
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
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的
考
察
（
大
林
）
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三
（
九
三
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序Ⅰ　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務

　

1　

警
察
権
限

　

2　

現
代
国
家
に
よ
る
公
衆
衛
生
の
維
持

　

3　

公
衆
衛
生
維
持
シ
ス
テ
ム

　

4　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
緊
急
性

　

5　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
ジ
レ
ン
マ

Ⅱ　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
予
防
と
人
権
制
約
問
題

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察

―
―
国
家
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
責
務
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
憲
法
的
ア
ナ
ト
ミ
ー
―
―

大　
　

林　
　

啓　
　

吾
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九
四
（
九
四
）

　

1　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義

　

2　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
と
身
体
の
自
由

　

3　

Jacobson v. M
assachusetts

判
決

　

4　

ワ
ク
チ
ン
接
種
免
除
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向

　

5　

隔
離
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
―
―
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
隔
離
政
策

　

6　

隔
離
に
関
す
る
判
例
法
理

Ⅲ　

命
の
優
先
順
位
と
平
等
―
―
感
染
症
対
策
の
給
付
的
側
面

　

1　

二
〇
〇
五
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
プ
ラ
ン
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

2　

二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
ワ
ク
チ
ン
推
奨
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

3　

平
等
の
問
題

　

4　

民
主
的
決
定
と
専
門
的
判
断

後
序

　
　
　
　
　

序

　

人
類
の
歴
史
を
見
る
と
、
感
染
症
の
脅
威
に
幾
度
と
な
く
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
く
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
た

ペ
ス
ト
、
近
代
以
降
何
度
か
流
行
を
繰
り
返
し
た
コ
レ
ラ
、
二
〇
世
紀
に
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
あ
り
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
も
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
や
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
そ
の
致
死
率
の
高
さ
か
ら
耳
目
を
集
め
た
こ
と
は
比
較
的
記
憶
に
新
し
い
。

　

現
代
医
学
の
進
歩
に
よ
り
、
か
な
り
の
感
染
症
対
策
が
事
前
に
可
能
と
な
り
、
従
来
ほ
ど
不
測
の
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
減
少
し
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
々
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
も
進
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
人
類
と
感
染
症
の
闘
い



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
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関
す
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憲
法
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考
察
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大
林
）

九
五
（
九
五
）

は
決
し
て
終
わ
り
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
交
通
手
段
の
発
達
に
よ
り
、
従
来
よ
り
も
感
染
症
の
感
染
範
囲
は

拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
問
題
で
あ
る
。

　

疫
学
上
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
は
、「
世
界
的
規
模
、
又
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
起
き
、
国
際
的
境
界
を
横
断
し
な
が
ら
、
通
常
多
く
の

人
々
が
感
染
す
る
流
行

（
１
）

」
の
こ
と
を
指
す
。
感
染
症
は
、
流
行
の
規
模
に
応
じ
て
、
感
染
範
囲
が
狭
い
地
域
に
限
定
さ
れ
る
エ
ン
デ
ミ
ッ

ク
、
感
染
が
広
範
囲
に
及
ん
だ
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
、
そ
し
て
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
に
分
類
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

天
然
痘
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
、
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
細
菌
感
染
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
原
虫
感
染
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
ま
さ
に
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
た
め
、
そ
の
対
策
に
は
各
国
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い

こ
と
は
も
と
よ
り
、
国
家
の
枠
を
越
え
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
の
国
際
機
関
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対

策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
国
境
を
越
え
て
大
流
行
す
る
感
染
症
に
対
し
、
国
家
を
前
提
と
し
て
き
た
憲
法

学
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
推
測
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
い
は
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
し
か
し
本
稿
の
射
程
は
そ
こ
ま
で
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
の
分
析
対
象
は
、
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
国
家

の
感
染
症
対
策
に
関
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
感
染
症
は
い
き
な
り
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
地
域
的
流
行
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
段
階

を
経
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
の
が
一
般
的
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
次
的
に
は
国
家
の
感
染
症
対
策
が
重
要
に
な
る
と
い
う

点
で
あ
る

（
２
）

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
絡
む
憲
法
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
エ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
を

含
め
た
国
内
の
感
染
症
対
策
一
般
を
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
な
ど
が
突
如
と
し
て
現
れ
、
瞬
く
間
に
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世
界
中
に
広
が
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
家
が
そ
の
対
策
に
つ
い
て
第
一
次
的
責
務
を
負

う
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
、
感
染
症
の
流
行
に
対
す
る
国
家
の
公
衆
衛
生
上
の
責
務
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
二
に
、
国
家
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
は
強
制
的
に
身
体
を
拘
束
し
た
り
自
由
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
人
権

侵
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
典
的
な
憲
法
的
論
点
で
あ
り
、
こ
の
自
由
と
安
全
の
調
整
を
い
か
に

し
て
は
か
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
、
既
知
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な

る
場
合
と
未
知
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
場
合
と
で
は
、
対
応
が
異
な
っ
て
く
る
。
前
者
の
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
の
備
蓄
や
隔
離

手
続
な
ど
、
予
防
方
法
が
中
心
と
な
る
。
一
方
、
後
者
の
場
合
は
緊
急
的
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
の
緊
急
事
態
権
限
の
問
題

が
で
て
く
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
人
権
を
制
約
す
る
度
合
い
が
大
き
い
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務
と
感
染
症
対
策

に
よ
る
人
権
侵
害
の
問
題
を
検
討
す
る
。
日
本
で
は
憲
法
二
五
条
二
項
が
公
衆
衛
生
の
維
持
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
公
衆
衛
生
に

関
す
る
憲
法
上
の
規
定
の
な
い
国
で
は
公
衆
衛
生
の
維
持
の
必
要
性
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い

（
３
）

。
国
家
は
、
そ
の
成
り
立
ち
か

ら
し
て
国
民
の
安
全
を
守
る
責
務
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
公
衆
衛
生
の
維
持
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
感
染
症

対
策
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
国
家
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
責
務
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
つ
ぎ
に
、
公
衆
衛
生
規
制
が
も
た
ら
す
自
由
へ

の
侵
害
に
つ
い
て
、
侵
害
程
度
の
高
い
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
中
心
に
、
そ
の
限
界
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
優
先

順
位
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
公
衆
衛
生
規
制
が
自
由
の
侵
害
だ
け
で
な
く
、
平
等
の
問
題
を
も
惹
起
し
う
る
場
面
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
以
上
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
早
く
か
ら
憲
法
を
制
定
し
、
国
家
の
公
衆
衛
生
の
責
務
と
人
権
侵
害
の
問



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

九
七
（
九
七
）

題
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
ア
メ
リ
カ
を
素
材
に
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　

Ⅰ　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務

　

1　

警
察
権
限

　

建
国
の
歴
史
的
背
景
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
州
が
広
範
な
自
治
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
邦

く
に

を
形
成
し
て
い
た
州
は
公
衆
衛
生
を
含
む
警
察
権
限
（police pow

er

）
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
は
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

古
く
か
ら
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
法
諺
に
、「
君
は
他
人
の
も
の
を
害
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
君
は
自
身
の
も
の
を
用
い
よ
」（sic 

utere tuo ut alienum
 non laedas （

４
））

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
権
利
の
濫
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
法
諺
を
警
察
権
限
と
の
関

係
で
用
い
た
の
がThorpe v. R
utland &

 B
. R

. C
o.

バ
ー
モ
ン
ト
州
最
高
裁
判
決

（
５
）

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
州
の
警
察
権
限
は
生
命
、

身
体
、
健
康
を
含
む
州
内
の
あ
ら
ゆ
る
財
産
を
守
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
他
者
加
害
を
も
た
ら
す
個
別
具
体
的
な

行
為
で
あ
る
場
合
の
み
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
特
定
の
利
益
に
対
す
る
具
体
的
侵
害
を
抑
止
す
る
場
合
で

な
け
れ
ば
、
州
の
警
察
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る

（
６
）

。
当
初
、
ア
メ
リ
カ
の
警
察
権
限
は
こ
の
よ
う
な
狭
い
概

念
だ
っ
た
。

　

他
方
、「
国
民
の
安
全
は
最
高
の
法
で
あ
る
」（Salus populi est suprem

a lex （
７
））

と
い
う
法
諺
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
が
公
共
の
安
全
、

福
祉
、
道
徳
の
た
め
に
規
制
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
対
象
は
、
他
者
加
害
や
具
体
的
侵
害
が
前
提
と
さ
れ
て
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お
ら
ず
、
む
し
ろ
一
般
的
・
抽
象
的
な
公
益
の
た
め
に
規
制
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
産
業
革
命
を
迎
え
た
ア
メ

リ
カ
で
は
、
州
に
様
々
な
規
制
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
警
察
権
限
の
概
念
も
拡
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
〇
四
年
の
フ
ロ
イ
ン
ト
（Ernst Freund

）
の
著
作

（
８
）

に
よ
り
、
こ
の
概
念
が
警
察
権
限
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（
９
）

。

　

た
だ
し
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
（R

ichard A
. Epstein

）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
安
全
」
は
、
古
典
的
国
家
に
お
け
る
「
公
衆
の
健
康

な
状
態
」（the w

ell being of the public

）
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る

）
10
（

。
警
察
権
限
の
射
程
が
広
が
っ
た
と
は
い
え
、
現
代
の
よ
う
に
人
々

の
幸
福
を
幅
広
く
求
め
る
福
祉
国
家
像
に
ま
で
拡
大
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
警
察
権
限
は
そ
の
名
の
通
り
、
安
全
や
健
康
の
維
持
を
主
軸

に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

警
察
権
限
の
射
程
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
る
も
の
の
、
そ
の
展
開
を
見
る
限
り
、
公
衆
衛
生
の
維
持
が
伝
統
的
に
国
家
（
州
）
の

責
務
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
判
例
法
理
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
、
最
初
に
市
民
の
公
衆
衛
生
を
守
る
警
察
権
限
が
州
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
一
八
二
四
年
のG

ibbons v. O
gden

連
邦
最
高
裁
判

決
）
11
（

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
件
で
は
渡
船
の
免
許
付
与
を
め
ぐ
り
連
邦
と
州
の
権
限
が
争
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
連
邦
最
高

裁
は
州
固
有
の
警
察
権
限
に
言
及
し
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
と
、
州
の
警
察
権
限
に
つ
き
、「
州
内
の
通
商
規
制
法
と
同
様
、
高
速
道

路
や
渡
船
に
関
す
る
検
査
法
、
隔
離
法
、
衛
生
法
は
、
こ
の
包
括
的
権
限
に
含
ま
れ
る

）
12
（

」
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
制
権
限
は
、

い
ず
れ
も
州
が
適
切
に
行
使
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

つ
ぎ
に
、
外
国
船
舶
が
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
湾
に
入
る
こ
と
を
禁
止
し
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
衛
生
委
員
会
の
政
策
が
問
題
と
な
っ
た

一
九
〇
二
年
のC

om
pagnie Francaise de N

avigation a Vapeur v. Louisiana State B
oard of H

ealth

連
邦
最
高
裁
判
決

）
13
（

が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
州
が
ど
こ
ま
で
外
国
船
舶
に
対
す
る
規
制
を
行
え
る
か
ど
う
か
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
州
の
警
察
権
限



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
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関
す
る
憲
法
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（
大
林
）

九
九
（
九
九
）

の
射
程
も
問
題
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
法
の
授
権
が
な
く
て
も
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
が
伝
染
病
発
生
地
区
へ
の
船
舶
入
港
の
禁

止
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
、
州
の
警
察
権
限
に
基
づ
く
伝
染
病
対
策
を
広
く
認
め
た
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
主
と
し
て
連
邦
権
限
と
州
の
権
限
と
の
争
い
で
あ
っ
た
が
、
公
衆
衛
生
規
制
と
個
人
の
自
由
が
衝
突
し
た
の
が
一
九
〇
五

年
のJacobson v. M

assachusetts

連
邦
最
高
裁
判
決

）
14
（

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
拒
否
で
き
る
か
否
か
が

争
点
と
な
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
規
制
の
合
憲
性
の
判
断

は
敬
譲
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
、
規
制
の
合
理
性
を
認
め
て
合
憲
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
際
、
州
の
警
察
権
限
に
は
公
衆
衛
生
を

維
持
す
る
責
務
が
含
ま
れ
る
と
し
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
限
り
は
尊
重
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
州
裁
判
所
レ
ベ
ル
の
判
決
で
は
あ
る
が
、
公
衆
衛
生
の
維
持
が
国
家
の
主
要
責
務
の
一
つ
で
あ
る
と
し
た
の
がM

oore v. 

D
raper

フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
判
決

）
15
（

で
あ
る
。
結
核
に
罹
っ
た
た
め
に
結
核
治
療
施
設
（sanitarium

）
に
収
容
さ
れ
た
原
告
が
、
当
該
収

容
は
不
当
に
身
体
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
修
正
一
四
条
違
反
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、

公
衆
衛
生
に
関
す
る
政
府
の
責
務
に
つ
い
て
、
腸
チ
フ
ス
に
罹
患
し
た
こ
と
で
隔
離
さ
れ
た
者
が
人
身
保
護
令
状
を
請
求
し
たPeople 

ex rel. B
arm

ore v. R
obertson

イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
決

）
16
（

を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
州
が
主
権

と
し
て
担
う
責
務
の
一
つ
が
公
衆
衛
生
の
維
持
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
が
保
護
す
べ
き
対
象
の
中
で
公
衆
衛
生
の
維
持

ほ
ど
重
要
な
も
の
は
な
い
。
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
責
務
は
州
の
固
有
か
つ
不
可
譲
の
警
察
権
限
に
十
分
な
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
）
17
（

。」
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
公
衆
衛
生
の
維
持
は
警
察
権
限
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
規
制
に
は
対
象
や
方
法
に
一
定
の
特
徴
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
判
例
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
警
察
権
限
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
の
維
持
の
典
型
例
は
感
染
症
対
策
で



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
〇
（
一
〇
〇
）

あ
っ
た
。「
感
染
症
か
ら
公
衆
衛
生
を
守
る
こ
と
は
政
府
の
重
大
な
責
務
の
一
つ
な
の
で
あ
る

）
18
（

」。
ま
た
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
手
段
は
隔

離
が
一
般
的
で
あ
り
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
予
防
法
が
発
明
さ
れ
て
か
ら
は
隔
離
と
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
主
な
手
段
で
あ
っ
た
点
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
主
な
規
制
対
象
は
感
染
症
で
、
そ
の
対
策
に
は
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
強
制
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
当
初
の
公
衆
衛
生
規
制
は
、
か
な
り
限
定
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

エ
プ
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
限
定
的
対
応
は
公
衆
衛
生
の
維
持
を
公
共
財
の
一
種
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う

）
19
（

。
な

ぜ
な
ら
、
公
衆
衛
生
の
維
持
は
一
般
に
必
要
な
公
益
で
あ
る
も
の
の
、
非
競
合
的
お
よ
び
非
排
他
的
性
格
を
有
す
る
た
め
、
国
家
が
そ
の

任
務
を
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
国
家
は
公
共
財
と
し
て
の
公
衆
衛
生
の
維
持
が
必
要
な
限
り
に
お
い
て
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
そ
の
役
割
は
主
に
感
染
症
対
策
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
版
産
業
革
命
を
経
て
産
業
や
技
術
が
発
達
す
る
と
、
国
家
が
扱
え
る
公
衆
衛
生
の
対
象
範

囲
が
広
が
り
、
か
つ
規
制
需
要
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務
は
も
は
や
市
場
の
失
敗
を

カ
バ
ー
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

2　

現
代
国
家
に
よ
る
公
衆
衛
生
の
維
持

　

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
福
祉
国
家
の
幕
が
開
け
る
と
、
公
衆
衛
生
規
制
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
〇
世
紀
初
頭

は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
に
あ
た
り
、
福
祉
政
策
と
経
済
的
自
由
権
が
衝
突
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
の
福
祉
政
策
は
労
働
立
法
と

し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
労
働
環
境
整
備
の
根
底
に
は
公
衆
衛
生
の
維
持
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
は
ま
だ
公
衆
衛

生
規
制
と
労
働
規
制
が
融
合
し
て
い
た
。
一
九
〇
五
年
のLochner v. N

ew
 York

連
邦
最
高
裁
判
決

）
20
（

で
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
パ
ン
屋
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一
〇
一
（
一
〇
一
）

の
最
長
労
働
時
間
規
制
が
違
憲
と
さ
れ
た
が
、
先
述
し
たJacobson

判
決
も
同
年
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。Lochner

判
決
と
は
対
照

的
にJacobson

判
決
で
は
公
衆
衛
生
規
制
が
合
憲
と
さ
れ
て
お
り
、
司
法
が
警
察
権
限
の
中
で
も
感
染
症
対
策
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
両
判
決
の
七
年
前
に
下
さ
れ
た
一
八
九
八
年
のH

olden v. H
ardy

連
邦
最
高
裁
判
決

）
21
（

で
は
、
危
険
な
労

働
環
境
の
下
で
働
く
炭
鉱
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
最
長
労
働
時
間
を
警
察
権
限
に
基
づ
い
て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
合
憲
判

断
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
を
み
る
と
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
に
お
け
る
最
高
裁
の
態
度
は
、
公
衆
衛
生
規
制
お
よ
び
労
働
規
制
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
危
険
に
対
す
る
安
全
確
保
を
目
指
す
立
法
で
あ
れ
ば
正
当
な
警
察
権
限
の
行
使
と
し
て
合
憲
と
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
な
る
と
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
転
換
し
、
労
働
規
制
一
般
を
立
て
続
け
に
合
憲
と

し
始
め
た
。
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
前
の
一
九
二
二
年
のZucht v. K

ing

連
邦
最
高
裁
判
決

）
22
（

に
て
強
制
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
再
度
合
憲
と
さ
れ
て
以
降
、
連
邦
最
高
裁
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
い
っ
た
ん
こ
の
問
題
は
解
決
済
み
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
た
。

　

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
を
契
機
に
政
府
は
福
祉
国
家
へ
と
舵
を
き
り
始
め
る
と
、
そ
れ
に
伴
い
、
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
も
従
来
の
感
染
症

対
策
の
あ
り
方
に
変
化
が
見
え
始
め
る
。
こ
れ
ま
で
、
強
制
的
な
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
主
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
が
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
増
加
と
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
柔
軟
な
対
応
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
エ
イ
ズ
は
一
定
の
行
為
さ
え
注
意
す
れ
ば
感

染
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
強
制
的
に
隔
離
す
る
必
要
性
は
な
く
、
政
府
は
防
止
策
な
ど
の
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
過
去
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
感
染
症
に
つ
い
て
は
国
全
体
で
そ
の
撲
滅
に
努
め
た
結
果
、
そ
の
多
く
が
収
束
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
な
ど
の
強
制
的
手
法
を
使
う
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
き
た
。



日 
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法 
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）

一
〇
二
（
一
〇
二
）

　

一
方
、
現
代
で
は
、
先
の
理
由
に
加
え
て
、
福
祉
国
家
に
伴
う
財
政
難
の
問
題
も
浮
上
し
、
ま
す
ま
す
強
制
的
手
法
を
用
い
る
公
的
介

入
は
一
部
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
民
間
団
体
や
私
人
に
注
意
を
喚
起
し
た
り
努
力
を
促
し
た
り
す
る
形

で
、
い
わ
ば
誘
導
型
の
公
衆
衛
生
対
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
喫
煙
等
の
健
康
に
害
を
も
た
ら
す
習
慣
を
持
つ
者
へ
の
注
意
喚
起
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
府
が
直
接
介
入
す
る
の
で
は
な
く
、

人
々
の
努
力
に
委
ね
る
よ
う
な
形
で
健
康
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

）
23
（

。
あ
る
い
は
、サ
ン
ス
テ
ィ
ン
＝
セ
ー
ラ
ー
（C

ass 

R
. Sunstein and R

ichard H
. Thaler

）
が
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
よ
う
な
手
法
も
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
24
（

。
そ
れ
は
、

あ
ら
か
じ
め
政
府
が
デ
フ
ォ
ル
ト
を
設
定
し
て
そ
の
選
択
メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
決
定
を
担
保
し

つ
つ
、
政
府
が
目
指
す
方
向
に
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
臓
器
移
植
を
推
進
し
た
け
れ
ば
、
移
植
し
て
も
よ
い

と
考
え
る
場
合
に
意
思
表
示
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
デ
フ
ォ
ル
ト
を
変
換
し
、
移
植
を
希
望
し
な
い
場
合
に
意
思
表
示
さ
せ
る
よ
う
に
し

て
、
移
植
し
や
す
い
方
に
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
方
法
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
方
法
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
な
が
ら
、

望
ま
し
い
政
策
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
公
衆
衛
生
施
策
は
多
様
化
し
て
お
り
、
特
定
の
病
気
予
防
や
治
療

方
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
健
康
を
守
る
た
め
の
様
々
な
手
段
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
25
（

。
そ
の
結
果
、
今
日
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る

議
論
は
、
古
典
的
な
感
染
症
対
策
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
柔
軟
な
対
応
策
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
保
護
者
と
い
う

よ
り
も
、
い
わ
ば
保
険
者
（insurer

）
と
し
て
の
政
府
を
想
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

）
26
（

。

　

実
際
、
こ
う
し
た
展
開
は
公
衆
衛
生
の
定
義
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ゴ
ス
テ
ィ
ン
（Law

rence O
. G

ostin

）
に
よ
る
と
、
伝
統

的
な
公
衆
衛
生
の
定
義
はB

lack ’s Law
 D

ictionary

が
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
う

）
27
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
公
衆
衛
生
と
は
、「
人
々
の
一
般

的
集
合
体
又
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
健
康
又
は
衛
生
条
件
。
特
に
病
気
に
対
す
る
予
防
的
投
薬
や
組
織
的
ケ
ア
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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一
〇
三
（
一
〇
三
）

の
健
康
の
維
持
方
法

）
28
（

」
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
病
気
予
防
」
が
主
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

一
方
、
疫
学
辞
典
が
、
公
衆
衛
生
を
い
っ
た
ん
「
人
々
の
健
康
を
保
護
、
促
進
、
保
持
す
る
た
め
に
社
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
努
力
の

一
つ

）
29
（

」
と
定
義
し
た
上
で
、「
病
気
の
予
防
又
は
住
民
全
体
の
健
康
需
要
を
重
点
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
。
公
衆
衛
生

活
動
は
技
術
や
社
会
的
価
値
の
変
化
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
そ
の
目
的
は
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
病
気
、
夭
逝
、
病
気
に
伴

う
不
具
合
及
び
身
体
障
害
を
減
ら
す
こ
と
。
し
た
が
っ
て
公
衆
衛
生
は
社
会
の
制
度
、
規
律
、
活
動
で
あ
る

）
30
（

」
と
補
足
説
明
を
行
っ
て
い

る
点
が
興
味
深
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
病
気
予
防
お
よ
び
病
気
治
療
を
目
的
と
す
る
点
に
は
変
化
が
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
行
う
手
段
が

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
な
ど
多
岐
に
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
規
制
態
様
が
不
鮮
明
な
対
策
が
結
果
的
に

過
度
な
制
限
と
な
り
、
そ
の
反
面
、
感
染
症
対
策
な
ど
本
当
に
必
要
な
公
衆
衛
生
規
制
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、「
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
は
い
つ
起
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
一
定
の
問
題
は
な
お
脅
威
が
残
っ
て
い
る

）
31
（

」
の
で
あ
っ
て
、

「
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
の
問
題
は
隔
離
等
の
積
極
的
手
段
を
必
要
と
す
る

）
32
（

」。
し
た
が
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
公
衆
衛
生
規
制
は
、
や
は

り
感
染
症
対
策
を
中
心
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
由
と
衝
突
す
る
と
き
、い
か
に
し
て
調
整
し
て
い
く
べ
き
か
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

3　

公
衆
衛
生
維
持
シ
ス
テ
ム

　

前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
の
問
題
に
対
し
て
は
、
州
が
中
心
と
な
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ

が
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
州
を
越
え
た
全
国
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
。
さ
ら



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
四
（
一
〇
四
）

に
、
そ
れ
が
世
界
的
規
模
と
な
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
全
国
レ
ベ
ル
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
行
政
国
家
化

に
伴
う
連
邦
権
限
の
拡
大
に
よ
り
、
現
在
で
は
公
衆
衛
生
に
関
す
る
連
邦
の
役
割
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

　

連
邦
政
府
が
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
責
務
を
担
う
根
拠
と
し
て
、
ゴ
ス
テ
ィ
ン
は
以
下
の
憲
法
上
の
根
拠
を
挙
げ
る

）
33
（

。
第
一
に
、
一
条

八
節
一
八
項
の
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
き
、
国
家
全
体
に
関
わ
る
様
々
な
公
衆
衛
生
に
関
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
人
お
よ
び
物
の
移
動
に
関
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
全
般
的
な
感
染
症
対
策
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
二
に
、
一
条

八
節
一
項
に
よ
り
、
一
般
的
福
祉
の
た
め
の
課
税
権
を
持
つ
。
本
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
管
理
を
中
心
と
す
る
様
々
な
施
策
を
実
行
す
る

た
め
に
資
金
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
一
条
八
節
八
項
に
よ
り
、
知
的
財
産
を
保
障
す
る
権
限
が
あ
る
。
こ
れ
を
基
に
医

薬
品
な
ど
の
特
許
制
度
を
構
築
す
る
。
第
四
に
、
二
条
二
節
二
項
に
よ
り
、
条
約
締
結
権
を
有
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
衆
衛
生
の
維

持
に
関
す
る
国
際
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
に
対
す
る
国
際
的
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
に
、
修
正

一
三
・
一
四
・
一
五
条
に
よ
り
、
市
民
権
を
守
る
た
め
に
様
々
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
規
定
の
実
施
に
あ
た
り
、
市
民
の
権
利

を
保
護
す
る
た
め
に
公
衆
衛
生
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
の
複
数
の
規
定
を
絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
連
邦
政

府
が
公
衆
衛
生
関
連
の
施
策
を
行
う
権
限
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
憲
法
条
文
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
連
邦
政
府
は
様
々
な
公
衆
衛
生
に
関
す
る
連
邦
機
関
を
創
設
し
て
い
る
。
ま
ず
、
公
衆

衛
生
関
連
を
総
括
す
る
機
関
と
し
て
、
保
険
社
会
福
祉
省
（D

epartm
ent of H

ealth and H
um

an Services

）
が
あ
る
。
公
衆
衛
生
問
題

の
う
ち
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
に
関
す
る
対
応
は
、
疾
病
管
理
予
防
セ
ン
タ
ー
（C

enters for D
isease C

ontrol and 

Prevention

：C
D

C

）
や
公
衆
衛
生
局
局
長
（Surgeon G

eneral

）
な
ど
の
下
部
組
織
が
具
体
的
な
実
働
部
隊
と
な
っ
て
い
る
。

　

Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た

）
34
（

。
戦
争
に
よ
り
各
地
で
衛
生
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
〇
五
（
一
〇
五
）

熱
帯
地
方
ま
で
出
兵
し
た
結
果
マ
ラ
リ
ア
等
の
感
染
症
が
流
行
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
対
策
を
行
う
専
門
機
関
と
し
て
創
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
当
初
は
蚊
を
殺
す
こ
と
が
主
な
目
的
と
な
り
、
ス
タ
ッ
フ
の
多
く
は
昆
虫
学
者
や
技
術
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
感
染

症
対
策
の
研
究
が
進
ん
で
い
く
と
、
医
学
・
薬
学
・
公
衆
衛
生
学
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
増
加
し
て
い
き
、
他
の
感
染
症
対
策
も
手
が
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

現
在
で
は
感
染
症
対
策
に
特
化
せ
ず
、
各
政
府
機
関
へ
の
援
助
、
世
界
の
衛
生
の
改
善
、
重
大
な
疾
病
へ
の
対
策
、
監
視
の
強
化
と
疫

学
の
発
達
、
衛
生
政
策
の
改
善
な
ど
、
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
担
当
部
署
が
置
か
れ
、
専
門

に
応
じ
て
組
織
的
に
細
分
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
感
染
症
対
策
は
感
染
症
部
局
（O

ffi ce of Infectious D
iseases

）
が
主
な
任

務
を
担
っ
て
お
り
、
感
染
症
を
減
ら
す
た
め
の
戦
略
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
練
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
個
別
の
感
染
症
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
専

門
の
課
が
存
在
し
、
た
と
え
ば
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
共
同
課
（Infl uenza C

oordination U
nit

）
が
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
を
含
め
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症
部
局
局
長
は
、
エ
イ
ズ
や
肝
炎
な
ど
の
対
策
を
行
う
エ
イ
ズ
、
肝
炎
、
Ｓ
Ｔ
Ｄ
、

Ｔ
Ｂ
予
防
セ
ン
タ
ー
（N

ational C
enter for H

IV
/A

ID
S, V

iral H
epatitis, STD

, and TB
 Prevention

）
な
ど
の
他
の
感
染
部
局
と
の
調

整
役
を
担
い
、
感
染
症
問
題
を
総
括
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
感
染
症
対
策
は
、
感
染
症
に
特
化
し
た
部
局
だ
け
で
対
応
で
き
る
わ
け

で
は
な
く
、
研
究
方
面
で
活
躍
す
る
監
視
、
疫
学
、
研
究
サ
ー
ビ
ス
部
局
（O

ffi ce of Surveillance, Epidem
iology, and Laboratory 

Services

）
や
、
主
に
バ
イ
オ
テ
ロ
な
ど
の
対
策
を
行
う
公
衆
衛
生
予
防
対
策
部
局
（O

ffi ce of Public H
ealth Preparedness and 

R
esponse

）
と
も
連
携
し
て
、
感
染
症
対
策
を
行
っ
て
い
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
六
（
一
〇
六
）

　

4　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
緊
急
性

　

エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
突
然
発
生
し
、
急
激
に
感
染
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
か
ら
迅
速
な
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
連
邦
政
府
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
全
国
レ
ベ
ル
で
対
応
す
べ
く
様
々
な
対
策
に
乗
り
出
し
て

い
る
。
最
初
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
（the Stafford A

ct

）
35
（

）
で
あ
り
、
連
邦
政
府
は
州
政
府
に
協
力
し
て
対

応
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
統
領
の
指
示
に
基
づ
き
、
各
連
邦
行
政
機
関
は
生
命
、
財
産
、
安
全
を
守
る
た
め
、

捜
索
や
救
助
の
み
な
ら
ず
避
難
所
、
食
料
、
薬
品
を
確
保
し
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
や
移
動
手
段
を
用
意
し
た
り
、
警
告
等

の
措
置
を
行
っ
た
り
す
る

）
36
（

。
も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
は
州
政
府
が
第
一
次
的
な
対
応
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
州
の
感
染
防
止
策
が
不
十
分
な
場

合
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
対
策
に
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き

）
37
（

、逆
に
州
の
側
か
ら
連
邦
政
府
の
援
助
を
求
め
る
場
合
に
は
連
邦
緊
急
管
理
庁
（Federal 

Em
ergency M

anagem
ent A

gency

）
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
38
（

。

　

ま
た
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
際
し
て
隔
離
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
公
衆
衛
生
局
局
長
が
、
保
険
社
会
福
祉
省
長

官
の
同
意
に
基
づ
き
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
な
規
則
を
制
定
す
る

）
39
（

。
そ
の
際
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
可
能
な
限
り
そ
れ
を
補
助
す
る
任
務

を
果
た
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
大
統
領
は
感
染
症
を
特
定
し
て
隔
離
す
べ
き
者
の
リ
ス
ト
を
掲
載
し
た
大
統
領
命
令
を
出
す
こ
と
が
で

き
る

）
40
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
感
染
症
に
は
ワ
ク
チ
ン
が
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
日
頃
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が

肝
要
と
な
る
。
そ
こ
で
公
衆
衛
生
サ
ー
ビ
ス
法
（the Public H

ealth Service A
ct

）
は
一
九
八
六
年
の
改
正
に
よ
り

）
41
（

、
国
家
ワ
ク
チ
ン

プ
ロ
グ
ラ
ム
部
局
（N

ational Vaccine Program
 O

ffi ce

）
を
設
置
し
た

）
42
（

。
こ
の
部
署
は
、
連
邦
に
よ
る
総
合
的
な
ワ
ク
チ
ン
政
策
を
目

指
し
て
、
ワ
ク
チ
ン
研
究
・
開
発
・
安
全
性
お
よ
び
効
果
の
テ
ス
ト
・
ワ
ク
チ
ン
特
許
・
ワ
ク
チ
ン
配
布
な
ど
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
〇
七
（
一
〇
七
）

作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た

）
43
（

。

　

も
っ
と
も
、
本
格
的
な
緊
急
事
態
対
策
立
法
が
制
定
さ
れ
始
め
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
た
な
公
衆
衛
生
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
を
命
じ
た
二
〇
〇
〇
年
の
公
衆
衛
生
の
脅
威
お
よ
び
緊
急
対
策
法
（the Public H

ealth Threats and Em
ergencies 

A
ct of 2

0
0
0

）
を
皮
切
り
に
、
バ
イ
オ
テ
ロ
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
の
公
衆
衛
生
維
持
お
よ
び
バ
イ
オ
テ

ロ
予
防
対
策
法
（the Public H

ealth Security and B
ioterrorism

 Preparedness and R
esponse A

ct of 2
0
0
2

）
、
医
薬
品
な
ど
の
予
防

関
連
商
品
の
製
造
者
を
援
助
す
る
二
〇
〇
四
年
の
バ
イ
オ
シ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
法
（the Project B

io Shield A
ct of 2

0
0
4

）
が
矢

継
ぎ
早
に
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
と
並
ん
で
、
公
衆
衛
生
維
持
の
た
め
に
必
要
な
緊
急
対
策
立
法

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

）
44
（

。
た
と
え
ば
、
バ
イ
オ
シ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
法
は
、
保
険
社
会
福
祉
省
長
官
に
、
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事

態
が
生
じ
た
場
合
に
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
、
未
承
認
の
医
薬
品
等
を
使
用
す
る
許
可
を
与
え
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る

）
45
（

。

　

さ
ら
に
直
近
で
は
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
カ
ト
リ
ー
ナ
や
新
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
い
、
新
た
に
緊
急
対
策
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
二
〇
〇

六
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
お
よ
び
全
危
険
予
防
法
（the Pandem

ic and A
ll-H

azards Preparedness A
ct

）
で
あ
る
。
本
法
の
目
的
は
、
公

衆
衛
生
を
改
善
し
、
医
療
的
予
防
を
は
か
り
、
緊
急
対
応
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
監
視

情
報
を
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
ぎ

）
46
（

、
保
険
福
祉
省
長
官
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
き
た
と
き
に
使
用
さ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
が
ど
こ
に
存
在

す
る
か
を
知
る
た
め
に
全
国
レ
ベ
ル
で
追
跡
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
効
果
的
に
ワ
ク
チ
ン
が
行
き
渡
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た

）
47
（

。
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〇
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5　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
ジ
レ
ン
マ

　

エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
、
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
。
世
界
の
ど
こ
か
で
発
生
し
た
も
の

が
ア
メ
リ
カ
に
入
っ
て
き
て
大
流
行
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
発
生
し
て
広
が
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
メ

リ
カ
国
内
で
大
流
行
す
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
に
と
ど
ま
ら
ず
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
対
策
を
念
頭
に
置
い
て
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
は
緊
急
性
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
い
っ
た
ん
発
生
し

て
し
ま
う
と
急
激
に
広
ま
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
な
ど
の
事
前
の
準
備
と
隔
離
な
ど
の
事
後
的
対
応
を
セ
ッ

ト
で
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
対
策
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
対
策
が
不
必
要
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
と
き
、
杞
憂
に
終

わ
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
副
作
用
な
ど
の
被
害
が
出
た
場
合
に
は
大
問
題
と
な
る
。
そ
の
典
型
例
が
一
九
七
六

年
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（sw

ine fl u

）
で
あ
っ
た

）
48
（

。

　

一
九
七
六
年
一
月
、
あ
る
陸
軍
兵
士
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
似
た
症
状
で
死
亡
し
、
そ
の
遺
体
か
ら
新
型
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ

ル
ス
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
陸
軍
内
で
こ
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
抗
体
を
持
っ
て
い
る
者
が
多
数
見
つ
か
り
、
さ
ら
に
世
間
で
は
類

似
の
症
状
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。

　

そ
こ
で
Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
た
だ
ち
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
言
委
員
会
（A

dvisory C
om

m
ittee on Im

m
unization Practices

：A
C

IP

）
に
諮
問

を
行
う
。
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
専
門
機
関
で
あ
り
、
専
門
家
が
予
防
接
種
を
推
奨
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
、
保
険
社
会
福

祉
省
や
Ｃ
Ｄ
Ｃ
に
報
告
す
る
任
務
を
担
っ
て
い
る

）
49
（

。
委
員
会
の
中
で
は
ワ
ク
チ
ン
を
製
造
し
、
接
種
を
推
奨
す
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
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策
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す
る
憲
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考
察
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大
林
）

一
〇
九
（
一
〇
九
）

れ
た
が
、
ど
の
程
度
流
行
す
る
の
か
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
結
論
を
出
し
あ
ぐ
ね
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
委
員
会
の
議
長
を
務
め
て

い
た
Ｃ
Ｄ
Ｃ
局
長
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
奨
の
覚
書
を
作
成
し
、
保
険
社
会
福
祉
省
副
長
官
の
同
意
を
得
て
フ
ォ
ー
ド
（G

erald Ford

）
大

統
領
に
ワ
ク
チ
ン
製
造
お
よ
び
接
種
の
推
奨
を
行
う
。
選
挙
が
控
え
て
い
た
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
は
不
作
為
よ
り
も
作
為
を
選
ん
だ
方
が
望

ま
し
い
と
の
判
断
か
ら
、
か
れ
ら
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
た
だ
ち
に
議
会
に
諮
り
、
必
要
な
法
律
を
制
定
し
た
。

　

そ
の
後
、
冬
が
終
わ
る
と
い
っ
た
ん
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
も
姿
を
消
し
、
そ
の
間
に
ワ
ク
チ
ン
製
造
が
進
め
ら
れ
た
。
ワ
ク
チ
ン

製
造
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
副
作
用
な
ど
の
様
々
な
問
題
が
出
て
い
た
が
、
途
中
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
で
死
亡
し
た
患
者
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

似
た
症
状
を
見
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
懸
念
が
再
浮
上
し
て
き
た
。
そ
こ
で
一
〇
月
か
ら
ワ
ク
チ
ン
の
大
量
接
種
が

始
ま
っ
た
が
、
接
種
後
に
死
亡
す
る
者
が
出
て
き
た
り
、
ギ
ラ
ン
・
バ
レ
ー
症
候
群
を
引
き
起
こ
す
事
例
も
出
て
き
た
。
一
方
、
豚
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
自
体
は
一
向
に
流
行
の
兆
し
を
見
せ
ず
、
地
域
に
よ
っ
て
は
副
作
用
の
問
題
と
効
果
へ
の
疑
問
か
ら
接
種
を
実
施
し
な
い
と

こ
ろ
が
多
く
出
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
連
邦
政
府
は
ワ
ク
チ
ン
を
供
与
す
る
が
、
具
体
的
な
実
施
は
州
に
任
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
実

質
的
に
は
各
地
方
公
共
団
体
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
二
月
に
な
る
と
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
中
止
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
大
流
行
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
そ
れ
か
ら
緊
急
的
対
応
を
迫
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
し
か
も
、
専
門
家
が
協
議
し
て
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
是
非
に
関
す
る
正
確
な
答
え
が
出
な
い
場
合
に
、
国
家
は
接
種
し
て
公
衆
衛
生

維
持
の
責
務
を
果
た
す
か
、
そ
れ
と
も
副
作
用
の
お
そ
れ
を
重
視
し
て
接
種
を
控
え
る
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
襲
わ
れ
る
。
隔
離
に
も
同

様
の
問
題
が
生
じ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
懸
念
が
あ
る
段
階
か
ら
感
染
の
疑
い
が
あ
る
者
を
早
急
に
隔
離
し
て
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
か
、

不
必
要
な
隔
離
に
よ
っ
て
人
身
の
自
由
を
制
約
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
隔
離
が
必
要
だ
と
科
学
的
に
認
識
で
き
る
ま
で
隔
離
を
控
え
る
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一
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か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
隔
離
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
憲
法
の
視
点
か
ら
検
討
す

る
。

　
　
　
　
　

Ⅱ　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
予
防
と
人
権
制
約
問
題

　

感
染
症
の
被
害
予
測
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
国
家
は
対
策
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
が
、
し
か
し
他
面
に
お
い
て
、
そ
れ
は
し
ば

し
ば
人
権
制
約
を
伴
う
。
と
な
れ
ば
、
国
家
の
対
策
は
少
な
く
と
も
必
要
か
つ
適
切
な

4

4

4

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
感
染

症
の
大
流
行
を
意
味
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
そ
の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
過
剰
反
応
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
分
析
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

１　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義

　

先
述
し
た
疫
学
上
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義
に
は
、
感
染
症
の
重
篤
度
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
季
節

的
大
流
行
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
の
批
判
が
あ
る

）
50
（

。
実
際
、
当
初
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
重
視
し
、
た
と
え
ば
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
、「
人
々
が
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
新
し
い
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
現
れ
た
時
に
、
世
界
的
規
模

で
同
時
多
発
的
に
流
行
し
き
わ
め
て
多
く
の
死
者
又
は
感
染
者
を
出
し
て
し
ま
う
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

）
51
（

」
と
定
義
し
て
い
た

）
52
（

。
と

こ
ろ
が
、
二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
宣
言
さ
れ
る
直
前
に
、「
き
わ
め
て
多
く
の
死
者
又
は
感
染
者
」
と
い
う
フ
レ
ー



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
一
（
一
一
一
）

ズ
を
削
除
し
、「
人
々
が
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
新
し
い
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
現
れ
た
時
に
起
き
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

）
53
（

」

と
変
更
し
た

）
54
（

。
そ
の
結
果
、
Ｈ
１
Ｎ
１
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
宣
言
を
重
く
受
け
止
め

た
各
国
政
府
が
過
剰
な
対
策
に
乗
り
出
し
て
し
ま
い
、
後
に
コ
ス
ト
面
で
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
リ
ス
ク
評
価

や
ウ
イ
ル
ス
分
析
を
見
直
し
た
上
で
、
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
盛
り
込
み
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
再

認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る

）
55
（

。
ま
た
、
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
含
ま
な
い
と
深
刻
さ
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
逆
に

ワ
ク
チ
ン
処
方
な
ど
の
対
応
が
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る

）
56
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
、
そ
の
定
義
に
争
い
が
あ
る
上
、
流
行
前
の
状
況
か
ら
段
階
ご
と
に
分
け
て
判
断

す
る
た
め
、
そ
の
認
定
も
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
「
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
重
大
な
感
染
症
」
と
定
義
し
て

お
く
。

2　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
と
身
体
の
自
由

　

感
染
症
を
防
ぐ
た
め
に
は
良
好
な
衛
生
状
態
を
維
持
す
る
な
ど
の
対
応
が
ベ
ー
ス
と
な
る
が
、
直
接
的
に
有
効
な
手
立
て
は
限
ら
れ
て

い
る
。
細
菌
感
染
で
あ
れ
ば
抗
生
物
質
の
投
与
が
有
効
で
あ
る
が
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
場
合
に
は
ワ
ク
チ
ン
し
か
有
効
な
手
段
が
な
い
。

そ
の
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
防
ぐ
た
め
に
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
が
あ
り
、
過

去
に
は
強
制
的
に
行
わ
れ
て
き
た
時
代
も
あ
っ
た
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
副
作
用
に
対
し
て
は
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
あ
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
と
以
降
は

そ
の
数
が
激
減
し
て
い
っ
た
。
一
九
八
六
年
の
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
法
（the N

ational C
hildhood Vaccine Injury A

ct of 1
9
8
6

）
で
あ



日 

本 

法 

学　

第
七
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八
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第
一
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（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
二
（
一
一
二
）

る
。
先
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ケ
ー
ス
に
加
え
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
Ｄ
Ｔ
Ｐ
接
種
の
副
作
用
問
題
が
発
生
し
、
政
府
は
対
策
を
求
め

ら
れ
た
。
そ
こ
で
制
定
さ
れ
た
の
が
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
法
で
あ
る
。
本
法
に
よ
り
、
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
（N

ational 

Vaccine Injury C
om

pensation Program

）
57
（

）
が
策
定
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
会
社
の
責
任
負
担
を
大
幅
に
軽
減
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
被
害
が

起
き
た
場
合
で
も
、
開
発
会
社
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
ワ
ク
チ
ン
問
題
を
専
門
に
扱
う
連
邦
裁
判
所
の
特
別
部
で
処

理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
被
害
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
ワ
ク
チ
ン
に
か
け
ら
れ
た
特
別
税
に
よ
る
基
金
か
ら
補
償
金
が
支
払
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
救
済
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
は
そ
も
そ
も
予
防
接
種
の
強
制
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
論
点
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
が
先
に
少
し
触
れ
たJacobson v. M

assachusetts

連
邦
最
高
裁
判
決

）
58
（

で
あ
る
。

3　

Jacobson v. M
assachusetts

判
決

　

本
件
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
州
民
に
対
し
天
然
痘
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
拒
否
し

た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
（H
enning Jacobson

）
に
五
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
身
体
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
否
か

が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

一
九
〇
二
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
天
然
痘
が
大
流
行
し
、
同
州
は
州
民
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
法
律
を
制
定
し
た
。

本
法
に
基
づ
き
、
州
内
の
各
自
治
体
の
衛
生
委
員
会
は
無
料
で
州
民
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
接
種
対
象
は
州

民
全
員
で
あ
っ
た
が
、
未
成
年
者
（
二
一
歳
に
満
た
な
い
者
）
に
は
例
外
事
項
が
設
け
ら
れ
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
不
適
切
と
内
科
医
に

診
断
さ
れ
た
未
成
年
者
は
接
種
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
ま
た
は
回
避
し
た
者
に
は
五
ド
ル
の
罰
金
が
科



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
三
（
一
一
三
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

以
前
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
し
て
以
来
体
調
を
崩
し
て
い
た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
必
要
性
や
安
全
性
に
疑
問
が
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
五
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
裁
判
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
憲
法
で
保

障
さ
れ
た
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
健
康
上
の
理
由
に
基
づ
く
接
種
拒
否
を
認
め
な
い
強

制
接
種
は
、
自
ら
の
生
命
や
身
体
を
危
う
く
す
る
こ
と
か
ら
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
、
さ
ら
に
子
供
だ
け
に
除
外
を
認
め
る
こ
と
が
平

等
違
反
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
体
的
状
況
を
み
て
も
、
強
制
的
接
種
が
主
流
か
ら
外
れ
て
い
る
点
も
そ
の
正
当
性
を
疑
問
視

す
る
証
拠
に
な
る
と
い
う

）
59
（

。
一
九
〇
四
年
の
時
点
で
、
四
五
の
州
の
う
ち
一
一
州
し
か
強
制
接
種
を
法
定
し
て
お
ら
ず
、
一
三
州
の
み
が

未
接
種
の
子
供
を
公
立
学
校
に
入
学
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
諸
外
国
を
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
が
子
供

だ
け
を
対
象
と
し
て
強
制
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
の
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
強
制
接
種
を
廃
止
す
べ
き
と
の
勧
告
が
で
て
お
り
、
ス
イ

ス
は
す
で
に
強
制
接
種
を
廃
止
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
法
律
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
よ
う
な

状
況
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
的
に
強
制
接
種
が
廃
止
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
は
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
法
廷
意
見
を
書
い
た
ハ
ー
ラ
ン
（John M

arshall H
arlan

）
判
事
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
、
当
該
規
制
の
根
拠
は
警
察
権
限
に
あ
る
と
す
る

）
60
（

。
州
の
警
察
権
限
は
、
州
内
の
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
公
共
の
安
全
や
公
衆
衛

生
を
維
持
す
る
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
権
限
は
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
人
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

被
告
人
は
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
、
被
告
人
の
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
憲
法
で
保
障



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
四
（
一
一
四
）

さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
権
利
は
ま
っ
た
く
無
制
約
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
状
況
に
応
じ
て
、
安
全
、
健
康
、
平
和
、
秩
序
、
道
徳
な

ど
の
合
理
的
理
由
に
基
づ
き
、
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
自
己
防
衛
ま
た
は
高
度
な
必

要
性
の
原
理
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
の
安
全
を
脅
か
す
病
気
の
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
に
対
し
て
自
ら
を
保
護
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る

）
61
（

」
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
件
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
は
合
理
的
理
由
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
か
。
本
件
強
制
接
種
は
、
専
門
機
関
た

る
衛
生
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き
、
公
衆
衛
生
お
よ
び
公
共
の
安
全
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
天
然
痘
が
大
流
行
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
沈
静
化
さ
せ
る
た
め
に
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
不
要
だ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
て
も
、
強
制
接
種
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
し
ま
う
と
、
司
法
が
他
の

部
門
の
機
能
を
侵
害
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
少
な
く
と
も
、
本
件
で
は
強
制
接
種
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　

つ
ぎ
に
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
62
（

。
立
憲
主
義
を
標
榜
す
る
以
上
、

個
人
は
自
ら
の
意
思
が
最
高
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
妨
害
す
る
行
為
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
秩
序
あ
る
社
会
で
は
、
構
成
員
の
安
全
を
守
る
責
務
が
あ
り
、
大
き
な
危
険
が
迫
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
自
由
を
制
限
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
修
正
一
四
条
は
、
個
人
が
自
ら
の
意
思
で
生
活
や
労
働
す
る
場
所
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る

が
、
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
そ
の
権
利
が
制
約
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
件
の
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
合
理
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
は
そ
の
有
効
性
や
安
全
性
を
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
裁
判
所
に
で
き
る
の
は
、
権
利
の
侵
害
が
明
白
で
あ
っ
て
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は
公
衆
衛
生



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
五
（
一
一
五
）

と
い
う
目
的
と
の
間
に
実
質
的
関
連
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
に
と
ど
ま
る

）
63
（

。
こ
の
点
、
本
件
に
お
け
る
強
制
的
ワ
ク
チ

ン
接
種
は
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る
と
は
い
え
ず
、
実
質
的
関
連
性
が
な
い
と
も
い
え
な
い
。
他
州
や
諸
外
国
で
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
は

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
有
効
性
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
子
供
に
だ
け
除
外
事
項
を
設
け
る
こ
と
が
平
等
違
反
で
あ
り
、
大
人
に
も
同
様
の
理
由
に
基
づ
く
除
外
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
こ
の
区
分
は
大
人
の
間
で
原
告
の
み
を
差
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
人
を
す
べ
て
平
等
に
扱
っ
て
い
る

以
上
、
平
等
違
反
に
は
な
ら
な
い

）
64
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
警
察
権
限
を
広
く
認
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
反
ワ
ク
チ
ン
運
動
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
〇
八
年
に
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
ア
メ
リ
カ

反
ワ
ク
チ
ン
連
盟
が
創
設
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
反
ワ
ク
チ
ン
運
動
に

は
、
市
民
の
二
つ
の
不
安
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

）
65
（

。
一
つ
は
、Jacobson

判
決
と
同
様
、
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
不
安
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
医
療
を
通
し
て
、
政
府
が
私
的
領
域
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。

　

か
か
る
運
動
の
中
、
一
九
二
二
年
に
は
再
度
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
問
題
が
連
邦
最
高
裁
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。Zucht v. K

ing

連

邦
最
高
裁
判
決

）
66
（

で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
証
明
が
な
け
れ
ば
子
供
を
公
立
私
立
を
問
わ
ず
学
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
テ
キ
サ

ス
州
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
市
の
条
例
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
直
接
接
種
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
条
件

と
す
る
形
で
間
接
的
に
強
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（Louis D

em
bitz B

randeis

）
判
事
に
よ
る
法
廷
意
見

は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
市
の
裁
量
を
広
く
認
め
た
上
で
、
入
学
に
関
す
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
条
件
は
修
正
一
四
条
の
権
利
を
侵
害
し
て
い

な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
憲
法
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
件
で
は
当
該
規
制
の
合
憲
性
を
争
う
ま
で
も
な
く
、
正
当



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
六
（
一
一
六
）

な
規
制
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
直
接
的
強
制
接
種
お
よ
び
間
接
的
強
制
接
種
と
も
に
合
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
問
題
は
一
応
の
解
決
が

な
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
新
た
な
論
点
を
中
心
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
訴
訟
が
下
級
審
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

両
判
決
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
合
憲
性
を
認
め
た
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
自
体
の
合
憲
性
は
争
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
接
種
の
免
除
を

め
ぐ
っ
て
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

4　

ワ
ク
チ
ン
接
種
免
除
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
い
ず
れ
も
宗
教
的
信
念
に
基
づ
い
て
強
制
接
種
を
拒
否
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
当

初
、
裁
判
所
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
が
本
当
に
信
仰
上
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
み
判
断
し
、
原
告
側
が
そ
れ
を
立
証
し
な
い
限
り

憲
法
問
題
に
踏
み
込
ま
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
。
そ
の
典
型
例
がM

ason v. G
eneral B

row
n C

ent. Sch. D
ist.

連
邦
高
裁
判
決

）
67
（

で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
公
立
学
校
の
生
徒
に
対
し
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
。
原

告
側
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
免
疫
の
創
造
が
自
然
的
遺
伝
子
の
青
写
真
（genetic blueprint by nature

）
に
反
す
る
と
し
て
信
仰
を
理

由
に
接
種
の
拒
否
を
認
め
る
よ
う
に
要
請
し
た
が
、
学
校
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
信
仰
を
理
由
と
し
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
を
認

め
な
い
こ
と
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
高
裁
は
そ
も
そ
も
信
仰
に
基
づ
く
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ず
、
訴
え
を
棄
却
し
た
。

　

そ
の
後
、
信
仰
に
基
づ
く
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
ケ
ー
ス
が
登
場
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ

こ
で
はW

orkm
an v. M

ingo C
ounty Schools

連
邦
地
裁
判
決

）
68
（

を
挙
げ
て
お
く
。
ウ
ェ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
、
学
校
入
学
に
際
し



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
七
（
一
一
七
）

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
が
医
学
的
理
由
に
基
づ
く
子
供
の
接
種
免
除
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
拒
否

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
医
学
的
理
由
に
基
づ
く
接
種
免
除
の
申
し
立
て
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
等
の
権
利
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
子
を
守
る
と
い
う
信
仰
上
の
権
利
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
な
い
の
は
憲
法
違
反
で

あ
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
が
宗
教
上
の
免
除
規
定
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え

つ
つ
、
免
除
す
る
か
否
か
は
州
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

た
だ
し
、
州
ま
た
は
地
方
自
治
体
が
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
く
接
種
拒
否
を
免
除
事
由
と
し
て
認
め
る
制
度
を
創
設
し
て
い
る
場
合
に

は
、
免
除
申
立
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
平
等
違
反
の
問
題
と
し
て
争
う
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
子
供
の
学
校
入
学
に
際
し
、
承
認
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
真
正
な
構
成
員
（bona fi de m

em
bers of a recognized religious 

organization

）
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
認
め
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
基
づ
く
州
の
決
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たSherr v. 

N
orthport-East N

orthport U
nion Free Sch. D

ist. 

連
邦
地
裁
判
決

）
69
（

が
あ
る
。
原
告
は
宗
教
団
体
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
州
法
の

免
除
規
定
を
利
用
し
て
自
身
の
信
仰
に
基
づ
く
免
除
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
、
州
の
教
育
委
員
会
は
「
承
認
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
真
正

な
構
成
員
」
の
要
件
を
み
た
し
て
い
な
い
と
し
て
免
除
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
違
反
を

唱
え
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
レ
モ
ン
テ
ス
ト
を
適
用
し
、
州
の
決
定
を
違
憲
と
し
て
い
る
。M

cC
arthy v. B

oozm
an 

連

邦
地
裁
判
決

）
70
（

も
同
種
の
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
が
公
立
学
校
入
学
の
条
件
と
し
て
一
定
の
感
染
症

）
71
（

に
関
す
る
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
が
神
か
ら
授
か
っ
た
免
疫
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
宗
教
的
信
仰
を
理

由
に
当
該
条
件
の
免
除
を
要
求
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
は
指
定
教
会
に
属
す
る
者
に
の
み
信
仰
に
基
づ
く
免
除
を

認
め
て
い
た
た
め
、
原
告
が
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
違
反
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
連
邦
地
裁
は
指
定



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
八
（
一
一
八
）

教
会
だ
け
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
行
う
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
判
例
法
理
は
、
立
法
が
宗
教
上
の
理
由

に
基
づ
く
免
除
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
免
除
申
立
拒
否
の
是
非
に
つ
い
て
判
断
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
免
除
の
仕
組
み
が
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
免
除
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
事
案
は
、
天
然
痘
な
ど
の
よ
う
に
飛
沫
感
染
し
て
大
流
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
対
象

に
は
性
交
渉
な
ど
の
接
触
感
染
に
よ
っ
て
し
か
感
染
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
接
触
感
染
等
の
予
防
策
と
し
て
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
有
効
で

あ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
践
上
の
必
要
性
（practically necessity

）
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
た
め
、
強
制
接
種
を
正
当
化
す
る

ほ
ど
の
必
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
72
（

。

　

こ
れ
に
関
連
す
る
事
件
がC

aviezel v. G
reat N

eck Pub. Sch.

連
邦
地
裁
判
決

）
73
（

やB
oone v. B

oozm
an

連
邦
地
裁
判
決

）
74
（

で
あ
る
。

C
aviezel

判
決
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
公
立
学
校
入
学
の
条
件
と
し
て
一
定
の
感
染
症

）
75
（

に
つ
き
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
Ｂ
型
肝
炎
も
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
連
邦
地
裁
は
そ
の
点
に
は
触
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
先
例
と
の
整
合
性
に
終
始
し
、
最
終
的
に
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
免
れ
る
た
め
に

修
正
一
条
の
権
利
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
。

　

一
方
、 Boone

判
決
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
が
指
定
ワ
ク
チ
ン
を
す
べ
て
接
種
し
て
い
な
け
れ
ば
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
学
校
に
入
学

で
き
な
い
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
信
仰
と
健
康
を
理
由
に
こ
れ
を
拒
否
し
た
上
で
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
指

定
ワ
ク
チ
ン
の
中
に
は
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
輸
血
や
性
交
渉
な
ど
一
定
の
行
為
（
母
子
感
染
も
あ
る
）
を
行
っ

た
場
合
に
感
染
す
る
も
の
で
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
で
あ
っ
た
。

　

原
告
は
信
仰
上
お
よ
び
健
康
上
の
理
由
で
こ
の
ワ
ク
チ
ン
だ
け
接
種
し
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
の
法
律
は
、
両
親
が
認
定



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
九
（
一
一
九
）

教
会
ま
た
は
宗
派
の
構
成
員
で
、
そ
の
信
仰
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受
け
入
れ
が
た
い
場
合
、
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

た
た
め
、
原
告
は
免
除
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
州
の
衛
生
省
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
反
対
す
る
信
仰
を
持
っ
た
認
定
宗
教
の
構
成
員

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
免
除
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
て
訴
え

を
提
起
し
た
。

　

原
告
は
、
信
仰
上
の
理
由
と
し
て
、
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
と
身
体
が
汚
さ
れ
る
と
の
天
使
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
接

種
は
悪
魔
の
計
画
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
仰
内
容
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
、
原
告
の
よ
う
な
宗
教
団

体
に
所
属
し
な
い
宗
派
の
な
い
信
仰
を
宗
教
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
が
差
別
的
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、
修
正
一
条
に
反
す
る

と
判
断
し
た
。
な
お
、
原
告
は
、
宗
教
上
の
問
題
の
他
に
生
命
や
身
体
の
自
由
を
保
障
し
た
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
も
主
張
し
て
い
た

が
、
裁
判
所
は Jacobson 

判
決
な
ど
の
先
例
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
違
反
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

両
判
決
で
は
結
論
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
双
方
と
も
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
に
対
し
て
も
、
生
命
や
身
体
の
安
全
と

い
う
理
由
で
は
な
く
、
宗
教
上
の
問
題
を
理
由
と
し
て
免
除
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
飛
沫
感
染
で
あ
ろ
う
と
行
為
感
染
で
あ
ろ
う
と
、
医
学
的
安
全
性
の
疑
い
に
基
づ
く
健
康
上
の
理
由
で
は
接

種
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
宗
教
上
の
理
由
を
基
に
接
種
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
で
宗

教
上
の
理
由
に
基
づ
く
免
除
を
認
め
る
制
度
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
特
定
の
宗
教
が
差
別
さ

れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
中
心
に
審
査
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
〇
（
一
二
〇
）

　

5　

隔
離
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
―
―
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
隔
離
政
策

　

つ
ぎ
に
、
も
う
一
つ
の
強
制
事
案
で
あ
る
隔
離
の
問
題
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
英
語
で
は
「
隔
離
」
を
指
す
場
合
、
隔
離

（quarantine
）
と
隔
絶
（isolation

）
と
い
う
二
つ
の
単
語
が
用
い
ら
れ
る
。
一
般
的
に
「
隔
離
」
と
い
う
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
の
単
語

も
使
わ
れ
る
が
、
厳
密
に
は
違
い
が
あ
る
。
隔
離

4

4

は
、
伝
染
病
が
広
ま
っ
て
い
る
間
、
そ
れ
以
上
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
感
染
者
の
活

動
を
制
限
す
る
こ
と
を
い
う

）
76
（

。
一
方
、
隔
絶
4

4

は
、
伝
染
病
が
広
ま
っ
て
い
る
間
、
感
染
者
の
移
動
を
制
限
す
る
場
所
に
別
離
さ
せ
る
こ
と

を
い
う

）
77
（

。

　

「
隔
離
」
は
基
本
的
に
州
の
管
轄
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
二
年
に
隔
離
に
関
す
る
手
続
規
定
を
改
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
「
隔
離
」
を
行
う
場
合
、
隔
離

4

4

と
隔
絶
4

4

を
区
別
し
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者

の
活
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る

）
78
（

。
一
方
、
後
者
は
、
伝
播
を
防
ぐ
た
め
に
感
染
者
を
別
離
す
る

）
79
（

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
隔
離
は
、
感
染

症
が
市
民
の
健
康
や
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
、
州
の
保
険
社
会
福
祉
省
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
隔
離
の
必
要
が
あ
る

と
判
断
す
る
と
き
に
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
命
令
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
隔
離
は
市
民
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
最

小
限
の
手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
的
に
は
そ
の
者
の
自
宅
が
隔
離
場
所
と
さ
れ
る

）
80
（

。
隔
離
を
命
令
す
る
書
面
に
は
、
隔
離
理
由
、

隔
離
場
所
、
隔
離
条
件
、
隔
離
期
間
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
81
（

。

　

こ
の
と
き
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
憲
法
違
反
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
適
正
手
続
に
関
す
る
規
定
が

置
か
れ
て
い
る

）
82
（

。
ま
ず
、
執
行
官
は
口
頭
お
よ
び
書
面
の
両
方
で
、
命
令
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
被
隔
離
者

に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
命
令
承
諾
書
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
署
名
以
外
の
こ
と
を
記
入
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
は
な
ら
な



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
一
（
一
二
一
）

い
。

　

も
し
、
被
隔
離
者
が
命
令
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
間
に
も
感
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
迅
速
な
手
続
が
必
要
に
な
り
、

執
行
官
は
た
だ
ち
に
裁
判
所
に
関
連
書
面
を
届
け
（
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
も
可
）、
そ
れ
か
ら
裁
判
所
は
四
八
時
間
以
内
に
聴
聞
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
83
（

。
裁
判
所
で
聴
聞
が
な
さ
れ
て
い
る
間
、
被
隔
離
者
を
解
放
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
被
隔
離
者
の
証
言

が
必
要
な
場
合
に
は
電
話
で
証
言
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

）
84
（

。
ま
た
、
隔
離
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
が
代

理
と
な
っ
て
裁
判
所
に
出
廷
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　

6　

隔
離
に
関
す
る
判
例
法
理

　

（
1
）　

形
式
的
要
件
と
実
質
的
要
件
の
萌
芽

　

隔
離
に
つ
い
て
は
、W

on W
ai v. W

illiam
son

連
邦
高
裁
判
決

）
85
（

が
法
律
の
授
権
お
よ
び
公
平
性
を
要
求
し
て
い
る
。
線
ペ
ス
ト
対
策

と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
の
衛
生
委
員
会
は
、
中
国
人
（
他
の
ア
ジ
ア
系
も
対
象
に
含
む
が
、
実
質
的
に
は

主
に
中
国
人
）
を
対
象
に
ハ
フ
キ
ン
接
種
（H

affkine Prophylactic

）
を
要
求
し
、
接
種
す
る
ま
で
隔
離
す
る
と
い
う
決
議
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
中
国
人
ら
は
、
ハ
フ
キ
ン
接
種
の
危
険
性
や
不
要
性
を
主
張
し
、
中
国
人
だ
け
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と

し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
高
裁
は
、
ま
ず
、
法
律
の
授
権
が
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る

）
86
（

。
市
の
憲
章
は
、
立
法
行
為
は
い
ず
れ

も
条
例
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。
公
衆
衛
生
の
た
め
の
隔
離
も
条
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、

本
件
規
制
は
衛
生
委
員
会
の
決
議
に
基
づ
く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
法
律
（
条
例
）
の
授
権
に
欠
け
る
点
が
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
二
（
一
二
二
）

る
。

　

法
律
の
授
権
に
欠
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
公
衆
衛
生
規
制
が
た
だ
ち
に
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
り
に
有
効
だ
と
し
て
も
本

件
規
制
に
は
実
質
的
問
題
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
件
で
は
、
中
国
人
だ
け
を
対
象
に
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
本
件
規
制
の
対
象
は

中
国
人
の
み
で
あ
り
、
白
人
や
黒
人
の
住
民
は
も
と
よ
り
、
一
時
的
に
滞
在
し
て
い
る
者
も
対
象
に
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

中
国
人
だ
け
を
隔
離
・
接
種
し
た
と
こ
ろ
で
、
線
ペ
ス
ト
の
流
行
を
防
ぐ
た
め
の
有
効
な
手
段
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
ハ
フ
キ
ン
接
種

は
感
染
前
に
接
種
す
る
の
は
有
効
で
あ
る
も
の
の
、
感
染
後
に
接
種
す
る
と
生
命
の
危
険
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
国
人
だ
け
を

対
象
と
す
る
こ
と
に
医
学
的
理
由
は
な
く
、
特
定
の
人
種
を
狙
い
撃
ち
し
た
不
合
理
な
規
制
で
あ
る
た
め
、
修
正
一
四
条
に
違
反
す
る
と

し
た

）
87
（

。

　

そ
の
結
果
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
は
中
国
人
が
多
く
居
住
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
を
指
定
し
、
そ
こ
の
住
民
を
隔
離
す
る
と
い
う
新
た
な
規

制
に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
形
式
的
に
は
隔
離
対
象
が
指
定
地
区
の
全
住
民
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
隔
離
対
象
と
な
っ
た
の
は

中
国
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
ま
た
も
や
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
がJoe H

o v. W
illiam

son

連
邦
高
裁
判
決

）
88
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
連
邦
高
裁
は
再
度
違
憲

の
判
断
を
下
す
。
な
ぜ
な
ら
、
線
ペ
ス
ト
の
流
行
を
防
ぐ
た
め
に
隔
離
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
方
法
が
合
理
的
で
あ
る
と
は

言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
線
ペ
ス
ト
の
拡
大
を
防
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
地
域
の
住
民
の
み
な
ら
ず
、
一
時
滞
在
者
や
そ
の
他
の

近
接
エ
リ
ア
を
も
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
感
染
の
疑
い
の
強
い
エ
リ
ア
の
者
同
士
を
一
箇
所
に
集
め
る
こ
と
は
そ
こ
で
の
感

染
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
本
件
規
制
も
差
別
的
色
彩
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
規
制
も
修
正
一
四
条

に
反
す
る
と
し
た
。



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
三
（
一
二
三
）

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
っ
て
、
隔
離
に
は
法
令
の
授
権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
人
種
を
理
由
に
隔
離
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
形
式

的
要
件
が
設
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
隔
離
に
は
合
理
的
理
由
が
必
要
と
さ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
要
件
に
も
踏

み
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　

（
2
）　

形
式
的
要
件
の
追
加
―
―
手
続
的
裁
量
統
制

　

隔
離
が
強
制
的
に
身
体
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
被
隔
離
者
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
告
知
や
聴
聞
等
の
手
続
が
整
備
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、In re C

aselli

モ
ン
タ
ナ
州
最
高
裁
判
決

）
89
（

で
あ
る
。
モ
ン
タ
ナ
州
法
は
淋
病

を
隔
離
対
象
の
伝
染
病
と
し
て
い
た
。
ミ
ス
ラ
市
の
衛
生
官
は
そ
れ
に
基
づ
き
原
告
を
淋
病
罹
患
者
と
判
断
し
、
執
行
官
が
原
告
を
隔
離

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
隔
離
の
前
に
聴
聞
の
機
会
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
淋
病
に
罹
患
し
て
い
る
と
の
証
明
が
不
十
分

で
あ
り
、
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
人
身
保
護
令
状
を
裁
判
所
に
請
求
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
手
続
上
の
問
題
に
つ
い
て
審
査
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
修
正
一
四
条
が
適
正
手
続
を
保
障
し
て
い
る
以
上
、
本

来
で
あ
れ
ば
原
告
に
事
前
に
聴
聞
の
機
会
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伝
染
病
に
罹
患
し
た
者
を
隔
離
す
る
の
は
政
府
の

自
衛
の
た
め
の
警
察
権
限
の
行
使
で
あ
り
、
事
前
に
聴
聞
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
違
憲
に
し
て
し
ま
う
と
、
政
府
は
自

衛
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
隔
離
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
隔
離
を
継
続
し
た
ま
ま
裁
判
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
原
告
を
隔
離
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
移
る
。
原
告
が
淋
病
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
は
医
学
的
検
査
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
争
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
公
衆
に
危
険
を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
四
（
一
二
四
）

は
証
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
別
途
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
原
告
が
不
特
定
多
数
の
人
物
と
性
交
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
目

撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
淋
病
を
治
癒
す
る

ま
で
は
隔
離
し
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
。

　

（
3
）　

隔
離
対
象
に
関
す
る
行
政
裁
量

　

W
on W

ai v. W
illiam

son
判
決
は
、
特
定
の
人
種
を
狙
い
打
ち
に
し
て
い
た
た
め
、
明
ら
か
な
差
別
問
題
の
事
例
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

高
度
な
医
学
的
見
地
か
ら
隔
離
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
社
会
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
人
種
や
性
別
な
ど
に
基
づ
い
て
隔
離
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
専
門
的
見
地
か
ら
み
て
、
隔
離
す
べ
き
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
線
引
き
を
ど
こ
で
行
う
か
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
感
染
が
明
ら
か
な
者
は
と
も
か
く
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
を
隔
離
す
べ
き
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
隔
離
す
る
と
し
て
も
そ
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Crayton v. Larabee
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
決

）
90
（

が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
原
告
の
共
同
住
宅
（house

）

の
隣
人
が
天
然
痘
に
罹
っ
た
た
め
、
衛
生
官
（health offi cer

）
が
一
五
日
間
原
告
を
自
宅
に
隔
離
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
原
告
は
、
感
染
し
て
い
る
と
い
う
合
理
的
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
隔
離
の
対
象
と
さ
れ
、
し
か
も
感
染
し
て
い
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
隔
離
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
不
当
な
感
染
判
断
お
よ
び
不
当
な
隔
離
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

本
件
の
争
点
は
、
ま
ず
、
法
が
隔
離
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
衛
生
委
員
会
に
付
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
衛
生
官
が
必
要
な

措
置
を
と
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
授
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
適
切
に
運
用
さ
れ
た

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
五
（
一
二
五
）

　

関
連
法
令
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
公
衆
衛
生
法
と
そ
れ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
市
の
条
例
で
あ
る

）
91
（

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
公
衆
衛
生
法
二
五
条
は
、「
全
て
の
地
方
衛
生
委
員
会
は
州
の
衛
生
機
関
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
伝
染
病
又
は
感
染
症
若
し
く
は
伝
染

性
の
病
気
の
出
現
に
対
し
て
、
適
切
か
つ
慎
重
な
検
査
及
び
そ
の
よ
う
な
病
気
に
感
染
又
は
さ
ら
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
又
は
物
の
統
制
に

よ
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
感
染
者
を
治
療
又
は
保
護
す
る
た
め
の
適
切
な
場
所
が
他
で
提
供
さ
れ
な
い
場
合
に
こ
れ
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
る
。
こ
れ
は
、
地
方
の
衛
生
委
員
会
に
対
す
る
感
染
症
対
策
の
一
般
的
授
権
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ

れ
を
受
け
て
、
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
市
は
隔
離
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
然
痘
や
ジ
フ
テ
リ
ア
等
に
感
染
し
た
家
族

に
対
し
て
は
医
療
従
事
者
等
を
除
き
接
触
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
衛
生
官
は
そ
の
よ
う
な
場
合
又
は
衛
生
官
が
必
要
だ
と
考
え
る

場
合
に
隔
絶
又
は
絶
対
的
隔
離
を
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
衛
生
官
が
必
要
だ
と
考
え

れ
ば
そ
の
他
の
隔
離
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
衛
生
官
は
伝
染
病
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
必

要
な
場
合
に
は
隔
離
等
の
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
令
上
、
衛
生
官
は
隔
離
措
置
を
取
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
裁
判
所
は
本
件
に
お
い
て
隔
離
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
検
討
す
る

）
92
（

。
本
件
は
共
同
住
宅
の
隣
人
が
天

然
痘
に
罹
患
し
た
事
例
で
あ
る
た
め
、
衛
生
官
が
隔
離
等
の
手
段
を
と
る
こ
と
は
法
令
上
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
、
本
件
に
お
い
て
隔
離

が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
衛
生
官
が
「
必
要
だ
と
考
え
る
場
合
」
に
は
隔
離
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裁
量
は
広
く
、

本
件
に
お
け
る
隔
離
判
断
は
合
理
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
隔
離
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
き
、
法
令
上
「
必
要
だ
と
考
え
る
場
合
」
と
い
う
規
定
が
衛
生
官
に

広
範
な
裁
量
を
与
え
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
た
。
た
だ
し
、
最
後
に
こ
の
権
限
は
無
制
約
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
言
及



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
六
（
一
二
六
）

し
て
い
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、「〝
衛
生
官
が
必
要
と
考
え
る
場
合
は
い
つ
で
も
〟
指
定
の
病
気
に
つ
い
て
衛
生
官
に
隔
離
権
限
を
付
与

し
た
一
般
的
規
定
は
衛
生
官
に
市
民
や
財
産
を
統
制
す
る
無
制
約
な
権
限
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
す
る
衛
生
官
の
行
為
は

恣
意
的
、
不
合
理
、
抑
圧
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

）
93
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
衛
生
官
は
、
隔
離
の
必
要
性
に
つ
き
、
合
理
的
な
知
見
に
基
づ
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

（
4
）　

隔
離
先
に
関
す
る
裁
量

　

隔
離
に
関
す
る
裁
量
統
制
に
つ
い
て
は
、
隔
離
先
の
選
定
に
も
及
ぶ
。K

irk v. B
oard of H

ealth

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判

決
）
94
（

で
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
患
し
た
原
告
は
、
衛
生
委
員
会
か
ら
伝
染
病
専
門
病
院
に
移
動
す
る
よ

う
に
命
令
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
①
こ
の
病
気
は
感
染
力
も
低
く
社
会
に
与
え
る
影
響
は
外
貌
上
の
問
題
だ
け
で
あ
る
こ
と

か
ら
隔
離
す
る
必
要
性
に
欠
け
る
こ
と
、
②
移
動
先
が
劣
悪
な
条
件
の
ペ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
り
、
現
在
で
は
天
然
痘
な
ど
危
険
な
伝
染
病

に
罹
っ
た
黒
人
し
か
入
院
し
て
お
ら
ず
、
自
ら
を
危
険
な
目
に
さ
ら
す
こ
と
、
③
そ
の
病
院
の
隣
に
は
廃
棄
物
処
理
場
が
あ
っ
て
空
気
汚

染
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
病
状
の
回
復
場
所
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
隔
離
さ
せ
る
こ

と
は
裁
量
の
濫
用
で
あ
る
と
し
て
、
差
止
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
は
、
原
告
の
主
張
を
認
め
、
仮
差
止
の
判
断
を
下
し
た
。
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
学
的
見
地
か
ら
す

れ
ば
こ
の
病
気
が
容
易
に
伝
染
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
外
貌
上
の
問
題
を
理
由
に
隔
離
す
る
こ
と
は
公
衆
保
護
の
必
要
性
の
限
度
を
越

え
て
お
り
、
裁
量
濫
用
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
劣
悪
な
環
境
の
下
に
原
告
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
も
合
理
性
が
な
く
、
正
当
な
判

断
と
は
言
い
難
い
と
し
た
。
裁
判
所
は
最
後
に
、
司
法
が
衛
生
委
員
会
の
判
断
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
本
件
を
見
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る
限
り
例
外
的
に
差
止
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
司
法
介
入
が
行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
楔
を
打
っ
て
い
る
点

に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

（
5
）　

隔
離
期
間
の
裁
量

　

通
常
、
隔
離
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
衛
生
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
に

な
っ
た
の
が
、In re H

alko
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
控
訴
裁
判
所
判
決

）
95
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
結
核
と
診
断
さ
れ
て
病
院
に
隔
離
さ
れ
て

い
た
者
が
逃
亡
し
た
た
め
、
そ
の
後
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
再
び
病
院
に
隔
離
さ
れ
、
六
ヶ
月
ご
と
に
衛
生
官
が
隔
離
を
継
続
し
た
こ
と
が

問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
継
続
的
に
隔
離
を
延
長
す
る
こ
と
は
不
当
に
人
身
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
か
か
る

権
限
を
衛
生
官
に
付
与
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
衛
生
維
持
法
三
二
八
五
条
が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
、
人
身
保
護
令
状
を
請
求
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
立
法
府
が
伝
染
病
の
指
定
や
予
防
方
法
の
策
定
な
ど
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
実
効
を
妨

げ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
実
際
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
三
二
八
五
条
も
、
衛
生
官
に
広
範
な
結
核
対
策
の

権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
三
二
八
五
条
は
、
衛
生
官
が
結
核
に
つ
い
て
調
査
、
検
査
、
隔
離
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
隔
離
に

つ
い
て
は
衛
生
官
が
公
衆
を
守
る
た
め
に
必
要
と
考
え
る
期
間
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
定
自
体
が
憲
法
上
保
障
さ

れ
て
い
る
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
二
八
五
条
は
、
隔
離
の
手
続
的
要
件
と
し
て
書
面
の
作
成
、
場
所
の
明
記
、
期
間
の
明
記
を
定
め
、
実
質

的
要
件
と
し
て
隔
離
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
合
理
的
な
根
拠
を
要
求
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、
六
ヵ
月
ご
と
の
延
長
が
問
題
に
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
形
式
面
は
い
ず
れ
も
み
た
さ
れ
て
い
る
。
実
質
面
に
つ
い
て
は
、
結
核
に
感
染
し
て
い
る
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
理
由
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が
あ
れ
ば
よ
く
、
本
件
で
は
そ
れ
も
み
た
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
保
護
令
状
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
請
求
を
退

け
た
。

　

以
上
の
判
例
法
理
を
ま
と
め
る
と
、
隔
離
の
形
式
的
要
件
と
実
質
的
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
形
式
的
要
件
と
し

て
、
法
令
の
授
権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
隔
離
自
体
は
継
続
し
な
が
ら
も
聴
聞
の
機
会
な
ど
の
手
続
的
保
障
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
実
質
的
要
件
と
し
て
恣
意
的
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
隔
離
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
相
当
程
度
行
政
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
必
要
性
を
失
し
て
い
る
場
合
に
は
裁
量
濫
用
と
な
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
お
よ
び
隔
離
と
い
う
強
制
的
要
素
を
は
ら
む
公
衆
衛
生
規
制
は
、
政
府
の
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
る
エ
リ
ア
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
人
権
と
の
関
係
上
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
公
衆
衛
生
規
制
は
強
制
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、

ワ
ク
チ
ン
配
布
な
ど
の
給
付
的
側
面
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
給
付
的
事
項
は
、
強
制
的
規
制
と
は
違
っ
た
憲

法
問
題
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　

Ⅲ　

命
の
優
先
順
位
と
平
等
―
―
感
染
症
対
策
の
給
付
的
側
面

　

何
ら
か
の
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
、
現
状
で
は
ワ
ク
チ
ン
が
最
も
有
効
な
手
段
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
は
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
や

輸
入
に
よ
っ
て
、
必
要
量
の
ワ
ク
チ
ン
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
た
り
、
変
異
型
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
ワ
ク
チ
ン
の
準
備
が
間
に



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
九
（
一
二
九
）

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
に
は
最
低
六
ヶ
月
は
か
か
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
既
存
の
薬
で
対
症
療
法
を
行
っ

た
り
す
る
こ
と
で
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
感
染
症
が
重
症
化
し
な
い
場
合
に
は
大
き
な
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
重
症
化
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
生
死
を
分
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

問
題
は
そ
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
と
、
ワ
ク
チ
ン
の
備
蓄
が
患
者

数
に
追
い
つ
か
ず
、
優
先
順
位
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
生
死
を
分
け
る

よ
う
な
場
合
に
は
そ
の
優
先
順
位
が
生
命
の
維
持
に
直
接
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
優
先
順
位
は
慎
重
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。1　

二
〇
〇
五
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
プ
ラ
ン
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

二
一
世
紀
に
入
り
、
世
界
各
地
で
様
々
な
タ
イ
プ
の
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
〇
五
年
に
総
合
的
な
対
策
を
検
討
し
始
め
た
。
そ
の
一
つ
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
で
あ
り
、
製
造
か
ら
配
布
ま
で
対
策
が

練
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
中
で
検
討
事
項
と
な
っ
た
の
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
優
先
順
位
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
保
健
社
会
福
祉
省
が
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
出
し
た
プ
ラ
ン
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
優
先
順
位
が
モ
デ
ル
と
し

て
示
さ
れ
た

）
96
（

。
優
先
度
が
高
い
順
か
ら
み
て
い
く
と
、
１

－

Ａ
：
薬
品
製
造
者
、
医
療
従
事
者
、
１

－

Ｂ
：
六
五
歳
以
上
の
者
（
一
つ
以

上
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
い
て
危
険
な
状
態
な
場
合
）、
六
ヶ
月
以
上
六
四
歳
以
下
の
者
（
二
つ
以
上
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

罹
患
し
て
い
て
危
険
な
状
態
な
場
合
）、
六
ヶ
月
（
未
満
）
の
幼
児
お
よ
び
過
去
に
危
険
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
高
齢
者
、
１

－
Ｃ
：
妊
婦
、
重
度
の
免
疫
不
全
症
候
群
の
同
居
人
、
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
、
１

－

Ｄ
：
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
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す
る
者
、
重
要
な
政
府
の
指
導
者
、
２

－

Ａ
：
六
五
歳
以
上
の
健
康
な
高
齢
者
、
六
ヶ
月
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
者
（
一
つ
の
危
険
な
状
態

に
あ
る
場
合
）、
六
ヶ
月
か
ら
二
三
ヶ
月
ま
で
の
健
康
な
者
、
２

－

Ｂ
：
そ
の
他
の
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
す
る
者
、
警
察

や
消
防
等
公
共
の
安
全
に
従
事
す
る
者
、
水
道
等
の
重
要
イ
ン
フ
ラ
に
従
事
す
る
者
、
燃
料
や
飲
食
等
の
輸
送
に
従
事
す
る
者
、
電
話
や

Ｉ
Ｔ
等
の
重
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
者
、
３
：
公
衆
衛
生
の
決
定
に
関
わ
る
そ
の
他
の
重
要
な
政
府
関
係
者
、
火
葬
や
遺
体
処

理
に
従
事
す
る
者
、
４
：
以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い
二
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
健
康
な
者
、
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
州
や
地

方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
具
体
的
な
策
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
権
威
か
ら
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
に
沿
っ
て

作
成
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
設
定
に
は
理
由
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。［
１

－

Ａ
：
薬
品
製
造
者
］
は
「
ワ
ク
チ
ン
等
の
薬
品
を
最
大
限
供
給

す
る
た
め
」
で
あ
り
、［
１

－

Ａ
：
医
療
従
事
者
］
は
「
医
療
の
質
を
確
保
す
る
た
め
」
で
あ
る
。
１

－

Ｂ
は
い
ず
れ
も
「
入
院
ま
た
は

死
亡
す
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
」
で
あ
る
。［
１

－

Ｃ
：
妊
婦
］
は
、「
過
去
の
例
で
妊
婦
は
リ
ス
ク
が
高
か
っ
た
た
め
お
よ
び
胎
児
を

保
護
す
る
た
め
」、［
１

－

Ｃ
：
重
度
の
免
疫
不
全
症
候
群
の
同
居
人
］
と
［
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
］
は
、「
ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
者
へ
の
感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
」
で
あ
る
。［
１

－

Ｄ
：
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
す
る
者
］
は
、

「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
欠
か
せ
な
い
た
め
」、［
１

－

Ｄ
：
重
要
な
政
府
の
指
導
者
］
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
重
要
な
決
定

を
行
う
た
め
」
で
あ
る
。
２

－

Ａ
は
い
ず
れ
も
「
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
リ
ス
ク
は
な
い
が
リ
ス
ク
が
高
い
た
め
」
で
あ
る
。
２

－

Ｂ
は
い
ず

れ
も
「
公
衆
衛
生
維
持
の
た
め
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
、
社
会
機
能
に
従
事
す
る
た
め
」
で
あ
る
。［
３
］
は
、「
優

先
度
は
高
く
な
い
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
係
す
る
た
め
」
で
あ
る
。［
４
］
は
、「
以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
含
ま
れ
な
い
が
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
よ
る
保
護
を
望
む
た
め
」
で
あ
る
。



パ
ン
デ
ミ
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一
（
一
三
一
）

2　

二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
ワ
ク
チ
ン
推
奨
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

二
〇
〇
九
年
に
流
行
し
た
Ｈ
１
Ｎ
１
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
四
月
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
を
出
し
た
た
め
、
多
く
の
国
で
急

遽
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
が
と
ら
れ
た
。
対
策
の
目
玉
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
ワ
ク
チ
ン
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
が
新
型
で
あ
っ
た

た
め
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
。
お
よ
そ
六
ヶ
月
で
ワ
ク
チ
ン
が
製
造
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
、
タ
ミ
フ
ル
や
リ
レ
ン

ザ
な
ど
の
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
が
処
方
さ
れ
、
一
定
の
効
果
が
み
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
各
国
が
迅
速
に
対
処
し
た
せ
い
か
、
も
と
も

と
ウ
イ
ル
ス
が
弱
毒
性
だ
っ
た
か
ら
か
、
そ
れ
ほ
ど
重
症
化
せ
ず
に
治
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
当
初
予
想
し
た
よ
り
も
被
害
は
大
き

く
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
が
出
さ
れ
た
頃
は
、
数
の
限
ら
れ
た
ワ
ク
チ
ン
を
ど
の
よ
う
に
接
種
す
る
か
が
物
議

を
か
も
し
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
も
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
推
奨
す
る
際
に
、
対
象
と
な
る
グ
ル
ー
プ
を
設
定
し
て
い
る

）
97
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
妊
婦

（
健
康
状
態
の
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
お
よ
び
胎
児
の
保
護
の
た
め
）、
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
（
健
康
状
態
の
リ
ス
ク
が
高
い
た
め
）、

医
療
従
事
者
（
患
者
か
ら
の
感
染
可
能
性
お
よ
び
公
衆
衛
生
の
維
持
の
た
め
）、
六
ヶ
月
以
上
二
四
歳
以
下
の
者
（
感
染
者
と
接
触
す
る

機
会
が
多
い
た
め
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
と
き
は
類
型
化
し
た
だ
け
で
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
優
先
順
位
は
設
定
し
て
い
な
い
。
具
体
的
な
優
先
順
位
の
設
定
は
地

方
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
優
先
順
位
の
設
定
が
物
議
を
か
も
す
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
た
め
、
あ
え
て
こ
の
段
階
で
は
設
定
し
な

か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
三
二
（
一
三
二
）

3　

平
等
の
問
題

　

以
上
の
優
先
順
位
は
、
相
応
の
理
由
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
合
理
性
の
推
定
が
働
く
。
ま
た
、
も
と
も
と
給
付
政
策
に
は

政
府
の
裁
量
が
幅
広
く
認
め
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
こ
れ
を
設
定
し
た
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
専
門
家
集
団
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
順
位
は
生
死
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
恣
意
性
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
類
型
化
の
方
法

次
第
で
は
平
等
の
問
題
が
生
じ
る
事
柄
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
検
討
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
の
重
要
性
の
割
に
は
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
法
的
分
析
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
優
先
順
位
を
批
判
的
に
分
析
し
た
の
が

コ
ー
ル
マ
ン
（C

arl H
. C

olem
an

）
で
あ
り
、
希
少
価
値
の
高
い
業
績
で
あ
る

）
98
（

。

　

コ
ー
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
優
先
順
位
に
は
、
①
年
齢
に
基
づ
く
区
別
、
②
職
業
的
性
格
に
基
づ
く
区
別
、
③
社
会
福
祉
の

最
大
化
に
基
づ
く
区
別
、
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
と
い
う

）
99
（

。
こ
の
設
定
の
背
後
に
あ
る
一
般
原
理
は
、
可
能
な
限
り
多
く
の
人
々
の
生

命
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
道
徳
原
理
に
基
づ

い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
最
大
多
数
の
保
護
と
い
う
目
的
は
む
し
ろ
功
利
主
義
的
発
想
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
是
非
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
①
～
③
の
分
類
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
。

　

①
の
年
齢
に
基
づ
く
区
別
は
功
利
主
義
に
よ
っ
て
正
当
化
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
プ
ラ
ン
に
お
け
る
年
齢
区
分
は
、
幼
児
や

青
少
年
な
ど
若
者
を
優
先
す
る
傾
向
が
あ
る

）
100
（

。
こ
れ
は
、
年
齢
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
人
生
を
享
受
し
て
お
ら
ず
、
逆
に
年
齢
が
高
く
な

れ
ば
高
く
な
る
ほ
ど
人
生
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
若
年
層
を
保
護
す
べ
き
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

た
と
え
ば
二
〇
歳
の
者
は
幼
児
よ
り
も
希
望
や
計
画
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
歳
の
者
は
そ
れ
を
実
践
す
る
利
益
を
有
す
る
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
実
践
す
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
二
〇
歳
の
者
が
失
う
利
益
は
大
き
い
。
そ
の
結
果
、
二
〇
歳
の

方
が
幼
児
よ
り
も
人
生
に
関
す
る
利
益
が
大
き
い
と
い
え
る
。

　

②
の
職
業
的
性
格
に
基
づ
く
区
別
は
、
も
し
医
療
関
係
者
が
感
染
し
て
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
結
果
他
の
人
々
も
死
ん

で
し
ま
う
危
険
性
が
高
く
な
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
く

）
101
（

。
つ
ま
り
、
重
要
な
任
務
に
就
く
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
全
体
の
利
益
を
高
め
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
ら
は
職
業
上
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
理
由
も
、
優
先
性
の
正
当
化
に
寄
与
す
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
職
業
的
区
分
は
明
確
な
設
定
を
し
な
け
れ
ば
、
恣
意
的
に
拡
大
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
従
事

者
と
い
う
よ
う
な
枠
組
で
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
そ
の
範
疇
に
入
る
か
が
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
真
に
必
要
な
職
業

を
定
義
し
て
、
対
象
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
の
社
会
福
祉
の
最
大
化
に
基
づ
く
区
別
は
、
弱
者
ほ
ど
リ
ス
ク
が
高
い
の
で
、
多
く
の
人
を
救
う
た
め
に
は
そ
れ
ら
の
者
を
保
護
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る

）
102
（

。
社
会
倫
理
と
し
て
重
要
な
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
点
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弱
者
保
護
と
い
う
道
徳
的
要
請
は
平
等
と
い
う
道
徳
的
要
請
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
な
い

ま
ま
、
弱
者
の
優
先
順
位
を
上
げ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
プ
ラ
ン
に
は
様
々
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
コ
ー
ル
マ
ン
は
プ
ラ
ン
を
全
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
最
善
の
プ
ラ
ン
で
は
な
い
た
め
、
公
衆
の
熟
議
を
通
し
て
問
題
点
の
再
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
プ
ラ
ン
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
さ
と
重
症
化
の
リ
ス
ク
を
混
在
さ
せ
て
い
る
点
や
、
基

礎
疾
患
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
点
な
ど
、
そ
の
合
理
性
に
疑
問
が
浮
か
ぶ
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
生
命
の
優
先

順
位
を
つ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
先
着
順
に
す
べ
き
で
あ
る
と
か
く
じ
引
き
に
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
根
本
的
問
題
も
潜
ん
で
い
る
。
と



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
三
四
（
一
三
四
）

は
い
え
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
き
始
め
る
と
き
り
が
な
く
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
た
び
に
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
糾
弾
さ
れ
て
い
て
は
医
療
行
政
は
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
反
面
、
生
命
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
可
能
な
限
り
理
想
的
な
順
位
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
問
題
を
議
論
し
、
対
応
で
き
る
よ
う
な
枠
組
を
作
っ

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
裁
判
で
争
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
も
影
響
す
る
。
お
そ
ら
く
、
一
見
し
て
明
白
に
合
理
性
が
欠
如
し
て
い
る

よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
政
府
が
優
先
順
位
に
つ
き
法
的
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
断

過
程
を
統
制
す
る
道
は
残
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
で
は
、
合
理
的
判
断
を
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

4　

民
主
的
決
定
と
専
門
的
判
断

　

ア
メ
リ
カ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
優
先
順
位
は
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
基
本
的
な
モ
デ
ル
を
示
し
た
上
で
、
実
際
上
の
運
用
は
州
や
市
な
ど
に
任
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
次
的
に
は
専
門
家
が
判
断
し
、
第
二
次
的
に
は
民
主
的
機
関
（
多
く
の
場
合
法
律
で
は
な
く
命
令
）
が
決

定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
専
門
家
と
民
主
的
機
関
の
連
携
プ
レ
イ
は
、
合
理
性
と
正
当
性
の
両
方
を
担
保
す
る
上
で
有
効
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
決
定

は
ど
う
し
て
も
場
当
た
り
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
会
議
は
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
透

明
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
説
明
責
任
が
果
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
が
、
公
衆
衛
生
法
（the Public H

ealth Service A
ct

）
で
規
定
さ
れ
た
機
関
で
あ
る

）
103
（

。

一
五
人
の
専
門
委
員
を
中
心
に
、
投
票
権
の
な
い
関
係
者
も
会
議
に
参
加
で
き
、
そ
の
権
威
は
世
界
的
に
も
高
い
。
委
員
は
、
保
険
社
会



パ
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デ
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五
（
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五
）

福
祉
省
長
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
が
、
医
学
的
見
識
に
優
れ
た
者
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
消
費
者
代
表
も
委
員
と
な
っ
て
い
る
。
投
票

権
は
な
い
が
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
な
ど
の
政
府
関
係
者
と
医
学
関
係
の
各
学
会
の
代
表
者
な
ど
も
会
議
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
合
理
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
が
働
く
。
日
本
に
も
、
予
防
接

種
部
会
（
厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
分
科
会
予
防
接
種
部
会
）
が
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
の
内
容
は
わ

か
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
不
透
明
で
あ
り
、
説
明
責
任
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る

）
104
（

。
ま
た
、

日
本
で
は
、
厚
生
労
働
省
が
医
療
現
場
に
与
え
る
影
響
力
が
強
く
、
そ
の
ま
ま
指
示
に
従
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、

そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
か
、
法
律
ま
た
は
規
則
の
制
定
が
必
要
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　

後
序

　

本
稿
で
は
、
国
家
の
公
衆
衛
生
維
持
に
関
す
る
責
務
と
そ
れ
に
伴
う
人
権
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
国
家
に
は
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る

責
務
が
あ
り
、
そ
の
方
法
は
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
い
っ
た
強
制
的
性
格
の
強
い
も
の
か
ら
、
市
民
誘
導
型
の
ソ
フ
ト
な
手
法
ま
で
多

岐
に
渡
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
時
と
し
て
市
民
の
人
権
を
大
幅
に
制
約
す
る
こ
と
が
あ
り
、
限
界
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
一
般
に
、
公
衆
衛
生
の
維
持
や
快
適
な
公
共
を
保
持
す
る
た
め
に
ど
ん
な
法
律
や
規
則
が
必
要
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
立
法
の
問
題
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
と
ら
れ
た
手
段
が
適
切
か
ど
う
か
は
司
法
審
査
の
対
象
で
は
な
い
。
警
察
権
限
の
行
使
は

立
法
府
又
は
当
該
権
限
を
委
任
さ
れ
た
委
員
会
若
し
く
は
審
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
で
あ
り
、
裁
判
所
は
公
衆
衛
生
を
保
護
す

る
た
め
に
と
ら
れ
た
規
制
が
恣
意
的
、
抑
圧
的
、
不
合
理
で
な
い
限
り
こ
の
権
限
の
行
使
を
阻
害
し
な
い

）
105
（

」
と
さ
れ
る
。
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と
は
い
え
、
政
府
は
無
制
約
に
公
衆
衛
生
の
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
施
策
を
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
決
定

し
た
か
、
そ
し
て
必
要
性
や
合
理
性
が
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
106
（

。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

は
緊
急
性
を
帯
び
る
こ
と
が
多
い
が
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
過
程
の
手
続
的
整
備
を
行
い
、
透
明
性
を
は
か
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
司
法
が
施
策
の
合
理
性
を
実
質
的
に
問
う
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
判
断
過
程
審
査
を
行
う
余
地
は
残
さ
れ
て
お
り
、

ま
っ
た
く
の
自
由
裁
量
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
市
民
の
協
力
を
仰
ぐ
上
で
も
重
要
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
政
策
の
成
功
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
く
ら
法
律
を
整
備
し
て
公
衆
衛
生
維
持
の
実
効
性
を
高
め
た
と
こ
ろ
で
、
市
民
の
自
発
的
対
応

を
促
進
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
効
果
は
上
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

）
107
（

。
こ
れ
は
公
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
（public trust

）
に
つ
な
が
る
問
題

で
あ
り
、
民
主
政
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る

◆

。

（
1
）A

 D
IC

TIO
N

A
RY O

F E
PID

EM
IO

LO
G

Y 1
7
9 (M

iquel Porta ed., 5th ed. 2
0
0
8). 

（
2
）

実
際
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
警
戒
区
分
は
感
染
力
や
流
行
状
況
に
応
じ
て
段
階
ご
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）

日
本
国
憲
法
と
公
衆
衛
生
権
限
の
関
係
を
論
じ
る
研
究
は
少
な
い
が
、
先
行
研
究
で
は
憲
法
二
五
条
二
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
の
見
解
が
有

力
に
な
っ
て
い
る
。
緒
方
章
宏
「
第
一
〇
章　

医
事
・
行
政
衛
生
法
」
桜
井
昭
平
編
『
現
代
行
政
法
【
各
論
】』
二
六
一
―
二
八
三
頁
（
八
千
代
出

版
、
二
〇
〇
一
年
）、
徳
田
博
人
「
第
五
編
第
三
章　

医
事
衛
生
行
政
」
室
井
力
編
『
新
現
代
行
政
法
入
門
（
二
）
―
―
行
政
組
織
・
主
要
な
行
政

領
域
―
―
』
一
三
六
―
一
四
九
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
そ
の
他
、
健
康
権
に
関
連
し
て
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
唄
孝
一
「
健
康
権

に
つ
い
て
の
一
試
論
」
公
衆
衛
生
三
七
巻
一
号
一
〇
頁
（
一
九
七
三
年
）、
下
山
瑛
二
『
健
康
権
と
国
の
法
的
責
任
―
―
薬
品
・
食
品
行
政
を
中
心

と
す
る
考
察
―
―
』
七
七
―
九
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。
な
お
、
公
衆
衛
生
の
維
持
や
感
染
症
対
策
の
推
進
を
日
本
国
憲
法
の
平

和
主
義
の
理
念
に
求
め
る
見
解
と
し
て
、
蟻
田
功
・
中
根
美
幸
「
人
類
と
感
染
症
―
―
平
和
憲
法
の
意
義
と
課
題
」
公
衆
衛
生
七
二
巻
一
号
一
五
頁
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問
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〇
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