
教
育
法
令
理
論
研
究
会

決広
教師 教師

の の
5襲畏

犯罪行為. 
殺

一五

事件入 学校管 と

九年
頁= を理

月 めぐ 者の一
九

てつ 責任日
判

教
師
が
生
徒
に
対
す
る
犯
罪
に
よ
り
訴
追
さ
れ

た
場
合
、
学
校
管
理
者
の
責
任
が
正
面
か
ら
問
わ

れ
る
こ
と
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
責
任
を
肯
定
す
る

た
め
の
法
律
構
成
は
、
必
ず
し
も
単
純
な
も
の
で

は
な
い
。
学
校
管
理
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
教
師

の
行
動
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
事

実
上
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
個
々
の
教
師
の
全
行

動
に
対
し
て
全
責
任
を
負
う
の
を
免
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
は
、
必
ず
し
も
無
責
任
と
は
言
え
な

い
か
ら
で
あ
る
ロ
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
場
合
に

は
、
ど
の
よ
う
な
管
理
体
制
、
指
導
体
制
を
整
え

て
お
い
た
か
が
、
管
理
者
の
責
任
の
成
否
の
判
断

に
際
し
て
、
極
め
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

本
稿
で
は
、
公
立
小
学
校
六
年
生
の
生
徒
が
担

任
の
教
諭
か
ら
狼
襲
行
為
を
受
け
た
う
え
殺
害
さ

れ
た
、
と
い
う
い
さ
さ
か
極
端
な
事
例
を
取
り
上

lず

一
般
論
と
し
て
教
師
の
非
違
行
為
全
体
を
視

野
に
入
れ
つ
つ
、
学
校
管
理
者
の
責
任
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

本
件
加
害
者
X
は
、
昭
和
六
二
年
に
被
告
W
町

が
設
置
管
理
す
る
本
件
小
学
校
に
教
諭
と
し
て
赴

任
し
、
当
時
四
年
生
で
あ
っ
た
本
件
被
害
者
A
を

六
年
生
時
ま
で
担
任
し
て
い
た
。

A
は
努
力
型
の

明
る
い
性
格
で
、
学
級
委
員
と
し
て
の
務
め
も
よ

く
こ
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

X
は
次
第
に
A
を

好
ま
し
く
思
い
、
特
に
目
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。

X
は
、
平
成
元
年
九
月
頃
か
ら
、
教
室

内
の
後
ろ
の
隅
に
あ
る
自
己
の
席
が
他
の
生
徒
ら

か
ら
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
を
奇
貨
と
し
て
、

学
級
委
員
と
し
て
の
報
告
に
来
た
A
の
唇
に
口
づ

け
を
し
た
こ
と
、
が
あ
り
、

A
が
拒
む
こ
と
も
で
き

な
い
で
い
る
の
を
、
自
己
を
慕
っ
て
い
る
も
の
と

勝
手
に
解
釈
し
、
以
後
、

A
を
膝
の
上
に
乗
せ
て

ブ
ル
マ

l
越
し
に
そ
の
磐
部
を
撫
で
た
り
、
胸
に

手
を
差
し
入
れ
て
触
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
体
操
服

を
め
く
り
上
げ
て
乳
首
を
吸
っ
た
り
、
パ
ン
テ
ィ
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の
下
に
手
を
差
し
込
ん
で
陰
部
を
触
っ
た
り
す
る

ほ
ど
に
な
っ
た
。

平
成
二
年
三
月
九
日
頃
、
男
子
生
徒
C
ら
が
A

の
私
物
の
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
を
見
つ
け
、
中
の
テ

ー
プ
に
「
た
め
息
を
し
て
い
る
よ
う
な
」
音
声
が

入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

X
の
A
に
対
す
る
狼
寮

行
為
の
状
況
が
録
音
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
再
録

し
て
家
へ
持
ち
帰
っ
た
。
保
護
者
D
ら
か
ら
連
絡

を
受
け
た
校
長
Y
は
、

C
方
を
訪
ね
て
テ

i
プ
を

試
聴
し
、
同
席
し
た
約
一

O
人
の
男
子
生
徒
か
ら

X
の
行
状
等
に
つ
い
て
事
情
を
聴
き
、
生
徒
ら
の

訴
え
の
内
容
の
重
大
さ
を
考
え
、
事
が
外
部
に
広

が
る
こ
と
を
恐
れ
、
テ

l
プ
を
預
か
っ
て
帰
宅
し

た
後
、
自
宅
で
内
一
本
を
残
し
、
他
の
テ
ー
プ
の

録
音
内
容
を
消
去
し
た
。

一
方
、
県
教
育
長
Z
は
、
三
月
二
二
日
、
県
教

育
委
員
会
か
ら
、

X
の
女
子
生
徒
に
対
す
る
い
た

ず
ら
に
関
す
る
照
会
を
受
け
、

Y
校
長
か
ら
経
過

の
説
明
を
受
け
て
、
事
態
が
極
め
て
深
刻
で
あ
る

と
考
え
た
が
、
翌
日
の
卒
業
式
に
影
響
が
及
ぶ
こ

と
を
恐
れ
た
Y
校
長
の
意
向
も
あ
っ
て
、
テ
ー
プ

を
預
か
り
、

X
か
ら
の
事
情
聴
取
は
式
後
に
行
う

ょ
う
指
示
し
た
。
翌
二
三
日
の
卒
業
式
が
終
了
し

た
後
、

Y
校
長
と
Z
教
育
長
は
、

X
に
事
実
関
係

を
確
か
め
た
。

X
は
当
初
、
性
的
い
た
ず
ら
の
事

実
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
た
が
、

A
に
確
か
め

る
旨
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
事
実
関
係
を
ほ
ぼ
全
面

的
に
認
め
、
精
神
的
に
相
当
落
ち
込
ん
だ
様
子
で

あ
っ
た
が
、
次
第
に
落
ち
着
き
、

は
就
職
の
斡
旋
を
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
話
し
て

「
辞
め
る
と
き

い
た
。

Z
教
育
長
は
、

X
に
対
し
顛
末
書
を
書
い

て
翌
日
持
参
す
る
よ
う
指
示
す
る
一
方
、

Y
校
長

に
対
し
て
は
、

X
に
付
き
添
っ
て
自
宅
ま
で
送
る

ょ
う
指
示
し
た
。

同
月
二
五
日
、

Z
教
育
長
は
Y
校
長
に
対
し
て

A
の
保
護
者
で
あ
る
原
告
B
ら
の
も
と
に
謝
罪
に

行
く
よ
う
指
示
し
、

Y
校
長
は
X
と
一
緒
に
B
ら

宅
に
赴
い
た
が
不
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
、

Y 
校

長
は
、

X
に
対
し
、

B
ら
が
在
宅
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
改
め
て
一
緒
に
謝
罪
に
行
く
こ
と
、

単
独
行
動
は
せ
ず
家
に
い
て
連
絡
が
つ
く
よ
う
に

し
て
お
く
こ
と
、
等
を
指
示
し
て
い
た
。

X
は、

親
戚
や
妻
の
強
い
勧
め
も
あ
っ
て
、

Y
校
長
と
電

話
連
絡
が
と
れ
な
い
ま
ま
、
午
後
九
時
前
頃
、
妻

と
B
ら
宅
を
訪
ね
た
が
、
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B
ら
が
不
在
で
あ
っ
た

た
め
目
的
を
果
た
せ
ず
引
き
上
げ
た
。

翌
二
六
日
は
日
曜
日
で
あ
っ
た
が
、

X
は
午
前

九
時
前
頃
、
「
町
の
教
育
委
員
会
に
行
っ
て
く
る
」

と
妻
に
言
い
な
が
ら
、

町
教
委
事
務
所
へ
は
行
か

ず
、
車
で
A
方
へ
向
か
い
、

「
ち
ょ
っ
と
学
校
の

こ
と
で
話
が
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
A
を
自
己
の
車
の

助
手
席
に
乗
せ
、

五
、
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

人
気
の
な
い
海
岸
空
地
に
連
れ
て
行
き
、
同
空
地

に
お
い
て
A
を
殺
害
し
た
。

X
の
供
述
に
よ
れ
ば
、

「
後
部
座
席
で
土
下
座
を
し
、
『
先
生
は
こ
れ
ま
で

あ
ん
た
の
体
に
触
っ
た
り
し
て
悪
か
っ
た
の
う
。

す
ま
ん
か
っ
た
、

い
や
じ
ゃ
っ
た
ろ
う
の
う
』
と

詫
び
た
と
こ
ろ
、

A
が
『
い
や
じ
ゃ
っ
た
』
と
答

え
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
自
己
に
好
意
を
持
ち
、

そ

の
よ
う
な
行
為
を
許
容
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
た

の
で
そ
の
答
え
を
意
外
に
受
け
と
め
た
口
そ
し
て
、

自
己
の
性
的
な
い
た
ず
ら
行
為
が
発
覚
し
た
う
え
、

そ
の
場
面
の
録
音
と
称
さ
れ
る
テ
!
プ
が
出
回
つ

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
将
来
、

A
が
中
傷
等
さ
れ

る
こ
と
を
気
遣
い
、
『
頑
張
っ
て
い
け
る
か
』
と

問
い
掛
け
た
と
こ
ろ
、
下
を
向
い
て
涙
ぐ
み
返
事



を
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
己
の
行
為
に
対
す

る
悔
み
と
A
の
将
来
に
対
す
る
哀
れ
み
の
情
を
慕

ら
せ
、
こ
の
際
、

A
の
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
ほ

う
が
、
こ
れ
か
ら
先
続
く
で
あ
ろ
う
苦
し
み
か
ら

A
を
解
放
し
て
や
る
こ
と
に
な
る
と
の
考
え
に
と

ら
わ
れ
て
、
と
っ
さ
に
殺
意
を
生
じ
殺
害
に
及
ん

だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

X
は
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
、
懲
役
二
二
年
の
刑

が
確
定
し
て
い
る
。
本
件
は
、
以
上
の
事
実
関
係

の
下
で
、

B
ら
が
W
町
に
対
し
、
損
害
賠
償
約
五

0
0
0
万
円
の
支
払
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

請
求
一
部
認
容
(
損
害
額
約
五

0
0
0
万
円
か

ら
X
が
支
払
っ
た
三

0
0
0
万
円
を
控
除
し
た
残

額
を
認
容
)
。
「
X
は
、
学
級
委
員
で
あ
る
A
が
自

己
の
も
と
に
来
た
際
に
、
担
任
教
諭
の
地
位
を
利

学校教育の基本判例

用
し
て
猿
襲
行
為
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
授
業
時
間
に
接
着
し
た
時
間
に
教
室
内
で
敢
行

さ
れ
た
こ
と
を
も
総
合
す
る
と
、

X
の
右
不
法
行

為
は
、
公
立
学
校
の
教
育
活
動
と
い
う
公
権
力
の

行
使
に
あ
た
る
同
人
の
職
務
行
為
の
外
形
の
中
に

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

「
A
は
、
殺
害
さ
れ
た
当
時
本
件
小
学
校
に
在

籍
中
で
あ
り
、

X
は
、
担
任
教
諭
と
し
て
、
学
校

で
の
教
育
活
動
及
び
こ
れ
と
密
接
不
離
の
関
係
に

あ
る
児
童
の
生
活
関
係
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

A 

に
対
し
指
導
権
限
を
有
し
監
督
義
務
を
負
っ
て
い

た
」
。
従
っ
て
、
「
A
の
在
学
中
、
自
己
の
行
為
を

謝
罪
し
、

A
が
受
け
た
心
身
の
打
撃
を
回
復
さ
せ

る
よ
う
努
め
る
こ
と
は
、
担
任
教
諭
と
し
て
職
務

上
当
然
の
義
務
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

A
の
自

宅
を
訪
問
す
る
こ
と
も
ま
た
そ
の
職
務
内
容
に
属

す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

又、

X
は
A
を
連
れ
出

し
た
う
え
殺
害
行
為
に
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
右

連
れ
出
し
行
為
は
謝
罪
目
的
と
相
容
れ
な
い
と
ま

で
は
い
え
ず
、

そ
の
際
、
私
的
な
用
件
を
装
っ
た

の
で
は
な
く
、
『
学
校
の
こ
と
で
用
が
あ
る
』
と

一
言
う
な
ど
し
て
呼
び
出
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
右
連
れ
出
し
行
為
は
、
な
お
、

X
が
右
職
務

を
行
う
に
つ
き
な
し
た
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き

る」。

本
件
に
お
け
る
W
の
責
任
の
成
否
に
係
る
主
要

な
争
点
は
、

X
に
よ
る
A
に
対
す
る
狼
襲
行
為
及

び
殺
害
行
為
に
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
職
務
執
行

性
」
が
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。
被
害
者
の
権
利

な
い
し
利
益
を
加
害
者
が
侵
害
し
た
場
合
に
、
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
者
は
原
則
と
し
て
加
害

者
当
人
で
あ
る
が
、
加
害
者
に
対
し
て
指
揮
命
令

を
す
る
関
係
に
あ
っ
た
者
も
、
被
害
者
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
が
及
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
の
根
拠
条
文
は
、
加
害
者
が
私
人
の
場
合

に
つ
い
て
は
民
法
七
一
五
条
、

公
務
員
で
あ
る
場

合
は
に
つ
い
て
は
国
家
賠
償
法
(
以
下
、
「
国
賠

法
」
と
略
す
る
)

一
条
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
両

条
文
は
、
加
害
者
当
人
の
行
動
が
、
指
揮
命
令
関

係
の
範
囲
内
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
民
法
七
一
五
条
に
つ
い
て
は
「
事
業
ノ
執

行
」
に
つ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
国
賠

法
一
条
に
つ
い
て
は
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た

る
こ
と
、
が
使
用
者
又
は
国
若
し
く
は
公
共
団
体
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の
責
任
の
成
立
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
現
在
の
判
例
で
は
、
国
公
立
学
校
に
お
け

る
教
師
の
教
育
活
動
が
、

国
賠
法
一
条
に
い
う

「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
に
つ
い
て
は

見
解
が
確
定
し
て
い
る
し
(
最
高
裁
判
所
昭
和
六

二
年
二
月
六
日
判
決
・
判
例
時
報
二
=
ニ
二
号

0
0頁
)
、
私
立
学
校
に
お
け
る
教
師
の
教
育
活

動
が
、
事
業
の
執
行
に
当
た
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
本
件
に
お
け
る
X
の
行
動

が
、
狼
寮
及
び
殺
人
と
い
う
犯
罪
行
為
で
あ
り
、

こ
れ
が
学
校
管
理
者
と
の
聞
に
お
け
る
「
指
揮
命

令
関
係
の
範
囲
」
に
含
ま
れ
る
か
で
あ
る
。
常
識

的
に
考
え
れ
ば
、
学
校
教
育
活
動
の
中
に
生
徒
に

対
す
る
狼
襲
行
為
や
殺
害
行
為
が
含
ま
れ
る
は
ず

は
な
い
か
ら
、

か
か
る
行
為
が
教
師
の
「
職
務
」

に
該
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
考
え
方
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
被
用

者
又
は
公
務
員
の
犯
罪
行
為
な
い
し
非
違
行
為
に

よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
者
は
、
加
害
者
当
人
に
賠

償
能
力
が
な
い
場
合
、
十
分
な
賠
償
を
受
け
る
こ

と
が
困
難
と
な
る
。

又
、
職
務
の
範
囲
に
属
し
な

い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
職
務
の
外
形
を
伴

っ
て
い
た
場
合
に
は
、

か
か
る
行
為
に
つ
い
て
使

用
者
な
い
し
管
理
者
の
指
揮
命
令
が
及
ん
で
お
り
、

使
用
者
な
い
し
管
理
者
が
責
任
を
負
う
と
期
待
す

る
こ
と
が
、
被
害
者
や
第
三
者
の
通
常
の
感
覚
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現
在
の
判
例
で
は
、

い
わ
ゆ
る

「
外
形
理
論
」
、
す
な
わ
ち
、
客
観
的

に
職
務
の
外
形
が
あ
る
限
り
、
被
用
者
の
行
為
に

対
し
て
使
用
者
は
原
則
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と

と
な
る
反
面
、
第
三
者
の
側
に
悪
意
又
は
重
過
失

が
あ
る
場
合
に
は
、
外
形
上
職
務
執
行
性
が
あ
る

と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
第
三
者
を
保
護
す
る
理
由

が
な
い
と
し
て
使
用
者
責
任
を
否
定
す
る
と
い
う
、

民
法
七
一
五
条
や
国
賠
法
一
条
の
文
言
か
ら
は
直

ち
に
は
導
か
れ
な
い
よ
う
な
利
益
衡
量
基
準
が
確

立
す
る
に
到
っ
て
い
る
(
最
高
裁
判
所
昭
和
四
四

年
一
一
月
一
八
日
判
決
・
最
高
裁
判
所
民
事
判
例

集
二
三
巻
一
一
号
二

O
七
九
頁
)
。

以
上
の
こ
と

は
、
学
校
の
管
理
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
明
ら
か

に
教
師
と
し
て
の
職
務
に
反
す
る
犯
罪
行
為
な
い

し
非
違
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
職
務
の
外
形

を
伴
つ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
結
果
に
つ
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い
て
民
法
七
一
五
条
な
い
し
国
賠
法
一
条
に
基
づ

い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
被
用
者
な
い
し
公
務
員
と
し
て
の

教
師
に
対
す
る
指
導
管
理
体
制
が
正
面
か
ら
問
わ

れ
る
と
い
う
、
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
学
校
の

管
理
者
と
し
て
は
、
個
々
の
教
師
の
全
行
動
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、

そ
の
行
動
に
つ
い
て
全
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
は

不
合
理
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
た
め
、

民
法
七
一
五
条
で
は
、

一
一
頃
但
書
に
お
い
て
、
使

用
者
が
被
用
者
の
選
任
監
督
に
つ
い
て
過
失
が
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
責
任
を
問
わ
れ
な
い

旨
を
規
定
し
て
い
る
口
し
か
し
な
が
ら
現
実
の
事

件
で
は
、

か
か
る
使
用
者
の
免
責
事
由
の
存
在
は

事
実
上
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
使
用

者
責
任
は
、
管
理
者
の
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
に

責
任
が
課
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
無
過
失
責
任
」

に
近
く
な
っ
て
い
る
口
被
害
者
に
と
っ
て
事
業
内

部
に
お
け
る
選
任
監
督
の
態
様
に
つ
き
反
証
を
挙

げ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
場
合
が
多
い



か
ら
、
使
用
者
責
任
が
事
実
上
無
過
失
責
任
化
す

る
こ
と
は
、
被
害
者
と
使
用
者
と
の
衡
平
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
一
般
的
に
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
使
用
者
と
し
て
の
学
校
の
管
理
者
に
と

つ
て
は
、
免
責
の
余
地
が
事
実
上
な
い
と
い
う
現

状
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
国
賠

法
一
条
に
基
づ
く
国
又
は
公
共
団
体
の
責
任
に
つ

い
て
は
、
公
務
員
個
人
に
代
わ
っ
て
国
又
は
公
共

団
体
が
責
任
を
負
う
(
い
わ
ゆ
る
「
代
位
責
任
」
)

と
さ
れ
て
お
り
、
免
責
の
余
地
が
理
論
上
も
存
在

し
な
い
。
従
っ
て
、

公
務
員
の
犯
罪
行
為
に
つ
い

て
職
務
の
外
形
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
国
又

は
公
共
団
体
が
全
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
そ

し
て
、
公
務
員
個
人
に
対
し
て
は
被
害
者
か
ら
の

責
任
追
及
が
で
き
ず
(
最
高
裁
判
所
昭
和
三

O
年

四
月
一
九
日
判
決
・
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
九

巻
五
号
五
三
四
頁
)
、
国
又
は
公
共
団
体
か
ら
被

害
者
に
対
し
て
い
っ
た
ん
賠
償
が
な
さ
れ
た
後
、

学校教育の基本判例

当
該
公
務
員
に
対
し
て
求
償
が
な
さ
れ
る
、
と
い

う
構
造
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
判
決
が
述
べ
る
と
お
り
、

①
X
の
行
動
が
教
員
と
し
て
の
職
務
に
関
連
し
た

状
況
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
殺
害
行
為

に
到
る
連
れ
出
し
行
為
に
つ
い
て
も
、
職
務
上
の

理
由
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
、
③
Y
校
長

や
Z
教
育
長
に
し
て
も
、

X
に
単
独
行
動
を
し
な

い
よ
う
指
示
す
る
程
度
に
と
ど
ま
り
、

A
に
対
す

る
被
害
拡
大
の
防
止
に
つ
い
て
特
に
対
処
を
図
つ

て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
④
生
徒
や
保
護
者
は

教
師
の
配
置
に
つ
い
て
実
質
的
に
自
己
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
余
地
が
な
く
、
教
師
の
人
格
的
な
資

質
に
つ
い
て
は
学
校
の
管
理
者
に
あ
る
程
度
重
い

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
と

X
の
行
為
に
職

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

務
執
行
性
が
あ
り
、
学
校
管
理
者
で
あ
る

W
町
ら

が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
件
の
被
害
者
A
は
小
学
生
で
あ
り
、

X
の
行
為
が
一
方
的
な
犯
罪
行
為
で
あ
っ
た
こ
と

は
特
に
争
わ
れ
て
い
な
い
が
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、

教
師
と
生
徒
と
の
聞
の
男
女
関
係
等
の
も
つ
れ
が

犯
罪
行
為
な
い
し
非
違
行
為
と
し
て
問
議
の
対
象

と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
教
師
と
生
徒
と
の
男
女
関
係
等

の
在
り
方
に
つ
い
て
学
校
管
理
者
が
管
理
指
導
す

る
こ
と
自
体
が
果
た
し
て
妥
当
か
、
教
育
上
の
公

平
の
観
点
か
ら
個
人
の
行
動
が
法
的
に
規
制
で
き

る
か
、
と
い
っ
た
点
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
く

る
か
ら
、
問
題
が
さ
ら
に
複
雑
と
な
る
こ
と
は
避

け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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