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説

第
五
節
危
険
な
学
校
へ
の
就
学
拒
否
権

第
二
章
教
科
課
程
と
親
の
権
利

結
論

(
以
上
本
号
)

論

序
論第

一
節

本
稿
の
目
的
と
射
程

従
来
、
我
が
国
に
お
い
て
、
憲
法
第
二
六
条
の
寸
教
育
を
受
け
る
権
利
」
規
定
を
め
ぐ
っ
て
主
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
教
育
権
の
所

在
、
つ
ま
り
教
育
内
容
決
定
権
が
国
民
に
あ
る
の
か
国
家
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

「
国
民
の
教
育
権
L

説
は
、
「
子
ど
も
の
教
育
を
受
げ
る
権
利
に
対
応
し
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
責
務
を
に
な
う
の
は
親
を
中
心
と
し
て
国

民
全
体
」
で
あ
る
と
い
う
第
二
次
家
永
訴
訟
第
一
審
の
杉
本
判
決
に
代
表
さ
れ
る
。
他
方
、
寸
国
家
の
教
育
権
」
説
は
第
一
次
家
永
訴
訟
第
一

審
の
高
津
判
決
に
代
表
さ
れ
、
国
家
に
対
し
て
教
育
内
容
お
よ
び
方
法
に
介
入
す
る
権
限
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
後
の
旭
川
学
力
テ
ス
ト
最
高
裁
判
慌
(
以
下
学
テ
判
決
と
略
)
に
お
い
て
、
「
い
ず
れ
も
極
端
か
っ
一

方
的
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
な
独
自
の

見
解
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
ご
憲
法
二
六
条
の
教
育
を
受
け
る
権
利
は
「
子
ど
も
の
学
習
を
す
る
権
利
に
対
応
し
」
、

「
専
ら
子
ど
も
の
利
益
の
た
め
に
、
教
育
を
与
え
る
者
の
責
務
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
当
然
に
誰
が
教
育
内
容
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を
決
定
す
る
権
能
を
有
す
る
か
は
導
か
れ
な
い
こ
と
、
(
二
)
普
通
教
育
に
つ
い
て
は
、
児
童
生
徒
の
批
判
能
力
が
欠
如
し
て
お
り
、
学
校
や

教
師
を
選
択
す
る
余
地
が
乏
し
く
、
更
に
は
全
国
的
な
一
定
水
準
を
確
保
す
る
と
の
要
請
か
ら
、
教
師
に
完
全
な
教
授
の
自
由
は
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
、
(
三
)
主
と
し
て
「
家
庭
教
育
等
学
校
外
に
お
け
る
教
育
や
学
校
選
択
の
自
由
に
あ
ら
わ
れ
る
L

親
の
教
育
の
自
由
が

肯
定
さ
れ
る
こ
と
、
(
四
)
私
学
教
育
に
お
け
る
自
由
も
一
定
の
範
囲
で
肯
定
さ
れ
る
こ
と
、
(
五
)
そ
れ
以
外
の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
が

子
ど
も
自
身
な
ら
び
に
社
会
公
共
の
利
益
の
た
め
に
「
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
決

定
す
る
権
能
を
有
す
る
L

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
立
場
は
、
寸
教
育
権
の
所
在
に
関
す
る
憲
法
解
釈
の
方
法
と
し
て
、
教
師
、
親
、
私
学
、
国
と
い
っ
た
教
育
関
係
者

の
教
育
権
能
の
範
囲
を
そ
れ
ぞ
れ
憲
法
上
の
根
拠
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
悦
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
「
国
民
の
教
育
権
」
説
に
あ
っ
て
も
国
家
の
教
育
権
能
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
杉

公教育と親の教育権(1)

本
判
決
は
大
綱
的
事
項
に
関
す
る
国
家
の
決
定
権
能
を
肯
定
し
て
い
る
し
、
国
民
の
教
育
権
説
を
支
持
す
る
学
説
も
「
父
母
、
教
師
、
地
域

住
民
、
そ
し
て
、
国
や
地
方
教
育
行
政
機
関
等
々
」
が
教
育
に
関
す
る
責
任
を
分
担
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
最
高
裁
に
せ

よ
い
わ
ゆ
る
「
国
民
の
教
育
権
」
説
を
採
用
す
る
論
者
に
せ
よ
、
右
に
み
た
よ
う
な
各
当
事
者
が
教
育
に
関
す
る
責
任
を
分
担
す
る
も
の
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
の
教
育
上
の
権
能
に
つ
き
、
学
テ
判
決
が
「
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
教

育
内
容
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
決
定
す
る
権
能
を
有
す
る
L

と
い
う
暖
昧
な
表
現
を
用
い
た
た
め
に
寸
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
」

と
は
い
か
な
る
範
囲
な
の
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
、
結
局
、
「
国
民
の
教
育
権
」
対
「
国
家
の
教
育
権
」
と
い
う
対
立
図
式
が
維

持
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
学
テ
判
決
が
子
ど
も
の
学
習
権
を
保
障
す
る
主
体
と
し
て
の
「
親
L

お
よ

び
そ
の
教
育
権
の
内
実
に
触
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
公
教
育
に
お
け
る
親
の
役
割
(
親
の
教
育
権
)
を
理
論
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
妨

い
わ
ゆ
る
内
申
書
裁
判
を
通
じ
て
、
「
国
民
の
教
育
権
」
を
に
な
う
は
ず
の
教
師
が
生
徒
の
学
習
権
を
妨
げ
る
存
在
と
な
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説

り
得
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
従
来
の
「
国
民
の
教
育
権
」
対
「
国
家
の
教
育
権
」
と
い
う
図
式
の
合
理
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
生
徒
の
進
学
権
を
含
む
学
習
権
と
教
師
の
教
育
評
価
権
が
論
点
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
親
の
教
育
権
が
前
面
に
出
て

問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
体
罰
、
い
じ
め
、
管
理
主
義
的
な
校
則
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
学
校
に
お
け

る
子
ど
も
の
権
利
侵
害
が
重
大
な
社
会
問
題
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
権
利
侵
害
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
親
の
教
育
権
の
重
要
性
が
説
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
更
に
、
我
が
国
で
は
「
親
の
教
育
権
」
と
い
う
用
語
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
が
、

と
り
わ
け
何
ら
か
の
法
文
上
の
根
拠
に
照
ら
し
て
明
確
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
今
橋
教
授
が
指
摘
す
る
学
校
の
絶
対
的
優
位

性
と
い
う
特
殊
日
本
的
な
教
育
構
造
の
下
で
、
子
ど
も
の
学
習
権
お
よ
び
子
ど
も
の
人
権
を
実
質
的
に
保
障
し
て
い
く
た
め
に
も
、
そ
れ
ら

を
代
弁
す
べ
き
親
の
地
位
お
よ
び
そ
の
権
利
の
内
実
を
憲
法
上
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
問
題
状
況
を
背
景
と
し
て
、
本
稿
で
は
寸
親
」
対
「
学
校
(
州
政
府
)
」
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
分
析
を
通
し
て
、
寸
親

の
教
育
権
」
と
称
さ
れ
る
場
合
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
な
利
益
が
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
連
邦
憲
法
上
ど
う
位
置
づ
け

ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
教
育
制
度
が
確
立
す
る
以
前
の
合
衆
国
で
は
、
親
に
は
自
然
的
な
親
子
関
係
に
基
づ
い
て
、
我
が
子
を
ど
の
よ
う
に
教
育

す
る
か
に
つ
い
て
ほ
ぽ
無
制
限
な
権
利
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
公
教
育
制
度
の
発
展
と
と
も
に
州
の
義

務
教
育
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
り
、
次
第
に
親
の
教
育
権
は
縮
小
さ
れ
州
の
教
育
権
限
が
拡
大
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
親
の
教

育
権
が
全
く
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
裁
判
例
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
親
の
権
利
が
義
務
教
育
制
度
の
例
外
を
な
す
連
邦
憲
法
上
の

も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
り
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
も
親
と
州
側
の
両
方
の
介
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
合
衆
国
で
は
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
の
性
質
に
応
じ
て
、
親
の
教
育
権
と
州
の
教
育
権
限
と
の
聞
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
計
る
か
と
い
っ
た
視
点
で

問
題
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
合
衆
国
裁
判
例
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
計
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と

論

北法42(1・64)64



を
目
的
と
す
る
。

他
方
、
我
が
国
の
学
説
状
況
を
み
る
と
、
「
国
民
の
教
育
権
L

対
「
国
家
の
教
育
権
L

と
い
う
二
つ
の
教
育
権
の
所
在
を
分
岐
点
と
し
た
二

者
択
一
的
な
論
争
が
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
争
は
こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
聞
で
水
掛
論
的
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
論

争
の
中
で
は
、
親
の
教
育
権
の
具
体
的
内
実
は
不
明
確
な
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
親
の
教
育
権
の
限
界
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
取
り

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
論
争
状
況
に
対
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
視
点
を
持
つ
合
衆
国
の
裁
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
は

次
の
二
つ
の
点
で
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
え
る
。
ま
ず
第
一
に
、
合
衆
国
の
裁
判
例
が
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

紹
介
す
る
こ
と
自
体
が
持
つ
意
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
親
と
学
校
(
州
政
府
)
と
の
聞
の
権
限
配
分
の
在
り
方
を
合
衆
国
の

裁
判
例
が
検
討
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
・
提
示
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
で
は
十
全
に
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
紹
介
す
る

こ
と
に
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
二
に
は
、
合
衆
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
利
益
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
、
親
の
教
育
権
の
具
体
的
内
実
や
そ
の
制
約

原
理
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

公教育と親の教育権(1)

ま
ず
次
節
で
合
衆
国
の
教
育
制
度
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
第
一
章
に
お
い
て
、
就
学
を
強
制
す
る

州
の
利
益
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
親
の
権
利
に
つ
い
て
み
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
親
の
教
育
権
が
縮
小
さ
れ
つ
つ
も
、

そ
の
一
部
が
連
邦
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
就
学
義
務
の
例
外
と
し
て
い
か
な
る
親
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
制

約
を
受
け
て
き
た
か
を
、
判
例
史
を
辿
り
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
第
一
節
で
州
義
務
教
育
法
の
合
憲
性
の
問
題
を
取
り
扱

い
、
第
二
節
と
第
三
節
で
は
連
邦
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
私
立
学
校
選
択
権
と
中
等
教
育
就
学
義
務
拒
否
権
に
言
及
す
る
。
ま
た
、
第
四
節
お

よ
び
第
五
節
で
は
、
連
邦
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
就
学
義
務
の
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
た
親
の
権
利
で
あ
る
家
庭
教

育
選
択
権
と
危
険
な
学
校
へ
の
就
学
拒
否
権
に
言
及
す
る
。
第
二
章
で
は
、
教
科
課
程
と
の
関
連
で
、
教
育
内
容
に
関
す
る
親
と
州
の
権
限

北法42(1・65)65

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、



説

配
分
の
問
題
を
検
討
す
る
。
つ
ま
り
、
公
立
学
校
で
何
を
生
徒
に
教
え
る
か
に
つ
い
て
州
は
ど
の
程
度
の
権
限
を
有
し
、
親
は
我
が
子
の
教

育
の
た
め
ど
の
程
度
ま
で
口
を
出
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ

1
の
裁
判
例
そ
し
て
親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
連
邦

憲
法
上
認
め
た
連
邦
最
高
裁
判
例
を
時
系
列
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
親
の
権
利
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
分
析
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
が
我
が
国
に
お
い
て
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
る
か
を
提
示
し
て
み
た
い
。
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論

位(
1
)
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
日
行
裁
例
集
一
二
巻
七
号
別
冊
一
頁
。

(
2
)
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
七
五
一
号
四
七
頁
。

(
3
)
最
[
大
]
判
昭
和
五
一
年
五
月
一
一
一
日
刑
集
三

O
巻
五
号
六
一
五
頁
。

(
4
)
樋
口
陽
一

1
佐
藤
幸
治

1
中
村
睦
男
l
浦
部
法
穏
共
著
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
(
青
林
書
院
・
平
成
元
年
)
六

O
一
頁
(
中
村
執
筆
)
。

(
5
)
堀
尾
輝
久
l
兼
子
仁
『
教
育
と
人
権
』
(
岩
波
書
庖
・
昭
和
五
二
年
)
七
七
頁
。

(6)
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報
九
二
一
号
一
八
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
五
月
一
九
日
判
例
時
報
一

O
四
一
号
二
四
頁
、
最

判
昭
和
六
三
年
七
月
一
五
日
判
例
時
報
一
二
八
七
号
六
五
頁
。

(
7
)
寸
討
論
子
ど
も
の
人
権
の
現
状
と
理
論
課
題
」
『
法
律
時
報
』
第
五
九
巻
一

O
号
一
六
頁
(
今
橋
発
言
)
(
日
本
評
論
社
・
昭
和
六
二
年
)
、
今

橋
盛
勝
『
い
じ
め
・
体
罰
と
父
母
の
教
育
権
』
(
岩
波
プ
ツ
ク
レ
ッ
ト
・
平
成
二
年
)
一
九
一
号
四
七
頁
以
下
も
参
照
。

(8)
佐
藤
全
『
米
国
教
育
課
程
関
係
判
決
例
の
研
究
』
(
風
間
書
房
・
昭
和
五
九
年
)
は
、
合
衆
国
の
公
立
学
校
の
教
育
課
程
を
め
ぐ
る
子
、
親
、
州
、

教
育
行
政
機
関
、
教
員
の
教
育
課
程
統
制
権
の
分
配
構
造
の
総
体
を
解
明
す
る
と
の
目
的
で
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
聞
の
権
限
配
分
と
い
う

視
点
か
ら
、
教
育
内
容
を
も
含
む
各
々
の
教
育
権
(
権
限
)
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
筆
者
も
採
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸

権
利
(
権
限
)
の
対
立
が
み
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
優
越
す
る
の
か
(
対
立

す
る
諸
権
利
(
権
限
)
を
調
整
す
る
法
理
)
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
親
や
子
に
認
め
ら
れ
た
権
利
の
法
的
な
根
拠
に
つ
い

て
の
検
討
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。



第
二
節

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
教
育
制
度

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
は
、
教
育
に
関
す
る
規
定
が
存
し
な
い
。
そ
れ
故
、
修
正
第
一

O
条
に
よ
り
、
教
育
は
州
の
権

限
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
州
議
会
は
、
連
邦
お
よ
び
州
憲
法
に
反
し
な
い
範
囲
で
、
公
立
学
校
を
設
置
し
管
理
す
る
た
め
の
一
般

的
な
立
法
を
行
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
学
校
へ
の
財
政
援
助
、
必
修
の
教
科
目
、
特
定
の
学
習
内
容
、
時
間
配
当
、
生
徒
の
教
育

方
針
、
ま
た
は
非
常
に
お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
学
校
経
営
に
つ
い
て
の
方
針
や
方
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

は
主
と
し
て
一
般
的
な
基
準
で
あ
り
、
日
々
の
学
校
運
営
に
関
す
る
決
定
の
ほ
と
ん
ど
は
地
方
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。
し
か
し
教
育
行
政
制
度
も
各
種
の
上
級
・
下
級
行
政
組
織
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
な
ル

l
ル
と

し
て
、
そ
の
制
度
に
お
け
る
よ
り
下
位
の
組
織
は
よ
り
高
次
の
組
織
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
反
す
る
よ
う
な
規
則
や
方
針
を
決
定
で

き
な
い
。
ま
た
、
憲
法
、
制
定
法
、
判
例
法
は
、
教
育
制
度
の
具
体
的
な
方
針
の
中
に
も
反
映
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ

周
知
の
通
り
、

る。

公教育と親の教育権(1)

こ
こ
で
は
本
稿
の
理
解
を
助
げ
る
た
め
に
、
教
育
制
度
の
法
的
な
構
造
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

〆，-，
一 州
) 教

州育
教機
育問
委(
員~
会己
笠 F
M2  
(t CD 

F r 
2-! "eD 
45 
o CD 
H 、加

開 己
0. 
z 。
m 
rt 。
ロ
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州
内
の
公
立
学
校
の
た
め
の
政
策
決
定
(
宮

-5・5
m
E括
)
組
織
で
あ
討
。
州
教
育
委
員
会
の
権
限
は
州
議
会
の
次
に
高
次
な
も
の
で
あ

そ
の
権
限
お
よ
び
義
務
に
は
州
に
よ
る
違
い
が
み
ら
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
主
に
初
等
中
等
段
階
の
公
立
学
校
に
対
す
る
政
策
の
決

る
が
、



説

定
・
施
行
・
必
要
な
規
則
の
制
定
、
公
立
学
校
に
対
す
る
管
理
・
監
督
の
権
限
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
教
員
資
格

の
認
証
、
最
低
限
度
の
教
育
水
準
、
標
準
教
育
課
程
(
g
Z
3
0
0同
凹

Z
身
)
、
教
科
書
選
択
、
教
育
委
員
会
の
委
員
の
行
動
、
教
員
の
解
雇
、

生
徒
の
懲
戒
、
人
種
統
合
政
策
の
促
進
、
学
区
の
統
合
・
再
編
成
等
に
関
す
る
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

州
教
育
委
員
会
の
定
数
お
よ
び
選
任
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
州
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
七
、
九
も
し
く
は
一

一
名
か
ら
構
成
さ
料
、
半
数
以
上
の
州
に
お
い
て
州
知
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
石
。
こ
の
よ
う
な
任
命
に
よ
る
委
員
の
他
、
州
教
育
委

員
会
の
構
成
員
と
し
て
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
、
職
権
に
よ
る
委
員

(2・。毘の日
O
E
m
g
Z吋
)
が
あ
る
。
州
教
育
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
い

ま
た
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
型
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

論

ず
れ
か
に
よ
っ
て
、

(
二
)
州
教
育
長

(
h
E
止

ω
z
z
r
z。
-
O
B
n
q印
)

多
く
の
場
合
、
州
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
州
教
育
長
(
通
常

円
。
自
B
U位
。
口
角
川
円
。
こ
出
口

g昨
日
。
ロ
と
称
さ
れ
て
い
る
)
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
選
任
方
法
は
州
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合

が
大
半
で
あ
り
、
次
に
選
挙
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合
が
多
川
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
州
知
事
に
よ
る
指
名
が
な
さ
れ
て
い
お
。

任
期
は
四
年
の
場
合
が
多
い
。
州
教
育
長
は
州
教
育
局
の
行
政
長
官
で
あ
り
、
合
議
機
関
で
あ
る
州
教
育
委
員
会
の
政
策
や
規
則
を
執
行
す

る
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
権
限
お
よ
び
責
任
は
州
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
州
憲
法
お
よ
び
州
制
定
法
に
お
い
て
、

ま
た
州
教
育
委
員
会
の
計
画
や
方
針
の
中
で
、
特
別
に
指
定
さ
れ
た
義
務
を
果
た
す
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
l
l
l
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

ω円
ω一定凶

ω口問)巾吋山口一行巾ロ門凶巾ロ丹

。
吋

∞
仲
間
凶
件
。

。
炉+、

岡山門日ロの白色。ロ

州
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
が

i
ー
ー
、
州
教
育
長
は
、
教
員
の
一
用
に
関
す
る
議
論
や
論
争
に
つ
い
て
、

意
見
を
提
出
す
る
権
限
も
し
く
は
義
務
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
州
教
育
長
は
教
育
政
策
を
調
整
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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(
一
二
)
州
教
育
局

(
ω
E
Z
U岳
山
ユ
ヨ

g件
。
同
何
色
R
E
Zロ)

州
教
育
局
は
教
育
専
門
家
で
な
い
職
員

SEra-。
E-
当

2
w
q印
)
と
教
育
専
門
家

(
O
E
S巴
。
口
問
U
R
E
-
-
2印
)
か
ら
構
成
さ
れ
、
州

の
レ
ベ
ル
で
遂
行
さ
れ
る
べ
く
要
求
さ
れ
て
い
る
行
政
的
な
教
育
機
能
を
果
た
す
。
州
教
育
局
は
、
州
教
育
長
お
よ
び
州
教
育
委
員
会
の
専

門
的
な
片
腕
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
地
方
教
育
委
員
会
に
対
し
て
指
導
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
通
常
、
教
育
局
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
行
政
、
財
政
、

教
員
免
許
認
証
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
、
職
業
教
育
お
よ
び
成
人
教
育
等
の
部
局
に
分
か
れ
て
組
織
さ
れ
る
。
ま
た
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
州
全
体
に
渡
る
調
査
や
統
計
報
告
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

[
地
方
教
育
機
関

Fog-
》

m
2
0
5
)
]

(
こ
学
区

(FR色
ω
与
。
。
こ
)
互
ユ
己
的
)

公教育と親の教育権(1)

学
区
は
州
の
教
育
行
政
の
基
礎
的
単
位
で
あ
る
。
学
区
は
一
定
地
域
(
件
。
コ

-Z
ユ
ω-gcロ
門
目
的
)
の
範
囲
内
の
公
立
学
校
の
建
設
、
維
持
、

運
営
に
つ
い
て
の
地
方
の
権
限
を
行
使
す
る
と
い
う
特
別
な
目
的
の
た
め
、
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
州
政
府
の
特
別
機
関
も
し
く
は
特
別

区
で
あ
る
(
ほ
と
ん
ど
の
学
区
は
市
ま
た
は
郡
と
重
な
っ
て
い
る
)
。
学
区
が
特
別
な
目
的
機
能
に
限
定
さ
れ
、
従
っ
て
一
般
的
目
的
を
果
た

す
市
政
と
区
別
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
準
地
方
自
治
体

(25∞
ナ
ヨ
ロ
ロ
片
山
℃
巳

g
弓

ogzoロ
)
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
し

か
し
ま
た
、
州
レ
ベ
ル
の
諸
機
関
と
は
異
な
り
、
学
区
は
私
的
な
法
人
と
若
干
似
か
よ
っ
た
法
的
独
自
性
を
も
有
し
て
い
る
。
学
区
は
訴
訟

を
提
起
で
き
る
し
、
ま
た
訴
訟
の
相
手
方
と
も
な
針
。
ま
た
、
契
約
の
締
結
も
、
規
則
の
制
定
も
、
州
以
外
か
ら
補
助
金
を
得
る
こ
と
も
で

き
針
。
そ
れ
故
、
学
区
は
準
法
対
と
し
て
も
分
類
さ
れ
針
。
こ
の
よ
う
に
学
区
の
権
限
が
公
的
な
規
制
権
限
と
契
約
締
結
を
中
心
と
す
る
私

法
上
の
権
能
と
い
う
異
な
る
側
面
を
有
し
て
い
る
の
で
、
学
区
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
は
複
雑
に
な
る
。
例
え
ば
、
学
区
が
特
別
な
料
金
を
課

す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
料
金
が
本
質
的
に
公
的
な
も
の
か
、
私
的
財
産
行
為
と
み
な
さ
れ
る
か
に
左
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右
さ
れ
る
。
更
に
、
学
区
は
そ
の
公
的
行
為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
は
免
責
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
州
の
不
法
行
為
法
の
下
で
は
、
そ
の

私
的
財
産
行
為
(
胃
o胃
ぽ
Z
ミ
)
の
責
任
ま
で
免
責
さ
れ
る
わ
げ
で
は
な
い
。

学
区
の
編
成
は
州
議
会
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
そ
れ
は
基
礎
学
区

S
E
R
S
-同
)
と
中
間
学
区
(
日

E
q
g
a
s
z
c
E同)

に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
個
々
の
学
校
を
直
接
管
理
・
運
営
す
る
末
端
の
教
育
行
政
単
位
で
あ
り
、
後
者
は
州
と
基
礎
学
区
の
聞
に
介
在
し
、

州
の
監
督
の
下
、
所
管
の
基
礎
学
区
に
対
し
て
監
督
・
指
導
を
行
う
中
間
的
な
教
育
行
政
単
位
で
あ
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

基
礎
学
区
に
は
カ
ウ
ン
テ
イ
(
郡
)
・
タ
ウ
ン
も
し
く
は
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
(
郡
区
)
・
市
も
し
く
は
都
市
と
い
っ
た
一
般
行
政
区
分
と
一
致

し
あ
る
い
は
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
、
一
般
行
政
区
分
と
は
関
係
な
く
編
成
さ
れ
た
教
育
行
政
上
の
特
別
区
で
あ
る
普
通

学
区

(
g
B
E
E
R
g巳
色
鬼
門
目
立
)
が
存
す
封
。
前
者
は
比
較
的
広
域
に
渡
り
、
初
等
教
育
段
階
だ
け
で
な
く
中
等
教
育
段
階
も
カ
バ
ー

す
る
地
方
教
育
行
政
単
位
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
専
ら
初
等
教
育
段
階
の
学
校
を
担
当
す
る
小
規
模
な
地
方
教
育
行
政
の
単
位
で

あ
り
伝
統
的
に
は
こ
の
普
通
学
区
が
基
礎
学
区
の
大
部
分
を
占
め
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
普
通
学
区
は
統
合
拡
大
さ
れ
、
初
等

お
よ
び
中
等
段
階
の
教
育
行
政
を
担
当
す
る
傾
向
に
あ
る
。

論

(
二
)
地
方
教
育
委
員
会

(Fog-pyg--凶

S
E印)

地
方
教
育
委
員
会
は
学
区
に
相
応
す
る
教
育
機
関
で
あ
る
た
め
、
各
州
の
地
方
教
育
行
政
単
位
の
種
類
に
対
応
し
て
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
教
育

委
員
会
、
学
区
教
育
委
員
会
、
タ
ウ
ン
も
し
く
は
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
教
育
委
員
会
、
市
も
し
く
は
都
市
教
育
委
員
会
が
存
在
す
封
。

*
構
成
*

ハ
ワ
イ
州
を
除
い
て

l
l
ハ
ワ
イ
州
で
は
、
州
全
体
を
管
轄
す
る
ひ
と
つ
の
学
区
委
員
会
(
印
岳

g
-
a鬼門
E
Z
ω
邑
)
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
て
い
討
|
|
、
実
際
上
、
公
立
学
校
は
地
方
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
針
。
地
方
教
育
委
員
会
の
委
員
は
、
通
常
、
学
区
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内
の
市
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
そ
の
地
区

(
g
g自
己
ロ

5
、
)
の
教
育
専
門
家
で
な
い
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
(
市
長
や
市
議
会
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
話
)
。
し
か
し
、
法
的
に
は
州
の
公
務
員

(CBEZ)
と
し
て
行
為
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
説
。
教
育
は

超
党
派
事
項
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
教
育
委
員
会
の
委
員
の
選
出
も
超
党
派
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
州
法
は
、
教
育
委

員
会
の
委
員
の
資
格
要
件
と
し
て
、
読
み
書
き
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
、
彼
ら
の
属
す
る
地
域
に
実
際
に
居
住
し
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
教
育
委
員
会
の
委
員
は
、
教
育
委
員
会
と
関
係
す
る
よ
う
な
個
人
的
な
商
売
を
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
同
(
州
に
よ
っ
て
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
規
定
の
な
い
と
こ
ろ
も
あ
前
)
。
ま
た
、
個

人
の
商
売
が
教
育
委
員
会
と
の
聞
に
利
害
衝
突
を
生
む
よ
う
な
場
合
に
は
、
委
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
名
、
七
名
と
す
る
と
こ
ろ
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
任
期
は
三
年
か
ら
六
年
が
一
般
的
で
あ
る
。

委
員
の
定
数
は
、
三
名
、

*
権
限
*

地
方
教
育
委
員
会
の
権
限
は
州
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
封
。
地
方
教
育
委
員
会
は
州
の
代
理
機
関
で
あ
り
、
あ
る
一
定
の
限
定
さ
れ
た
義
務

お
よ
び
権
限
を
有
す
る
準
地
方
自
治
体
で
あ
お
。
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
、
地
方
教
育
委
員
会
は
明
文
で
認
め
ら
れ
た
権
限
と
黙
示
の
権

限
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
以
下
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。

公教育と親の教育権(1)

①
州
お
よ
び
州
教
育
委
員
会
の
規
則
を
執
行
す
る
権
限
。

②
あ
ら
ゆ
る
学
校
職
員
を
雇
用
し
、
解
雇
す
る
権
限
。
そ
し
て
ま
た
、
職
員
ら
の
一
般
的
義
務
を
決
定
す
る
権
限
。

③
州
の
最
低
限
度
の
基
準
を
下
回
ら
な
い
限
り
で
、
生
徒
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
決
定
す
る
権
限
。

④
教
育
に
と
っ
て
必
要
な
教
材
を
学
区
に
備
え
る
権
限
。

⑤
学
校
の
運
営
を
規
定
す
る
合
理
的
な
規
則
を
決
め
る
権
限
。

⑥
生
徒
お
よ
び
職
員
(
被
用
者
)
の
行
為
を
規
定
す
る
合
理
的
な
規
則
を
決
め
る
権
限
。
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説

⑦
契
約
を
締
結
す
る
権
限
。

具
体
的
に
は
、
教
科
書
を
選
定
す
る
権
限
、
一
定
の
標
準
教
育
課
程
(
の

2
2
2
え
え
邑
可
)
を
定
め
る
権
限
、
そ
し
て
教
育
・
指
揮
監

督
・
安
全
に
関
す
る
合
理
的
な
規
則
を
制
定
す
る
権
限
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
地
方
教
育
委
員
会
は
学
校
を
経
営
し
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
と
い
う
の
は
、
地
方
教
育
委
員
会
が
指
導
を
与
え
、

学
校
の
方
針
(
回
忌

g
ご

5r可
)
を
明
ら
か
に
し
、
教
育
目
標
を
掲
げ
、
知
識
の
伝
達
に
直
接
に
関
与
せ
ず
に
有
効
な
教
育
制
度
を
維
持
し

て
い
く
権
限
を
意
味
し
て
い
針
。
換
言
す
れ
ば
、
地
方
教
育
委
員
会
は
方
針
(
宮

-Z)を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
方

針
を
実
行
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
教
育
委
員
会
は
愛
国
心
を
教
え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、

教
師
の
教
育
方
法
や
そ
の
効
果
を
視
察
す
る
た
め
に
教
室
に
踏
み
込
ん
で
い
く
権
限
は
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
地
方
教
育
委
員
会
は
合
理
的

な
規
則
を
決
定
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
執
行
は
教
師
の
責
任
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

論

*
裁
量
*

明
文
で
認
め
ら
れ
た
権
限
も
し
く
は
黙
示
的
な
権
限
行
使
に
際
し
て
、
地
方
教
育
委
員
会
は
広
汎
な
裁
量
を
有
し
て
い
る
。
裁
量
の
濫
用

が
な
い
限
り
、
教
育
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
委
員
が
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
教
育
委
員
会
決
定
が
裁
判

所
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
教
育
委
員
会
が
権
限
を
有
し
て
い
な
い
事
項
に
関
し
て
行
っ
た
決
定
は
、
裁

判
所
に
よ
っ
て
自
動
的
に
覆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
権
限
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
行
使
が
恋
意
・
専
断
に
わ
た
っ
て
濫
用
さ

れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
裁
判
所
に
期
待
さ
れ
る
。
教
育
委
員
会
が
権
限
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
そ

の
権
限
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
他
方
、
教
育
委
員
会
が
明
ら
か
に
権
限
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
権
限
行
使
の
違
法
性

が
な
か
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
教
育
委
員
会
の
行
為
が
恋
意
・
専
断
に
わ
た
る
も
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
に
終
始
す

る
。
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
地
方
教
育
委
員
会
の
決
定
に
干
渉
し
た
が
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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[
中
間
的
な
教
育
行
政
機
関
(
刃

omFOコ
ω一》

mgag)]

公教育と親の教育権(1)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
公
教
育
機
関
の
構
造
と
し
て
、
①
ハ
ワ
イ
州
が
採
用
し
て
い
る
州
全
体
の
教
育
を
管
轄
す
る
単
一
構
造
、
②
州

教
育
機
関
|
|
地
方
教
育
機
関
と
い
う
二
段
階
構
造
、
③
州
教
育
機
関
|
|
中
間
的
教
育
機
関

l
l
地
方
教
育
機
関
と
い
う
三
段
階
構
造

(
伺
}

の
三
つ
の
基
本
型
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
二
段
階
の
教
育
機
関
構
造
を
有
し
て
い
る
州
で
は
、
上
述
の
州
教
育
機
関
お
よ
び
地
方
教
育
機

関
の
他
に
、
そ
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
中
間
学
区
が
存
す
る
。
そ
の
権
限
お
よ
び
責
務
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
定
地
域
(
主
に
カ
ウ

ン
テ
イ
)
に
お
け
る
視
学
的
機
能
と
い
っ
た
特
殊
な
職
務
や
州
権
限
の
代
行
職
務
を
行
っ
て
い
話
。
直
接
的
に
は
学
校
を
設
置
・
管
理
せ
ず
、

学
区

(
Z
S
]
R
Z♀
島
田
仲
立
の
門
)
が
州
法
の
要
求
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
恒
常
的
に
、
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
学
区
に
と
っ
て
は
実
行
す
る
の
に
費
用
が
掛
か
り
す
ぎ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
た
方
が
効
果
的
で
か
つ
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
も
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

能
力
は
あ
り
な
が
ら
も
障
害
を
持
っ
て
い
る
生
徒
や
智
恵
遅
れ
の
生
徒
の
特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
貿
易
や
産
業
技
術
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
、

テ
ス
ト
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
視
聴
覚
設
備
(
フ
ィ
ル
ム
、
レ
コ
ー
ド
等
)
や
図
書
館
の
充
実
等
で
あ
針
。

増
加
し
つ
つ
あ
る
傾
向
と
し
て
は
、
管
轄
地
域
が
主
に
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
重
複
し
て
い
る
従
来
の
中
間
学
区
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
り
そ
れ
に

同
化
し
た
り
し
な
が
ら
新
し
い
中
間
的
教
育
行
政
機
関
(
自
己
忠
告
m
E
2
2
5己
t
g
g
q
)
が
発
展
し
て
き
て
い
封
。
ま
た
、
ニ
ュ

l
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
視
学
組
合
区

(mzu
均
三
回
O

ミ

5
2ロ
)
と
呼
ば
れ
る
機
関
が
、
ま
た
イ
リ
ノ
イ
州
お
よ
び
ミ
シ

(
郡
区
)
が
中
間
的
教
育
行
政
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
お
。
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公教育と親の教育権(1)

(M)
〈
〉

E
z↓-
Y
的
N
h

降、ミロ。
R

Y
白
円
台
・

(
お
)
旬
、
・

(
出
)
旬
、
・

(
幻
)
』
ミ
・

(
却
)
法
人
よ
り
、
そ
の
保
障
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
そ
の
程
度
も
弱
い
な
が
ら
、
法
人
と
し
て
の
権
利
を
有
し
て
い
る
組
織
を
指
す
。

法
律
に
よ
っ
て
法
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
法
人
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

(
却
)
〈
〉

E
z↓F
袋
、
司
令
口
。
g
y
己
注
・

(
却
)
旬
、
・

(
泊
)
句
、
・

(詑
)
h
h
N

(
お
)
上
原
貞
雄
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
州
憲
法
の
教
育
規
定
』
(
風
間
書
房
・
昭
和
五
六
年
)
二
五
三
頁
。

(
鈍
)
同
右
。

(
お
)
同
右
。

(
お
)
同
右
。

(
幻
)
同
右
書
、
二
五
四
頁
。

(
お
)
同
右
。

(
却
)
同
右
書
、
二
六
三
頁
。

(ω)
〈
〉

Z

の何回
W
H
よ

印

刷

も

S
ロ。
R
K
F
丘
町
出
・

(
H
U
)

国
民
話
P

M
足
、
ミ
ロ
。

z
y白

片
品
・

(
担
)
の

E
2・
S』

守

M
G
口
。
門
巾
ロ
・
白
門
出
回
・

(
刊
日
)
』
ミ
・

(

U

H

)

L

『
札
・
白
仲

ω
h
p
N

・

(
M
M
)

句
、
・
出
丹

ω口・

一
般
的
に
は
、
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定(定-CS4崎将

(
~
)
 
Id. 

(
与
)

Id. 

(
~
)
 
Id. 

(
~
)
 
Id. 

(
毘
)
.
J
.
.
j
匝
・
温
暖
抑
，

J
 H::::gr)

回。

(
巴
)

Ji[W
。

(
自
)

G
A
T
T
I，

 SU，ρ
ra 

note 
11
，
 at 

316. 

(巴
)
Id. 

(苫
)
Id. 

(巴
)
Id. 

(出
)
Id. 

See 
also，

 ]. 
M
E
N
A
C
K
E
R，

 SC
H
O
O
L
 L

A
W

 18 
(1987). 

(
日
)

G
A
T
T
I，

 id. 
at 

317. 

(巴
)
Id. 

(岳
)
Id. 

(~) 
Id. 

M
E
N
A
C
K
E
R，

 sゆ
ra

note 
56

，
 at 

18. 

(
呂
)

M
E
N
A
C
K
E
R，

 id. 

(
~
)
 
G
A
T
T
I，

 SU，ρ
ra 

note 
11
，
 at 

317. 

(
詔
)

Id. 

(
忍
)

Id. 

(
串
)

Id. 
at 

318. 

(
宰
)

V
A
N
 G

E
E
L，

 supra 
note 

4，
 at 

66. 

(
邑
)

V
A
L
E
N
T
E，

 supra 
note 

1，
 at 

4
1. 

(
宰
)

V
 A
N

 G
E
E
L，

 suρ
ra 

note 4
，
 at 

98
，
 n.8. 

言語~m 



(
伺
)
〈
戸
開
Z
4
F
S
h
v
S
ロ。
B
Y
同
門
誌
-

(
刊
)
の
〉
ゴ
「
話
、
ミ
ロ
。
同
巾
ロ
・
白
同

E
N・

(江
)
H
h
N
.

(η)
〈
〉

F
E↓
同
司
的
足
、
司
、
お
口
。

z
y同同
ω
∞・
ω由・

(
刀
)
上
原
・
前
掲
書
、
二
五
五
頁
。

第
一
章

就
学
義
務
と
親
の
教
育
権

は
じ
め
に

公教育と親の教育権(1)

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
長
い
間
、
子
ど
も
は
自
ら
の
憲
法
上
の
権
利
を
主
張
し
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
両
親
は
不
正
な
政
府
の
干

渉
を
受
け
ず
に
、
我
が
子
を
自
由
に
養
育
す
る
権
利
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
問
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
扶
養
し
、
保
護
し
、
教
育
す
る

一
義
的
で
不
可
侵
の
親
の
権
利
と
し
て
、

こ
と
は
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ

ら
の
権
利
が
絶
対
的

S
Z♀
cZ)
で
あ
り
、
政
府
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
り
規
制
さ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
叫
。
子

ど
も
に
と
っ
て
有
益
な
場
所
を
提
供
す
べ
き
親
の
義
務
の
遂
行
を
、
各
州
が
州
立
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
援
助
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
公
教
育
に
関
す
る
政
府
の
利
益
と
い
う
考
え
方
の
原
型
は
、

一
六
四
二
年
と
一
六
四
七
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

北法42(1・77)77



説

植
民
地
法
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
世
界
最
初
の
明
確
な
義
務
教
育
規
定
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
両
親
お
よ
び
親
方

に
対
し
て
、
そ
の
子
弟
を
学
問
や
賃
金
労
働
そ
の
他
の
仕
事
に
向
か
っ
て
訓
練
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
タ
ウ
ン
の
行
政
委
員
に
対
し
、

養
育
能
力
を
欠
く
親
た
ち
の
子
ど
も
を
徒
弟
に
出
す
権
限
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
一
六
四
七
年
法
は
学
校
設
置
義
務
を

定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
植
民
地
の
教
育
令
は
、
他
の
ニ
ュ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
植
民
地
に
多
大
な
る
影
響
を
及
ぽ

し
、
一
六
七
一
年
ま
で
に
、
ロ

l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
を
除
く
全
て
の
植
民
地
は
義
務
教
育
制
度
の
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
義
務
教
育
制
度
も
一
八
世
紀
に
お
け
る
植
民
地
社
会
の
変
化
|
|
端
的
に
は
、
商
人
階
級
の
台
頭
と
商
人
資
本
主
義
の
発
達
、

単
一
国
教
制
度
の
崩
壊
と
そ
れ
に
伴
う
宗
教
的
寛
容
の
思
想
の
萌
芽
|
|
と
共
に
、
急
速
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
独
立
戦
争
を
契

機
に
、
教
育
の
政
治
的
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
独
立
宣
言
に
誼
わ
れ
た
よ
う
な
自
由
平
等
の
共
和
政
治
を
維
持
・

北法42(1・78)78

言命

発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
民
す
べ
て
が
教
育
さ
れ
、
啓
発
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
当
時
は
、
富
と
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
商
工
業
者
・
南
部
の
プ
ラ
ン
タ
l
ら
に
と
っ
て
教
育
は
私
的
な
事
柄
で
あ
り
、
子
ど
も
を
就
学
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
民
の
た
め
に
は
教
会
が
慈
善
的
教
育
を
施
せ
ば
足
り
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
有
産
階
級
の

利
益
を
代
表
す
る
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
主
導
の
下
で
制
定
さ
れ
た
合
衆
国
憲
法
が
教
育
に
関
す
る
規
定
を
も
た
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当

然
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
現
在
で
は
、
一
七
九
一
年
に
付
け
加
え
ら
れ
た
修
正
第
一

O
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
「
教
育
は
州
の
機
能
に
属
す

る
」
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
そ
れ
は
建
国
の
父
祖
た
ち
が
教
育
を
州
の
機
能
と
し
て
こ
れ
に
委
ね
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
教
育
は
私
的
・
宗
教
的
・
慈
善
的
機
能
で
あ
り
、
連
邦
は
も
ち
ろ
ん
州
で
さ
え
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
考
え
方
を
反
映
し
、

そ
も
そ
も
規
定
を
欠
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
無
償
初
等
教
育
は
貧
民
の
た
め
の
も
の
と
い
う
貧

(
日
)

民
学
校
理
念
を
排
除
し
、
無
月
謝
公
立
学
校
が
設
立
さ
れ
、
更
に
は
、
一
八
五
二
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
義
務
教
育
法
を
晴
矢
と
し
た

義
務
教
育
法
制
定
に
よ
っ
て
、
漸
進
的
な
が
ら
も
教
育
の
公
的
組
織
化
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
つ
泊
。
義
務
教
育
法
の
制
定
が
始
ま
っ
た
頃



に
は
、
教
育
は
個
人
の
幸
福
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
社
会
一
般
の
福
祉
や
自
由
な
政
府
(
政
体
)
の
存
続
の
た
め
に
も
極
め
て
重
要
だ
と
認

識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。
そ
の
上
、
南
北
戦
争
後
の
工
業
化
に
伴
う
社
会
経
済
的
変
化
、
児
童
労
働
の
増
加
と
そ
の
弊
害
、
移
民
問
題
等

が
義
務
教
育
の
必
要
性
を
高
め
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
義
務
教
育
法
か
ら
六

O
余
年
を
経
た
一
九
一
八
年
、
ミ

シ
シ
ッ
ピ

l
州
に
お
い
て
義
務
教
育
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
り
、
ア
メ
リ
カ
全
土
に
義
務
教
育
制
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
子
ど
も
を
教
育
す
る
親
の
自
然
的
権
利
(
後
に
そ
の
一
部
は
連
邦
憲
法
上
認
め
ら
れ

る
に
至
る
)
と
就
学
強
制
を
行
う
州
の
福
祉
権
能
(
宮

-wo
宮
司
旬
)
と
の
衝
突
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
節
で
は
就
学
義
務
を
め
ぐ
っ
て
の
、
そ
し
て
第
二
節
で
は
教
科
課
程
を
め
ぐ
る
親
の
教
育
権
と
州
の
教
育
権
限
と
の

権
限
配
分
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

公教育と親の教育権(1)

駐(
1
)
U
S
町目見もさ
S
R
M
N
.
s
h
b
h
ト
RNS
一
吋
君
。

S
M尽
き
R
o
s
s
h同
F
F
句
、
お
き
守
、
呂
田
〉
同
〈
「
同
州
開
〈

HH
日夕

z
m
H
(
冨∞
O
)

・

(
2
)
寸
・
〈
〉
Z

の開開
T

、H，Z
開。。己目、『印〉
Z
U

〉冨何回出門
UKFZ

開巴
c
n
〉-
H
6
Z
F
〉当
H
印(冨∞吋)・

(
3
)
冨
O

加
古
色
丹
N

・
3
ミ
主
将

~
3草作同
Q
S
h同
め
同
信
号
同
刊
を
S
H札。誌、日
0

4

弓〉出国
e
F
-
H
N開
〈
由
N
ω
(
E
a
)
・

(
4
)
』
・
冨
同
Z
R
E
F
ω
n
E
C
O
F
F
〉
者
忌
(
冨
∞
吋
)
・

(5)
同
司
・
(
U
C
回目阿国
jEt--
司C
回
戸
再
開
口
c
n
〉-
H
4
0
2
2

↓Z
開
口
Z
5
z
ω

叶〉叶同
U
印同叶

(
E
H
U
)
・

(6)
足
・
国
同
居
・

(
7
)
句、・国同
H
U
・

(
8
)
梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
大
系
口
ア
メ
リ
カ
教
育
史
I
』
(
講
談
社
・
昭
和
五

O
年
)
一
一
九
|
三
一
頁
、
三
九
|
四

O
頁
参
照
。

(
9
)
同
右
書
、
五
六
|
五
八
頁
参
照
。

(
叩
)
め
mm
わ
自
国
何
回

FF
認
可
b
g
g
印
・
先
日
・
同
右
書
、
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一
九
一
頁
参
照
。



説

(
日
)
同
右
書
、
八
三
頁
参
照
。

(
ロ
)
同
右
。
緑
町
わ
己
回
国
何
回
F
開

4
・
室
、
ミ
ロ
。
怠
印
・
白
昨
日
・

(
日
)
冨
田
印
印
・
円
、
白
羽
田
・
の
F
・

N品O・
r-N・
品
口
虫
色
(
口
。
者
冨
白
由
回
・
〉
ロ
ロ
-
H
K
問
看
凹
・
の
}
凶
・
叶
少
四
回

(ω
己沼

yza))・
同
法
は
、
八
歳
か
ら
一
四
歳

ま
で
の
す
べ
て
の
子
ど
も
に
対
し
て
、
一
年
の
う
ち
一
二
週
学
校
へ
出
席
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
一
二
週
の
う
ち
六
週
は
連
続
し
て
通
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

(H)
前
掲
書
、
一

O
八
一
五
九
頁
参
照
。

(
日
)
同
右
書
、
一
四
六
|
一
四
八
頁
参
照
。
陵
町
わ

E
回
何
回
目
〆
師
号
、
ミ
ロ
0
8
印咽同門
E

H

H

H

印・

(
凶
)
同
右
書
、
一
一
一
一
頁
。
就
学
義
務
の
立
法
化
は
進
ん
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
確
実
に
履
行
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
(
同
書
、

一
五
六
|
一
五
七
頁
、
一
一
一
一
一
頁
参
照
)
。
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論

第
一
節

義
務
教
育
法
の
合
憲
性

一
九
一
八
年
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
が
最
も
遅
れ
て
義
務
教
育
法
を
制
定
し
て
以
来
、
義
務
教
育
制
度
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
教
育
制
度
に

と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
と
同
時
に
、
各
州
の
義
務
教
育
法
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
親
の
保
護
監
督
権
を
侵
害
し
州
憲
法
上

許
さ
れ
た
立
法
権
限
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
州
ま
た
は
連
邦
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
し
て
、

多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
合
憲
性
が
支
持
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
例
え
ば
、

ω
Z
Z
〈
・
切

mt-a事
件
(
H
S
H
)

に
お
い
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
最
高
裁
は
「
我
が
子
を
養
育
し
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
親
の
自
然
的
権
利
は
州
の
権
限
に
服
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
の
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
り
規
定
さ
れ
た
り
す
る
。
:

州
が
子
ど
も
に
対
し
て
教
育
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
独
立
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
の
福
祉
と
社
会
の
最
善
の
利
益
に

一
貫
し
て
、



よ
っ
て
要
求
さ
れ
引
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
官
邸
件
。
こ

ω
n
w
m
g
事
件
(
忌
)
に
お
い
て
、

一ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
最
高
裁
は
寸
州

議
会
が
社
会
全
体
に
知
識
や
学
問
を
普
及
さ
せ
る
憲
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
、
州
議
会
が
就
学
を
義
務
づ
け
る
こ

と
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
権
限
の
範
囲
内
で
あ
る
L

と
述
べ
て
い
る
。

学
説
も
義
務
教
育
法
の
法
的
根
拠
を
、
州
の
福
祉
権
能
の
有
効
な
行
使
で
あ
る
と
か
、
州
は
市
民
の
幸
福
の
た
め
に
合
理
的
な
法
律
を
制

定
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
パ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
エ
の
理
論
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
義
務
教
育

法
は
州
の
権
限
の
必
要
不
可
欠
な
行
使
で
あ
っ
て
そ
れ
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
に
親
の
権
利
や
個
人
的
権
利
に
何
ら
反
し
て
お
ら

ず
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
適
用
が
不
合
理
で
な
い
限
り
合
憲
・
合
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
て
き
た
義
務
教
育
制
度
も
、
親
の
教
育
権
と
の
関
わ
り
か
ら
、
一
定
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
以
下
、
私
立
学
校
選
択
権
、
中
等
教
育
就
学
義
務
拒
否
、
家
庭
教
育
選
択
権
、
危
険
な
学
校
へ
の
就
学
拒
否
と
順
を
追
っ
て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

公教育と親の教育権(1)

駐(
1
)
匂
町
同
開
・
開
・
同
州
開
C
-
コ
何
回
唱
、
吋
回
開
戸
〉
君
。
明
司
口
回
F
H
n
H
w
u
c
n
〉・
HaHOFω
門】巾色・自由∞(回申∞印)・

(
2
)
争
い
方
と
し
て
は
、
我
が
子
を
学
校
に
や
ら
な
か
っ
た
親
が
義
務
教
育
法
違
反
に
問
わ
れ
義
務
教
育
法
そ
れ
自
体
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
例

G
E
n
-
h
-
w
ω
S
Z
4・∞同一
-
m
u
J
E
Z・
同
叶
包

(
H
E
-
-
2
5・
ω
g
u
y
s凹
〈
・
∞

gm白
F
H
S
〉

-
E
H
(
Z・』

Eω
叶
)
)
、
義
務
教
育
法
そ

れ
自
体
の
合
憲
性
で
は
な
く
、
当
該
事
件
に
お
い
て
は
、
義
務
教
育
法
の
執
行
が
、
親
が
我
が
子
に
適
切
だ
と
思
う
方
法
で
教
育
す
る
権
利
を
奪

う
も
の
だ
と
し
て
争
わ
れ
た
例

S
F
n
-
F
目

8
4・ゎ
o
g
g
oロ垣内白
-5・
邑

ω・開
-
E
2
N
(〈白
-
E会
)
)
、
宗
教
を
理
由
に
八
学
年
終
了

後
の
就
学
義
務
を
拒
否
し
た
こ
と
が
義
務
教
育
法
違
反
に
問
わ
れ
そ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
例

G
R
町

-
F
当日目

nog-ロ
〈
・
ペ
。
仏
2
・
8白
C
・

ω・
呂
町
(
巴
芯
)
)
等
が
あ
る
。
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説

(
3
)
E
Z
・開・

3
0
(
H
E
-
H
申
告
)
・
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
ず
義
務
教
育
法
違
反
に
問
わ
れ
た
親
が
、
当
該
義
務
教
育
法
は
、
我
が
子
を
管
理
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
親
の
自
然
的
権
利
を
侵
害
し
州
の
立
法
権
限
を
超
え
違
憲
で
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
事
件
。

(
4
)
』
ミ
・
山
門
叶
ωN
・

(
5
)
印

ω
〉・

5
N
H
(
Z
-
z
・
5
0
N
)
・
我
が
子
が
虚
弱
体
質
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
途
中
か
ら
学
校
に
通
わ
せ
な
く
な
っ
た
親
が
義
務
教
育
法
違
反

に
問
わ
れ
た
事
件
。

(
6
)
h
h円
出

円

HCNN・

(7)
河

E
コ同
F
s
h
v
ミ
ロ
。
庁
内
ゲ
同
片
品
∞
∞
-

(
8
)
冨
‘
冨
・
冨

n
p胃↓
5
h昨

Z
・
戸
(
い
〉
冨
B
o
z
-冨円
(
U
』回♂同》巴

E
n
ω
2
8
F
亡
者
、
N

邑
旦
・

S
(邑∞叶)・

(9)
∞巾ロ
z
p
hぬ
ミ
ヘ
山
色
町
内
向
的
応
、

.
n。送、
Nhr。
ミ
~
w
p
。
。
~
み
寺
異
常
湾
問
・
吉
開

-n・∞
c
E何回何回(包)咽円、開
EF-mmE印
H
Z
開口

C
E、コ
oz
〉
σユ
門
町
包

ロロ

w
z
u。円件。円出
-u-∞印巾同
Amw昨
日

C

ロ印

HN(]{由吋(})・

(
叩
)
就
学
義
務
を
免
除
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
生
徒
が
結
婚
し
た
場
合
(
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
人
と
み
な
さ
れ
る
た
め
)
や
合
法
的
に
就
業

許
可
を
得
て
い
る
場
合
な
ど
が
典
型
的
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
は
、
一
定
の
期
間
、
州
議
会
の
議
員
付
添
人
と
し
て
勤
め
て
い
る
子

ど
も
に
対
し
て
そ
の
期
間
の
就
学
免
除
が
法
定
さ
れ
て
い
る

G
ミ

冨
n
h〉
同
叶
王
除
わ
〉
玄
回
目
oz'宮
n
h包
戸
皇
、
ミ
ロ
。
芯
∞

L
広
吋
N
)

。

論

第
二
節

私
立
学
校
選
択
権

義
務
教
育
法
に
対
す
る
憲
法
上
の
制
約
と
し
て
、
ま
ず
、
州
が
義
務
教
育
の
場
を
公
立
学
校
に
の
み
限
定
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
宮
司

2
〈・

ω。
。
ぽ
与
え
虫
色
q
m
(
H
S
ω
)
に
お
い
て
、
八
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
公
立
学
校
に

就
学
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
オ
レ
ゴ
ン
州
義
務
教
育
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
本
件
原
告
は
親
で
は
な
く
教
区
学
校
(
宮
『
。
.

。
F
E
R
Z♀
)
を
経
営
す
る
二
つ
の
学
校
法
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
の

ω
o
nぽ
々
。
問
自
己
角
的
は
当
該
州
法
が
親
の
学
校
選
択
権
を

侵
害
す
る
こ
と
、
有
益
な
事
業
や
職
業
に
従
事
す
る
学
校
ま
た
は
教
師
の
権
利
を
侵
害
す
る
故
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
も
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う
一
方
の
原
告
で
あ
る
出
巳
冨
E
E弓
〉

g母
日
可
は
、
州
法
は
修
正
第
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
法
人
の
権
利
に
反
し
、
回
復
で
き

な
い
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張
し
た
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
同
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ご
」
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
諸
権
利
は
、
州
の
権
限
の
範
囲
内
に
属
す
る
何
ら
か
の

目
的
と
合
理
的
に
関
連
し
な
い
州
制
定
法
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
合
衆
国
の
す
べ
て
の
州
政
府
が
基
礎
と
し
て
い
る
自
由
に
関

す
る
基
本
理
論
は
、
公
立
学
校
の
教
師
の
み
か
ら
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
ら
を
規
格
化
す
る
と
い
う
州
の

一
般
的
な
方
針
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
単
な
る
州
の
被
造
物
で
は
な
い
。
子
ど
も
を
養
育
し
そ
の
運
命
を
定
め
る
者
が
、

子
ど
も
自
身
が
将
来
背
負
う
べ
き
責
務
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
さ
せ
る
高
度
の
義
務
を
伴
う
権
利
を
有
し
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
親
の
教
育
の
自
由
を
前
提
と
し
て
(
本
判
決
の
二
年
前
、
連
邦
最
高
裁
は
、
宮
昌
司
〈

-zoσgmE
事
件

に
お
い
て
、
親
の
教
育
の
自
由
は
修
正
第
一
四
条
の
「
自
由
L

に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
詳
述
す
る
)
、

私
立
学
校
選
択
権
を
認
め
た
。
し
か
し
、
州
の
教
育
権
限
と
親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
関
係
|
|
州
の
権
限
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
、

公教育と親の教育権(1)

親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
ど
こ
ま
で
制
限
さ
れ
る
か

l
lに
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
件
原
告
が
親

で
は
な
く
私
立
学
校
で
あ
っ
た
た
め
に
学
校
経
営
に
係
る
財
産
の
自
由
と
い
う
論
点
が
提
示
さ
れ
、
私
立
学
校
の
財
産
権
が
主
た
る
問
題
な

の
か
、
親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
主
た
る
問
題
な
の
か
不
明
確
な
ま
ま
判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
依
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

寸
す
べ
て
の
学
校
を
合
理
的
に
規
制
し
、
学
校
、
教
員
、
生
徒
を
査
察
、
監
督
、
審
査
し
、
学
齢
期
の
す
べ
て
の
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
、
教
員

に
対
し
て
は
道
徳
的
に
優
れ
愛
国
心
に
満
ち
た
人
材
を
求
め
、
よ
き
市
民
的
社
会
性
(
問
。
。
己
巳
巴
N
O
S
E匂
)
を
育
成
す
る
の
に
不
可
欠
な

教
育
を
し
、
公
共
の
福
祉
に
と
っ
て
明
ら
か
に
有
害
な
こ
と
が
教
え
ら
れ
な
い
よ
う
要
求
す
る
州
の
権
限
に
つ
い
て
は
何
ら
問
題
が
な
ぱ
」
。

つ
ま
り
、
州
の
教
育
権
限
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
限
界
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
う
ち
、
私
立
学
校
選
択
権
が
修
正
第
一
四
条
の
保
障
す
る
「
自
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ら
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、



説

由
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、
連
邦
憲
法
の
保
護
が
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。

論

駐(1)
包
∞
C
・
ω
-
E
C
(
E
N
印
)
・

(2)
句
、
・
白
昨
日
ωN
・

(
3
)
L
ミ
-
R
印

ωω
・

(
4
〉
旬
、
・
白
門
印
ω
印・

(
5
)
N由
N
C
-
ω
・

ω
き

(
E
N
U
)
・
本
件
で
は
、
一
定
学
年
以
下
の
子
ど
も
に
外
国
語
を
教
え
る
こ
と
を
禁
じ
た
ネ
プ
ラ
ス
カ
州
法
が
、
連
邦
憲
法
修

正
第
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
自
由

i
l結
婚
し
、
家
庭
を
営
み
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
|
|
を
不
合
理
に
侵
害
す
る

と
し
て
違
憲
と
さ
れ
た
。

(
6
)
め町
m
H
N
・
出
・
冨
Z
8
5
z
w
h
E
F同

)
増

P
5
F
4
〉

Z
U
ω
=
目
ω
印
(
H
S
∞)・

(7)
民∞

C
・
ω
白昨日
ω
品・

第
三
節

中
等
教
育
就
学
義
務
拒
否
権

こ
の
問
題
は
、
第
四
節
で
考
察
す
る
家
庭
教
育
選
択
権
同
様
、
基
本
的
に
は
、
就
学
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
学
校
教
育
に
か
わ
っ
て
家
庭
教

育
を
行
え
る
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
第
四
節
で
取
り
扱
う
事
例
が
す
べ
て
初
等
教
育
で
あ
る
の
対
し
、
こ
こ
で
は
中
等
教
育
の
就

学
義
務
を
取
り
扱
う
。
こ
こ
で
い
う
中
等
教
育
は
八
学
年
以
上
の
教
育
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
我
が
国
で
い
う
中
学
三
年
か
ら
高
校
一
年
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
。

初
等
義
務
教
育
制
度
(
と
り
わ
け
小
学
校
の
就
学
義
務
)
の
歴
史
は
浅
い
に
も
拘
ら
ず
、
過
去
多
く
の
批
判
や
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

北法42(1・84)84



公教育と親の教育権(1)

そ
れ
に
対
し
て
、
中
等
教
育
の
就
学
義
務
は
あ
ま
り
問
題
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
初
等
就
学
義
務
を
正
当
化
す
る
理
由
ら
し

い
理
由
も
裁
判
所
が
述
べ
な
い
ま
ま
そ
の
合
憲
性
を
認
め
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
就
学
義
務
年
齢
を
設
定
す
る
州
の
権
限
を
争
う
訴
訟

に
勝
ち
目
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
第
四
節
で
詳
述
す
る
が
、
初
等
義
務
教
育
制
度
に
関
す
る
裁
判
所
の
態
度
は
一

貫
し
て
、
制
度
そ
れ
自
体
を
合
憲
の
制
度
と
し
て
支
持
し
て
き
て
い
る
。
基
礎
的
な
教
育
は
社
会
の
(
つ
ま
り
は
州
の
)
役
割
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
お
り
、
広
く
州
の
教
育
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
本
来
自

然
権
的
な
親
の
教
育
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
は
、
義
務
教
育
制
度
の
下
で
、
州
の
福
祉
権
能
(
℃
。

-wou。
宅
司
)
か
ら
完
全
に
自
由
な
も
の
と
し

て
は
認
め
ら
れ
ず
、
次
第
に
州
の
教
育
権
限
は
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
二
年
、
連
邦
最
高
裁
は
、
七
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
ウ
イ
ス
コ
ン
シ

ン
州
法
を
適
用
違
憲
と
判
断
し
、
か
か
る
傾
向
に
一
石
を
投
じ
た
。
巧

S
8
5
E
〈・

4
0骨
門
事
件
で
あ
る
。
本
件
被
告

l
i
一
四
歳
ま
た
は

一
五
歳
の
子
ど
も
を
持
つ
三
名
の
親
|
|
は
ア
l
ミ
ッ
シ
ュ
教
徒
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
上
の
理
由
か
ら
、
八
年
間
の
初
等
義
務
教
育
終
了
後
、

我
が
子
を
高
校
に
入
学
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
に
起
訴
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
子
ど
も
を
高
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
は
(
公
立

で
あ
ろ
う
と
私
立
で
あ
ろ
う
と
)
ア
l
ミ
ツ
シ
ュ
の
宗
教
お
よ
び
生
活
様
式
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
に
も
拘
ら
ず
就
学
を
強
制
す
る
州
義

務
教
育
法
は
修
正
第
一
条
お
よ
び
修
正
第
一
四
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。

本
件
訴
訟
で
留
意
す
べ
き
点
の
ひ
と
つ
は
、
義
務
教
育
制
度
そ
れ
自
体
の
違
憲
性
で
は
な
く
(
そ
も
そ
も
本
件
被
告
も
初
等
義
務
教
育
の

必
要
性
は
認
め
て
い
る
)
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
高
校
へ
就
学
さ
せ
る
憲
法
上
の
権
限
が
州
に
存
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
被
告
は
単

に
八
学
年
以
降
の
学
校
教
育
制
度
自
体
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学
校
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
代
高
校
教
育
が
目
的
と
す
る
価
値
(
例
え
ば
、
知
的
・
科
学
的
発
達
、
世
俗
で
の
成
功
等
)
と
ア
l
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
社
会
で
の
非
制

度
的
な
教
育
が
目
的
と
す
る
価
値
(
例
え
ば
、
知
性
よ
り
も
善
良
さ
を
、
技
術
的
知
識
よ
り
も
智
恵
を
尊
ぶ
等
)
が
相
容
れ
な
い
こ
と
を
理
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説

由
に
、
制
度
的
な
高
校
教
育
に
反
対
日
、
ア
l
ミ
ッ
シ
ュ
社
会
の
価
値
を
実
現
す
る
よ
う
な
職
業
教
育
を
自
ら
の
社
会
で
行
う
こ
と
を
求
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
州
が
一
六
歳
ま
で
義
務
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
利

益
と
ア
!
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
に
対
し
て
八
学
年
以
降
の
義
務
教
育
を
免
除
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
障
害
と
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

適
用
違
憲
の
判
断
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
、
州
が
掲
げ
る
義
務
教
育
制
度
を
支
持
す
る
こ
つ
の
根
拠
|
|
政
治
シ
ス
テ
ム
に
実
効
的
理
性
的

に
参
加
す
る
市
民
の
育
成
お
よ
び
社
会
に
自
律
し
て
参
加
す
る
個
人
の
育
成
|
|
は
容
認
で
き
る
が
、
高
校
教
育
が
「
行
う
こ
と
を
通
じ
て

学
ぶ

2
S
E
E
m
-
F
g
c
m
y・仏
OEm)」
こ
と
を
価
値
と
す
る
ア
l
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
の
利
益
に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
当
該
州
法
は
八
学

年
を
超
え
て
義
務
教
育
を
強
い
て
い
る
限
り
で
ア

i
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
違
憲
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
親
の
宗
教
上
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
中
等
義
務
教
育
を
制
限
で
き
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

論

そ
の
際
の
要
件
と
し
て
、

と
り
わ
け
次
の
四
点
を
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

(1) 
ア
ー
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
社
会
の
よ
う
な
伝
統
を
有
し
、
文
明
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
独
自
の
自
律
生
活
を
営
む
、

(
2
)
就
学
拒
否
が
確
固
と
し
た
宗
教
上
の
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
、

(
3
)
中
等
教
育
の
拒
否
で
あ
る
、

(
4
)
子
ど
も
の
健
康
、
公
的
な
安
全
・
平
和
・
秩
序
や
福
祉
に
対
し
て
害
を
及
ぽ
す
実
質
的
な
お
そ
れ
が
な
い
、

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
非
常
に
厳
格
な
基
準
で
あ
り
、
か
か
る
基
準
を
満
足
で
き
る
他
の
宗
教
的
ま
た
は
社
会
的
集
団
が
現
存
す
る

か
は
疑
わ
し
い
と
の
見
解
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
高
裁
が
、
ア

l
ミ
ツ
シ
ュ
教
徒
社
会
の
独
自
性
お
よ
び
親
の
宗
教
上
の
理
由
に

基
づ
く
就
学
拒
否
を
く
り
返
し
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
の
射
程
が
狭
め
ら
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
上
記
の
要
件
を
適
用
す
る
際
に
も
、
確
固
と
し
た
宗
教
上
の
信
念
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
被
告
の
主
張
す
る
ア

1
ミ
ツ
シ
ュ
社
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会
で
の
教
育
価
値
は
果
た
し
て
純
粋
に
宗
教
上
の
信
念
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
か
、
ま
た
何
故
ゆ
え
中
等
教
育
の
拒
否
な
ら
ば
許
さ
れ
る

の
か
は
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。

他
方
、
留
意
す
べ
き
点
の
二
つ
目
と
し
て
、
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
が
反
対
意
見
で
言
及
し
て
い
る
子
ど
も
の
意
思
の
問
題
も
無
視
し
得
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
件
の
下
級
審
も
最
高
裁
法
廷
意
見
も
、
親
と
子
の
利
益
が
一

致
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
分
析
に
お
け
る
要
素
と
し
て
は
子
ど
も
の
宗
教
上
の
利
益
を
問
題
と
し
て
い
る
の
は
明
白
で

あ
っ
た
:
:
:
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
が
高
校
へ
進
学
し
た
が
っ
て
い
る
場
合
や
子
ど
も
の
希
望
を
尊
重
す
る
の
に
十
分
な
く
ら
い
に
成
熟
し
て

い
る
場
合
に
は
、
州
は
親
の
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
く
反
対
を
拒
否
で
き
る
」
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
起
訴
さ
れ
た
の
は
親

で
あ
り
、
判
決
を
下
す
べ
き
は
親
の
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る
と
し
て
、
子
ど
も
の
意
思
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
親
と
子
の
利
益
が
常
に
一
致
す
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
合
衆
国
に
お
い
て
は
子
ど
も
に
対
し
て

も
憲
法
上
の
権
利
を
認
め
た
先
例
が
存
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
教
育
に
関
す
る
領
域
に
お
い
て
子
ど
も
自
身
の
意
思
に
対
す
る
配
慮
が
な

ま
た
触
れ
る
。

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
結
論
に
お
い
て
、

公教育と親の教育権(1)

そ
の
射
程
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
に
せ
よ
、

従
来
、
本
件
類
似
の
事
件
が
簡
単
に
合
憲
判
断
を
下
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
州
の
教
育
権
限
の
増
大
化
に
対
し
、
親
の
宗
教
上
の

権
利
と
い
う
憲
法
価
値
を
対
抗
さ
せ
、
我
が
子
の
教
育
に
つ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
親
の
権
利
を
認
め
た
こ
と
は
評
価
に
値
し
よ
う
。

本
判
決
で
示
さ
れ
た
州
政
府
の
教
育
権
限
を
制
限
す
る
基
準
が
厳
格
で
あ
り
、
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第
四
節

家
庭
教
育
選
択
権

公教育と親の教育権(1)

こ
こ
で
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
の
は
、
公
教
育
に
相
当
す
る
制
度
的
で
な
い
教
育
(
口
。

E
E吾
巳
E
E
-
包
z
n
E
Zロ
)
を
家
庭
で
行
う
親
の

権
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
家
庭
教
育
は
、
親
が
自
宅
で
子
ど
も
を
教
え
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
教
師
を
雇
っ
て
教
育
す
る
場
合
も
含
ん
で

い
る
。
実
際
に
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
判
例
を
み
る
と
、
州
義
務
教
育
法
の
合
憲
性
を
争
っ
た
も

αと
家
庭
教
育
が
州
の
義
務
教
育
法
上
認
め

ら
れ
る
か
否
か
を
争
っ
た
も
の
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
州
の
義
務
教
育
法
の
合
憲
性
を
争
う
と
い
う
訴
訟
形
態
が
こ
れ
と
い
っ
た
実

り
を
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
義
務
教
育
の
定
着
化
に
伴
い
州
の
教
育
権
限
が
容
認
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
次
第
に
、
親
の
家

庭
教
育
選
択
権
は
州
の
義
務
教
育
法
の
合
憲
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
家
庭
教
育
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
形

で
争
わ
れ
る
事
例
が
多
く
な
る
。
実
際
に
、
学
校
教
育
に
替
え
て
家
庭
教
育
を
選
択
す
る
親
の
権
利
に
係
る
事
件
は
非
常
に
多
い
の
だ
が
、

各
々
、
憲
法
判
断
に
よ
る
解
決
を
図
る
と
い
う
手
法
よ
り
も
、
非
常
に
注
意
深
く
州
法
を
読
む
|
|
と
き
に
は
曲
解
し
な
が
ら
|
|
こ
と
に

よ
っ
て
事
件
を
解
決
し
て
き
て
い
一
針
。

家
庭
教
育
に
関
す
る
事
件
の
主
要
な
論
点
は
、
家
庭
で
子
ど
も
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
は
法
が
予
定
し
た
「
学
校
」
で
教
育
を
受
け
る

つ
ま
り
、
家
庭
は
私
立
の
学
校
(
匂
ユ
〈
ω
Z
R
F
8
3か
と
い
う
解
釈
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。
以
下
、
具

こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

① 

旬。。匂
-
O

〈
・
円
、
ぬ
ぐ
町
田
ぬ
ロ
(
]
呂
町
。
)
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イ
リ
ノ
イ
州
で
は
、
七
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
子
ど
も
は
、

そ
の
居
住
し
て
い
る
学
区
の
公
立
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
親
は
公
立
学
校
で
は
な
く
私
立
学
校
か
教
区
学
校
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
本
件
に
お
い
て
は
、
教
師
の
資
格
を



説

有
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
母
親
が
七
歳
の
我
が
娘
に
対
し
て
、
一
日
五
時
間
の
教
育
を
施
し
て
い
た
。
そ
の
娘
は
制
度
上
三
年
生
に
該
当

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
学
習
の
達
成
度
は
三
年
生
並
み
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
親
は
子
ど
も
を
学
校
に
就
学

さ
せ
な
か
っ
た
た
め
に
、
義
務
教
育
法
違
反
で
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
被
告
ら
は
(
一
)
通
常
の
意
味
の
「
学
校
」
と
は
青
少
年
に
対
す

る
教
育
を
行
う
場
で
あ
る
、
(
二
)
教
育
さ
れ
て
い
る
者
の
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
が
学
校
で
あ
る
か
ど
う
か
が
'
決
定
さ
れ
な
い
、
(
三
)

証
拠
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
方
法
で
家
庭
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
子
ど
も
は
私
立
学
校
に
就
学
し
て
い
る
と
の
三
点
を
主

張
し
た
。

るA
H聞

イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
審
の
有
罪
判
決
を
覆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
州
義
務
教
育
法
は
す
べ
て
の
子
ど
も
が
教
育
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特
別
な
方
法
や
場
所
で
教
育
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
目
的
に
鑑
み
れ
ば
、
本
件
児
童
に
与
え
ら
れ
て
い
た
教
育
の
場
所
や
性
質
か
ら
み
て
、
本
件
で
の
家
庭
教
育
は
私
立
学
校

に
お
け
る
教
育
と
同
視
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

② 

ω
S
Z
〈
・
出
。
1
(
H
S
C
)

ニュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
最
高
裁
は
異
な
る
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
同
州
義
務
教
育
法
は
、
学
齢
期
の
子
ど
も
を
公
立

学
校
か
認
可
さ
れ
て
い
る
私
立
学
校
(
自
省
官
。
〈
邑
胃
ぞ

m
Z
R
Z己
)
へ
入
学
さ
せ
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。
本
件
被
上
告
人
た
る
両

親
は
、
彼
ら
の
子
ど
も
に
対
し
て
、
そ
の
子
の
学
年
に
応
じ
た
内
容
を
家
庭
で
家
庭
教
師
に
つ
け
て
教
育
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
州
最
高

裁
は
、
州
義
務
教
育
法
は
家
庭
教
育
を
認
め
て
い
な
い
し
、
ま
た
家
庭
教
育
は
認
可
私
立
学
校
に
も
当
た
ら
な
ぱ
と
述
べ
て
有
罪
判
決
を
下

こ
れ
に
対
し
て
、

し
た
。か

か
る
結
論
の
根
拠
と
し
て
、
義
務
教
育
法
の
目
的
が
子
ど
も
の
教
育
に
あ
る
と
は
い
え
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
は
州
が
決
定
で

北法42(1・90)90



(
叩
)

晶
C
マ
。
ヲ
」
ト
」
、

つ
ま
り
家
庭
教
育
を
禁
止
す
る
か
し
な
い
か
は
州
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

③ 

ω
Z
Z
〈

-
n
o
g
g
ユ

(
H
S
H
)

公教育と親の教育権(1 ) 

こ
れ
ら
に
対
し
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
、
少
々
奇
妙
な
経
過
を
辿
っ
て
い
る
。

一
九
二
一
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
教
員
の
資
格
を
有
し
経
験
も
豊
富
な
上
告
人
が
自
宅
で
自
分
の
子
ど
も
達
の
た
め
に
教
え
て

い
た
こ
と
が
、
州
義
務
教
育
法
違
反
に
問
わ
れ
た
本
件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
多
く
の
親
が
自
ら
の
子

ど
も
を
教
育
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
疑
つ
て
は
い
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
親
が
公
立
学
校
か
ら
子
ど
も
を
退
学
さ
せ
家
庭
で
教
育

す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
家
庭
教
育
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
教
育
制
度

(
g
E
E
Oロ
R
F
g
-
a
m吉
田
)
を
混
乱
さ

せ
、
州
の
教
育
価
値
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
他
方
で
、
州
最
高
裁
は
家
庭
教
育
の
可
能
性
を
全
く
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
州
の
義
務
教
育
法
は
公
立
学
校
に
相
当

す
る
私
立
学
校
(
包
2
5
Z
耳
目
〈
釦

R
R
E
o
-
)
の
存
在
を
認
め
て
い
る
凶
、
私
立
学
校
が
個
人
の
家
庭
で
運
営
さ
れ
得
る
こ
と
も
疑
い
の

余
地
の
な
い
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
立
学
校
に
相
当
す
る
「
学
校
」
と
は
、
公
立
学
校
同
様
、
州
の
法
律
に
よ
っ
て
要
求

さ
れ
て
い
る
時
間
内
に
必
要
と
さ
れ
る
教
科
に
つ
い
て
学
齢
期
の
子
ど
も
た
ち
を
教
育
す
る
と
い
う
業
務
を
な
す
、
常
時
運
営
さ
れ

(
吋
巾
宮
ぽ
吋
)
組
織
さ
れ
た
現
存
す
る
機
関
で
あ
討
と
し
、
更
に
、
公
立
学
校
に
相
当
す
る
私
立
学
校
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
目
的
、
意
義
、

そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
試
み
の
特
徴
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
い
針
。
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
家
庭
教
育
を
否
定
し
な
が
ら

も
、
私
立
学
校
の
概
念
の
中
に
家
庭
教
育
を
含
ま
せ
る
べ
く
(
か
と
い
っ
て
、
戸
内
山
三
m
g
判
決
の
よ
う
に
、
家
庭
教
育
は
私
立
学
校
に
含
ま
れ

る
と
簡
単
に
言
い
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
「
公
立
学
校
に
相
当
す
る
学
校
」
の
中
味
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
「
上
告
人
は
自
ら
が
有
能
で
有
資
格
の
教
師
で
あ
り
、
そ
う
い
う
自
分
が
家
庭
で
子
ど
も
た
ち
に
教
育
を
行
っ

北法42(1・91)91



説

て
い
れ
ば
、
法
の
意
味
す
る
私
立
学
校
を
運
営
し
て
い
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

れ
な
い
」
と
判
示
し
、
原
審
の
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。

そ
の
よ
う
な
主
張
は
法
と
相
容

北法42(1・92)92

論

④ 

ω
F
2
0】E
o
ω
n
v。。】己目的丹江
2

2
。.品
H
N

〈・

ω口問
v
m
w

ユ
ミ
ハ
リ
。
ロ
ユ
(
H
8
0
)

そ
の
後
更
に
、
「
学
校
L

の
定
義
を
詳
細
化
し
て
い
る
。

本
件
に
お
い
て
州
最
高
裁
は
、
学
校
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
(
一
)
教
師
、
(
二
)
ひ
と
り
以
上
の
生
徒
、

物
を
挙
げ
、
義
務
教
育
法
が
い
う
資
格
あ
る
教
師

(ω

宮
包
虫
色

R
R
Z円
)
と
は
州
の
教
員
免
許
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
れ
故
本
件
で
は
、
家
庭
教
育
を
行
っ
て
い
た
両
親
が
教
員
免
許
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
義
務
教
育
法
の
意
味
す

る
「
学
校
」
を
運
営
し
て
い
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
の
結
論
は
、
私
立
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
無
資
格

の

(
E
R
a
g
z包
)
教
師
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
立
学
校
の
教
員
資
格
に
つ
い
て
は
州
法
上
の
基
準
が
な
か
っ
た
に
も
拘
ら

ず
、
こ
の
判
決
の
結
果
、
彼
ら
は
私
立
学
校
か
ら
寸
無
資
格
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、

(
三
)
場
所
も
し
く
は
建

⑤ 

間
口
。
u
内
〈
・
。
ゅ
岡
山
立
。
ロ

(
H
S
C
)

以
上
と
同
様
の
試
み
が
他
州
に
も
み
ら
れ
る
。
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
で
は
、
州
義
務
教
育
法
で
定
め
る
公
立
学
校
と
同
等
の
学
校
へ
の

就
学
が
問
題
と
な
っ
た
。
本
件
被
告
の
妻
は
教
育
学
士
で
あ
り
中
等
学
校
で
の
教
師
経
験
も
免
許
も
有
し
て
い
た
が
、
小
学
生
を
教
え
る
資

格
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
と
新
し
い
教
育
技
術
や
方
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
欠
く
こ
と
を
理
由
民
、
彼
女
の
資
格
が
十
分
で
な
い
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
教
育
の
場
で
あ
っ
た

0
・∞ユ
g
家
に
は
夫
婦
と
五
人
の
子
ど
も
の
他
に
二
人
が
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
が
、
子
ど
も
た
ち
が
兄
弟

以
外
の
他
の
子
ど
も
た
ち
と
知
り
合
い
に
な
る
機
会
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
環
境
も
公
立
学
校
と
同
等
の
も
の
と
み
な
し
得
な
い
と
判



示
さ
れ
た
。

⑥ 

ω宮
古
〈
・
冨
自
白
山

(HS吋
)

一
七
年
後
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
他
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
は
、
間
口
O
M
判
決
が
認
め
た
こ
の
社
会
的
成
長
(
由
。
巳
包
骨
Z
E
U
E
S
C

理
論
を
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
に
い
う
寸
学
校
教
育
と
同
等
の
学
校
以
外
で
な
さ
れ
る
教
育
」
は
、
集
団
教

育
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
針
。
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
義
務
教
育
法
は
、
公
立
学
校
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
社
会
的
関
係
や
そ
こ
で
の
人
格
的
成
長
を
重
視
し
た
上
で
、
集
団
教
育
の
み
を
認
め
、
私
的
な
個
人
教
授
や
家
庭
教
育
を
制
限
し

て
い
る
。
そ
こ
で
本
判
決
で
は
、
社
会
的
成
長
理
論
を
否
定
し
、
公
教
育
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
私
立
学
校
教
育
だ
け
で
十
分
だ
と
す

る
な
ら
ば
義
務
教
育
法
の
「
学
校
以
外
(
巴
由
。

g
E
Z
F
S
巳

REo-)L
と
い
う
文
言
は
無
意
味
だ
と
結
論
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当

該
規
定
の
有
効
性
を
担
保
し
た
の
で
あ
る
。

ニュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
お
い
て
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
州
と
は
反
対
に
、
家
庭
教
育
の
幅
が
少
し

広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

公教育と親の教育権(1)

こ
の
よ
う
に
家
庭
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
州
に
よ
っ
て
か
な
り
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。
①

F
2百
出
事
件
お
よ
び
②
出
。

3
事
件
で

み
た
よ
う
に
、
イ
リ
ノ
イ
州
と
ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
の
義
務
教
育
法
の
規
定
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
全
く
正
反
対
の
結
論
が
出

て
い
る

o
F
2目的
g
事
件
で
は
親
の
教
育
権
に
、
出
。

1
事
件
で
は
州
の
教
育
権
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず

れ
の
場
合
も
、
そ
の
判
断
を
正
当
化
す
る
法
的
根
拠
は
な
い
。
前
者
に
お
い
て
家
庭
教
育
を
認
め
る
例
外
規
定
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、

後
者
に
お
い
て
も
法
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
公
立
学
校
へ
の
出
席
強
制
を
免
除
す
る
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
裁
量
権
を
州
に
認
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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説

通
常
、
州
の
公
教
育
に
係
る
利
益
は
、
民
主
政
体
を
維
持
す
る
の
に
十
分
理
性
的
な
市
民
の
育
成
に
あ
る
と
い
わ
れ
封
。

ル
と
し
て
、
「
市
民
の
教
育
に
つ
い
て
州
が
高
度
の
責
任
を
有
し
、
基
本
的
な
教
育
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
維
持
す
る
た
め
に
合
理
的
な
規
則
を

制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
い
が
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
か
る
公
益
は
子
ど

も
を
「
学
校
」
で
教
育
す
る
こ
と
ま
で
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
次
に
、
現
在
、
家
庭
教
育
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
現
在
で
は
、
多
く
の
州
の
義
務
教
育
法
が
公

立
・
私
立
学
校
だ
け
で
な
く
、
公
式
な
学
校
以
外
で
の
生
徒
の
教
育
を
認
め
て
い
る
。
一
九
八
四
年
の
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
半
分
以
上
の

州
お
よ
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
が
明
ら
か
に
家
庭
教
育
を
認
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
説
(
そ
の
う
ち
の
四
州
が
資
格
あ
る
家
庭
教
師
を
お

く
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
ま
た
五
州
が
生
徒
に
対
し
て
基
礎
学
力
の
習
得
の
た
め
の
テ
ス
ト
の
実
施
を
要
求
し
て
い
討
)
。

し
か
し
、
家
庭
教
育
を
認
め
て
い
な
い
州
で
は
、
家
庭
教
育
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
自
体
の
合
憲
性
や
、
依
然
と
し
て
学
校
の
定
義
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
の

ω
E芯
〈
・
開
門
出
口
担
。
口
事
件
で
は
、
ニ
ュ

l
メ
キ
シ
コ
州
義
務
教
育
法
が
連
邦
憲
法
お
よ
び

北法42(1・94)94

一
般
的
な
ル

l

E命

ニュ

1
メ
キ
シ
コ
州
憲
法
の
平
等
保
護
規
定
に
反
す
る
も
の
と
し
て
争
わ
れ
た
。
同
州
法
は
地
方
教
育
委
員
会
の
監
督
・
運
営
の
下
に
な
い

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
私
立
学
校
の
存
立
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
私
立
学
校
に
は
親
や
後
見
人
ら
に
よ
る
家
庭

教
育
は
含
ま
れ
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
我
が
子
を
家
庭
で
教
育
し
て
い
た
被
告
(
被
上
訴
人
)
ら
が
、
家
庭
教
育
を
排
除
し
て

い
る
同
州
法
の
規
定
は
平
等
保
護
違
反
で
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ

l
メ
キ
シ
コ
州
上
訴
裁
は
原
審
を
覆
し
、
教
育
権
は
基

本
的
権
利
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
合
理
性
の
基
準
を
採
用
し
て
、
家
庭
教
育
排
除
規
定
は
正
当
な
州
の
利
益
と
合
理
的
に
関
連
す
る
も
の
で

あ
っ
て
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
ノ

l
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
、
我
が
子
を
教
育
す
る
た
め
の
家

庭
教
育
が
州
義
務
教
育
法
の
い
う
寸
公
立
で
な
い
学
校
L

に
当
た
ら
な
い
と
し
て
義
務
教
育
法
違
反
に
問
わ
れ
た
親
が
提
訴
し
て
い
る
。

oo--

g
口
百
〈
・
印
Z
Z
事
件
で
あ
る
。
ノ

1
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
上
訴
裁
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
条
文
の
い
う
「
学
校
L

と
は
制
度
的
な
教
育
機
関



(
g
a再
三

ES--ロ
住
吉
色
。
ロ
)
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
家
庭
教
育
は
含
ま
な
い
と
判
示
し
た
が
、
同
州
最
高
裁
は
そ
の
判
断
を
覆
し
、

州
の
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
教
師
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
備
わ
っ
て
い
る
学
校
へ
の
出
席
を
公
立
か
否
か
を
問
わ
ず
に
要
求

し
て
い
る
州
義
務
教
育
法
は
、
州
の
基
準
に
合
致
し
た
家
庭
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州

や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
、
義
務
教
育
法
は
親
に
対
し
て
子
ど
も
を
公
立
か
私
立
の
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
何
が
私

立
学
校
な
の
か
を
定
義
し
て
い
な
い
た
め
に
漠
然
と
し
て
違
憲
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
例
も
あ
話
。

他
方
、
家
庭
教
育
を
認
め
て
い
る
州
で
は
、
公
立
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
家
庭
で
行
わ
れ
て
い
る
そ
れ
と
が
同
等
で

あ
る
こ
と
を
、
州
ま
た
は
親
の
い
ず
れ
が
証
明
す
る
の
か
と
い
う
立
証
責
任
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
州
に
よ
る
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま

一
九
八
八
年
の
盟
。

E
〈

-
F官
三
5
0ロ
Z
B
E
g
-
g
ω
-
s
E
U
Z
F
C
E
}
ω
σ
2
w
g事
前
に
お
い
て
、
家
庭

た
、
メ
イ
ン
州
で
は
、

教
育
を
行
っ
て
い
る
親
に
適
用
さ
れ
る
義
務
教
育
法
の
事
前
承
認
規
定
が
親
の
信
教
の
自
由
に
反
す
る
も
の
と
し
て
争
わ
れ
た
。
メ
イ
ン
州

最
高
裁
は
、
州
は
単
に
教
育
に
関
す
る
利
益
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
の
質
に
関
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
有
し
て
い
る
と
し
て

親
の
主
張
を
退
け
た
。

公教育と親の教育権(1)

こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
も
、
家
庭
教
育
に
つ
い
て
は
、
州
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
が
み
ら
れ
る
。
恐
ら
く
今
後
も
、
親
は
家
庭
で
子

ど
も
を
教
育
す
る
権
利
を
主
張
し
続
げ
る
で
あ
ろ
う
し
、
家
庭
教
育
の
よ
う
な
特
別
な
教
育
計
画
の
法
的
地
位
は
、
関
連
す
る
州
法
や
行
政

機
関
の
制
定
す
る
規
則
の
司
法
的
な
解
釈
に
左
右
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
理
性
的
市
民
の
育
成
と
い
う
公
益
の
た
め
に
、

家
庭
教
育
が
全
廃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
が
あ
る
か
ど
う
か
を
再
考
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

北法42(1・95)95



申出

(8・
H)N司税特

組(
 

.-<) 
See，

 e. 
g.
，
 Rice v. 

C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
，
 49 S. 

E. 
2d 

342 
(1948).

撚
II脚

撚
1
f量
制

(
N
)
ぬ盟主。iM.f.;!'

Y司母f.J~'昔話制緩抑n:;(.Jゆ(

む
い
ユ
時
刻
起
u
~
突いt{lÎ4言明開制

1ト
K
ム
Q
-M(漫

u
盤~...Jド判

4~-<
;(.J醐v

トJ
心ll!Þ;(.J協同係

J
ν
二
時
三
~
Q
~
緩

i製
総
.
鴬
為
ト
ト

t入J-w
Q
様相n:

u

収
。
{
却
価
出
品
J
~
，
.
"
帰
属
吋
心
ミ
ミ
Q
畑
出
品

J細
1碍~...Jドニ令。.lJ...J

ν
，

*，
Q
4
r:r由民主国為唱もや~+:!~為ìQt{l

(
M
u
r
p
h
y
 v. 

State of A
r
k
，

 852 

F. 
2d 

1039 (8th 
Ci
r.
1988))

。

(
N
)
特
悔
や
長
c
騒
ゃ
い
二
時

1酪
~
~
~
J
Q
結
稲
首
主
題
~
f.JiQ t{l。

(
円
)

M
o
s
k
o
w
i
t
z
，
 Parental 

Righ
お

a
n
d

State 
Education

，
 50 

W
A
S
H
.
 L. 

REV. 
623

，
 630-631 

(1975). 

(
司
)

404 
IlL 

574
，
 90 

N
.
 E. 

2d 
213 

(1950). 
See 

also
，
 State 

v. 
P
e
t
e
r
m
a
n
，

 32 
Ind. 

A
p
p
.
 665

，
 70 

N
.
 E. 

550 
(1904). 

(凹
)
Id. 

at 
215. 

(坦
)
Id. 

(ド
)
Id. 

(
∞
)
 
84 

N
.
 
H
.
 38

，
 146 

A. 
170 

(1929). 

(∞
)

 Id. 
at 

172. 

(ヨ
)
Id. 

(
口
)

69 
W
a
s
h
.
 361

，
 124 

P. 
910 

(19
12). 

(出
)
Id. 

at 
911. 

(口
)
Id. 

(苫
)
Id. 

at 
912. 

(出
)
Id. 

at 
911-912 

(出
)
Id. 

at 
912. 

(口
)
Id. 

(
虫
)

55 
W
a
s
h
.
 2d 

177
，
 346 

P. 
2d 

999
，
 cert. 

denied，
 363 

U. 
S. 

814 
(1960). 

(含
)
Id. 

at 
1002. 

苦言;程



区(注-H)34岬4T

(
詩
)

M
o
s
k
o
w
i
t
z
，
 su
，ρ
ra 

note 
3
，
 at 

633. 

(
尽
)

7
 N.

 J. 
S
u
p
e
r. 

6
0
8
，
 72 

A. 
2
d
 389 

(1950) 
(
C
a
p
e
 
M
a
y
 C
o
u
n
t
y
 Court) 

(2:i) 
Id. 

at 
392. 

(
幻
)

Id. 

(~) 
95 

N
.
 
J. 

S
u
p
e
r. 

382
，
 231 

A. 
2
d
 252 

(1967) 
(Morris C

o
u
n
t
y
 Court) 

(
自
)

Id. 
at 

255. 

(詩
)
Id. 

at 
257. 

(
日
)

Project
，
 Education 

a
n
d
 
the 

L
a
w
 

State 
Interest 

a
n
d
 
Individual 

Rights
，
 74 

M
I
C
H
 

[hereinafter 
cited 

as 
ProjectJ 

.
 

(
~
)
 
C
o
m
m
e
n
t
s
，
 Private 

Tutoring，
 Compulso

η
Education 

a
n
d
 
the 

Illinois 
S
u
p
r
e
m
e
 
Court，

 18 
U. 

CHI. 
L. 

REV. 
105

，
 110 

(1950) 

(g:;) 
W

 oltz
，
 Compulsvry 

Attendance 
at 

School，
 L
A
W
 &

 C
O
M
T
E
M
P
.
 
P
R
O
B. 

3
，

 10 
(1955). 

(
宕
)

W
i
s
c
o
n
s
i
n
 v. 

Y
o
d
e
r
，
 406 

U. 
S. 

205
，
 213 

(1972). 

(
同
)

Projects
，
 supra 

note 
27

，
 at 

1390. 

(
~
)
 

~:I:;I:H.Jj隠
越
訴
~
m
:
iミ
隅
玉
奇
心
￡
い
ユ
!
(
l
~
4
口
日
当
，

~
m
関
心
お
わ
い
ユ
伶
穏
健
存
主
規
魁
8
þ
t
-
.
{
~
~
時
総
催
都
~
m
:
u
~
経
羽
い
の
ふ
閉
会
，

0
~
。

保
i起
訴
~
m
:
8
側
主
役

d獲
.;.!...)ν

二
時
会
陶

4ミ
2ミ
御
心
ゆ
.
l
{
j

i.JJ~
(
¥
ド
ユ
ト

Q
O
See 

State 
v. 

M
.
 M

.
，
 407 

So. 
2
d
 987 

(1982). 

(
詰
)

Patricia 
Lines

，“
H
o
m
e
 Instruction"

，
 Issuegram 

No. 
4
9，

 Ed
u
c
a
t
i
o
n
 C

o
m
m
i
s
s
i
o
n
 of 

the 
States

，
 Au
g
u
s
t
 1984 

(cited 

f
r
o
m ，

 M.
 M

.
 M

C
C
A
R
T
H
Y
 &

 N
.
 
H
.
 
C
A
M
B
R
O
N
-
M
c
C
A
B
E，

 PUBLIC S
C
H
O
O
L
 L

A
W
，

 2n
d
 ed. 

70 (1987)). 

(
苫
)
会
長
!
{
l
¥
ト
1
"
¥
ム

8tlllく
漫
収
湯
割
1
t
u
 iiiK 
~
 !{l王様

(
A
r
k
a
n
s
a
s

H
o
m
e
 S
c
h
o
o
l
 
Act) 8

!
l
\
号
制
潟
明
訳
版
潟
U~ijl!\区ド!(l.JJ...)い朴会与444

怖

~
i
ミ
時
時
。

M
u
r
p
h
y

v. 
State 

of 
A
r
k
a
n
s
a
s
，
 852 

F. 
2
d
 
1039 

(8th 
Ci
r. 

1988). 

(
沼
)

663 
P. 

2d 
374 

(
N
.
 
M
.
 A
p
p
.
 
1983). 

See 
also

，
 B
u
r
r
o
w
 v. 

A
r
k
a
n
s
a
s
，

 669 
S. 

W
，
 2d
 441 

(
A
r
k. 

1984) 
;
 Strosnider 

v. 

Strosnider
，
 686 

P. 
2
d
 981 

(N. 
M
.
 A
p
p
.
 
1984). 

(
お
)

663 
P.2d 

at 
378. 

1373
，
 1388 

(1976) 
L. 

R
E
V
 

(同)製祉総(出馬心惟総匂



∞酌

(8・
H)N噌誕特

(
ぬ
)

308 
S. 

E. 
2
d
 898，

 903 (N. 
C. 

A
p
p
.
 
1983). 

(
沼
)

329 
S. 

E. 
2
d
 636

，
 648 

(
N
.
 c. 

1985). 

(
忠
)

W
i
s
c
o
n
s
i
n
 v. 

P
o
p
a
n
z
，
 332 

N
.
 W

.
 2
d
 750 

(Wis. 
1983) 

;
 Ro
e
m
h
i
l
d
 v. 

G
e
o
r
g
i
a
，

 308 
S. 

E. 
2
d
 154 

(Ga. 
1983). 

(
ミ
)
川
守
く
-
:
:
-
-
ミ
ミ
斗
給
総
，

1¥ 
M

 -
m
一
気
ミ
ミ
縦
穏
や
~
ミ
ミ
毒
jì~1:

:
:
j
嗣
価
出
w
~
台
い
二
子
。

(In
re 

M
o
n
n
i
g
，
 638 

S. 
W
.
 2
d
 782 

(
M
o
.
 A

p
p
 

1982) 
;
 State 

v. 
D
a
v
i
s
，
 598 

S. 
W
.
 2
d
 189 

(
M
o
.
 A
p
p
.
 1980) 

;
 In 

Matter 
01 

C
h
a
p
m
a
n
，
 490 

N. Y. 
S. 

2
d
 433 

(
F
a
m
.
 Ct.

，
 

D
e
l
a
w
a
r
e
 C

o
u
n
t
y
，
 1985) 

;
 In 

the 
Matter 

01 
K
i
l
r
o
y
，
 467 

N. 
Y. 

S. 
2
d
 318 

(
F
a
m
.
 
C
t.， 

C
a
y
u
g
a
 C
o
u
n
t
y
，1983))

。
凶

寂

~
'
ド
干
物
ト
王
国
益
但
終
'
線
国
籍

j回
線
穿

1さ
や
~
容
器
窓
辺
制
崩
価
出
会

j陪
台
ν
ニ
ゅ

(State
v. 

M
o
o
r
h
e
a
d，

 308 
N
.
 W

.
 2
d
 60 

(I
o
w
a
 

198
1) 

;
 Du
r
o
 v. 

D
i
s
t. 

Atty.
，
 712 

F. 
2
d
 96 

(4th 
Cir. 

1983)
，
 cert. 

denied，
 465 

U. 
S. 

1006 
(1984))

。

(
可
)

551 
A. 

2
d
 
1377 

(Me.1988). 

(
匂
)

Id. 
at 

138
1. 

(
宮
)

M
C
C
A
R
T
H
Y
 &

 C
A
M
B
R
O
N
-
M
c
C
A
B
E，

 supra 
n
o
t
e
 
33，

 at 
7
1. 

(
事
)

Id. 

(
宮
)

T. 
V
A
N
 G

E
E
L
，

 TH
E
 C
O
U
R
T
S
 A

N
D
 A
M
E
R
I
C
A
N
 E
D
U
C
A
T
I
O
N
 
L
A
W
 23 

(1987) .
 

濡経

4自
盤
お
併
記
ど

Q
~
語
朴
碍
陶

リ
ト
J
p
~
'

トト:入J.，4)Q
脅
さ
を
ß
'
，
う
f
，
+
.
:
!
~
1
;
定
宮
崎
〈
引
宅
l~自
盤
以
富
~
~
い
二
時
糾
自
己
ど
Q
嵩
糾
~
曝
為
馬
民
a
tノ哨û

ト04h:入j小
4ミ
ム

J
ユ小.l[I~

為
E
眼
ム

J~き
わ
い
ユ
時
。
稿
写
~
Q
鎖
性
目
当

F
奇
妙
様
相
)
I
r
Q
輔
総
嵩
糾

4ト
総

j阻
害
添
~
m
:
~
世
界
製
為
E
眼
.
.
\
J
~
ぎ
わ
い
ユ
時
ム

j納
入

1当
H
l
\
K
ヰ
ヲ
0
.
'
帰

結
~
~
話
惟
誕
為

4令
子
Q

!2.，4)牢
へ
工
、
恥
'
~
盤
お
自
作
挺
会
心
付
「
:
入

J.，4)W
賂

14h
キ

Jの
曝
Q
製
~
~
主
~
~
轟
童
話
E
軍
時
以
隠
台
い
哨

û
\
J
ユ
令
。
。

棋
同

居



① 

目

白

吋

角

川

河

-nvω
吋
己
的
(
]
戸
市
山

ω
∞)

本
件
で
は
、
八
歳
の
児
童
を
持
つ
母
親
が
、
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
ず
に
自
宅
で
教
え
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
通
学
さ
せ
な

か
っ
た
理
由
と
し
て
、
母
親
は
、
最
寄
り
の
ス
ク
ー
ル
パ
ス
の
停
留
所
ま
で
一
・
五
マ
イ
ル

(
約
二
・
五
キ
ロ
)
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
道
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
控
訴
裁
は
原
審
を
支
持
し
、
本
件
の

人
里
離
れ
、
整
備
が
不
十
分
で
危
険
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

状
況
下
で
は
幼
い
児
童
に
バ
ス
停
ま
で
歩
か
せ
な
く
と
も
よ
い
と
し
て
、
無
罪
判
決
を
下
し
た
。

② 

日
ロ
『
巾
明
。
由
時
一

2
・(]巴一
-
N
)

本
件
で
は
二
人
の
娘
の
身
体
上
の
安
全
を
心
配
し
た
両
親
が
居
住
地
学
区
に
あ
る
学
校
か
ら
、
住
所
を
偽
っ
て
他
の
学
校
へ
子
ど
も
を
就

学
さ
せ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

第
三
二
小
学
校
へ
通
っ
て
い
た
娘
ら
(
八
歳
と
六
歳
)
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
女
ら
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
同
級
生
ら
に
殴
ら
れ
た

り
、
教
科
書
を
切
り
裂
か
れ
た
り
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
両
親
が
住
所
を
偽
り
距
離
的
に
は
変
わ
ら
な
い
隣
の
学
区
の
第
五
八
小
学
校
へ
通

学
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
住
所
の
虚
偽
記
載
が
地
方
教
育
委
員
会
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
二
人
の
児
童
は
第
五
八
小
学
校
か
ら
略
式
の
通

公教育と親の教育権(1)

学
差
止
を
受
け
、
両
親
に
は
第
三
二
小
学
校
へ
通
学
さ
せ
る
よ
う
指
導
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
安
全
を
考
え
た
両
親
は

第
三
二
小
学
校
へ
通
わ
せ
ず
に
、
自
宅
で
教
育
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
家
庭
裁
判
所
は
、
両
親
の
住
所
虚
偽
記
載
は
容
赦
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
善
の
利
益
を
保
護
す
る
よ
う
裁
判

所
に
求
め
る
子
ど
も
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
崎
、
地
方
教
育
委
員
会
と
同
委
員
長
に
対
し
、
直
ち
に
二
人
の
児
童
の
第
五

八
小
学
校
へ
の
通
学
を
認
め
る
よ
う
命
じ
問
。
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説

③

N
巾

σ
E
〈

-py。
。
]
虫
鬼
門
目
立
。
問
。
者
。
同
虫
広
島
己
南
町
(
H
C

芯)・

本
件
事
実
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

論

ピ
ッ
ツ
パ

l
グ
学
区
の
公
教
育
委
員
会
が
採
択
し
た
学
校
再
編
計
画

コ
ン
コ

1
ド
小
学
校
で
六
学
年
を
終
え
た
生
徒
は
、
従
来
は
オ
ー
バ
ー
プ
ル
ッ
ク
小
学

校
を
卒
業
し
た
生
徒
達
が
進
学
し
て
い
た
ク
ノ
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
レ
中
学
校
へ
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
中
学
校
の
生
徒
総
数
の
う
ち
一
一
一

0

1
三
五
%
が
白
人
生
徒
で
あ
り
、
当
該
中
学
は
主
に
少
数
人
種
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
同
年
九
月
の
新
学
期
開
始
直
後
、
コ
ン
コ
ー

ド
小
学
校
か
ら
進
級
し
て
き
た
生
徒
達
(
ほ
と
ん
ど
白
人
)
に
よ
る
強
奪
、
脅
し
、
暴
行
等
の
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
事

件
の
被
害
者
と
な
っ
た
子
ど
も
の
親
が
、
ク
ノ
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
レ
中
学
以
外
の
中
学
校
へ
の
ふ
り
分
け
を
要
求
す
る
仮
差
止
を
求
め
て
提
訴
し

一
九
七
二
年
六
月
、

(釦印《川町。。-吋角川。吋問問ロ
-
N
凶
件
一
。
ロ
℃
]
印
ロ
)

に
そ
っ
て
、

た
の
が
本
件
で
あ
る
。

第
一
審
の
ア
レ
ゲ
ニ

l
カ
ウ
ン
テ
ィ
民
事
訴
訟
裁
判
所
は
原
告
の
訴
え
を
認
め
、
子
ど
も
達
を
他
の
学
校
へ
ふ
り
分
け
る
よ
う
命
じ
た
。

教
育
委
員
会
は
一
審
判
決
に
従
っ
て
、
子
ど
も
達
を
他
の
学
校
に
ふ
り
分
け
る
と
同
時
に
控
訴
し
た
。
し
か
し
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
裁
判
所

は
、
以
下
の
事
実
認
定
を
く
り
返
し
、

一
審
判
決
を
支
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
育
委
員
会
は
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
そ
の
健
康
、
安
全
、

一
般
福
祉
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
を
提
供
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仮
差
止
以
降
、
ク
ノ
ッ

ク
ス
ヴ
ィ
レ
中
学
の
状
態
は
悪
化
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
次
の
理
由
に
よ
り
、
差
止
命
令
は
本
件
の
救
済
措
置
と
し
て
は
不
適
当
と
し
て
、
原
審
を

覆
し
た
。ω公

聴
会
に
提
出
さ
れ
た
暴
力
事
件
の
証
拠
は
わ
ず
か
一
一
名
の
生
徒
に
関
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
に
、
差
止
命
令
が
四
七
名
の
生
徒

す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
、

ω下
級
審
が
認
め
た
仮
差
止
は
、
公
聴
会
の
一
ヶ
月
前
に
発
生
し
た
事
件
を
理
由
に
不
用
意
に
与
え
ら
れ
て
い
説
。
原
告
ら
は
子
ど
も
達
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を
ク
ノ
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
レ
中
学
か
ら
退
か
せ
た
後
の
状
況
を
知
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
差
止
を
求
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
子
ど
も
達
を
退
か
せ
た
後
の
学
校
の
状
況
が
依
然
矯
正
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
れ
て
い
な
い

こ
炉
、

ω教
育
委
員
会
は
義
務
教
育
法
を
執
行
す
る
と
脅
迫
し
て
い
た
わ
け
で
も
、
本
件
を
未
解
決
の
ま
ま
放
置
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、

差
止
は
必
要
が
な
い
こ
と
、

ω不
信
の
み
を
理
由
と
す
る
差
止
や
、
裁
量
権
の
濫
用
も
し
く
は
違
法
性
の
主
張
を
欠
く
差
止
は
、
生
徒
ら
を
割
り
当
て
る
教
育
委
員
会

の
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
、

以
上
阿
つ
の
技
術
的
で
疑
問
の
余
地
の
あ
る
理
由
で
あ
る
。

本
件
で
は
結
果
的
に
は
差
止
が
認
め
ら
れ
ず
親
側
が
敗
訴
し
た
の
で
あ
る
が
、
州
最
高
裁
が
、
子
ど
も
の
健
康
お
よ
び
福
祉
が
脅
か
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
親
が
我
が
子
を
学
校
か
ら
退
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
て
い
る
の
は
、
注
目
で
き
る
点
で
あ
ろ
う
。

①

E
n
g
a∞
事
件
で
は
、
ス
ク
ー
ル
パ
ス
の
停
留
所
ま
で
の
距
離
お
よ
び
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
通
学
路
の
危
険
性
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、

公教育と親の教育権(1)

幼
い

(ZEq)児
童
に
と
っ
て
本
件
状
況
の
危
険
性
は
明
白
と
の
前
提
か
ら
か
、
具
体
的
な
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
無
罪
判
決
が
な

さ
れ
た
。
従
っ
て
、
幼
い
児
童
と
は
何
歳
く
ら
い
ま
で
を
指
す
の
か
、
危
険
性
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
は
幼
い
児
童
だ
け
で
な
く
一
六

1
一

八
歳
(
就
学
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
年
齢
の
上
限
)
の
生
徒
に
対
し
て
も
通
学
す
る
代
わ
り
に
家
庭
教
育
を
認
め
る
の
か
は
不
明
確
な
ま
ま

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
件
は
、
通
学
途
上
に
危
険
が
存
す
る
場
合
、
代
替
手
段
と
し
て
親
が
家
庭
教
育
を
選
択
し
得
る
余
地
の
あ
る
こ

と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

②
司
c
m
Z門
事
件
で
は
、
学
校
で
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
る
児
童
の
両
親
が
虚
偽
の
住
所
を
届
出
し
、
我
が
子
を
他
の
学
区
の
小
学
校
に
通
学
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説

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
家
庭
裁
判
所
は
「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
L

を
保
護
す
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
を
認
め

い
じ
め
に
あ
っ
て
い
る
児
童
の
親
は
学
校
教
育
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
代
替
手
段
と
し
て
家
庭
教
育
を
選

択
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
い
じ
め
に
あ
っ
た
学
校
か
ら
の
転
校
(
居
住
地
の
変
更
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
)
が
問
題
と
な
っ
て

一
応
そ
れ
が
「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
」
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
(
本
件
に
お
い
て
は
裁
判
所
と
両
親

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

た
。
本
件
に
お
い
て
は
、

論

い
る
の
で
あ
る
。
本
件
に
よ
り
、

が
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
)
、
い
じ
め
を
理
由
に
就
学
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
学
校
か
ら
の
転
校
が
可
能
と
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と

ど
の
程
度
の
い
じ
め
に
あ
え
ば
子
ど
も
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
と
考
え
ら
れ
る
転
校
措
置
が
採
れ
る
か
、
ま
た
そ
の

判
断
は
誰
が
す
る
の
か
等
残
さ
れ
た
問
題
も
多
く
、
結
局
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
の
事
実
状
況
の
判
断
に
よ
っ
て
結
果
が
左
右
さ
れ
る
こ

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

と
に
な
ろ
う
。

③

N
o
σ
E
事
件
で
は
、
校
内
暴
力
の
発
生
し
て
い
る
中
学
校
か
ら
の
転
校
が
問
題
と
な
っ
た
。
本
件
は
、
暴
行
事
件
等
の
被
害
者
と
な
っ

た
生
徒
た
ち
の
親
ま
た
は
保
護
者
四
七
名
か
ら
な
る
原
告
団
が
ク
ノ
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
レ
中
学
以
外
の
中
学
校
を
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
仮
差
止

を
求
め
て
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
級
審
で
は
原
告
の
主
張
は
容
れ
ら
れ
た
が
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
差
止
を
認
め
な
か
っ
た
。

生
徒
総
数
八
三
五
名
の
う
ち
四
七
名
は
一
八
分
の
一
に
相
当
し
、
州
最
高
裁
が
差
止
命
令
を
下
し
た
場
合
に
は
何
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
る

か
も
し
れ
な
い
句
。

2
2
事
件
の
よ
う
に
一

1
二
名
の
子
ど
も
が
転
校
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
は
、
学
校
全
体
に
及
ぽ
す
影
響
力
に
違
い
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
第
一
審
判
決
後
、
実
際
に
は
原
告
ら
の
子
ど
も
達
の
他
校
へ
の
ふ
り
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

本
件
に
つ
い
て
は
混
乱
が
発
生
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
州
最
高
裁
が
、
本
判
決
を
下
す
際
に
、
転
校
を
求
め
て
い
る
生
徒

の
数
の
多
寡
を
考
慮
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
)
。

ま
た
ど
の
学
校
に
ど
の
地
域
の
生
徒
を
割
り
あ
て
る
か
は
そ
も
そ
も
学
区
の
権
限
で
あ
り
、
そ
の
行
使
に
違
法
ま
た
は
濫
用
が
な
い
場
合
、

一
審
の
仮
差
止
命
令
が
出
さ
れ
た
後
も
、
校
内
暴
力
の
勢
い
の
お
さ
ま
ら
な

裁
判
所
は
差
止
を
行
え
る
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。
し
か
し
、
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