対
面
式
授
業
の
中
止
が
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
制
約
の
強
度
も
増
加
す
る
。

そ
れ
故
、
学
校
閉
鎖
が
継
続
す
る
場
合
、
制
約
の
強
度
は
、
立
法
者
に
よ
る
対
立
す
る
利
益
の
当
初
の
衡
量
が
根
拠
の
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
程
度
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（R

n. 196

）。

三

　小
括

以
上
要
す
る
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を

導
出
し
た
上
で
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
に

当
た
る
が
、
こ
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
（
法
律
制
定
時
の
事
実
状
況
及
び
知
見
状
況
に
基
づ
く
と
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び

三
文
は
比
例
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。）、
結
論
と
し
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た

（
６
）

。

Ⅲ
　
検
討

一

　学
校
教
育
を
受
け
る
権
利

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
七
年
六
月
二
二
日
の
決
定
に
お
い
て
、
個
々
の
子
ど
も
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
そ

の
人
格
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
資
質
や
能
力
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
発

展
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
発
達
権
の
内
容
、
と
く
に
子
ど
も
の
発
達
権
が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

の
要
素
を
ど
の
範
囲
ま
で
含
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
詳
し
く
究
明
す
る
必
要
は
な
い
と
説
示
し

（
７
）

、
基
本
法
が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を

）
一
一
一
（



コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
三

者
の
評
価
も
暫
定
的
な
性
質
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
対
面
式
授
業
の
中
止
が
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
制
約
の
強
度
も
増
加
す
る
。

そ
れ
故
、
学
校
閉
鎖
が
継
続
す
る
場
合
、
制
約
の
強
度
は
、
立
法
者
に
よ
る
対
立
す
る
利
益
の
当
初
の
衡
量
が
根
拠
の
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
程
度
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（R

n. 196

）。

三

　小
括

以
上
要
す
る
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を

導
出
し
た
上
で
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
に

当
た
る
が
、
こ
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
（
法
律
制
定
時
の
事
実
状
況
及
び
知
見
状
況
に
基
づ
く
と
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び

三
文
は
比
例
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。）、
結
論
と
し
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た

（
６
）

。

Ⅲ
　
検
討

一

　学
校
教
育
を
受
け
る
権
利

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
七
年
六
月
二
二
日
の
決
定
に
お
い
て
、
個
々
の
子
ど
も
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
そ

の
人
格
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
資
質
や
能
力
を
出
来
る
限
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
発

展
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
発
達
権
の
内
容
、
と
く
に
子
ど
も
の
発
達
権
が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

の
要
素
を
ど
の
範
囲
ま
で
含
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
詳
し
く
究
明
す
る
必
要
は
な
い
と
説
示
し

（
７
）

、
基
本
法
が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

二
四

保
障
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
た
。
学
説
に
お
い
て
は
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
基
本
権
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た

（
８
）

が
、
主
要
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
る
と
、
こ
れ
を
否
定
す
る

学
説
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る

（
９
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、「
学
校
教
育
を

受
け
る
権
利
」
を
明
確
に
承
認
し
た
。
本
決
定
の
意
義
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

㈡
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
春
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
に
学
校
等
の
教
育
施
設
の
一
時
的
閉
鎖

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
（S

ilvia P
ernice-W

arnke/C
lem

ens W
arnke

）
は
、
二
〇
二
〇
年

一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
論
文

（
10
）

に
お
い
て
、
教
育
施
設
の
一
時
的
閉
鎖
の
法
的
問
題
点
を
検
討
し
て
い
る
。
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
は
、
教
育
施
設
の
閉
鎖
に
よ
る
子
ど
も
の
基
本
権
の
制
約
の
有
無
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

ⅰ
　
基
本
法
一
二
条
一
項
を
通
し
て
保
障
さ
れ
る
自
由
な
職
業
ア
ク
セ
ス
権
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
諸
条
件
を
修
得
す
る
可
能
性
も

含
む
の
で
、
教
育
を
受
け
る
「
ミ
ニ
マ
ム
基
本
権
」
は
基
本
法
一
二
条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
教
育

を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
、
個
別
事
案
に
お
い
て
授
業
が
全
く
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
、
対
面
式
授
業
の
代
わ
り
に
遠
隔
授
業
を
実
施
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
場
合
に
当
た
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
短
期
間
の
場
合

は
そ
う
で
あ
る
。
対
面
式
授
業
の
中
断
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
の
場
合
に
お
い
て
限
ら
れ
た
期
間
又
は
個
別
の
日
に
限
定
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
発
生
す
る
不
利
益
は
事
後
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（S

. 1095 f.

）。

ま
た
、
特
定
の
時
点
に
お
い
て
一
部
の
学
年
に
限
定
し
て
対
面
式
授
業
が
再
開
さ
れ
た
場
合
、
基
本
法
三
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本

法
一
二
条
一
項
の
侵
害
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
対
面
式
授
業
と
遠
隔
授
業
の
原
理
的
同
等
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
少
な
く
と
も
限

定
さ
れ
た
期
間
の
場
合
、
授
業
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
基
本
法
三
条
一
項
の
侵
害
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（S

. 1096

）。

）
一
一
四
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
五

ⅱ
　
教
育
施
設
の
閉
鎖
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
精
神
的
健
康
に
対
す
る
子
ど
も
の
権
利
を
制
約
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
何
故
な
ら
、
子
ど
も
は
、
普
段
の
構
造
及
び
よ
く
知
っ
て
い
る
社
会
環
境
か
ら
何
の
準
備
も
な
く
「
放
り
出
さ
れ
」、
孤
立
さ
せ
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
教
育
施
設
の
閉
鎖
の
み
な
ら
ず
、
他
の
措
置
と
の
共
同
作
用
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま

た
、
現
時
点
に
お
い
て
、
精
神
的
影
響
に
つ
い
て
最
終
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
（S

. 1096 f.

）。

ⅲ
　
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
場
合
、
教
育
施
設
の
建
物
へ
の
立
入
及
び
建
物
内

に
お
け
る
対
面
式
行
事
へ
の
参
加
の
禁
止
は
、
子
ど
も
の
一
般
的
行
為
自
由
の
制
約
で
あ
る
（S

. 1097

）。

こ
の
よ
う
に
、
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
は
、
教
育
施
設
の
一
時
的
閉
鎖
は
子
ど
も
の
一
般
的
行
為
自
由
の
制
約
に

当
た
る
と
の
見
解
を
示
し
つ
つ
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
授
業
が
完
全
に
中
止
さ
れ
な
い
限
り
、
教
育

を
受
け
る
権
利
の
制
約
に
も
当
た
ら
な
い
し
、
基
本
法
三
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
二
条
一
項
を
通
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
教
育

の
機
会
均
等
の
侵
害
に
も
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
教
授
ヴ
ラ
ー
ゼ
（M

ichael W
rase

）
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、

教
育
を
受
け
る
権
利
は
学
校
閉
鎖
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、「
通
信
教
育
」
又
は
「
自
宅
学
習
」
の
形
式
に
よ
る
授
業
に

限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
る
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る

（
11
）

。
も
っ
と
も
、
ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
少
な
く
と
も
上
記
の
論
文
に
お

い
て
は
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
論
証
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
12
）

。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
」
を
導
出
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
及
び
制
限
が
（
た
と
え
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
）
こ
の
権
利
の
制
約
に
当
た
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

）
一
一
一
（



コ
ロ
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・
パ
ン
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ク
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け
る
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け
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二
五

ⅱ
　
教
育
施
設
の
閉
鎖
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
精
神
的
健
康
に
対
す
る
子
ど
も
の
権
利
を
制
約
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
何
故
な
ら
、
子
ど
も
は
、
普
段
の
構
造
及
び
よ
く
知
っ
て
い
る
社
会
環
境
か
ら
何
の
準
備
も
な
く
「
放
り
出
さ
れ
」、
孤
立
さ
せ
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
教
育
施
設
の
閉
鎖
の
み
な
ら
ず
、
他
の
措
置
と
の
共
同
作
用
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま

た
、
現
時
点
に
お
い
て
、
精
神
的
影
響
に
つ
い
て
最
終
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
（S

. 1096 f.

）。

ⅲ
　
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
場
合
、
教
育
施
設
の
建
物
へ
の
立
入
及
び
建
物
内

に
お
け
る
対
面
式
行
事
へ
の
参
加
の
禁
止
は
、
子
ど
も
の
一
般
的
行
為
自
由
の
制
約
で
あ
る
（S

. 1097

）。

こ
の
よ
う
に
、
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
は
、
教
育
施
設
の
一
時
的
閉
鎖
は
子
ど
も
の
一
般
的
行
為
自
由
の
制
約
に

当
た
る
と
の
見
解
を
示
し
つ
つ
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
授
業
が
完
全
に
中
止
さ
れ
な
い
限
り
、
教
育

を
受
け
る
権
利
の
制
約
に
も
当
た
ら
な
い
し
、
基
本
法
三
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
二
条
一
項
を
通
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
教
育

の
機
会
均
等
の
侵
害
に
も
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
教
授
ヴ
ラ
ー
ゼ
（M

ichael W
rase

）
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、

教
育
を
受
け
る
権
利
は
学
校
閉
鎖
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、「
通
信
教
育
」
又
は
「
自
宅
学
習
」
の
形
式
に
よ
る
授
業
に

限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
る
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る

（
11
）

。
も
っ
と
も
、
ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
少
な
く
と
も
上
記
の
論
文
に
お

い
て
は
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
論
証
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
12
）

。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
」
を
導
出
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
及
び
制
限
が
（
た
と
え
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
）
こ
の
権
利
の
制
約
に
当
た
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

二
六

㈢
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
学
校
教
育

を
受
け
る
権
利
」
が
様
々
な
保
障
次
元
を
有
す
る
と
述
べ
て
、
給
付
請
求
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
、
配
分
権
と
し
て
の
学

校
教
育
を
受
け
る
権
利
及
び
防
御
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
学
校

教
育
を
受
け
る
権
利
の
三
つ
の
保
障
次
元
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
給
付
請
求
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
内
容
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
国
が
基

本
法
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
学
校
を
編
成
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
際
に
有
す
る
①
広
い
裁
量
の
余
地
と
②
可
能
性
の
留
保
を
根
拠
と
し
て
、

「
特
定
の
形
態
の
学
校
の
提
供
を
求
め
る
請
求
権
」
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
含
ま
れ
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 53

）。
連
邦
憲
法
裁

判
所
に
よ
る
と
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
含
ま
れ
る
の
は
、
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
機
会
を
平
等
に
与
え
ら
れ
る
た

め
に
必
要
不
可
欠
な
最
低
水
準
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
を
求
め
る
生
徒
の
請
求
権
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
学
校
を
自
由
に
編

成
す
る
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
任
務
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
乏
し
い
公
的
資
金
の
使
途
を
決
定
す
る
際
の
国
の
決
定
の
自
由
に
よ
っ

て
も
否
定
さ
れ
な
い
（R

n. 57

）。
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
給
付

請
求
権
と
し
て
の
保
障
内
容
が
含
ま
れ
る
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

給
付
請
求
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
お
け
る
最
大
の
解
釈
論
上
の
問
題
点
は
、「
最
低
水
準
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
」
と
は

何
か
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
」
に
お
け
る
「
最
低
水
準
の
教
育

サ
ー
ビ
ス
」
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
こ
れ
に
「
遠
隔
授
業
の
実
施
」
も
含
ま
れ
る
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
教
員
と
生
徒
が
交
流
し
つ
つ
授
業
を
行
う
こ
と
は
、
学
校
教
育
を
保
障
す
る
と
い
う
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
国
の
任
務
の

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
七

中
核
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
全
く
授
業
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
生
徒
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な

国
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
最
低
水
準
を
明
ら
か
に
下
回
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る
場
合
、
州
は
、
基
本
法
第
七
条
第

一
項
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
の
最
低
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
可
能
性
、
と
く
に
遠
隔
授
業
を
利
用
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
る
と
説
示
し
た
（R

n. 171

）。
さ
ら
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
各
生
徒
の
就
学
場
所
に
お
い
て
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

又
は
そ
の
名
に
値
す
る
範
囲
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
対
面
式
授
業
の
中
止
の
代
償
と
し
て
遠
隔
授
業
を
保
障
す
る
基
本
法

七
条
一
項
に
基
づ
く
州
の
客
観
法
上
の
義
務
と
と
も
に
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
導
か
れ
る
遠
隔

授
業
の
実
施
を
求
め
る
個
々
の
生
徒
の
請
求
権
も
発
生
す
る
と
説
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
う
で
な
い
と
、

比
較
的
長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
っ
た
く
授
業
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（R

n. 173

）。
こ
う
し
て
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
」
に
お
い
て
、
遠
隔
授
業
の
実
施
を
求
め
る
個
々
の
生
徒
の
請
求
権
が
発
生
す

る
こ
と
を
認
め
た
。
今
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
」
以
外
の
場
面
に
お
い
て
、「
最
低
水
準
の
教

育
サ
ー
ビ
ス
」
の
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
く
の
か
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
と
結
び
付
い
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
国
の
教
育
サ
ー

ビ
ス
に
平
等
に
関
与
す
る
権
利
を
導
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
国
が
創
出
し
た
学
校
制
度
の
範
囲
内
に
お
い
て
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
平
等
に
ア

ク
セ
ス
す
る
権
利
は
基
本
法
三
条
一
項
か
ら
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り

（
13
）、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
配
分
権
上
の
保
障
次
元
の
解

釈
論
上
の
意
義
は
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
防
御
的
保
障
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
こ
の
防
御
権
は
、
国

が
全
体
と
し
て
編
制
し
た
学
校
制
度
が
、
個
々
の
学
校
に
お
い
て
、
そ
の
種
類
、
内
容
及
び
範
囲
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
学
校
教
育
を
提

）
一
一
一
（



コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
七

中
核
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
全
く
授
業
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
生
徒
の
人
格
形
成
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な

国
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
最
低
水
準
を
明
ら
か
に
下
回
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る
場
合
、
州
は
、
基
本
法
第
七
条
第

一
項
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
の
最
低
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
可
能
性
、
と
く
に
遠
隔
授
業
を
利
用
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
る
と
説
示
し
た
（R

n. 171

）。
さ
ら
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
各
生
徒
の
就
学
場
所
に
お
い
て
遠
隔
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

又
は
そ
の
名
に
値
す
る
範
囲
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
対
面
式
授
業
の
中
止
の
代
償
と
し
て
遠
隔
授
業
を
保
障
す
る
基
本
法

七
条
一
項
に
基
づ
く
州
の
客
観
法
上
の
義
務
と
と
も
に
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
導
か
れ
る
遠
隔

授
業
の
実
施
を
求
め
る
個
々
の
生
徒
の
請
求
権
も
発
生
す
る
と
説
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
う
で
な
い
と
、

比
較
的
長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
っ
た
く
授
業
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（R

n. 173

）。
こ
う
し
て
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
」
に
お
い
て
、
遠
隔
授
業
の
実
施
を
求
め
る
個
々
の
生
徒
の
請
求
権
が
発
生
す

る
こ
と
を
認
め
た
。
今
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
の
状
況
」
以
外
の
場
面
に
お
い
て
、「
最
低
水
準
の
教

育
サ
ー
ビ
ス
」
の
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
く
の
か
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
と
結
び
付
い
た
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
国
の
教
育
サ
ー

ビ
ス
に
平
等
に
関
与
す
る
権
利
を
導
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
国
が
創
出
し
た
学
校
制
度
の
範
囲
内
に
お
い
て
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
平
等
に
ア

ク
セ
ス
す
る
権
利
は
基
本
法
三
条
一
項
か
ら
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り

（
13
）、

学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
配
分
権
上
の
保
障
次
元
の
解

釈
論
上
の
意
義
は
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
防
御
的
保
障
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
こ
の
防
御
権
は
、
国

が
全
体
と
し
て
編
制
し
た
学
校
制
度
が
、
個
々
の
学
校
に
お
い
て
、
そ
の
種
類
、
内
容
及
び
範
囲
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
学
校
教
育
を
提

）
一
一
一
（
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二
八

供
す
る
範
囲
に
の
み
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
生
徒
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
行
使
を
制
限
す
る
措
置
で
、
こ
の
権
利
の
行
使
の
た
め

に
国
が
用
意
し
た
学
校
制
度
そ
れ
自
体
に
は
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
の
み
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 63

）。

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
、
学
校
に
お
い
て
人

と
人
と
の
接
触
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
処
す
る
と
い
う
危
険
防
御
法
上
の
目
的
に
の
み
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、

通
常
の
授
業
形
態
と
し
て
対
面
式
授
業
を
採
用
し
て
い
る
教
育
サ
ー
ビ
ス
が
学
校
外
の
目
的
の
た
め
に
制
約
さ
れ
、
そ
れ
故
に
生
徒
の
学

校
教
育
を
受
け
る
権
利
も
制
限
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
た
（R

n. 76

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
解
釈
論
に
よ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
の
講
じ
ら
れ
た
学
校
閉
鎖
・
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
に
当
た
る
と
位
置

付
け
た
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
防
御
的
保
障
内
容
に
つ
い
て
も
保
障
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

を
明
確
に
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
学
校
組
織
編
制
権
又
は
乏
し
い
公
的
資
金
の
使

途
の
決
定
権
を
根
拠
と
し
て
学
校
構
造
を
変
更
す
る
措
置
は
、
た
と
え
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
与
え
ら
れ
て
い
た
教
育
機
会
が
失
わ
れ
る
と

し
て
も
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
（R

n. 64

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お

い
て
、
学
校
制
度
の
変
更
等
の
教
育
政
策
そ
れ
自
体
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て
裁
判
の
場
で
争
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
防
御
権
と
し
て
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
護
範
囲
は
限
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
防
御
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
特
別
な
状
況
」
以
外
の

場
面
に
お
い
て
、
防
御
権
と
し
て
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
限
定
的
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

二
九

判
例
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

㈣
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
が
教
育
に
関
す
る
他
の
憲
法
上
の
論
点
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
か
も
重
要
で
あ
る
。
ラ
ン
デ
ン
ベ
ル
ク
・
ロ
ー
ベ
ル
ク
（M

ichael von L
andenberg-R

oberg

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示

し
た
三
つ
の
保
障
次
元
の
み
な
ら
ず
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
「
保
護
義
務
次
元
」
も
、
国
の
学
校
制
度
の
憲
法
上
の
再
構
成
に

と
っ
て
今
後
劣
ら
ず
重
要
と
な
る
と
指
摘
す
る

（
14
）

。
ラ
ン
デ
ン
ベ
ル
ク
・
ロ
ー
ベ
ル
ク
は
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条

一
項
は
、
子
ど
も
の
人
格
発
展
に
対
す
る
国
の
保
護
・
保
障
任
務
の
特
別
の
具
体
化
と
し
て
保
護
義
務
の
次
元
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

こ
の
保
護
義
務
次
元
は
、
親
と
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
間
接
的
な
効
力
を
生
じ
、
親
が
家
庭
外
に
お
け
る
学
校
教
育
へ
の
参
加
を
拒
否

し
た
場
合
、
国
は
、
基
本
法
七
条
一
項
の
教
育
委
託
に
基
づ
い
て
、
親
の
意
思
に
反
し
て
子
ど
も
の
就
学
を
実
現
す
る
権
限
を
有
す
る
の
み

な
ら
ず
、
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
の
保
護
義
務
次
元
に
基
づ
い
て
、
基
本
権
の
主
体
で
あ
る
子
ど
も
と
の
関
係
に

お
い
て
、
親
の
意
思
と
対
立
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
学
校
教
育
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る

（
15
）

。

㈤
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
を
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
け
る

解
説
は
書
き
直
し
が
必
要
と
な
り

（
16
）

、
さ
ら
に
、
今
後
、
こ
の
解
釈
論
が
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
立
ち
入
っ
た
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
こ

と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
に
対
し
て
は
、
肯
定
的
な
見
解

（
17
）

も
、

ま
た
、
批
判
的
な
見
解

（
18
）

も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
19
）

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
に
対

し
て
ド
イ
ツ
の
学
説
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
す
の
か
、
学
説
の
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
20
）

。

二

　教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
の
正
当
化

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置

）
一
一
一
（
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三
〇

が
比
例
原
則
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
判
断
し
た
。
も
っ
と
も
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置
が
比
例
原
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
従
来
の
学
説
に
お

い
て
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に

発
表
さ
れ
た
前
記
論
文
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
春
に
講
じ
ら
れ
た
休
校
措
置
が
比
例
原
則
に
適
合
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

二
〇
二
〇
年
春
に
講
じ
ら
れ
た
休
校
措
置
は
な
お
比
例
原
則
に
適
合
し
て
い
た
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る

（
21
）

。
さ
ら
に
、
ペ
ル
ニ
チ
ェ
＝

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
／
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
は
、
科
学
的
知
見
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
適
合
さ
せ
る
必
要
性
も
高
ま
り
、
将
来
に
お
い
て

二
〇
二
〇
年
春
に
講
じ
ら
れ
た
休
校
措
置
と
同
じ
よ
う
な
休
校
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
、
こ
の
休
校
措
置
は
比
例
原
則
に
反
す
る
場
合

も
あ
り
得
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
22
）

。
そ
う
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
感
染
症
予
防
法
二
八
ｂ
条
三
項
二
文
及
び
三
文
に
基
づ
く
対
面
式

授
業
の
禁
止
措
置
に
つ
い
て
比
例
原
則
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
行
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況

を
踏
ま
え
る
と
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
決
定
が
有
す
る
独
自
の
価
値
は
、
む
し
ろ
、
対
面
式
授
業
の
禁

止
が
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
「
重
大
な
」
制
約
で
あ
る
と
評
価
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
法
二
七
ａ
条

（
23
）

に
基
づ
い
て
意
見
表
明
を
し
た
専
門
家
─
ド
イ
ツ
児
童
青
年
精
神
医
学
・
精
神
身
体
医
学
・
精
神
療
法
学
同
業
者
組

合
、
連
邦
医
師
会
、
連
邦
親
評
議
会
、
公
衆
衛
生
公
勤
務
医
師
組
合
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
統
計
学
研
究
所C

O
V
ID

-19

デ
ー
タ
分
析
グ

ル
ー
プ
、
ド
イ
ツ
小
児
青
少
年
医
療
ア
カ
デ
ミ
ー
、
ド
イ
ツ
疫
学
会
（
ド
イ
ツ
医
学
情
報
学
・
生
物
測
定
学
・
疫
学
会
と
協
力
）、
ド
イ
ツ
教
育

学
会
、
ド
イ
ツ
病
院
衛
生
学
会
、
ド
イ
ツ
小
児
感
染
症
学
会
、
ド
イ
ツ
子
ど
も
保
護
連
盟
連
邦
連
合
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
学
会
、
テ
ュ
ー
ビ
ン

ゲ
ン
大
学
経
験
的
教
育
研
究
ヘ
ク
ト
ァ
研
究
所
、ifo

研
究
所
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
経
済
研
究
所
）
教
育
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
、

シ
ャ
リ
テ
ー
・
ウ
ィ
ル
ス
学
研
究
所
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
動
力
学
・
自
己
組
織
化
研
究
所
及
び
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究
所
─
の
意

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
一

見
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
、
連
邦
人
口
学
研
究
所
の
研
究
等
の
他
の
文
献
も
引
用
し
つ
つ
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
生
徒
の
学
校
教
育
を
受

け
る
権
利
を
「
重
大
に
」
損
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
極
め
て
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
（
Ⅱ
二
㈣
⒜
を
参
照
）。
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
相
当
性
要
件
の
審
査
に
お
い
て
、
将
来
に
お
け
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置
に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
理
解
で

き
る
説
示
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
を
「
重
大
に
」
損
な
う
も
の
で
あ

る
と
い
う
評
価
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
権
利
制
約
の
重
大
性
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、
感
染
症
予
防
法
上
の
対
面
式

授
業
の
禁
止
が
相
当
性
の
要
件
を
充
た
す
た
め
に
は
、
国
は
、
権
利
制
約
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡
　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
相
当
性
要
件
の
審
査
に
お
い
て
、
将
来
に
お
け
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
措
置

に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
理
解
で
き
る
説
示
を
し
て
い
る
。
本
決
定
の
説
示
か
ら
将
来
に
お
け
る
学
校
閉
鎖
・
対
面
式

授
業
の
禁
止
に
対
す
る
憲
法
上
の
ハ
ー
ド
ル
を
読
み
取
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
大
学
教
授
ヴ
ォ
ル
フ
（Johanna W

olff

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
時
々
の
事
実
状
況
及
び
知
見

状
況
が
基
準
と
な
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
決
定
の
説
示
を
将
来
の
状
況
に
単
純
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
、
及
び
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
重
大
な
制
約
で
あ
る
と
い
う
言
明
に

よ
っ
て
、
学
校
を
閉
鎖
し
な
い
た
め
の
論
拠
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
学
校
閉
鎖
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
が
、
将
来
の
学
校
閉
鎖
に
対
し
て
「
無
料
乗
車
券
」
を
発
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
分
析
し
て
い

る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
本
決
定
の
説
示
か
ら
、
感
染
症
予
防
を
理
由
と
す
る
対
面
式
授
業
の
中
止
は
、
緊
急
保
育
が
保
障
さ
れ
、
か
つ
、
遠

隔
授
業
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
責
任
者
は
、
今
後
、
拙
速
に
学
校
閉

）
一
一
一
（



コ
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を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
、
連
邦
人
口
学
研
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の
研
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等
の
他
の
文
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も
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用
し
つ
つ
、
対
面
式
授
業
の
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が
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の
学
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教
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を
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損
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で
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る
こ
と
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極
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て
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に
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て
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る
（
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二
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を
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そ
の
後
、
連
邦
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法
裁
判

所
は
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の
審
査
に
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、
将
来
に
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に
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の
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を
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で
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を
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が
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こ
の
こ
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は
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対
面
式
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業
の
禁
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が
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の
学
校
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を
受
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権
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を
「
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に
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損
な
う
も
の
で
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る
と
い
う
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が
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提
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考
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れ
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権
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制
約
の
重
大
性
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前
提
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し
て
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、
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染
症
予
防
法
上
の
対
面
式

授
業
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禁
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当
性
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は
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は
、
権
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制
約
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡
　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
相
当
性
要
件
の
審
査
に
お
い
て
、
将
来
に
お
け
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対
面
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授
業
の
禁
止
措
置

に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
理
解
で
き
る
説
示
を
し
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い
る
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決
定
の
説
示
か
ら
将
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に
お
け
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学
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・
対
面
式

授
業
の
禁
止
に
対
す
る
憲
法
上
の
ハ
ー
ド
ル
を
読
み
取
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
大
学
教
授
ヴ
ォ
ル
フ
（Johanna W

olff

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
時
々
の
事
実
状
況
及
び
知
見

状
況
が
基
準
と
な
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
決
定
の
説
示
を
将
来
の
状
況
に
単
純
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
、
及
び
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
が
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
重
大
な
制
約
で
あ
る
と
い
う
言
明
に

よ
っ
て
、
学
校
を
閉
鎖
し
な
い
た
め
の
論
拠
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
学
校
閉
鎖
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
が
、
将
来
の
学
校
閉
鎖
に
対
し
て
「
無
料
乗
車
券
」
を
発
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
分
析
し
て
い

る
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ヴ
ォ
ル
フ
は
、
本
決
定
の
説
示
か
ら
、
感
染
症
予
防
を
理
由
と
す
る
対
面
式
授
業
の
中
止
は
、
緊
急
保
育
が
保
障
さ
れ
、
か
つ
、
遠

隔
授
業
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
責
任
者
は
、
今
後
、
拙
速
に
学
校
閉

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

三
二

鎖
を
す
る
前
に
、
学
校
閉
鎖
は
高
い
コ
ス
ト
と
多
く
の
労
力
を
伴
う
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
利
用
で
き
る
資
源
が
限
定
さ
れ
て
い
る

た
め
に
学
校
閉
鎖
を
実
施
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る

（
24
）

。

ま
た
、
ボ
ン
大
学
教
授
ザ
ウ
ア
ー
（H

eiko S
auer

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
中
止
に
よ
っ
て
子
ど
も
及
び
青
少
年

に
生
じ
る
特
別
の
困
難
を
強
調
す
る
（
小
学
生
の
特
別
の
負
担
を
繰
り
返
し
指
摘
す
る
）
と
も
に
、
学
校
閉
鎖
は
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
お

け
る
感
染
拡
大
抑
制
の
た
め
で
は
な
く
、
住
民
全
体
に
お
け
る
感
染
拡
大
抑
制
の
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
む

に
つ
れ
て
学
校
閉
鎖
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
ま
た
、
す
で
に
行
わ
れ
た
授
業
中
止
の
総
数
に
か
ん
が
み
て
も
学
校
閉
鎖
の

正
当
化
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
、
学
齢
期
の
子
ど
も
は
重
症
化
し
難
い
と
い
う
知
見
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、

全
国
的
規
模
の
学
校
閉
鎖
は
も
は
や
正
当
化
で
き
な
い
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ザ
ウ
ア
ー
は
、
学
校
閉
鎖
は
そ
の
名
に
値
す
る
遠
隔

授
業
を
提
供
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
正
当
化
さ
れ
な
い
と
も
説
い
て
い
る
。
本
決
定
が
下
さ
れ
た
時
期
に
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
お
い
て
学
校
の
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
の
延
長
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
ザ
ウ
ア
ー
は
、
こ
の
提
案
に
つ
い
て
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
が
、
今
後
実
施
さ
れ
る
学
校
閉
鎖
の
相
当
性
（
期
待
可
能
性
）
は
、
学
校
活
動
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
な
ど
容
易
に
考
え
ら

れ
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
し
て
今
後
行

わ
れ
る
対
面
式
授
業
の
中
止
は
、
遠
隔
授
業
に
よ
る
代
償
を
伴
わ
な
い
と
き
は
違
憲
で
あ
り
、
関
係
す
る
生
徒
は
、
自
己
の
教
育
基
本
権

を
根
拠
と
し
て
こ
れ
に
対
し
て
防
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る

（
25
）

。

さ
ら
に
、
ヴ
ラ
ー
ゼ
も
、
本
決
定
は
、
将
来
の
学
校
閉
鎖
に
対
す
る
「
無
料
乗
車
券
」
を
発
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
将
来

の
学
校
閉
鎖
に
関
し
て
高
い
要
求
を
課
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
校
閉
鎖
は
、
将
来
に
お
い
て
、
感
染
者
指
数
が
地
域
的
に
非
常
に
高
い
場

合
に
、
学
年
に
分
け
て
（
低
学
年
の
生
徒
に
は
特
に
優
先
し
て
対
面
式
授
業
を
実
施
し
）、
明
確
に
期
限
を
区
切
り
、
か
つ
、
実
効
的
な
（
デ
ジ

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
三

タ
ル
の
）
遠
隔
授
業
が
保
障
さ
れ
る
と
き
に
限
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
最
終
手
段
の
一
つ
と
し
て
検
討
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な

い
と
指
摘
し
て
い
る

（
26
）

。

㈢
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
感
染
症
予
防
法
上
の
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
二
〇
二
一
年
四
月
時
点
の
事
実
状
況
及

び
知
見
状
況
に
基
づ
く
限
り
に
お
い
て
比
例
原
則
に
合
致
し
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
危
険
状
況
に
よ
っ
て
は
将
来
に
お
い
て
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る
可
能
性
そ
れ
自
体
は
認
め
つ
つ
も
、

対
面
式
授
業
の
禁
止
は
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
「
重
大
な
」
制
約
で
あ
る
と
の
評
価
を
梃
子
と
し
て
、
相
当
性
要
件
の
審
査
に
お
い

て
、
将
来
に
お
け
る
対
面
式
授
業
の
禁
止
に
対
し
て
憲
法
上
の
ハ
ー
ド
ル
を
築
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
27
）

。

Ⅳ
　
結
び
に
か
え
て

㈠
　「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
論
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ⅰ
　
基
本
法
七
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
導
出
さ
れ
る
。
学
校
教
育
を
受
け
る

権
利
と
は
、
共
同
体
に
お
い
て
も
自
立
し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
学
校
教
育
を
通
じ
て
支
援
し
助
成
す
る
こ
と
を

国
に
求
め
る
権
利
で
あ
る
（
判
決
要
旨
一
）。
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
は
様
々
な
保
障
次
元
を
有
す
る
。
第
一
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る

権
利
は
、
特
定
の
形
態
の
公
立
学
校
を
求
め
る
始
源
的
給
付
請
求
権
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
子
ど
も
及
び
青
少
年
に
対
し
て
、
自
立

し
た
人
間
に
自
己
を
発
展
さ
せ
る
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
最
低
水
準
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
を
求
め
る
請

求
権
（
給
付
請
求
権
）
を
与
え
る
。
第
二
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
、
既
存
の
学
校
制
度
の
枠
内
に
お
け
る
国
の
教
育
サ
ー
ビ

）
一
一
一
（
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ロ
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・
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学
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育
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受
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権
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岡
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三
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れ
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憲
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れ
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通
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

三
四

ス
に
平
等
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
（
派
生
的
配
分
権
）
が
導
出
さ
れ
る
。
第
三
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
現
時
点
に
お
い
て
提

供
さ
れ
、
利
用
も
さ
れ
て
い
る
学
校
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
制
限
す
る
措
置
で
、
基
本
法
七
条
一
項
の
具
体
化
と
し
て
創
設
さ
れ
た
学
校
制

度
そ
れ
自
体
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
も
の
に
対
す
る
防
御
権
も
含
む
（
判
決
要
旨
二
）。

ⅱ
　
防
御
権
と
し
て
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
制
約
は
、
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
比
例
原
則
に
合
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡
　
筆
者
は
、
今
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
を
必
要
な
修
正
を
加
え
つ
つ
日
本
国
憲

法
二
六
条
の
解
釈
論
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
結
び
に
か
え
て
、
日

本
国
憲
法
二
六
条
の
解
釈
論
に
つ
い
て
の
ま
さ
に
文
字
通
り
の
試
論
を
簡
単
に
示
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
、
学
校
教
育

を
受
け
る
権
利
の
防
御
権
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
二
六
条
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
も
そ
の
保
障
内
容
と
し
て
含
ん
で
い

る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
従
来
の
日
本
の
学
説
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
工
藤
達
朗
は
、
教
育
を
受

け
る
権
利
に
は
「
自
由
権
（
防
御
権
）
と
し
て
の
側
面
」
が
あ
り
、「
国
民
は
、
既
存
の
教
育
制
度
・
教
育
施
設
等
を
利
用
し
て
教
育
を
受

け
る
こ
と
を
不
当
に
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
」
と
説
い
て
い
る

（
28
）

。
こ
の
学
説
を
前
提
と
す
る
と
、
二
六
条
の
「
教
育
を
受
け
る
権

利
」
は
、
現
行
制
度
の
下
で
す
で
に
提
供
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
の
享
受
を
制
限
す
る
措
置
で
、
二
六
条
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の

具
体
化
と
し
て
創
設
さ
れ
た
学
校
制
度
そ
れ
自
体
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
も
の
に
対
す
る
防
御
権
も
含
む
と
解
す
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
後
さ
ら
に
細
部
ま
で
詰
め
た
解
釈
論
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
り
に
こ
の
よ
う
な
解
釈
が

可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
対
面
式
授
業
の
中
止
は
（
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
実
施
さ
れ
な
い

場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
日
本
国
憲
法
二
六
条
が
保
障
す
る
「
教
育
を
受
け
る

）
一
一
四
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
五

権
利
」
の
制
約
に
当
た
り
、
こ
の
制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
比
例
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
る

（
29
）

。
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以
下
、
こ
の
決
定
の
引
用
は
、
本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
3
） 

本
稿
は
後
者
の
決
定
を
紹
介
・
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
決
定
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
前
者
の
決
定
は
、
本
稿
が
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
後
者
の
決
定
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
活
発
な
議
論
を
誘
発
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。
法
律
雑
誌
に
限
定
し
て
も
、
前
者
の
決
定
を
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、O

liver L
epsiu

s, E
instw

eiliger G
rundrechtsschutz 

nach M
aßgabe des G

esetzes, D
er S

taat 2021, S
. 4; K

yrill-A
. S

ch
w

arz, In dubio pro im
perio?, N

V
w

Z
-B

eilage 2022, S
. 3

が
、
判

例
評
釈
と
し
て
、W

alter F
renz, B

eschlussesanm
erkung, D

V
B

l 2022, S
. 43; V

olker B
oeh

m
e-N

eßler, B
eschlussesanm

erkung, 

N
V

w
Z

-B
eilage 2022, S

. 7

（34 f.

）; S
tefa

n
 M

u
ckel, A

usgangs- und K
ontaktbeschränkungen zur P

andem
iebekäm

pfung 

verfassungsgem
äß 

（„B
undesnotbrem

se I “

）, JA
 2022, S

. 171; M
ich

a
el S

a
ch

s, G
rundrechte: K

ontakt- und 

A
usgangsbeschränkungen in der P

andem
ie, JuS

 2022, S
. 182

が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
つ
の
決
定
を
併
せ
て
検
討
す
る
論

文
と
し
て
、C

h
ristoph

 D
egen

h
art, E

ntscheidung unter U
nsicherheit – die P

andem
iebeschlüsse des B

V
erfG

, N
JW

 2022, S
. 123; 

M
artin

 H
. W

. M
öllers/

R
obert C

h
r. van

 O
oyen, B

undesnotbrem
se – das B

undesverfassungsgericht bleibt „etatistisch “: N
eue 

G
rundrechte, w

eniger F
reiheit und eine „K

ontrollinszenierung “?, R
uP

 2022, S
. 58; L

a
m

ia
 A

m
h

a
ou

a
ch, D

och keine 

R
ichtungsw

eisung für künftige C
orona-M

aßnahm
en, R

uP
 2022, S

. 74

が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
決
定
も
極
め
て
重
要
な
論

点
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
筆
者
と
し
て
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
前
者
の
決
定
に
つ
い
て
も
紹
介
し
、
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

）
一
一
一
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て
重
要
な
論

点
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
筆
者
と
し
て
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
前
者
の
決
定
に
つ
い
て
も
紹
介
し
、
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

三
六

（
4
） 

「
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
条
項
に
つ
い
て
は
、
横
田
明
美
『
コ
ロ
ナ
危
機
と
立
法
・
行
政
─
ド
イ
ツ
感
染
症
予
防
法
の
多
段
改
正
か
ら
』（
弘
文

堂
、
二
〇
二
二
年
）
九
一
頁
以
下
（
補
章
一
）
に
よ
る
解
説
を
参
照
。
さ
ら
に
、
泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
第
四
次
住
民
保
護
法
（「
緊
急
ブ
レ
ー

キ
」
等
）、
ワ
ク
チ
ン
接
種
者
・
回
復
者
等
へ
の
規
制
免
除
、
入
国
規
則
、
教
育
へ
の
免
除
等
、
季
節
労
働
者
特
例
」
外
国
の
立
法
二
八
八
・
一
号

（
二
〇
二
一
年
）
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
5
） 

シ
ャ
リ
テ
ー
（C

harité

）
と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
と
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
共
同
施
設
で
あ
る
大
学
病
院
と
理
解
し
て
お

け
ば
足
り
る
。
シ
ャ
リ
テ
ー
に
つ
い
て
は
、
髙
野
光
司
（
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
医
学
部
教
授
）
の
エ
ッ
セ
イ
「
シ
ャ
リ
テ
ー
大
学
医
学
部
病
院
連

合
ベ
ル
リ
ン
」
千
葉
医
学
九
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
三
頁
以
下
に
お
い
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
さ
れ
た

い
。
そ
こ
で
は
、
シ
ャ
リ
テ
ー
の
訳
語
と
し
て
、「
シ
ャ
リ
テ
ー
大
学
医
学
部
病
院
連
合
ベ
ル
リ
ン
」
又
は
「
シ
ャ
リ
テ
ー
大
学
病
院
連
合
ベ
ル
リ

ン
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
面
式
授
業
の
禁
止
は
基
本
法
六
条
一
項
に
基
づ
く
家
族
基
本
権
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
を
示

し
て
い
る
（R

n. 203-221

）
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
紹
介
は
し
な
い
。

（
7
） B

V
erfG

E
 45, 400 

（417

）.

（
8
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
千
葉
卓
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
法
の
諸
問
題
」

日
本
教
育
法
学
会
年
報
三
号
（
一
九
七
四
年
）
二
〇
三
頁
以
下
（
二
一
一
頁
以
下
）、
内
野
正
幸
『
表
現
・
教
育
・
宗
教
と
人
権
』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
〇
年
）
一
六
五
頁
以
下
（
初
出
、「
西
ド
イ
ツ
教
育
法
理
論
の
一
断
面
」
現
代
憲
法
学
研
究
会
編
『
小
林
直
樹
先
生
還
暦
記
念
／
現
代
国
家

と
憲
法
の
原
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
三
三
一
頁
以
下
）、
ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
（
甲
斐
素
直
翻
訳
監
修
・
粟
島
智
明
訳
）「
ド
イ
ツ

に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
」
日
本
法
学
八
一
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
） 

D
ietrich

 M
u

rsw
iek, in: M

ichael S
achs 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz, 7. A

ufl. 2014, A
rt 2 R

n. 111

は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
は
基
本
法

二
条
一
項
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
既
存
の
教
育
施
設
に
対
す
る
派
生
的
配
分
権
も
、
基
本
法
三
条
か
ら
導
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
は
（
基
本
法
七
条
と
結
び
付
い
た
と
し
て
も
）
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
い
て
い
る
。U

d
o 

D
i F

abio, D
urig/H

erzog/S
cholz, 95. E

L
 Juni 2021, G

G
,  A

rt 2, R
n. 211

も
否
定
的
な
立
場
を
と
る
。
基
本
法
七
条
一
項
に
つ
い
て
も
、

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
七

F
rau

ke B
rosiu

s-G
ersd

orf, in: H
orst D

reier 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m

entar, B
d. Ⅰ

, 3. A
ufl. 2013, A

rt. 7 R
n. 20

は
、
基
本
法

七
条
一
項
は
基
本
権
で
は
な
く
、
組
織
規
範
・
任
務
規
範
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、M

arku
s T

h
iel, in: M

ichael S
achs 

（H
rsg.

）, 

G
rundgesetz, 7. A

ufl. 2014, A
rt 7 R

n. 16

は
、
基
本
法
七
条
一
項
は
、
組
織
法
上
の
規
範
で
あ
っ
て
、
基
本
権
で
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

（
10
） 

S
ilvia P

ern
ice-W

arn
ke/

 C
lem

en
s W

arn
ke, B

ildungseinrichtungen in der S
A

R
S

-C
oV

-2-P
andem

ie, D
Ö

V
 2020, S

. 1089. 
以

下
、
こ
の
論
文
の
引
用
は
、
本
文
中
に
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
11
） 

M
ich

ael W
rase, V

orrang für B
ildung: W

arum
 die E

ntscheidung der L
änder gegen 

（generelle

） S
chulschließungen richtig 

ist, V
erfB

log, 2020/12/04, https://verfassungsblog.de/vorrang-fur-bildung/, D
O

I: 10.17176/20201204-175837-0.

（
12
） 

ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
前
掲
注（
11
）に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
基
本
法
に
お
い
て
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
も
、
学
校
及
び
そ
の
他
の

教
育
施
設
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
も
明
文
で
保
障
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
際
法
に
お
い
て
は
、
社
会
権
規
約
一
三
条
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
、

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
二
四
条
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
権
利
が
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
若
者
の
教
育
を
受
け

る
権
利
は
、
そ
の
客
観
法
上
の
対
応
物
を
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
学
校
監
督
に
見
出
す
、
と
。

（
13
） 

M
u

rsw
iek 

（F
n. 9

）, A
rt 2 R

n. 111.

（
14
） 

M
ich

ael von
 L

an
d

en
berg-R

oberg, D
as G

rundrecht auf schulische B
ildung im

 K
ontext, D

V
B

l 2022, S
. 389 

（394 f.

）.

（
15
） 

L
an

d
en

bu
rg-R

oberg 

（F
n. 14

）, S
. 394 f. 

さ
ら
に
、
ラ
ン
デ
ン
ベ
ル
ク
・
ロ
ー
ベ
ル
ク
は
、
就
学
義
務
の
正
当
化
は
こ
れ
ま
で
共
同
体
に

関
連
す
る
「
統
合
利
益
」
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
き
た
が
、
将
来
は
、
自
立
し
た
自
己
発
展
の
可
能
性
の
諸
条
件
に
対
す
る
子
ど
も
自
身
の
利

益
も
同
じ
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
（S

. 395

）。

（
16
） 

す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
す
で
に
本
決
定
の
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（A

rn
d

 U
h

le, in: 

V
olker E

pping/C
hristian H

illgruber 

（H
rsg.

）, 50. E
d. 15. 2. 2022, A

rt. 7 R
n. 6a-6c.1

）。

（
17
） 

ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
導
出
は
「
教
育
憲
法
に
と
っ
て
の
里
程
標
」（einen M

eilenstein für 

dasB
ildungsverfassungsrecht

）
で
あ
る
と
評
価
す
る
（M

ich
ael W

rase, E
in B

eschluss m
it w

eitreichenden F
olgen: D

as R
echt auf 

schulische B
ildung nach der S

chulschließungs-E
ntscheidung des B

undesverfassungsgerichts, V
erfB

log, 2021/12/05, https://

）
一
一
一
（



コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
七

F
rau

ke B
rosiu

s-G
ersd

orf, in: H
orst D

reier 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m

entar, B
d. Ⅰ

, 3. A
ufl. 2013, A

rt. 7 R
n. 20

は
、
基
本
法

七
条
一
項
は
基
本
権
で
は
な
く
、
組
織
規
範
・
任
務
規
範
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、M

arku
s T

h
iel, in: M

ichael S
achs 

（H
rsg.

）, 

G
rundgesetz, 7. A

ufl. 2014, A
rt 7 R

n. 16

は
、
基
本
法
七
条
一
項
は
、
組
織
法
上
の
規
範
で
あ
っ
て
、
基
本
権
で
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

（
10
） 

S
ilvia P

ern
ice-W

arn
ke/

 C
lem

en
s W

arn
ke, B

ildungseinrichtungen in der S
A

R
S

-C
oV

-2-P
andem

ie, D
Ö

V
 2020, S

. 1089. 

以

下
、
こ
の
論
文
の
引
用
は
、
本
文
中
に
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
11
） 

M
ich

ael W
rase, V

orrang für B
ildung: W

arum
 die E

ntscheidung der L
änder gegen 

（generelle

） S
chulschließungen richtig 

ist, V
erfB

log, 2020/12/04, https://verfassungsblog.de/vorrang-fur-bildung/, D
O

I: 10.17176/20201204-175837-0.

（
12
） 

ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
前
掲
注（
11
）に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
基
本
法
に
お
い
て
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
も
、
学
校
及
び
そ
の
他
の

教
育
施
設
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
も
明
文
で
保
障
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
際
法
に
お
い
て
は
、
社
会
権
規
約
一
三
条
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
、

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
二
四
条
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
権
利
が
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
若
者
の
教
育
を
受
け

る
権
利
は
、
そ
の
客
観
法
上
の
対
応
物
を
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
学
校
監
督
に
見
出
す
、
と
。

（
13
） 

M
u

rsw
iek 

（F
n. 9

）, A
rt 2 R

n. 111.

（
14
） 

M
ich

ael von
 L

an
d

en
berg-R

oberg, D
as G

rundrecht auf schulische B
ildung im

 K
ontext, D

V
B

l 2022, S
. 389 

（394 f.

）.

（
15
） 

L
an

d
en

bu
rg-R

oberg 

（F
n. 14

）, S
. 394 f. 

さ
ら
に
、
ラ
ン
デ
ン
ベ
ル
ク
・
ロ
ー
ベ
ル
ク
は
、
就
学
義
務
の
正
当
化
は
こ
れ
ま
で
共
同
体
に

関
連
す
る
「
統
合
利
益
」
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
き
た
が
、
将
来
は
、
自
立
し
た
自
己
発
展
の
可
能
性
の
諸
条
件
に
対
す
る
子
ど
も
自
身
の
利

益
も
同
じ
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
（S

. 395
）。

（
16
） 

す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
す
で
に
本
決
定
の
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（A

rn
d

 U
h

le, in: 

V
olker E

pping/C
hristian H

illgruber 

（H
rsg.

）, 50. E
d. 15. 2. 2022, A

rt. 7 R
n. 6a-6c.1

）。

（
17
） 

ヴ
ラ
ー
ゼ
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
の
導
出
は
「
教
育
憲
法
に
と
っ
て
の
里
程
標
」（einen M

eilenstein für 

dasB
ildungsverfassungsrecht

）
で
あ
る
と
評
価
す
る
（M

ich
ael W

rase, E
in B

eschluss m
it w

eitreichenden F
olgen: D

as R
echt auf 

schulische B
ildung nach der S

chulschließungs-E
ntscheidung des B

undesverfassungsgerichts, V
erfB

log, 2021/12/05, https://

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

三
八

verfassungsblog.de/ein-beschluss-m
it-w

eitreichenden-folgen/, D
O

I: 10.17176/20211206-021910-0

）。

（
18
） 

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
ネ
ッ
テ
ス
ハ
イ
ム
（M

artin N
ettesheim

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
及
び
学
校
教
育
の
制
度
を
、
教

育
学
的
に
も
憲
法
上
も
疑
わ
し
い
仕
方
で
構
成
し
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
根
底
に
据
え
て
、
本
決
定
を
根
源
的
に
批
判
し
て
い
る
。
ネ
ッ
テ
ス
ハ

イ
ム
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
を
「
市
場
」
と
し
て
設
計
し
て
い
る
。
学
校
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
国
と
、

権
利
に
基
づ
い
て
供
給
を
消
費
す
る
生
徒
と
い
う
両
サ
イ
ド
が
対
立
す
る
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
に
よ
る
と
、
学
校
教
育
を
受
け
る

権
利
は
、
あ
る
種
の
特
殊
な
消
費
者
保
護
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
本
決
定
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
た
し
か
に
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
生
徒
を
消
費
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
学
校
に
お
い
て
発
展
の
機
会
を
提
供
さ
れ
た
主
体
と
し
て
も
設
計
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
も
、
教
育
を
提
供
す
る
国
家
と
、
こ
の
教
育
を
利
用
す
る
生
徒
と
い
う
「
市
場
モ
デ
ル
」
が
重
層
的
に
入
り
込
ん
で
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

教
育
を
、
二
つ
の
側
が
不
可
分
の
相
互
作
用
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
間
主
観
的
プ
ロ
セ
ス
と
見
て
い
な
い
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
教
育
を
相
互
的
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
教
育
事
象
の
分
裂
は
、
教
育
学
的
も
、

ま
た
文
化
科
学
的
に
も
誤
り
で
あ
る
、
と
（M

artin
 N

ettesh
eim

, S
chule als M

arkt staatlicher B
ildungsangebote: A

nm
erkungen zum

 

B
eschluss des B

V
erfG

 vom
 19. N

ovem
ber 2021 

（„B
undesnotbrem

se II – S
chulschließungen “

）, V
erfB

log, 2021/11/30,https://

verfassungsblog.de/schule-als-m
arkt-staatlicher-bildungsangebote/, D

O
I:10.17176/20211130-211227-0

）。

（
19
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
五
月
三
〇
日
に
提
出
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
時
点
ま
で
に
蒐
集
で
き
た
文
献
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

Isabel L
isch

ew
ski, E

in R
echt nur für K

inder?: D
as R

echt auf B
ildung im

 S
chulschließungsbeschluss des B

V
erfG

 im
 

L
ichte der K

inderrechtsdebatte, V
erfB

log, 2021/11/30, https://verfassungsblog.de/ein-recht-nur-fur-kinder/, 

D
O

I:10.17176/20211130-190640-0

は
、
子
ど
も
の
権
利
を
基
本
法
に
導
入
す
べ
き
か
ど
う
か
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

示
し
た
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
解
釈
論
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
論
文
は
紹

介
し
な
い
。

（
21
） 

P
ern

ice-W
arn

ke/
W

arn
ke 

（F
n. 10

）, S
. 1089 ff.

（
22
） 

P
ern

ice-W
arn

ke/
W

arn
ke 

（F
n. 10

）, S
. 1100.

）
一
一
一
（

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
（
岡
田
）

三
九

（
23
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
七
ａ
条
に
基
づ
く
専
門
知
識
を
有
す
る
第
三
者
の
意
見
表
明
に
つ
い
て
は
、
笹
田
栄
司
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お
け
る
第
三
者
の
参
加
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
七
ａ
条
）」
北
大
法
学
論
集
七
〇
巻
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
） 

J
oh

an
n

a W
olff, S

chulschließung als G
rundrechtseingriff: Z

um
 B

undesnotbrem
sen-B

eschluss des E
rsten S

enats des 

B
undesverfassungsgerichts, V

erfB
log, 2021/11/30, https://verfassungsblog.de/schulschliesung-als-grundrechtseingriff/, 

D
O

I:10.17176/20211130-190914-0.

（
25
） 

H
eiko S

au
er, G

ediegene G
egenerzählung, V

erfB
log, 2021/12/01, https://verfassungsblog.de/gediegene-gegenerzahlung/, 

D
O

I: 10.17176/20211201-212027-0.

（
26
） 

M
ich

ael W
rase, R

echt auf schulische B
ildung: D

ie S
chulschließungs-E

ntscheidung des B
undesverfassungsgerichts ist 

w
egw

eisend, https://w
w

w
.fes.de/them

enportal-bildung-arbeit-digitalisierung/bildung/artikelseite-bildungsblog/recht-auf-

schulische-bildung-die-schulschliessungs-entscheidung-des-bundesverfassungsgerichts-ist-w
egw

eisend.

（
27
） 

ザ
ッ
ク
ス
（M

ichael S
achs

）
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
実
務
」
に
と
っ
て
の
本
決
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
本
決
定
は
、
相
応
の
危
険

状
況
に
お
い
て
対
面
式
授
業
を
禁
止
す
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
、
要
件
の
極
め
て
綿
密
な
審
査
と
、
そ
の
効
果
に
対
す
る
で
き
る
限
り
広
範
囲
な
代

償
及
び
緩
和
の
措
置
を
求
め
た
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（M

ich
ael S

ach
s, G

rundrechte: S
chulschließungen in der P

andem
ie JuS

 

2022, 186 

（187

））。
ま
た
、
ム
ッ
ケ
ル
（S

tefan M
uckel

）
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
生
徒
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利

を
制
約
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
疑
わ
し
き
は
学
校
閉
鎖
に
」
と
い
う
基
本
ラ
イ
ン
を
打
ち
出
さ
れ
て
、
追
求

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
の
授
業
に
際
立
っ
た
地
位
を
認
め
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（S

tefan
 M

u
ckel, 

S
chulschließungen zur P

andem
iebekäm

pfung verfassungsgem
äß 

（„B
undesnotbrem

se II “

）, JA
 2022, 174

）。

（
28
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渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ

　
基
本
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
八
七
頁
［
工
藤
達
朗
］。
長
尾
一

紘
『
日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
三
一
〇
頁
も
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
の
自
由
権
的
側
面
」
は
「
教
育
施
設
な
い

し
教
育
上
の
諸
制
度
の
利
便
の
享
受
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
を
保
障
す
る
」
と
説
い
て
い
る
。

（
29
） 

斎
藤
一
久
「
一
斉
休
校
措
置
か
ら
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
を
考
え
る
」
法
学
館
憲
法
研
究
所
報
二
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
九
頁
以
下

）
一
一
一
（
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六
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七
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［
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達
朗
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長
尾
一

紘
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日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
世
界
思
想
社
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一
九
九
七
年
）
三
一
〇
頁
も
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権
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の
自
由
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的
側
面
」
は
「
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施
設
な
い

し
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の
諸
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利
便
の
享
受
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
を
保
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す
る
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説
い
て
い
る
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（
29
） 

斎
藤
一
久
「
一
斉
休
校
措
置
か
ら
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
を
考
え
る
」
法
学
館
憲
法
研
究
所
報
二
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
九
頁
以
下

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

四
〇

（
四
八
頁
）
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
二
七
日
の
安
倍
首
相
（
当
時
）
の
要
請
に
基
づ
く
一
斉
休
校
措
置
に
関
連
し
て
、「
も
ち
ろ
ん
憲
法
二
六
条
は
対

面
で
学
習
す
る
権
利
を
直
接
的
に
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
斉
休
校
措
置
に
よ
り
、
学
校
と
い
う
場
で
学
べ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
教

育
を
受
け
る
権
利
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
事
態
を
招
来
し
て
い
る
。
た
と
え
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
予
防
、
そ
し
て
医
療
資
源
の

確
保
（
と
り
わ
け
重
症
患
者
の
生
命
の
保
護
）
が
基
底
的
な
考
慮
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
重
要
な
考
慮
要
素
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
論
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
行
の
教
育
法
制
が
対
面
式
授
業
の
実

施
を
原
則
的
授
業
形
態
と
定
め
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、「
憲
法
二
六
条
は
対
面
で
学
習
す
る
権
利
を
直
接
的
に
保
障
し
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
り
、
斎
藤
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
教
育
を
受
け
る
権
利
は
一
つ
の
重
要
な
考
慮
要
素
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
（
む
し
ろ
、
憲
法
上

の
権
利
の
制
約⇒

制
約
の
正
当
化
と
い
う
図
式
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
）
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
堀
口
吾
郎
「
⑤
学
校
教
育
を
受
け
る

権
利
へ
の
影
響
─
憲
法
は
『
学
校
に
通
う
権
利
』
と
『
学
校
に
通
わ
ず
に
教
育
を
受
け
る
権
利
』
を
保
障
し
て
い
る
か
」
大
林
啓
吾
編
『
コ
ロ
ナ
の

憲
法
学
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）
一
八
九
頁
以
下
（
一
九
五
頁
以
下
）
は
、「
子
ど
も
た
ち
が
学
校
に
通
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
学
校
空
間
以
外

で
の
教
育
機
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
等
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
制
限
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
問
題
を
提
起
し
、「
日
本
で
は
、
日
本
国
憲
法
が
成
立
す
る
ず
っ
と
前
か
ら
一
貫
し
て
、『
学
校
が
学
習
指
導
の
み
な
ら
ず
、
生
徒
指
導
等
の
面
で

も
主
要
な
役
割
を
担
い
、
様
々
な
場
面
を
通
じ
て
、
児
童
生
徒
の
状
況
を
総
合
的
に
把
握
し
て
教
師
が
指
導
を
行
う
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
知
・

徳
・
体
を
一
体
で
育
む
』
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
『
日
本
型
学
校
教
育
』
が
制
度
化
さ
れ
て
き
た
」
が
、「
仮
に
憲
法
が
こ
う
し
た
日
本
型
学
校
教
育
を

前
提
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
教
育
を
受
け
る
権
利
は
『
学
校
に
通
う
権
利
』
を
も
保
護
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。
日
本
国

憲
法
が
い
わ
ゆ
る
「
日
本
型
学
校
教
育
」
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
容
易
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
堀
口
の
見
解
は
、
実
質
的
に
は
、
教
育
を
受

け
る
権
利
は
『
学
校
に
通
う
権
利
』
を
保
障
し
て
い
な
い
と
い
う
見
解
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本

文
で
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
論
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
憲
法
が
「
日
本
型
学
校
教
育
」
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
（「
仮
に
憲

法
が
こ
う
し
た
日
本
型
学
校
教
育
を
前
提
に
し
て
い
る
な
ら
ば
」
と
い
う
留
保
を
付
す
こ
と
な
く
）、
現
在
の
教
育
法
制
が
学
校
空
間
で
教
育
を
行
う

こ
と
を
原
則
的
形
態
と
し
て
定
め
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、「
子
ど
も
た
ち
が
学
校
に
通
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
学
校
空
間
以
外
で
の
教
育
機
会
（
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
等
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
制
限
に
あ
た
る
」
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

）
一
一
一
（

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
と
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
一

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
と
契
約
理
論

長
　谷
　川
　
　
貞
　
　
之

〈
目
次
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一
　
問
題
の
所
在

二
　
現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

１
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
現
代
的
意
義

２
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
融
合

３
　
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
デ
ー
タ
構
造

三
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約

１
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

論
　
説

）
一
八
一
（


