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安
全
配
慮
義
務
と
い
う
言
葉
に
、皆
さ

ん
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る

で
し
ょ
う
か
。「
と
っ
つ
き
に
く
い
」「
堅

苦
し
い
」「
言
葉
自
体
は
わ
か
る
け
ど
、ど

う
し
た
ら
安
全
配
慮
義
務
が
果
た
せ
る
の

か
わ
か
ら
な
い
」な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
本
稿
で
は
、「
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、

労
働
安
全
衛
生
ス
タ
ッ
フ
が
保
健
指
導
や

相
談
業
務
を
行
う
う
え
で
、不
適
切
な
指

導
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、地
方
公
共
団

体
も
し
く
は
職
員
に
不
適
切
な
行
動
を
引

き
起
こ
し
て
し
ま
い
、そ
の
こ
と
が
不
幸

な
結
果
に
つ
な
が
っ
た
」ケ
ー
ス
を
中
心

に
、留
意
点
を
解
説
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

安
全
配
慮
義
務
の
領
域
外
の
内
容
も
含
み

ま
す
。
ま
た
、例
示
は
裁
判
例
の
な
い
も

の
を
含
ん
で
お
り
、裁
判
例
の
あ
る
も
の

で
も
時
代
背
景
や
具
体
的
な
事
象
が
異
な

り
ま
す
の
で
、「
こ
れ
を
守
れ
ば
大
丈
夫
」

あ
る
い
は「
こ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
時
点

で
、
必
ず
責
を
問
わ
れ
る
」と
い
う
わ
け

で
は
な
い
点
を
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

安
全
配
慮
義
務
と	

自
己
保
健
義
務
に
関
す
る
責
務

　

安
全
配
慮
義
務
を
簡
単
な
言
い
方
で

表
現
す
る
と
、「
朝（
も
し
く
は
入
職
時
）、

元
気
に
出
社
し
た
職
員
が
、
夜（
も
し
く

は
退
職
時
）も
元
気
に
帰
宅
で
き
る
よ
う

に
す
る
組
織
の
責
務
」と
言
え
ま
す
。
こ

の
責
務
は
組
織
の
長
の
責
任
の
下
、労
働

安
全
衛
生
ス
タ
ッ
フ
が
実
務
を
担
う
た
め

に
任
命
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
に
な
り
ま

す
。

　
一
方
、安
全
配
慮
義
務
と
対
を
な
す
概

念
と
し
て
、自
己
保
健
義
務
が
あ
り
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
が
労
働
契
約
法
に
明
記
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、自
己
保
健
義
務
は
１

つ
の
条
文
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
業
者
の
労
災
防
止

措
置
の
遵
守
義
務（
労
働
安
全
衛
生
法（
以

下「
安
衛
法
」と
い
う
）第
26
条
）、健
康
診

断
の
受
診
義
務（
同
法
66
条
）、保
健
指
導

の
利
用（
同
法
66
条
の
７
）、長
時
間
労
働

に
対
す
る
医
師
の
面
接
指
導
の
受
診
義
務

（
同
法
66
条
の
８
）、健
康
教
育
の
利
用（
同

法
69
条
）な
ど
が
自
己
保
健
義
務
の
根
拠

と
さ
れ
、「
適
切
な
労
務
提
供
を
行
う
た

め
に
、自
ら
の
健
康
管
理
に
努
め
る
こ
と

が
必
要
」と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
安
全
と
同
様
に
衛
生
・
健
康
に
つ
い

て
も
、
組
織
が
必
要
な
環
境
整
備
・
措
置

を
提
供
し
て
も
職
員
の
協
力
な
し
で
は
対

策
が
前
に
進
ま
な
い
こ
と
か
ら
、組
織
は

自
己
保
健
義
務
の
大
切
さ
を
職
員
に
伝
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
民
事
裁
判
な
ど
で
は
、
生
活
習

慣
病
の
治
療
を
自
ら
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
自
己
保
健
義
務
を
果
た
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、過
失
割
合
が
変

化
し
損
害
賠
償
額
に
影
響
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
が	

安
全
配
慮
義
務
違
反
に
な
り
得
る	

ケ
ー
ス
と
留
意
す
べ
き
点

　
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
が
安
全
配
慮
義
務

違
反
に
な
り
得
る
主
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、

以
下
に
整
理
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
分

類
は
筆
者
の
私
見
で
す
。

（
１
）不
適
切
な
健
康
診
断
対
応

　
事
業
者
は
職
員
に
健
康
診
断
を
受
診
さ

せ
る
旨
が
、安
衛
法
66
条
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
法
66
条
の
４
で
健
康

診
断
結
果
に
つ
い
て
医
師
の
意
見
聴
取
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、同
法
66
条
の
５
で
は
、

意
見
聴
取
を
勘
案
し
て
就
業
場
所
の
変
更

な
ど
を
含
め
た
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
留
意
点

提
言保

健
指
導
や
相
談
業
務
で

安
全
配
慮
義
務
違
反
に
な
ら
な
い
た
め
に
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と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同

法
66
条
の
６
で
健
康
診
断
の
結
果
通
知
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
健
康
診
断
を
適
切
に
受
診
さ
せ
ず
、そ

の
後
従
業
員
が
病
気
等
に
な
り
、会
社
が

責
任
を
問
わ
れ
た
裁
判
例
が
あ
り
ま
す

（
富
士
保
安
警
備
事
件
、東
京
地
判
平
８
・

３
・
28
）。
こ
の
裁
判
で
は
、「
健
康
診
断

を
実
施
し
、従
業
員
の
健
康
に
問
題
が
生

じ
れ
ば
作
業
内
容
の
軽
減
等
の
措
置
を
と

る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
義

務
を
負
っ
て
い
た
」も
の

の
、「
い
ず
れ
も
行
わ
ず

安
全
配
慮
義
務
に
違
反
し

た
」こ
と
が
安
全
配
慮
義

務
違
反
と
し
て
問
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
断
続
的
に
し
か

健
康
診
断
を
受
診
せ
ず
恒

常
的
に
長
時
間
労
働
し
て

い
た
従
業
員
が
脳
幹
部
出

血
に
よ
り
死
亡
し
た
事
例

に
対
し
、
裁
判
で
は
、
業

務
を
軽
減
す
る
な
ど
の
措

置
の
必
要
性
だ
け
で
な
く
、

「
健
康
管
理
を
す
べ
て
労

働
者
自
身
に
任
せ
き
り
に

す
る
の
で
は
な
く
、
…
…

労
働
者
の
健
康
管
理
の
た

め
安
全
配
慮
義
務
を
負
う

と
い
う
べ
き
」と
さ
れ
、
健
康
診
断
の
未

受
診
の
責
を
従
業
員
に
の
み
負
わ
せ
る
こ

と
は
否
定
的
と
さ
れ
て
い
ま
す（
シ
ス
テ

ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
事
件
、東
京
高
判
平

11・７・28
）。

　
健
康
診
断
の
結
果
返
却
に
つ
い
て
は
、

精
密
検
査
が
必
要
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、本
人
に
知
ら
せ
な
い
ま
ま
通
常
業
務

に
就
か
せ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
結
果
病
状

（
肺
結
核
）が
悪
化
し
た
と
認
定
さ
れ
た
裁

判
例
が
あ
り
ま
す（
京
和
タ
ク
シ
ー
事
件
、

京
都
地
判
昭
57・10・７
）。

　
病
院
の
受
診
命
令
に
対
す
る
裁
判
例
も

あ
り
ま
す
。
安
衛
法
66
条
で
従
業
員
が
健

康
診
断
を
受
診
す
る
義
務
を
定
め
て
い
ま

す
が
、
そ
の
受
診（
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮

影
）を
拒
否
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
減

給
処
分
が
有
効
と
さ
れ
た
裁
判
例
で
す

（
愛
知
県
教
委
事
件
、最
一
小
判
平
13・４・

26
）。

　
ま
た
、
法
定
外
項
目
の
受
診
命
令
に
つ

い
て
は
、頸
肩
腕
症
候
群
の
た
め
労
災
認

定
を
受
け
て
い
た
従
業
員
が
事
業
者
か
ら

の
医
療
機
関
へ
の
受
診
命
令
に
従
わ
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
戒
告
処
分
を

行
っ
た
事
例
に
対
し
、
合
理
的
・
相
当
性

が
あ
れ
ば
従
業
員
に
病
院
受
診
義
務
が
発

生
す
る
と
し
て
、処
分
が
有
効
で
あ
る
と

い
う
判
断
が
下
っ
て
い
ま
す（
電
電
公
社

帯
広
局
事
件
、最
一
小
判
昭
61・３・13
）。

（
２
）不
適
切
な
保
健
指
導

　
不
適
切
な
保
健
指
導
と
し
て
は
、専
門

家
と
し
て
不
適
切
な
指
導
を
行
い
そ
の
結

果
病
気
を
引
き
起
こ
し
た（
も
し
く
は
悪

化
さ
せ
た
）場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
極

端
な
例
で
は
、
た
と
え
ば「
狭
心
痛
を
訴

え
る
従
業
員
に
運
動
療
法
を
勧
め
、そ
の

結
果
心
筋
梗
塞
を
引
き
起
こ
し
た
」で
あ

る
と
か
、「
切
迫
し
た
自
殺
企
図
を
訴
え

る
従
業
員
に
対
し
緊
急
で
の
医
療
機
関
受

診
を
勧
め
ず
、
そ
の
直
後
に
自
殺
し
た
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

保
健
指
導
を
し
た
人
が
一
定
の
責
を
問
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
安
全
配
慮
義
務
で
は
な
く
諭
旨
退
職
処

分
無
効
の
裁
判
例
に
な
り
ま
す
が
、被
害

妄
想（
日
常
生
活
を
監
視
さ
れ
嫌
が
ら
せ

を
受
け
て
い
る
と
の
訴
え
）の
あ
る
従
業

員
に
対
し
、「
精
神
科
医
に
よ
る
健
康
診

断
を
実
施
す
る
な
ど
し
た
上
で
、そ
の
診

断
結
果
等
に
応
じ
て
必
要
な
場
合
は
治
療

を
勧
め
た
上
で
休
職
等
の
処
分
を
検
討
し
、

そ
の
後
の
経
過
を
見
る
な
ど
の
対
応
を
採

る
べ
き
」と
判
断
さ
れ
た
裁
判
例
が
あ
り

ま
す（
日
本
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト・パ
ッ
カ
ー
ド

事
件
、
最
二
小
判
平
24
・
４
・
27
）。
こ
の

事
例
で
は
、健
康
管
理
室
の
担
当
者
が
当

人
の
実
家
に
電
話
し
家
族
に
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
の
相
談
窓
口
を
案
内
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
会
社
が
当
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
課
題
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け

る
も
の
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、

対
応
の
適
切
さ
を
示
す
論
拠
に
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　
本
裁
判
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、生

活
習
慣
病
の
状
態
が
悪
い
人
や
精
神
症
状

の
強
い
人
へ
の
対
応
と
し
て
、保
健
指
導

に
よ
る
行
動
変
容
を
期
待
す
る
前
に
医
療

機
関
受
診
を
勧
奨
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る

と
い
う
基
本
を
確
実
に
押
さ
え
て
お
く
こ
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と
が
必
要
で
す
。

　
一
方
で
、健
康
診
断
で
血
圧
高
値
が
指

摘
さ
れ
、そ
の
後
く
も
膜
下
出
血
を
発
症

し
た
従
業
員
に
対
し
、産
業
医
が
指
導
す

る
の
み
で
治
療
の
指
示
を
行
わ
な
か
っ
た

こ
と
が
不
適
切
だ
と
し
て
訴
え
た
判
例
が

あ
り
ま
す
。
本
裁
判
で
は
、
定
期
健
診
の

目
的
を
業
務
上
の
配
慮
の
確
認
と
述
べ
、

治
療
の
指
示
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を

も
っ
て
産
業
医
に
過
失
が
あ
る
と
は
言
え

な
い
と
判
断
さ
れ
ま
し
た（
三
菱
電
機
事

件
、静
岡
地
判
平
11・11・25
）。

　
ま
た
、
精
神
疾
患
を
持
つ
休
職
者
に
対

す
る
産
業
医
の
指
導
が
不
適
切
で
あ
り
、

そ
の
結
果
休
職
者
の
復
職
が
遅
く
な
っ
た

こ
と
を
訴
え
た
裁
判
が
あ
り
ま
す（
産
業

医
賠
償
命
令
事
件
、大
阪
地
判
平
23
・
10
・

25
）。
具
体
的
に
は
、「
そ
れ
は
病
気
や
な

い
、そ
れ
は
甘
え
な
ん
や
」「
薬
を
飲
ま
ず

に
頑
張
れ
」「
こ
ん
な
状
態
が
続
い
と
っ
た

ら
生
き
と
っ
て
も
お
も
ん
な
い
や
ろ
が
」

と
い
う
産
業
医
の
発
言
が
不
適
切
で
あ
り
、

病
状
悪
化
に
よ
る
休
業
損
害
が
発
生
し
た

こ
と
や
慰
謝
料
が
裁
判
で
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
裁
判
例
を
踏
ま
え
る
と
、
産

業
保
健
の
専
門
家
と
し
て
常
に
最
新
の
医

学
・
看
護
学
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
、
対

面
す
る
職
員
を
１
人
の
感
情
を
持
っ
た
人

間
と
し
て
誠
実
に
対
面
す
る
こ
と
、
保
健

指
導
を
す
る
う
え
で
主
治
医
や
産
業
医
の

方
針
に
疑
問
が
生
じ
る
場
合
は
対
面
や
文

書
等
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
、
な
ど
が
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に
求
め

ら
れ
ま
す
。

（
３
）就
業
上
の
措
置
に
お
け
る
不
備

　
安
衛
法
第
66
条
の
５
で
は
、
健
康
診
断

実
施
後
の
措
置
と
し
て
、
健
康
診
断
結
果

に
関
す
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
後
に
そ

れ
を
勘
案
し
、「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し

て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、

労
働
時
間
の
短
縮
、
深
夜
業
の
回
数
の
減

少
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
作
業
環
境

測
定
の
実
施
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又

は
整
備
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意

見
の
衛
生
委
員
会
若
し
く
は
安
全
衛
生
委

員
会
又
は
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会

へ
の
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
前
掲
の
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
事

件
の
裁
判
で
も
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

業
務
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
か

ら
業
務
軽
減
の
申
し
出
が
さ
れ
て
い
な
い

場
合
で
も
実
施
す
べ
き
措
置
と
さ
れ
て
い

ま
す
（
も
ち
ろ
ん
、
実
務
上
は
本
人
に
説

明
を
尽
く
し
、
同
意
を
得
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。
ま
た
本
裁

判
例
で
は
、
産
業
医
が
使
用
者
に
対
し
て

業
務
軽
減
を
指
示
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
「
業
務
軽
減
措
置

を
採
る
べ
き
義
務
の
有
無
に
消
長
を
来
す

※
こ
と
は
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
産
業
医
の
意
見
に
か
か
わ
ら
ず
、

事
業
者
は
適
切
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

※
「
影
響
を
与
え
る
」
の
意

（
４
）組
織
の
方
針・就
業
規
則
と

　
　
異
な
る
指
導

　
組
織
に
は
就
業
規
則
（
そ
の
他
、
労
働

協
約
や
個
別
の
労
働
契
約
）
が
あ
り
、
そ

れ
を
遵
守
す
る
前
提
で
雇
用
契
約
が
組
織

と
従
業
員
と
の
間
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
休
業
中
の
職
員
に
対
し
て
、

休
業
可
能
期
間
を
無
視
し
た
説
明
や
復
職

を
保
証
す
る
説
明
を
専
門
職
が
し
た
場
合

に
は
、
「
不
適
切
な
説
明
を
行
い
、
職
員

に
過
度
な
期
待
を
持
た
せ
た
」
点
で
責
を

問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。

（
５
）法
的
要
求
を
無
視
し
た
指
導

　
法
的
に
す
べ
き
で
な
い
就
業
や
行
為
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
無
視
し
た
指
導
は

責
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
安
衛
法
68
条
に「
病
者

の
就
業
禁
止
」の
項
目
が
あ
り
、「
事
業

者
は
、
伝
染
性
の
疾
病
そ
の
他
の
疾
病

で
、厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か

か
っ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、そ
の
就

業
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
さ

れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
疾
病
状
態
に
つ

い
て
は
労
働
安
全
衛
生
規
則（
以
下「
安

衛
則
」と
い
う
）61
条
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す（
図
）。
ま
た
、同
規
則
61
条
２
項
に

「
事
業
者
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
、就
業

を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か

じ
め
、産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意

見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
組
織
が
医
師
の
意
見
を

聞
か
ず
し
て
不
適
切
な
判
断
を
行
っ
た
り
、

医
師
が
不
適
切
な
意
見
を
述
べ
た
り
し
た

場
合
に
は
、一
定
の
責
任
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
車
の
運
転
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で

す
。
て
ん
か
ん
を
は
じ
め
と
す
る
意
識
を

図　病者の就業禁止に該当する病気
（安衛法第68条、安衛則第61条、昭47年9月18日基発601号の1）

１ 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
（病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、トラ
コーマ、流行性角膜炎およびこれに準ずる伝染性疾
患が該当。伝染予防の措置をした場合を除く）

２ 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく
増悪するおそれのあるものにかかった者

※慎重・適正な運用のため、事前に産業医、専門医等の医師の意見を聴き、でき
るだけ就業の機会を失わせないよう指導し、やむを得ない場合に限り就業を禁
止する規定とされている。
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失
う
よ
う
な
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
職
員

に
は
、自
動
車
運
転
を
避
け
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す（「
令
和
４
年

３
月
14
日
警
察
庁
丁
運
発
第
68
号 

一
定

の
病
気
等
に
係
る
運
転
免
許
関
係
事
務
に

関
す
る
運
用
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」、

各
医
療
系
の
学
会
の
声
明
な
ど
も
参
照
）。

２
０
１
４
年
の
道
路
交
通
法
の
改
正
に
伴

い
、繰
り
返
し
運
転
を
や
め
る
よ
う
に
指

導
を
行
っ
た
場
合
で
も
、当
該
患
者
が
運

転
を
や
め
な
い
場
合
に
は
、医
師
に
よ
る

任
意
の
届
出
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

（「
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
一
定
の
症
状
を

呈
す
る
病
気
等
に
あ
る
者
を
診
断
し
た
医

師
か
ら
公
安
委
員
会
へ
の
任
意
の
届
出
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」日
本
医
師
会
、
平
成
26
年

９
月
を
参
照
）。

　
業
務
で
車
を
使
用
し
た
際
の
事
故
に
て

ん
か
ん
が
影
響
し
た
裁
判
例
は
複
数
あ

り（
宇
都
宮
ク
レ
ー
ン
車
交
通
事
故
損
害

賠
償
請
求
事
件
、宇
都
宮
地
判
平
25
・
４
・

24
、
株
式
会
社
藍
香
房
事
件
、
京
都
地
判

平
30
・
９
・
14
な
ど
）、
使
用
者
に
は
使
用

者
責
任（
民
法
７
１
５
条
１
項
）と
運
行
供

用
者
責
任（
自
賠
法
第
３
条
）が
課
せ
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
ら
の
責
任
は
病
気
の
有
無
と

は
関
係
な
く
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
大
型
免
許
や
二
種
免
許
は
、
普

通
免
許
よ
り
も
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持

ち
多
数
の
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
別
枠
で
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
運
輸
業
な
ど
の
会
社
に
よ
っ

て
は
、
運
転
手
な
ど
に
対
し
て
社
内
基
準

を
定
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
６
）ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
不
適
切
な
対
応

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
必
要
性
は
言
う

ま
で
も
な
く
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
訴
え
が

あ
っ
た
と
き
に
は
対
応
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
民
間
企
業
で
は
２
０
１
９
年
に
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト（
以
下「
パ
ワ
ハ
ラ
」

と
い
う
）の
防
止
対
策
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

２
０
２
２
年
か
ら
は
中
小
企
業
に
お
い
て

も
パ
ワ
ハ
ラ
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
義
務

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
が
実
際
に
発
生
し
た
際
、不
適

切
な
対
応
を
と
る
と
安
全
配
慮
義
務
違
反

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
実
際
に
、
暴
行
・
継
続
的
な
暴
言
等
の

パ
ワ
ハ
ラ
が
あ
り
う
つ
病
に
罹
患
し
た
職

員
が
自
殺
し
た
事
案
に
つ
い
て
、地
方
公

共
団
体
の
安
全
配
慮
義
務
・
職
場
環
境
調

整
義
務
違
反
を
認
定
し
た
裁
判
例
が
あ

り
ま
す（
さ
い
た
ま
市（
環
境
局
職
員
）事

件
、
東
京
高
判
平
29
・
10
・
26
）。
本
件
で

は
、パ
ワ
ハ
ラ
の
訴
え
を
受
け
た
後
に
適

切
な
対
応
を
上
司
が
と
ら
ず
、当
人
の
心

理
的
な
負
担
等
を
軽
減
す
る
措
置
を
と
ら

な
か
っ
た
こ
と
、自
殺
念
慮
が
当
人
か
ら

訴
え
ら
れ
た
直
後
に
主
治
医
や
産
業
医
等

に
相
談
を
し
て
適
切
な
対
応
を
と
れ
ば
自

殺
を
防
げ
た
蓋
然
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
、

組
織
の
責
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
７
）個
人
情
報
の
保
護
、管
理
の
不
備

　
組
織
が
安
全
配
慮
義
務
を
果
た
す
た
め

に
は
、従
業
員
の
健
康
情
報
が
必
要
で
す
。

一
方
で
健
康
情
報
は
機
微
な
個
人
情
報
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
法
律
・
通
知
等

を
踏
ま
え
、産
業
保
健
職
が
加
工
し
組
織

は
必
要
な
範
囲
で
活
用
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
２
０
１
９
年
４
月
に
安

衛
法
が
改
正
さ
れ
、同
法
１
０
４
条
で
労

働
者
の
健
康
情
報
を
適
正
に
収
集・保
管・

使
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
健
診
の
法
定

外
項
目
や
保
健
指
導
の
結
果
を
組
織
に
情

報
提
供
す
る
際
に
は
あ
ら
か
じ
め
本
人
の

同
意
を
と
る
こ
と
や
社
内
規
程
を
作
成
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
事
業

場
に
お
け
る
労
働
者
の
健
康
情
報
等
の
取

扱
規
程
を
作
成
す
る
た
め
の
手
引
き
」（
厚

生
労
働
省
、平
成
31
年
３
月
）や「
雇
用
管

理
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
う
ち
健
康

情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
に
つ
い
て
」（
平
成
29
年
５
月
29
日
付
け

個
情
第
７
４
９
号
・
基
発
０
５
２
９
第
３

号
）も
確
実
に
把
握
し
て
お
く
べ
き
内
容

で
す
。
逆
説
的
に
言
う
と
、
こ
の
部
分
の

理
解
を
前
提
と
し
た
中
で
、健
康
情
報
の

開
示
の
本
人
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

安
全
配
慮
義
務
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
い
か
に

と
る
か
、専
門
職
の
力
量
が
問
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
健
康
診
断
と
し
て
法
定
外
の
項

目
を
測
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
例
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と
し
て
、
厚
生
労
働
省
は「
職
域
に
お
け

る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
対
策
に
関
す
る
協
力

の
要
請
に
つ
い
て
」（
令
５・３
・
22
）な
ど

の
通
知
を
出
し
て
お
り
、そ
の
文
中
に「
労

働
者
に
対
し
て
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

受
け
る
こ
と
の
意
義
を
周
知
し
、検
査
の

受
診
を
呼
び
か
け
る
こ
と
」と
あ
り
、
そ

の
う
え
で「
本
人
の
同
意
な
く
本
人
以
外

の
者
が
不
用
意
に
検
査
受
診
の
有
無
や
結

果
な
ど
を
知
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、プ
ラ

イ
バ
シ
ー
保
護
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
」

と
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
過
去
に
裁
判
例
が
あ

り
ま
す
。
採
用
選
考
時
に
本
人
の
同
意
な

し
で
行
わ
れ
た
Ｂ
型
肝
炎
検
査
で
陽
性
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と
を
契
機
に
内

定
を
取
り
消
さ
れ
た
事
例
で
、「
特
段
の

理
由
が
な
い
の
に
検
査
を
実
施
し
た
こ

と
」「
必
要
性
が
あ
っ
た
場
合
で
も
本
人

の
同
意
が
必
要
」と
の
こ
と
で
慰
謝
料
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す（
Ｂ
金
融
公
庫
事
件
、

東
京
地
判
平
15・６・20
）。

　
こ
れ
は
Ｂ
型
肝
炎
検
査
だ
け
で
な
く
Ｈ

Ｉ
Ｖ
で
も
同
様
で
す
。
他
の
病
院
で
診
断

さ
れ
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
理
由
と
し
て
職
員

で
あ
る
看
護
師
に
休
業
を
勧
め
た
こ
と
に

つ
い
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
結
果
は
診
察
目
的

の
範
囲
内
で
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

労
務
管
理
を
目
的
と
し
て
用
い
る
こ
と
は

目
的
外
使
用
で
あ
り
、
本
人
の
同
意
を
得

な
い
ま
ま
取
り
扱
う
場
合
に
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
に
な
る
こ
と
、
休
業
の
指
示

を
す
る
こ
と
に
よ
る
本
人
の
不
利
益
は
合

理
的
な
理
由
が
あ
る
か
自
由
な
意
思
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で

な
い
場
合
は
不
法
行
為
と
な
る
と
し
た
裁

判
例
が
あ
り
ま
す
（
社
会
医
療
法
人
Ａ
会

事
件
、
福
岡
地
判
久
留
米
支
部
平
26
・

８
・
８
、
福
岡
高
判
平
27
・
１
・
29
）。

本
件
で
は
、
紹
介
状
の
返
信
に
よ
り
病
気

が
判
明
し
、
そ
の
情
報
が
本
人
同
意
を
得

な
い
ま
ま
関
係
者
に
伝
達
さ
れ
た
う
え
で
、

就
業
上
の
措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
。
紹
介

状
の
返
信
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
示
唆
に

富
む
重
要
な
裁
判
例
で
す
。

そ
の
他
留
意
す
べ
き
事
項

（
１
）障
害
者
の
把
握
に
つ
い
て

　
障
害
者
雇
用
率
制
度
に
よ
り
、一
定
以

上
の
規
模
の
事
業
主
に
は
、従
業
員
に
占

め
る
障
害
者
の
割
合
を
法
定
雇
用
率
以
上

に
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
民
間
企
業
の

法
定
雇
用
率
は
２・
３
％
で
す
が
、
国
や

地
方
公
共
団
体
は
２・
６
％
、
都
道
府
県

な
ど
の
教
育
委
員
会
は
２・
５
％
と
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
雇
用
率
の
算
定
方
法
は

「
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
任
免
に
関
す
る

状
況
の
通
報
に
係
る
手
引
」（
厚
生
労
働
省

職
業
安
定
局
、
令
和
３
年
５
月
）が
参
考

に
な
り
ま
す
が
、本
件
に
つ
い
て
も
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
へ
の
十
分
な
配
慮
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
具
体
的
に
は
厚
生
労
働
省
が
策

定
し
た「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
障

害
者
の
把
握・確
認
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
準

拠
し
た
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、「
対
象
者

の
把
握・確
認
方
法（
採
用
段
階
お
よ
び
採

用
後
）」「
把
握
・
確
認
し
た
情
報
の
更
新
」

「
情
報
の
処
理
・
保
管
方
法
」「
禁
忌
事
項
」

「
障
害
に
対
す
る
理
解
や
障
害
者
に
対
す

る
支
援
策
に
つ
い
て
の
理
解
の
普
及
」な

ど
に
つ
い
て
記
載
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、利
用
目
的
の

明
確
化
と
そ
の
範
囲
内
で
の
利
用（
他
の

目
的
で
入
手
し
た
情
報
を
流
用
し
な
い
）、

個
人
を
特
定
し
て
障
害
の
有
無
を
照
会
す

る
方
法
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

し
ょ
う
。

　
障
害
の
有
無
に
関
す
る
照
会
の
不
適
切

な
例
と
し
て
、「
健
康
等
に
つ
い
て
、
部

下
が
上
司
に
対
し
て
個
人
的
に
相
談
し
た

内
容
」や「
上
司
や
職
場
の
同
僚
の
受
け
た

印
象
や
職
場
に
お
け
る
風
評
」「
健
康
診
断

の
結
果
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
不

適
切
な
場
合
が
あ
り
得
る
例
と
し
て
、「
所

得
税
の
障
害
者
控
除
を
行
う
た
め
に
提
出

さ
れ
た
書
類
」や「
病
欠
・
休
職
の
際
に
提

出
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
」が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
禁
忌
事
項
と
し
て
、「
労
働
者

本
人
の
意
思
に
反
し
た
形
で
の
障
害
者
で

あ
る
旨
の
申
告
又
は
手
帳
の
取
得
の
強

要
」や「
障
害
者
で
あ
る
旨
の
申
告
又
は
手

帳
の
取
得
を
拒
ん
だ
こ
と
に
よ
る
解
雇
そ

の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
」「
産
業
医
等
医

療
関
係
者
や
企
業
に
お
い
て
健
康
情
報
を

取
り
扱
う
者
が
障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
、

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
、障
害
者
雇

用
調
整
金
又
は
報
奨
金
の
申
請
の
担
当
者

か
ら
、労
働
者
の
障
害
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
を
受
け
た
場
合
、本
人
の
同
意
を
得

ず
に
、
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
」な
ど

の
旨
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
禁
忌
事
項

は
当
然
の
内
容
で
す
が
、不
適
切
な
例
や

不
適
切
な
場
合
が
あ
り
得
る
例
に
つ
い
て

は
、実
務
上
の
流
れ
の
中
で
進
み
か
ね
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、特
に
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）合
理
的
配
慮
に
つ
い
て

　
合
理
的
配
慮
は
安
全
配
慮
と
は
異
な
る

概
念
で
す
が
、非
常
に
重
要
で
す
。

　
合
理
的
配
慮
と
は
、労
働
者
が
職
場
で

適
切
に
働
く
た
め
に
必
要
な
調
整
や
支
援

を
、雇
用
主
が
合
理
的
な
範
囲
で
提
供
す

る
こ
と
を
指
し
、障
害
者
差
別
解
消
法
に

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

同
法
第
５
条
に「
行
政
機
関
等
及
び
事
業

者
は
、社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ

い
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
的
確

に
行
う
た
め
、自
ら
設
置
す
る
施
設
の
構

造
の
改
善
及
び
設
備
の
整
備
、関
係
職
員
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に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
必
要
な
環
境
の

整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
人

な
ど
か
ら
何
ら
か
の
配
慮
を
求
め
る
意
思

の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、負
担
に
な

り
す
ぎ
な
い
範
囲
で
、社
会
的
障
壁
を
取

り
除
く
た
め
に
必
要
で
合
理
的
な
配
慮
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
の

行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
は
合
理
的
配

慮
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す（
民
間
事
業

者
の
合
理
的
配
慮
は
現
在
努
力
義
務
で
す

が
、２
０
２
４
年
に
義
務
化
さ
れ
ま
す
）。

　
な
お
、こ
の
法
律
で
は
障
害
者
の
定
義

と
し
て
、「
身
体
障
害
、知
的
障
害
、精
神

障
害（
発
達
障
害
を
含
む
。）そ
の
他
の
心

身
の
機
能
の
障
害（
以
下「
障
害
」と
総
称

す
る
。）が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、障
害
及
び

社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る

状
態
に
あ
る
も
の
」と
さ
れ
て
お
り
、
障

害
者
手
帳
の
有
無
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い

点
に
も
留
意
が
必
要
で
す
。

　
で
は
、合
理
的
配
慮
の「
合
理
的
」と
は

ど
の
よ
う
な
状
態
で
、「
負
担
に
な
り
す
ぎ

な
い
範
囲
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で

し
ょ
う
か
。内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
解
説

ペ
ー
ジ
に
は
典
型
的
な
例
と
し
て
、「
車
い
す

の
方
が
乗
り
物
に
乗
る
時
に
手
助
け
を
す

る
こ
と
や
、窓
口
で
障
害
の
あ
る
方
の
障
害

の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
手
段

（
筆
談
、読
み
上
げ
な
ど
）で
対
応
す
る
こ

と
」と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、「
障
害

を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

す
る
基
本
方
針
」で
は
、「
行
政
機
関
等
及

び
事
業
者
に
お
い
て
、個
別
の
事
案
ご
と
に
、

以
下
の
要
素
等
を
考
慮
し
、具
体
的
場
面

や
状
況
に
応
じ
て
総
合
的・客
観
的
に
判
断

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。行
政
機
関
等
及

び
事
業
者
は
、過
重
な
負
担
に
当
た
る
と
判

断
し
た
場
合
は
、障
害
者
に
そ
の
理
由
を
説

明
す
る
も
の
と
し
、理
解
を
得
る
よ
う
努
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
多
く
の
地
方
公
共
団
体
は
障
害

を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
た
め
に
対

応
要
領
を
策
定
し
て
お
り
、
内
閣
府
が
実

施
し
た
令
和
４
年
の
調
査
で
は
75
％
の
地

方
公
共
団
体
が
対
応
要
領
を
策
定
済
み
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記
の
よ
う
に
合
理
的
配
慮
が
ど
の
程

度
求
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、総
合
的・

客
観
的
な
判
断
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、逆

説
的
に
は「
現
在
実
施
し
て
い
る
配
慮
に

よ
っ
て
合
理
的
配
慮
が
成
立
し
て
い
る
と

判
断
す
る
の
は
難
し
い
」と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。

　
裁
判
例
と
し
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
の
診
断

を
受
け
た
従
業
員
が
伝
票
入
力
な
ど
で
単

純
ミ
ス
を
多
発
し
、そ
の
後
合
理
的
配
慮

の
不
備
が
あ
っ
た
な
ど
の
訴
え
を
起
こ
し

た
事
案
に
お
い
て
、裁
判
所
は
原
告
の
合

理
的
配
慮
の
申
し
出
自
体
が
な
か
っ
た
と

認
定
し
、よ
っ
て
合
理
的
配
慮
の
提
供
義

務
が
な
い
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す

（
三
栄
製
薬
事
件
、
東
京
地
判
平
30
・
３
・

19
）。

　
ま
た
、障
害
者
差
別
解
消
法
施
行
前
の

裁
判
例
に
な
り
ま
す
が
、知
的
障
害
が
あ

り
障
害
者
雇
用
で
入
社
し
た
従
業
員
が
２

年
間
の
就
労
継
続
し
て
い
た
中
で
労
働
時

間
の
短
縮
と
時
給
の
減
額
が
起
点
と
推
察

さ
れ
る
自
殺
に
つ
い
て
、強
い
心
理
的
負

荷
の
あ
る
仕
事
で
は
な
く
、
ま
た
本
人
・

家
族
が
自
閉
症
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
伏

せ
て
い
た
こ
と
も
踏
ま
え
、自
殺
の
予
見

可
能
性
が
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す（
ヤ
マ
ト
ロ
ジ
ス
テ
ィ

ク
ス
事
件
、東
京
地
判
平
20・９・30
）。

ま
と
め

　
以
上
、
組
織
の
安
全
配
慮
義
務
に
関
連

す
る
保
健
指
導
・
相
談
業
務
を
中
心
に
留

意
点
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
医
療
の
進
歩
、

働
き
方
改
革
、
健
康
経
営
の
推
進
な
ど
の

影
響
も
あ
り
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に
求

め
ら
れ
る
内
容
・
専
門
性
が
よ
り
広
く
・

深
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
を

押
さ
え
、
日
常
の
保
健
指
導
・
相
談
業
務

に
活
か
し
て
く
だ
さ
い
。


