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三

緊
急
事
態
お
よ
び
医
療
緊
急
状
況
の
た
め
の
特
定
規
範

四

財
産
的
責
任
と
強
制
収
用
に
関
す
る
一
般
規
範
：
予
備
意
見

五

不
可
抗
力

六

個
別
損
害

七

過
失

八

収
用
措
置
の
採
用
に
対
す
る
補
填

参
考
文
献

訳
者
あ
と
が
き

一

序

本
稿
の
執
筆
時
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
機
関
に
よ
る
CO
V
ID
-19（⽛
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
⽜）
の
危
機
管
理
に
由
来
す
る
最
終
的

な
（
政
治
、
民
事
、
行
政
、
刑
事
上
な
ど
の
）
責
任
を
強
く
求
め
る
の
は
、
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
責
任
で

あ
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
時
宜
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
公
衆
衛
生
上
、
正
常
な
状
況
に
戻
れ

ば
直
ち
に
確
実
に
裁
判
沙
汰
に
な
る
、
重
要
な
実
際
上
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
将
来
の
責
任
に
関
す
る

法
制
度
は
、
所
管
の
官
公
庁
お
よ
び
現
在
ま
た
は
将
来
に
影
響
を
受
け
る
私
人
─
た
と
え
ば
、
医
療
物
資
を
供
給
す
る
企
業
─
が
、

危
機
に
対
処
す
る
た
め
現
時
点
で
採
用
し
得
る
行
動
方
針
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
主
体

は
、
何
ら
か
の
形
で
行
動
す
る
時
、
現
在
の
決
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
費
用
と
利
益
に
依
存
す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
あ
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る
程
度
、
前
述
の
責
任
が
何
で
あ
る
か
を
予
測
し
考
慮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

補
填
義
務
の
類
型

こ
の
危
機
管
理
に
関
す
る
行
政
機
関
の
行
為
ま
た
は
不
作
為
は
、
私
た
ち
の
法
秩
序
の
規
定
に
し
た
が
い
、
損
害
賠
償
義
務
を
伴
う
損

害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
り
得
る
。

第
一
に
、
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
財ㅟ

産ㅟ

的ㅟ

責ㅟ

任ㅟ

の
問
題
で
あ
り
得
る
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
大
問
題
は
、
あ
る
損
害
が
意
図

せ
ず
偶
然
引
き
起
こ
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
政
機
関
に
よ
り
賠
償
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。第

二
に
、
補
填
義
務
は
、
公
共
の
利
益
を
理
由
に
特
定
の
人
々
に
故
意
に
損
害
を
与
え
る
、
実ㅟ

質ㅟ

的ㅟ

なㅟ

収ㅟ

用ㅟ

措ㅟ

置ㅟ

の
採
用
に
つ
な
が
る

可
能
性
が
あ
る
。
補
償
義
務
は
、
社
会
福
祉
の
低
下
を
も
た
ら
す
事
故
に
由
来
す
る
厳
密
な
意
味
で
の
財
産
的
責
任
と
は
異
な
り
、
た
と

え
特
定
の
人
々
に
対
す
る
犠
牲
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
福
祉
を
増
加
さ
せ
る
、
─
ま
た
は
、
少
な
く
と
も
増
加
さ
せ
る
べ
き

─
活
動
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
私
た
ち
は
収
用
介
入
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
律
に
適
合

し
た
行
動
に
対
す
る
財
産
的
責
任
に
直
面
し
て
い
る
と
考
え
る
著
者
や
判
決
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、
最
高
裁
判
所
一
九
九
七
年
二
月
十
三

日
判
決
（l aST

C
28/1997, de13defebrero, FJ7

）
を
参
照
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
発
生
す
る
大
き
な
実
際
問
題
は
、
補
償
を
伴

う
べ
き
措
置
（
私
た
ち
の
見
解
で
は
、
そ
れ
ら
は
実
質
的
に
は
収
用
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
三
十
三
条
三
項
（
⚑
）

に
基
づ
き
、
そ
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
）
を
、
補
償
す
べ
き
で
は
な
い
権
利
の
制
限
、
ま
た
は
境
界
の
画
定
か
ら
、
区
別
す
る

こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
国
は
、
犠
牲
者
に
対
す
る
扶
助
ま
た
は
助
成
的
な
援
助
の
交
付
を
考
慮
す
る
規
範
に
基
づ
き
、
何
ら
か
の
損
害
を
補
填
す
る
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義
務
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
は
、
三
番
目
の
類
型
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
綿
密
に
考
慮
す
る
が
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
、
最
初
の
二
つ
の
類
型
が
も
っ
と
も
解

釈
上
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
二
類
型
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

三

緊
急
事
態
お
よ
び
医
療
緊
急
状
況
の
た
め
の
特
定
規
範

い
く
つ
か
の
法
的
条
項
は
、
私
た
ち
が
現
在
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
医
療
危
機
状
況
下
で
の
措
置
採
用
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
に
対
す

る
行
政
機
関
の
賠
償
義
務
を
明
確
に
規
定
す
る
。
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
二
つ
が
際
立
っ
て
い
る
。

一
九
八
一
年
六
月
一
日
の
緊
急
事
態
、
非
常
事
態
、
お
よ
び
戒
厳
状
態
に
関
す
る
組
織
法
（l aLey

O
rgáni ca4/1981, de1dej uni o,

del osestadosdeal arm
a, excepci ón

y
si ti o

）（
以
下
、
LO
EA
ES）
第
三
条
二
項
は
、⽛
こㅟ

れㅟ

らㅟ

のㅟ

事ㅟ

態ㅟ

のㅟ

有ㅟ

効ㅟ

期ㅟ

間ㅟ

中ㅟ

にㅟ

採ㅟ

用ㅟ

さㅟ

れㅟ

たㅟ

行ㅟ

為ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

処ㅟ

分ㅟ

のㅟ

適ㅟ

用ㅟ

のㅟ

結ㅟ

果ㅟ

、
責ㅟ

にㅟ

帰ㅟ

すㅟ

べㅟ

きㅟ

理ㅟ

由ㅟ

にㅟ

よㅟ

らㅟ

ずㅟ

しㅟ

てㅟ

、
直ㅟ

接ㅟ

的ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

個ㅟ

人ㅟ

的ㅟ

にㅟ

、
権ㅟ

利ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

利ㅟ

益ㅟ

がㅟ

制ㅟ

限ㅟ

さㅟ

れㅟ

、
損ㅟ

害ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

被ㅟ

害ㅟ

をㅟ

被ㅟ

るㅟ

者ㅟ

はㅟ

、
法ㅟ

律ㅟ

のㅟ

規ㅟ

定ㅟ

にㅟ

しㅟ

たㅟ

がㅟ

いㅟ

、
補ㅟ

償ㅟ

をㅟ

受ㅟ

けㅟ

るㅟ

権ㅟ

利ㅟ

をㅟ

有ㅟ

すㅟ

るㅟ

⽜
と
規
定
す
る
。

他
方
、
二
〇
一
一
年
十
月
四
日
の
公
衆
衛
生
一
般
法
（l a

Ley
33/2011, de

4
de
octubre, General de

Sal ud
Públi ca

）（
以
下
、

LGSP）
第
五
四
条
二
項
は
、
公
衆
衛
生
当
局
は
、
と
く
に
深
刻
か
つ
緊
急
の
状
況
下
で
は
、
予
防
的
に
、
製
品
お
よ
び
物
質
の
固
定
と
没

収
、
物
的
資
産
ま
た
は
個
人
的
資
産
へ
の
介
入
、
設
備
・
施
設
・
公
共
機
関
お
よ
び
工
場
の
予
防
的
閉
鎖
、
仕
事
上
の
業
務
の
停
止
、
設

備
・
施
設
・
公
共
機
関
お
よ
び
工
場
の
操
業
に
加
え
、
製
品
・
物
質
の
製
造
ま
た
は
商
品
化
に
関
す
る
条
件
の
決
定
、
そ
し
て
一
般
に
、

健
康
上
危
険
を
も
た
ら
す
合
理
的
な
兆
候
が
あ
る
場
合
に
は
、
現
行
法
に
適
合
す
る
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
措
置
を
課
す
可
能
性
が
あ
る
、

と
定
め
る
（
第
二
項
）。
ま
た
、⽛［
前ㅟ

述ㅟ

のㅟ

予ㅟ

防ㅟ

的ㅟ

措ㅟ

置ㅟ

のㅟ

］
採ㅟ

用ㅟ

にㅟ

起ㅟ

因ㅟ

すㅟ

るㅟ

費ㅟ

用ㅟ

はㅟ

、
責ㅟ

をㅟ

負ㅟ

うㅟ

べㅟ

きㅟ

個ㅟ

人ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

企ㅟ

業ㅟ

がㅟ

負ㅟ

担ㅟ

すㅟ

るㅟ

⽜

と
規
定
す
る
（
第
三
項
）。
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こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、（
問
題
を
）
解
決
す
る
よ
り
も
（
む
し
ろ
）
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
両
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
唯
一
の
明
ら
か
な
点
は
、
前
述
の
措
置
の
結
果
と
し
て
損
害
を
被
る
人
々
は
、
そ
の
（
措
置
）
採
用
の
理
由
た
る
状
況
に
責
任
を
負
う

べ
き
場
合
、
換
言
す
る
と
、
そ
の
措
置
の
責
任
が
彼
ら
に
あ
る
場
合
、
補
償
を
受
け
る
権
利
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の

仮
定
は
、
有
害
な
行
政
介
入
を
引
き
起
こ
し
た
公
衆
衛
生
上
の
危
機
が
、
必
ず
し
も
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
人
々
に
よ
り

発
生
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
寄
与
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
に
と
り
、
そ
の
危
険
が
、
あ
る
法
秩
序
の
違
反
─
た
と
え
ば
、

法
律
上
規
定
さ
れ
た
安
全
措
置
の
省
略
─
の
結
果
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
た
だ
単
に
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
法
律
に
し
た
が
っ
て
実
施
さ

れ
て
き
た
活
動
の
好
ま
し
く
な
い
偶
発
的
な
結
果
で
あ
る
か
は
、
重
要
で
は
な
い
。
国
は
、
公
衆
衛
生
保
護
の
た
め
の
警
察
措
置
に
よ
る

偶
発
的
損
害
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
前
述
の
法
的
利
益
を
精
神
的
に
動
揺
さ
せ
た
り
、
損
害
を
与
え
た
り
、
危
険
に
陥
れ
た
り
し
た
人
々
が

被
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
を
負
わ
な
い
。
治
安
を
乱
す
人
々
は
、
妨
害
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
た
め
の
警
察
措
置
の
結
果
と
し
て
彼

ら
が
被
る
損
害
の
賠
償
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
。

そ
こ
か
ら
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
に
、
二
つ
の
規
定
の
い
ず
れ
も
、
行
政
が
、
彼
ら
の
介
入
に
つ
な
が
る
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
人
以

外
の
人
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
、
何
も
述
べ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
上
の
保
護
措
置
が
、
そ
れ
ら

が
戦
お
う
と
す
る
危
険
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
な
い
人
々
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
も
の
が
一
つ
も
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
LO
EA
ES
第
三
条
二
項
は
、
被
害
者
は
⽛
法
律
の
規
定
に
し
た
が
い
、
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
⽜

と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
換
言
す
る
と
、
こ
の
問
題
に
適
用
可
能
な
一
般
規
定
（
の
適
用
）
を
免
除
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
の
ち
ほ
ど
言
及
す
る
。

第
二
に
、
損
害
の
原
因
と
な
る
措
置
が
法
的
法
令
に
違
反
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
公
衆
衛
生
上
の
危
険
を
軽
減

す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
異
常
な
も
の
は
、と
く
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
考
え
ら
れ
る
違
法
行
為
が
、健
康
や
治
安
を
混
乱
さ
せ
る
人
々
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に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
違
反
が
行
政
に
と
り
完
全
に
無
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
二
つ
の
規
定
は
い
ず
れ
も
、
特
定
の
保
護
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
被
害
に
対
す
る
行
政
の
財

産
的
責
任
を
定
め
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
問
題
や
そ
の
他
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
強
制
収
用
と
公
権
力
の
財
産
的
責
任
に
関
す
る
国
の
法
律
で
確
立
さ
れ
た
一
般
的

な
規
定
と
原
則
に
頼
る
ほ
か
な
い
。

四

財
産
的
責
任
と
強
制
収
用
に
関
す
る
一
般
規
範
：
予
備
意
見

二
〇
一
五
年
十
月
一
日
の
公
共
部
門
の
法
制
度
に
関
す
る
法
律
（l a

Ley
40/2015, de

1
de
octubre, de

Régi m
en
Jurí di co

del
Sector

Públi co

）（
以
下
、
LRJSP）
第
三
十
二
条
以
下
、
お
よ
び
一
九
五
四
年
十
二
月
十
六
日
の
強
制
収
用
法
（l a

Ley
de

Expropi aci ón
Forzosade16dedi ci em

brede1954

）（
以
下
、
LEF）
に
基
本
的
に
含
ま
れ
る
こ
れ
ら
の
一
般
規
範
を
、
考
え
ら
れ

る
事
例
に
適
用
す
る
場
合
、
二
つ
の
重
要
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
る
と
良
い
。

第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
一
般
規
範
は
非
常
に
柔
軟
で
、
曖
昧
で
、
不
正
確
で
あ
り
、
現
在
の
問
題
（
に
適
用
す
る
）
に
は
短
所
と
長
所

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
短ㅟ

所ㅟ

は
、
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
極
め
て
並
外
れ
た
危
機
が
引
き
起
こ
し
た
問
題
に
対
し
、（
そ
の
よ
う

な
一
般
規
範
は
そ
も
そ
も
）
類
似
の
状
況
を
考
慮
し
（
て
作
ら
れ
）
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
具
体
的
な
答
え
も
明
確
な
答
え
も
提
供
し

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
危
機
と
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
べ
く
採
用
さ
れ
た
措
置
が
あ
ま
り
に
も
異
常
で
あ
る
た
め
、
私
た
ち
が
確
実
に
依

拠
で
き
る
確
固
た
る
基
礎
を
提
供
す
る
類
似
の
事
例
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
る
私
た
ち
の
裁
判
所
の
判
決
が
示
す
法
解
釈
を
見
つ
け
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
際
立
っ
た
問
題
で
あ
る
。
長ㅟ

所ㅟ

は
、
そ
の
開
放
的
構
造
が
並
外
れ
た
柔
軟
性
を
許
し
、
例

外
的
な
集
中
状
況
に
適
応
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
の
立
法
構
成
と
、
裁
判
所
に
よ
る
そ
れ
ら
の
学
術
的
解
釈
と
適
用
が
、
い
ず
れ
も
著
し
く
混
乱
し
、
一
貫
性

を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
多
く
の
変
則
（
anom
alías）、
伝
説
（
m
itos）、
お
よ
び
不
一
致
（
discordancias）
を
見
つ

け
る
こ
と
の
で
き
る
ス
ペ
イ
ン
行
政
法
の
一
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
法
律
と
近
隣
諸
国
の
法
律
と
の
間
、
私
た
ち
の
法

律
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
柄
と
裁
判
所
に
よ
る
実
際
の
適
用
方
法
と
の
間
、
彼
ら
が
決
定
に
用
い
る
論
拠
と
彼
ら
の
実
際
の
決

定
内
容
と
の
間
な
ど
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

五

不
可
抗
力

こ
れ
は
、
CO
V
ID
-19
危
機
に
よ
る
被
害
者
が
、
裁
判
所
に
、
そ
の
被
っ
た
損
害
は
国
が
賠
償
せ
よ
と
宣
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、

乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
巨
大
な
障
害
物
の
う
ち
筆
頭
の
も
の
で
あ
る
。
LRJSP
第
三
十
二
条
一
項
は
、
不
可
抗
力
の
場

合
、
公
務
執
行
が
引
き
起
こ
す
被
害
に
対
す
る
行
政
機
関
の
財
産
的
責
任
を
除
外
し
て
い
る
。

こ
の
条
項
の
効
果
に
よ
り
、
不
可
抗
力
と
は
、
あ
る
合
併
し
た
判
例
に
し
た
が
う
と
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
者
の
行
動
範
囲
を
超

え
た
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
、あ
る
予
見
さ
れ
得
な
い
、ま
た
は
抑
え
が
た
い
出
来
事
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（
SÁ
N
CH
EZ

SÁ
EZ
(2009)お
よ
び
CO
N
D
E
A
N
T
EQ
U
ERA
(2015)の
豊
富
な
引
用
を
参
照
）。
一
九
九
五
年
七
月
十
一
日
の
最
高
裁
判
所
判
決

（rec. 303/1993

）
は
、
こ
の
概
念
は
、⽛
損ㅟ

害ㅟ

対ㅟ

象ㅟ

おㅟ

よㅟ

びㅟ

そㅟ

のㅟ

固ㅟ

有ㅟ

のㅟ

危ㅟ

険ㅟ

性ㅟ

のㅟ

外ㅟ

部ㅟ

にㅟ

予ㅟ

期ㅟ

せㅟ

ぬㅟ

原ㅟ

因ㅟ

がㅟ

あㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

、
おㅟ

よㅟ

びㅟ

そㅟ

のㅟ

発ㅟ

生ㅟ

がㅟ

予ㅟ

測ㅟ

不ㅟ

能ㅟ

でㅟ

あㅟ

りㅟ

、
仮ㅟ

にㅟ

予ㅟ

測ㅟ

でㅟ

きㅟ

たㅟ

とㅟ

しㅟ

てㅟ

もㅟ

完ㅟ

全ㅟ

にㅟ

抑ㅟ

えㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

のㅟ

でㅟ

きㅟ

なㅟ

いㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

不ㅟ

可ㅟ

避ㅟ

のㅟ

もㅟ

のㅟ

でㅟ

あㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

、
とㅟ

のㅟ

基ㅟ

本ㅟ

的ㅟ

なㅟ

二ㅟ

点ㅟ

にㅟ

よㅟ

りㅟ

定ㅟ

義ㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

⽜
と
述
べ
る
。
同
様
の
意
味
で
、
つ
ま
り
LRJSP
第
三
十
四
条
一
項
は
、⽛
そㅟ

のㅟ

発ㅟ

生ㅟ

時ㅟ

にㅟ

現ㅟ

存ㅟ

すㅟ

るㅟ

科ㅟ

学ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

技ㅟ

術ㅟ

のㅟ

知ㅟ

識ㅟ

のㅟ

状ㅟ

態ㅟ

にㅟ

よㅟ

れㅟ

ばㅟ

予ㅟ

測ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

回ㅟ

避ㅟ

すㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

がㅟ

不ㅟ

能ㅟ

でㅟ

あㅟ

っㅟ

たㅟ

出ㅟ

来ㅟ

事ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

状ㅟ

況ㅟ

にㅟ

由ㅟ

来ㅟ

すㅟ

るㅟ

損ㅟ

害ㅟ

はㅟ

補ㅟ

償ㅟ

すㅟ

べㅟ

きㅟ

でㅟ

はㅟ

なㅟ

いㅟ

。
たㅟ

だㅟ

しㅟ

、
こㅟ

うㅟ

しㅟ

たㅟ

事ㅟ

例ㅟ

にㅟ

対ㅟ

しㅟ

、
法ㅟ

律ㅟ

にㅟ

よㅟ

りㅟ

扶ㅟ

助ㅟ

的ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

経ㅟ

済ㅟ

的ㅟ

なㅟ

給ㅟ

付ㅟ

をㅟ

確ㅟ

立ㅟ

すㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

はㅟ

妨ㅟ

げㅟ

なㅟ
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いㅟ

⽜
と
規
定
す
る
。

こ
の
免
責
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
そ
の
損
害
は
実
際
に
は
公
務
執
行
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
不
可
抗
力
を
構

成
す
る
出
来
事
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
る
。
行
政
機
関
に
、
相
当
な
注
意
を
し
て
も
回
避
で
き
な
い
損

害
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
る
。

私
た
ち
の
意
見
で
は
、
CO
V
ID
-19
の
出
現
は
、
こ
の
疾
病
が
ス
ペ
イ
ン
の
公
務
執
行
と
は
無
縁
に
発
生
し
、
そ
の
う
え
、
必
要
な
予

防
措
置
を
講
じ
て
も
回
避
で
き
な
い
損
害
を
発
生
せ
し
め
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
不
可
抗
力
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

航
空
管
制
官
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
、
そ
の
後
の
二
〇
一
〇
年
十
二
月
に
緊
急
事
態
令
を
発
し
て
領
空
を
閉
鎖
し
た
政
府
の
反
応
に
よ
り
引
き

起
こ
さ
れ
た
損
害
に
関
し
、
最
高
裁
判
所
が
基
礎
を
固
め
た
先
例
に
も
示
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
四
月
十
五
日
判
決
（rec.

108/2012

）、
二
〇
一
三
年
七
月
十
日
判
決
（rec. 35/2013

）、
二
〇
一
三
年
九
月
十
八
日
判
決
（rec. 55/2013

）、
お
よ
び
二
〇
一
四
年

三
月
七
日
判
決
（rec. 17/2013

）
参
照
）。（
最
高
）
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
不
可
抗
力
の
推
測
を
構
成
す
る
か
ら
、
そ
の
損
害
は

行
政
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
不
可
抗
力
の
同
時
発
生
に
よ
り
、
こ
の
危
機
の
情
勢
下
で
国
民
が
被
っ
た
損
害
に
対
し
行
政
機
関
が
財
産
的
責
任
を
負
う
可

能
性
が
完
全
に
排
除
さ
れ
る
と
は
思
わ
な
い
。
こ
の
汎
流
行
病
が
誘
発
し
た
被
害
は
、
確
か
に
あ
る
程
度
ま
で
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、ス
ペ
イ
ン
の
行
政
機
関
は
、彼
ら
の
行
為
と
不
作
為
に
よ
り
、そ
れ
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
軽
減
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、（
類
似
の
国
々
の
）
各
当
局
が
採
用
し
た
予
防
的
職
務
が
一
様
で
は
な
く
、
こ
の
汎
流
行
病
が
類
似
の
国
々
に
及
ぼ
し
た
影

響
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
不
可
抗
力
が
意
味
す
る
免
責
は
、
必
要
な
予
防
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
回
避
で
き
た
、
ま
た

は
軽
減
で
き
た
損
害
に
は
及
ば
な
い
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
行
政
が
必
要
な
手
続
き
を
採
用
し
て
い
れ
ば
追
加
的
被
害
の
発
生
を
回
避

す
る
こ
と
が
で
き
た
範
囲
内
で
、
─
公
務
執
行
と
そ
れ
と
の
間
に
は
─
、
補
償
義
務
の
発
生
に
必
要
な
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
判
断

北研 57 (1・90) 90

研究ノート

北研 57 (1・91) 91

COVID-19 の危機管理に対する国の財産的責任



で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
提
起
さ
れ
得
る
問
題
は
、あ
る
特
定
の
損
害
─
た
と
え
ば
あ
る
人
の
死
亡
─
が
、⽛
回
避
可
能
⽜で
あ
っ
た
か
、ま
た
は⽛
不

可
避
⽜
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
し
、
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
関
係
す
る
行
政
が
勤
勉
に
職
務
を
果
た
せ
ば
予
防
す
る
こ

と
の
で
き
た
具
体
的
被
害
と
、
た
と
え
彼
ら
の
行
動
が
非
難
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
と
に
か
く
発
生
し
た
具
体
的
被
害
と
を
識
別

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
⽛
原
因
の
不
特
定
⽜
の
推
測
の
い
く
つ
か
は
、
機
会
喪
失
の
理
論
（
la
doctrina
de
la
pérdida
de

oportunidad）
に
し
た
が
っ
て
解
決
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、（
行
政
の
）
任
務
懈
怠
が
、
犠
牲
者
が
最
終
的
に
具
体
化
す
る
損

害
を
被
る
可
能
性
を
大
幅
に
高
め
た
も
の
の
、
行
政
が
必
要
な
注
意
を
払
っ
て
職
務
を
果
た
し
て
も
な
お
同
様
の
結
果
が
生
じ
た
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
場
合
に
適
用
し
得
る
。
そ
の
結
果
、
比
例
責
任
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
補

償
は
、
懈
怠
由
来
と
推
定
さ
れ
る
損
害
を
引
き
起
こ
す
確
率
の
増
加
に
よ
り
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
（
全
体
に
つ
い
て
、

M
ED
IN
A
A
LCO
Z,2007
お
よ
び
2019
を
参
照
）。

六

個
別
損
害

LRJSP
第
三
十
二
条
二
項
は
、
補
償
の
原
因
と
な
る
損
害
を
申
し
立
て
る
に
は
、⽛
個ㅟ

人ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

個ㅟ

人ㅟ

のㅟ

集ㅟ

団ㅟ

にㅟ

関ㅟ

しㅟ

てㅟ

個ㅟ

別ㅟ

化ㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

必ㅟ

要ㅟ

がㅟ

あㅟ

るㅟ

⽜
と
規
定
す
る
。
こ
の
要
件
の
正
当
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
民
の
大
多
数
が
被
っ
た
被
害
を
公
的
機
関
に
賠
償
さ
せ
る

の
は
不
条
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
国
民
が
、
租
税
制
度
を
通
じ
て
、
対
応
す
る
補
償
金
の
み
な
ら
ず
、
行
政
の
財
産
的
責
任
を
取

り
除
く
た
め
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
手
続
き
の
費
用
ま
で
も
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
犠
牲
者
に
⽛
補
填
⽜
す
る
こ
と
は
、

逆
説
的
に
彼
ら
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
片
方
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
る
お
金
は
、
も
う
片
方
か
ら
出
る
お
金
よ
り
少
な
く
な
る
で

あ
ろ
う
。
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こ
の
危
機
管
理
の
枠
組
み
に
お
け
る
行
政
機
関
に
責
を
帰
す
べ
き
行
為
と
不
作
為
の
結
果
と
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ほ
ぼ
す
べ
て

の
ス
ペ
イ
ン
国
民
が
並
外
れ
て
巨
大
な
損
害
を
被
っ
た
、
あ
る
い
は
被
り
つ
つ
あ
り
、
誰
も
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、

こ
れ
ら
の
行
動
が
近
い
将
来
ス
ペ
イ
ン
社
会
全
体
に
引
き
起
こ
す
負
の
経
済
的
影
響
は
、
極
め
て
深
刻
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
被
害
を
補
償
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
公
的
機
関
が
、
自
国
の
経
済
的

な
豊
か
さ
を
保
護
す
る
た
め
、
と
り
わ
け
も
っ
と
も
貧
窮
し
て
い
る
人
々
の
経
済
的
な
豊
か
さ
を
保
護
す
る
た
め
、
全
体
的
ま
た
は
部
分

的
に
補
償
す
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
効
果
的
か
つ
公
正
な
道
具
は
、

財
産
的
責
任
で
は
な
く
、
極
め
て
多
様
な
目
的
と
原
理
に
応
じ
て
構
成
さ
れ
た
、
助
成
ま
た
は
扶
助
的
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
援
助
は
、
よ
り
費
用
の
か
か
ら
な
い
手
続
き
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
、
も
っ
と
も
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
々
、
ま
た
は
そ
れ
か
ら

よ
り
大
き
な
社
会
的
有
用
性
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
人
々
に
資
力
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
危
機
の
際
、
行
政
機
関
が
特
定
の
個
人
ま
た
は
個
人
の
集
団
に
、
LRJSP
第
三
十
二
条
二
項
が
意
味
す
る
範

囲
内
の
個
別
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
可
能
性
を
自ㅟ

明ㅟ

のㅟ

理ㅟ

とㅟ

しㅟ

てㅟ

排
除
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
は
、
こ
の
汎

流
行
病
の
管
理
の
結
果
と
し
て
、
一
般
的
に
国
民
が
耐
え
忍
ん
だ
被
害
、
そ
し
て
今
後
も
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
被
害
を
超

え
る
よ
う
な
、
特
別
の
、
極
め
て
甚
大
な
被
害
を
理
解
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
近
親
者
の
死
亡
な
ど
、
特
定
の
個
人
的
損
害
、

ま
た
は
財
産
上
の
損
害
が
、
前
述
の
個
別
損
害
の
法
的
概
念
に
適
合
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
何
ら
不
合
理
で
は
な
い
。

七

過
失

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
行
政
機
関
の
財
産
的
責
任
を
規
制
す
る
規
定
の
支
配
的
解
釈
は
、
お
も
に
二
つ
の
軸
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。

第
一
は
そ
の
責
任
の
客
観
的
性
質
で
あ
る
。
第
二
は
⽛
侵
害
⽜
ま
た
は
⽛
違
法
な
損
害
⽜
の
概
念
で
あ
る
。
あ
る
損
害
に
つ
い
て
国
が
責
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任
を
負
う
か
否
か
を
決
定
す
る
鍵
は
、
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
行
動
が
正
し
か
っ
た
か
誤
っ
て
い
た
か
で
は
な
く
、
有
害
な
結
果
そ
れ
自

体
の
違
法
性
に
あ
る
。
国
は
、
犠
牲
者
が
負
担
す
べ
き
法
的
義
務
の
な
い
違
法
な
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
は
常
に
、
─
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
場
合
に
の
み
─
責
任
を
負
う
。

こ
れ
は
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、
圧
倒
的
多
数
の
著
者
と
事
実
上
す
べ
て
の
司
法
機
関
に
よ
り
一
斉
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

解
釈
の
終
わ
り
か
ら
二
番
目
の
里
程
標
は
、
二
〇
一
八
年
十
月
十
七
日
（112/2018

）
お
よ
び
二
〇
一
九
年
六
月
五
日
（79/2019

）
の
憲

法
裁
判
所
判
決
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
客
観
的
性
質
は
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
〇
六
条
二
項
（
⚒
）に

よ
り
す
で
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
立
法
者
と
法
律
適
用
担
当
機
関
の
両
方
を
拘
束
す
る
こ
と
が
確
言
さ
れ
て
い

る
（
RO
D
RÍGU
EZ
FERN
Á
N
D
EZ,2018
の
評
釈
を
参
照
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
裁
判
所
が
行
う
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
実
際
に
行
っ
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
そ
し
て
判
決
を

動
機
づ
け
る
論
拠
と
そ
の
中
身
と
の
間
に
は
、
体
系
的
で
難
解
か
つ
明
白
な
齟
齬
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
解
釈
が
何
度
も
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
行
政
機
関
に
は
、
事ㅟ

実ㅟ

上ㅟ

、
公
務
が
必
要
な
配
慮
を
せ
ず
、
何
ら
か
の
欠
陥
の
あ
る
、

ま
た
は
異
常
な
対
応
と
い
え
る
執
行
を
し
た
た
め
に
損
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
場
合
に
の
み
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
、
過
失
責
任
制
度

が
適
用
さ
れ
る
（
M
IR
PU
IGPELA
T
,2008）。
著
者
の
大
半
と
ほ
ぼ
す
べ
て
の
裁
判
所
が
、
行
政
機
関
の
財
産
的
責
任
は
客
観
的
な
も

の
で
あ
る
、
と
、
ど
れ
ほ
ど
断
言
し
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
、
現
実
に
適
用
さ
れ
る
一
般
規
則
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ご
く
ま
れ
な
例
外
を
除
き
、
無
過
失
責
任
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
結
論
に
到
達
す
る
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
法
学
は
、
大
量
の
怪
し
げ
な
、
ご
ま
か
し
の
、
婉
曲
的
論
拠
を
用
い
て
い
る
［
LET
ELIER

W
A
RT
EN
BERG
(2001);M
ED
IN
A
A
LCO
Z
(2012)］。
ひ
と
つ
の
非
常
に
便
利
な
か
ら
く
り
は
、
因
果
関
係
を
求
め
る
と
見
せ
か
け

て
、
過
失
責
任
の
法
則
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
常
な
公
務
執
行
が
行
わ
れ
、
行
政
が
必
要
な
予
防
措
置
を
講
じ
て
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い
れ
ば
、
犠
牲
者
が
被
っ
た
損
害
は
前
述
の
執
行
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
と
宣
言
さ
れ
る
。
ま
た
、
予
審
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、

な
ぜ
例
外
を
設
け
る
の
か
に
つ
い
て
納
得
行
く
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
理
由
が
ひ
と
つ
も
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
単
に
、
客
観
性
の
判
断
基
準
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
戦
略
は
、⽛
損
害
の
違
法
性
⽜
に
訴
え

て
、
ひ
そ
か
に
過
失
責
任
を
忍
び
込
ま
せ
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
常
な
公
務
執
行
が
行
わ
れ
、
必
要
な
配
慮
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
れ
ば
、
犠
牲
者
は
そ
の
被
る
損
害
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
重
大
な
違
法
は
な
い
、
と
評
価
さ
れ
る
。

こ
の
最
後
の
論
争
上
の
操
作
は
、⽛
法
律
に
し
た
が
っ
て
受
忍
す
る
法
的
義
務
を
伴
わ
な
い
損
害
⽜（
LRJSP
第
三
十
二
条
一
項
）
の
概

念
の
循
環
に
よ
り
支
持
さ
れ
る
。
犠
牲
者
が
法
律
上
の
受
忍
義
務
を
負
わ
な
い
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同

語
反
復
（
tautología）
で
あ
る
（
GA
RCÍA
A
M
A
D
O
,2012）。
そ
の
よ
う
な
言
明
を
は
ら
む
循
環
論
法
を
避
け
る
に
は
、
こ
の
義
務
が

い
つ
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
か
を
明
確
化
す
る
別
の
判
断
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
も
判
例
も
、
申
し
分
の

な
い
一
般
的
な
判
断
基
準
の
案
出
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
GA
RCÍA
D
E
EN
T
ERRÍA
と
FERN
Á
N
D
EZ
RO
D
RÍGU
EZ
は
、⽛
問

題
の
被
害
を
合
法
化
す
る
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
⽜、
そ
の
損
害
は
違
法
と
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
彼
ら

は
、
当
初
、⽛
こ
れ
ら
の
正
当
化
の
理
由
は
、
評
価
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
常
に
、
法
律
上
望
ま
し

い
と
意
図
さ
れ
る
被
害
を
［
決
定
す
る
、
ま
た
は
強
い
る
］
資
格
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
も
指
摘
し
て
い
た
（1993,

cap. X
X
I, IV
, 2

）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
法
律
に
よ
り
明
ら
か
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想
定
さ
れ

た
要
求
を
繰
り
返
し
否
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
必
要
な
配
慮
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
、
医
療
扶
助
の
給
付
に
よ
り

引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
の
違
法
性
は
否
定
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
お
よ
び
他
の
同
様
の
場
合
、
被
っ
た
損
害
を
受
忍
す
る
義
務
を
犠
牲
者

に
明
示
的
に
課
す
法
律
上
ま
た
は
正
規
の
規
定
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
実
際
、
前
述
の
著
者
ら
は
す
で
に
（
見
解
を
）
訂
正
し
終
え
て
お
り
、

今
度
は
、⽛
完
全
に
不
可
避
で
あ
り
、
実
際
に
は
望
ま
し
く
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
最
終
的
に
は
受
忍
す
る
と
考
え
ら
れ
る
被
害
で
あ
る
と
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決
定
す
る
、
ま
た
は
強
い
る
法
的
資
格
が
な
い
限
り
常
に
⽜
責
任
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
は
る
か
に
広
範
囲
の
方
式
を
構
成
す
る
。

さ
ら
に
著
者
ら
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
示
す
い
く
つ
か
の
例
を
記
し
て
は
い
る
が
（
た
と
え
ば
、
税
金
の
支
払
い
、
ま
た
は
⽛
個
人
や
集

団
生
活
に
お
け
る
一
般
的
な
（
租
税
）
負
担
⽜）、
そ
の
妥
当
性
を
正
当
化
ま
た
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
的
判
断
基
準
の
表
明
は

断
念
し
て
い
る
（2017, cap. X

X
I, IV

, 3

）。

実
際
、
違
法
性
の
概
念
は
、
完
全
に
空
虚
な
一
種
の
⽛
仕
立
て
屋
の
引
き
出
し
（
cajón
desastre）⽜（
が
ら
く
た
入
れ
、
包
括
的
な
も

の
）（
GA
RCÍA
A
M
A
D
O
,2012）
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
裁
判
官
は
そ
の
規
準
や
直
観
を
よ
く
知
ら
ぬ
ま
ま
（
そ
れ
を
）
記
載
し
て

い
る
。

さ
て
、
私
た
ち
が
検
討
す
る
事
例
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
法
律
で
現
実
に
適
用
さ
れ
る
一
般
法
則
─
す
な
わ
ち
過
失
責
任
─
が
除

外
さ
れ
る
、
ま
た
は
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
理
由
は
何
も
な
い
。

行
政
が
一
定
の
予
防
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
、
CO
V
ID
-19
危
機
の
際
に
国
民
が
被
っ
た
損
害
は
、
そ
の

（
予
防
措
置
の
）
不ㅟ

作ㅟ

為ㅟ

が
、
必
要
な
保
護
を
行
う
義
務
に
対
す
る
違
反
を
推
定
で
き
る
過
失
と
み
な
せ
る
場
合
に
限
り
補
償
す
べ
き
も
の

と
な
る
（
こ
の
義
務
の
範
囲
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L,2019）。

同
様
に
、
被
害
の
原
因
と
な
っ
た
、
現
在
の
危
機
と
戦
う
た
め
に
採
ら
れ
た
措
置
─
た
と
え
ば
、
あ
る
施
設
の
閉
鎖
─
の
い
く
つ

か
が
、
た
だ
単
に
違
法
と
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
対
応
す
る
行
政
の
財
産
的
責
任
を
発
生
さ
せ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

そ
の
違
法
性
は
さ
ら
に
、
─
困
難
な
─
同
時
発
生
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
あ
る
過
失
、
す
な
わ
ち
必
要
な
保
護
を
行
う
義
務
に

対
す
る
違
反
の
副
産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
［
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L（
2010）
を
参
照
。
反
対
の
も
の
と
し
て
、
M
ED
IN
A

A
LCO
Z（
2005）
お
よ
び
FERN
Á
N
D
EZ
RO
D
RÍGU
EZ（
2018）］。

行
政
が
、
偶
然
に
、
ま
た
は
、
そ
の
う
え
違
法
な
方
法
で
、
し
か
し
過
失
で
は
な
く
、
危
難
に
直
面
す
る
公
衆
衛
生
を
保
護
す
る
権
限
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の
行
使
に
お
い
て
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
、
被
害
者
は
⽛
そ
の
苦
痛
を
耐
え
忍
ぶ
義
務
が
あ
る
⽜
と
理
解
す
る
に
十
分
な
理
由
が
あ

る
。客

観
責
任
（
無
過
失
責
任
）
制
度
に
お
い
て
、
行
政
は
、
─
た
と
え
ば
疑
わ
し
い
施
設
の
閉
鎖
な
ど
─
、
必
要
な
保
護
を
し
な
が
ら

行
動
し
た
と
し
て
も
、
損
害
発
生
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
制
度
は
、
行
政
介
入
を
よ
り
高
額
な
も
の
に
し
、
し
た
が
っ

て
そ
の
量
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
所
管
官
庁
に
、
あ
る
種
の
抑
止
的
な
、
麻
酔
作
用
の
あ
る
効
果
を
も
た
ら
す
。
反
対
に
、

有
責
（
過
失
責
任
）
制
度
に
し
た
が
え
ば
、（
今
度
は
）
犠
牲
者
が
前
述
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
は
彼
ら
が
実
行
す
る
活
動
─
た
と

え
ば
問
題
の
施
設
の
営
業
な
ど
─
を
よ
り
高
額
な
も
の
に
し
、
行
政
介
入
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
活
動
の

実
行
は
確
実
に
縮
小
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

客
観
責
任
（
無
過
失
責
任
）
の
規
範
の
も
と
で
は
、
公
衆
衛
生
保
護
に
関
す
る
行
政
権
限
の
適
用
は
、
行
政
の
権
限
行
使
が
過
度
に
抑

制
さ
れ
る
危
険
性
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
個
人
が
危
険
な
活
動
を
実
行
す
る
水
準
を
、
社
会
的
に
最
適
な
水
準
を
大
き
く
超
え
る
程
度

に
ま
で
高
め
て
し
ま
う
危
険
性
を
内
包
す
る
。
反
対
の
法
則
を
適
用
す
る
と
、
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
自
由
な
進
展
に
対
し
行
政
が

過
度
に
干
渉
し
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
量
に
到
達
す
る
の
を
妨
げ
る
可
能
性
を
引
き
起
こ
す
が
、
こ
れ
ら
の
最
終
的
な
悪
影
響
は
、
代
案
が

も
た
ら
す
結
果
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
過
失
責
任
の
法
則
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
（
よ
り
詳

し
く
は
、
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L,2010
を
参
照
）。

八

収
用
措
置
の
採
用
に
対
す
る
補
填

CO
V
ID
-19
に
よ
る
医
療
の
危
機
的
状
況
を
管
理
す
る
た
め
の
緊
急
事
態
を
宣
言
す
る
二
〇
二
〇
年
三
月
十
四
日
の
政
令463/2020

は
、
各
種
の
権
利
切
除
措
置
の
採
用
を
容
認
し
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、
そ
の
第
八
条
一
項
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
る
。⽛（
権ㅟ

限ㅟ

をㅟ

）
委ㅟ

任ㅟ

さㅟ

れㅟ

たㅟ

所ㅟ

轄ㅟ

官ㅟ

庁ㅟ

はㅟ

、
職ㅟ

権ㅟ

でㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

自ㅟ

治ㅟ

州ㅟ

やㅟ

地ㅟ

方ㅟ

公ㅟ

共ㅟ

団ㅟ

体ㅟ

のㅟ

要ㅟ

請ㅟ

にㅟ

応ㅟ

じㅟ

てㅟ

、
とㅟ

りㅟ

わㅟ

けㅟ

、
安ㅟ

全ㅟ

性ㅟ

サㅟ

ーㅟ

ビㅟ

スㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

重ㅟ

大ㅟ

かㅟ

つㅟ

不ㅟ

可ㅟ

欠ㅟ

なㅟ

操ㅟ

作ㅟ

者ㅟ

をㅟ

提ㅟ

供ㅟ

すㅟ

るㅟ

たㅟ

めㅟ

、
こㅟ

のㅟ

政ㅟ

令ㅟ

がㅟ

予ㅟ

定ㅟ

すㅟ

るㅟ

目ㅟ

的ㅟ

をㅟ

達ㅟ

成ㅟ

すㅟ

るㅟ

のㅟ

にㅟ

必ㅟ

要ㅟ

なㅟ

、
あㅟ

らㅟ

ゆㅟ

るㅟ

種ㅟ

類ㅟ

のㅟ

財ㅟ

産ㅟ

のㅟ

一ㅟ

時ㅟ

的ㅟ

徴ㅟ

用ㅟ

のㅟ

実ㅟ

施ㅟ

にㅟ

同ㅟ

意ㅟ

すㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

がㅟ

でㅟ

きㅟ

るㅟ

。
そㅟ

のㅟ

徴ㅟ

用ㅟ

がㅟ

職ㅟ

権ㅟ

でㅟ

決ㅟ

定ㅟ

さㅟ

れㅟ

たㅟ

場ㅟ

合ㅟ

、対ㅟ

応ㅟ

すㅟ

るㅟ

自ㅟ

治ㅟ

州ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

地ㅟ

方ㅟ

公ㅟ

共ㅟ

団ㅟ

体ㅟ

のㅟ

行ㅟ

政ㅟ

機ㅟ

関ㅟ

にㅟ

事ㅟ

前ㅟ

通ㅟ

知ㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

。⽜（
第
一
項
）
ま
た
同
条
は
、

⽛
そㅟ

れㅟ

らㅟ

のㅟ

行ㅟ

政ㅟ

区ㅟ

域ㅟ

でㅟ

はㅟ

、
こㅟ

のㅟ

政ㅟ

令ㅟ

のㅟ

目ㅟ

的ㅟ

達ㅟ

成ㅟ

にㅟ

必ㅟ

要ㅟ

不ㅟ

可ㅟ

欠ㅟ

なㅟ

、
強ㅟ

制ㅟ

的ㅟ

なㅟ

個ㅟ

人ㅟ

援ㅟ

助ㅟ

のㅟ

実ㅟ

施ㅟ

がㅟ

課ㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

がㅟ

あㅟ

るㅟ

⽜
と
定

め
る
（
第
二
項
）。

そ
の
第
十
三
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
保
健
大
臣
は
、⽛
民ㅟ

間ㅟ

のㅟ

医ㅟ

療ㅟ

セㅟ

ンㅟ

タㅟ

ーㅟ

、
サㅟ

ーㅟ

ビㅟ

スㅟ

、
施ㅟ

設ㅟ

、
おㅟ

よㅟ

びㅟ

製ㅟ

薬ㅟ

部ㅟ

門ㅟ

でㅟ

活ㅟ

動ㅟ

をㅟ

展ㅟ

開ㅟ

すㅟ

るㅟ

もㅟ

のㅟ

もㅟ

含ㅟ

めㅟ

、
あㅟ

らㅟ

ゆㅟ

るㅟ

性ㅟ

質ㅟ

のㅟ

産ㅟ

業ㅟ

、
工ㅟ

場ㅟ

、
作ㅟ

業ㅟ

場ㅟ

、
開ㅟ

発ㅟ

場ㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

施ㅟ

設ㅟ

にㅟ

介ㅟ

入ㅟ

しㅟ

、
一ㅟ

時ㅟ

的ㅟ

にㅟ

（
そㅟ

れㅟ

らㅟ

をㅟ

）
占ㅟ

有ㅟ

すㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

がㅟ

でㅟ

きㅟ

るㅟ

。⽜［
第
b)
項
］
ま
た
（
同
条
は
、
保
健
大
臣
は
）、⽛
こ
の
医
療
危
機
の
文
脈
に
お
い
て
、
公
衆
衛
生
の
適

切
な
保
護
の
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
の
一
時
的
徴
用
を
実
行
し
、
強
制
的
な
個
人
援
助
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
⽜

と
規
定
す
る
［
第
c)
項
］。

政
令463/2020

は
、あ
る
例
外
を
除
き
、た
と
え
ば
旅
館
や
飲
食
店
の
よ
う
な
特
定
の
企
業
活
動
の
実
施
も
一
時
的
に
禁
じ
て
い
る（
第

十
条
）。

こ
の
政
令
は
と
く
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
い
く
つ
か
は
収
用
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
対
応
す
る
補
償
を
伴
う
べ
き

こ
と
、
一
方
そ
れ
以
外
の
措
置
は
同
様
の
補
填
義
務
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
前
提

の
下
で
何
ら
か
の
結
果
が
発
生
す
る
の
か
、
言
い
換
え
る
と
、
私
た
ち
が
収
用
に
直
面
し
た
時
、
そ
し
て
補
償
す
べ
き
で
は
な
い
権
利
の

範
囲
の
限
定
に
直
面
し
た
時
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
か
で
あ
る
（
両
方
の
種
類
の
措
置
を
如
何
に
区
別
す
る
か
に
関
し
、
一
般

的
に
、
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L,2012a
お
よ
び
2012b）。
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LEF
第
一
条
は
、
強
制
収
用
を
、⽛
そㅟ

れㅟ

がㅟ

売ㅟ

却ㅟ

、
交ㅟ

換ㅟ

、
地ㅟ

代ㅟ

、
賃ㅟ

貸ㅟ

、
一ㅟ

時ㅟ

的ㅟ

占ㅟ

有ㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

単ㅟ

なㅟ

るㅟ

（
権ㅟ

利ㅟ

）
行ㅟ

使ㅟ

のㅟ

中ㅟ

断ㅟ

をㅟ

意ㅟ

味ㅟ

すㅟ

るㅟ

かㅟ

否ㅟ

かㅟ

にㅟ

かㅟ

かㅟ

わㅟ

らㅟ

ずㅟ

、
まㅟ

たㅟ

そㅟ

れㅟ

がㅟ

個ㅟ

人ㅟ

にㅟ

属ㅟ

すㅟ

るㅟ

かㅟ

団ㅟ

体ㅟ

にㅟ

属ㅟ

すㅟ

るㅟ

かㅟ

をㅟ

問ㅟ

わㅟ

ずㅟ

、
強ㅟ

制ㅟ

的ㅟ

にㅟ

決ㅟ

定ㅟ

さㅟ

れㅟ

たㅟ

私ㅟ

有ㅟ

財ㅟ

産ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

正ㅟ

当ㅟ

なㅟ

財ㅟ

産ㅟ

上ㅟ

のㅟ

権ㅟ

利ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

利ㅟ

益ㅟ

のㅟ

あㅟ

らㅟ

ゆㅟ

るㅟ

形ㅟ

態ㅟ

のㅟ

単ㅟ

一ㅟ

のㅟ

剥ㅟ

奪ㅟ

⽜
と
定
義
す
る
。

LEF
第
一
二
〇
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。⽛
公ㅟ

のㅟ

秩ㅟ

序ㅟ

とㅟ

公ㅟ

安ㅟ

、
伝ㅟ

染ㅟ

病ㅟ

、
洪ㅟ

水ㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

そㅟ

のㅟ

他ㅟ

のㅟ

災ㅟ

害ㅟ

のㅟ

深ㅟ

刻ㅟ

なㅟ

理ㅟ

由ㅟ

にㅟ

よㅟ

りㅟ

、
法ㅟ

定ㅟ

当ㅟ

局ㅟ

がㅟ

、
法ㅟ

律ㅟ

でㅟ

義ㅟ

務ㅟ

付ㅟ

けㅟ

らㅟ

れㅟ

てㅟ

いㅟ

るㅟ

さㅟ

まㅟ

ざㅟ

まㅟ

なㅟ

類ㅟ

型ㅟ

のㅟ

収ㅟ

用ㅟ

のㅟ

たㅟ

めㅟ

のㅟ

手ㅟ

続ㅟ

きㅟ

をㅟ

経ㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

なㅟ

くㅟ

、
破ㅟ

壊ㅟ

、
現ㅟ

実ㅟ

のㅟ

損ㅟ

害ㅟ

、
まㅟ

たㅟ

はㅟ

個ㅟ

人ㅟ

的ㅟ

財ㅟ

産ㅟ

やㅟ

権ㅟ

利ㅟ

のㅟ

徴ㅟ

用ㅟ

をㅟ

含ㅟ

むㅟ

措ㅟ

置ㅟ

をㅟ

採ㅟ

用ㅟ

すㅟ

るㅟ

場ㅟ

合ㅟ

、
損ㅟ

害ㅟ

をㅟ

被ㅟ

るㅟ

個ㅟ

人ㅟ

はㅟ

、
不ㅟ

動ㅟ

産ㅟ

のㅟ

一ㅟ

時ㅟ

的ㅟ

占ㅟ

有ㅟ

にㅟ

伴ㅟ

うㅟ

損ㅟ

害ㅟ

おㅟ

よㅟ

びㅟ

動ㅟ

産ㅟ

のㅟ

適ㅟ

正ㅟ

価ㅟ

格ㅟ

にㅟ

関ㅟ

すㅟ

るㅟ

規ㅟ

定ㅟ

がㅟ

示ㅟ

すㅟ

規ㅟ

範ㅟ

にㅟ

しㅟ

たㅟ

がㅟ

いㅟ

、
補ㅟ

償ㅟ

をㅟ

受ㅟ

けㅟ

るㅟ

権ㅟ

利ㅟ

をㅟ

有ㅟ

すㅟ

るㅟ

。
被ㅟ

害ㅟ

者ㅟ

のㅟ

要ㅟ

請ㅟ

がㅟ

あㅟ

れㅟ

ばㅟ

、

そㅟ

のㅟ

規ㅟ

範ㅟ

にㅟ

基ㅟ

づㅟ

きㅟ

、
審ㅟ

理ㅟ

がㅟ

開ㅟ

始ㅟ

さㅟ

れㅟ

なㅟ

けㅟ

れㅟ

ばㅟ

なㅟ

らㅟ

なㅟ

いㅟ

。⽜

こ
れ
ら
の
規
定
、
と
り
わ
け
最
後
の
規
定
の
文
字
通
り
の
文
言
は
、
政
令463/2020

の
第
八
条
と
第
十
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
一
時

的
徴
用
が
収
用
を
構
成
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
補
償
義
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
替
え
、
企
業
へ
の
介

入
や
、
前
述
の
政
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、⽛
業
務
活
動
⽜
の
禁
止
、
停
止
、
お
よ
び
⽛
中
断
⽜
も
ま
た
収
用
の
性
質
を
備
え
た
措
置
を
構

成
す
る
の
か
、
反
対
に
、
そ
れ
ら
は
補
償
す
べ
き
で
は
な
い
権
利
の
範
囲
の
限
界
に
あ
る
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

私
た
ち
の
意
見
で
は
、
こ
こ
で
二
つ
の
概
念
を
区
別
す
る
鍵
は
、
行
政
の
犠
牲
と
な
っ
た
権
利
行
使
が
、
社
会
に
と
り
耐
え
難
い
ほ
ど

危
険
ま
た
は
有
害
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
反
対
に
、
奨
励
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
望
ま
し
い
社
会
活
動
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
か
に

あ
る
（
よ
り
詳
し
く
は
、
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L,2005
お
よ
び
2012a）。

第
一
の
場
合
、
行
政
措
置
は
、
公
衆
衛
生
上
、
容
認
で
き
な
い
危
険
を
意
味
す
る
活
動
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
法
律

上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
す
る
活
動
を
行
う
人
物
に
対
し
損
害
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
補
償
を
す
る
こ
と
は
、
ふ
さ

わ
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
そ
れ
は
）
過
度
に
危
険
な
活
動
を
実
行
さ
せ
る
経
済
的
刺
激
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
う
え
、
そ
れ
に
伴
う
危
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険
性
の
ひ
と
つ
─
す
な
わ
ち
、
公
共
の
利
益
を
理
由
に
犠
牲
を
払
う
危
険
性
─
は
、
そ
れ
を
実
行
す
る
人
物
で
は
な
く
、
納
税
者
が

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
し
た
が
う
と
、
現
在
の
状
況
で
は
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
活
動
の

停
止
を
課
す
と
こ
ろ
の
、
前
述
の
政
令463/2020

第
十
条
が
規
定
す
る
禁
止
は
、
補
償
す
べ
き
で
は
な
い
権
利
の
範
囲
の
限
界
に
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
の
場
合
、（
行
政
）
措
置
は
、
公
衆
衛
生
に
対
す
る
耐
え
難
い
危
険
を
意
味
し
な
い
活
動
の
進
展
を
制
限
す
る
。
こ
れ
ら
の
（
行
政
）

措
置
は
、
前
述
の
法
律
上
の
利
益
を
損
な
い
も
せ
ず
、
侵
害
も
し
な
い
活
動
を
行
う
人
々
に
、
故
意
に
犠
牲
を
引
き
起
こ
す
。
む
し
ろ
、

反
対
に
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
権
利
行
使
は
、
利
害
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
も
正
当
か
つ
有
益
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
補
償
は
社
会
に
と
り
有
益
な
活
動
を
実
行
す
る
経
済
的
刺
激
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

特
別
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
人
々
に
補
償
を
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
医
療
物
資
の
徴
用
や
民
間
医
療
施
設
へ
の
介
入
の
よ

う
な
措
置
は
、
収
用
と
み
な
さ
れ
、
補
填
を
伴
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
お
そ
ら
く
深
刻
な
逆
効
果
の
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、（
補
填
が
伴
わ
な
け
れ
ば
）
こ
の
よ
う
な
状
況
や
他
の
類
似
の
状
況
下
で
社
会
に
と
り
並
外
れ
た
価
値
を
有
す
る
行
動

─
た
と
え
ば
、
こ
の
材
料
の
製
造
や
輸
入
─
を
す
る
気
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
有
害
な
落

胆
効
果
は
、
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
が
、
利
益
ま
た
は
権
利
の
犠
牲
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
補
填
が
、
市
場
で
得

ら
れ
る
価
格
よ
り
低
い
と
予
想
し
た
場
合
に
も
発
生
し
得
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
行
政
は
、
公
衆
衛
生
の
保
護
に
必
要
な
資
源

を
購
入
す
る
か
、
ま
た
は
収
用
す
る
か
を
決
定
す
る
際
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、
要
す
る
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
上
の
規
定
（
た
と
え
ば
、
前
述
の
LO
EA
ES
第
三
条
二
項
と
LGSP
第
五
四
条
二
項
、
お

よ
び
一
九
五
五
年
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
公
務
に
関
す
る
旧
規
則
第
三
条
は
、⽛
秩ㅟ

序ㅟ

のㅟ

防ㅟ

御ㅟ

的ㅟ

介ㅟ

入ㅟ

はㅟ

、
そㅟ

れㅟ

（
秩ㅟ

序ㅟ

）
をㅟ

混ㅟ

乱ㅟ

さㅟ

せㅟ

るㅟ

者ㅟ

にㅟ

対ㅟ

しㅟ

てㅟ

行ㅟ

わㅟ

れㅟ

るㅟ

がㅟ

、
秩ㅟ

序ㅟ

をㅟ

維ㅟ

持ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

回ㅟ

復ㅟ

すㅟ

るㅟ

他ㅟ

のㅟ

手ㅟ

段ㅟ

がㅟ

なㅟ

いㅟ

場ㅟ

合ㅟ

はㅟ

、
例ㅟ

外ㅟ

的ㅟ

にㅟ

、
合ㅟ

法ㅟ

的ㅟ

にㅟ

権ㅟ

利ㅟ

をㅟ

行ㅟ

使ㅟ

すㅟ

るㅟ
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者ㅟ

にㅟ

対ㅟ

すㅟ

るㅟ

介ㅟ

入ㅟ

をㅟ

指ㅟ

示ㅟ

しㅟ

なㅟ

けㅟ

れㅟ

ばㅟ

なㅟ

らㅟ

ずㅟ

、
そㅟ

れㅟ

にㅟ

はㅟ

正ㅟ

当ㅟ

なㅟ

補ㅟ

償ㅟ

がㅟ

伴ㅟ

うㅟ

⽜
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
）、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
規
定
に

つ
い
て
言
い
渡
し
た
判
例
や
そ
れ
に
類
似
す
る
事
例
の
下
に
隠
れ
て
い
る
基
準
（
criterio）
な
の
で
あ
る
。

参
考
文
献

Jesús
CO
N
D
E
A
N
T
EQ
U
ERA
(2015),«La
responsabilidad
de
la
A
dm
inistración
por
daños
derivados
de
fenóm
enos

naturales:especial
referencia
al
riesgo
de
inundación»,R
evista
A
ragonesa
de
A
dm
inistración
Pública,45-46,

pp.67-100.

GabrielD
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L
(2005),«La
responsabilidad
patrim
onialde
la
A
dm
inistración
derivada
de
la
adopción

de
m
edidas
cautelares»,R
evista
E
spañola
de
D
erecho
A
dm
inistrativo,125,pp.65-99.

Gabriel
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L
(2010),
«Responsabilidad
patrim
onial
de
la
A
dm
inistración
por
actos
jurídicos

ilegales.¿Responsabilidad
objetiva
o
por
culpa?»,R
evista
de
A
dm
inistración
Pública,núm
.183,pp.179-231.

GabrielD
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L
(2012a),«Cóm
o
distinguirentre
una
expropiación
y
una
delim
itación
de
la
propiedad

no
indem
nizable»,InD
ret,1/2012.

Gabriel
D
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L
(2012b),
«Prohibido
regar.
¿
Expropiación
o
delim
itación
de
la
propiedad
no

indem
nizable?»,R
evista
A
ragonesa
de
A
dm
inistración
Pública,39-40,pp.269-291.

GabrielD
O
M
ÉN
ECH
PA
SCU
A
L
(2019),«Sobre
elpoder
explicativo
delanálisis
económ
ico
delD
erecho.En
especial,

delD
erecho
de
daños»,InD
ret,2/2019.

T
om
ásRam
ón
FERN
Á
N
D
EZ
RO
D
RÍGU
EZ
(2018),«Existe
un
deberjurídico
de
soportarlosperjuiciosproducirospor

北研 57 (1・100) 100

研究ノート

北研 57 (1・101) 101

COVID-19 の危機管理に対する国の財産的責任



un
acto
adm
inistrativo
declarado
nulo
por
sentencia
firm
e»,R
evista
de
A
dm
inistración
Pública,205,pp.221-237.

Juan
A
ntonio
GA
RCÍA
A
M
A
D
O
(2013),«Sobre
algunos
m
itos
del
D
erecho
de
daños.Causas
que
no
causan
e

im
putaciones
objetivas
bastante
subjetivas»,en
M
ariano
José
H
ERRA
D
O
R
GU
A
RD
IA
(ed.),D
erecho
de
daños

2013,A
ranzadi,Cizur
M
enor,pp.65-142.

Eduardo
GA
RCÍA
D
E
EN
T
ERRÍA
y
T
om
ás
Ram
ón
FERN
Á
N
D
EZ
RO
D
RÍGU
EZ
(2017),
Curso
de
D
erecho

A
dm
inistrativo,Civitas,M
adrid,t.II.

RaúlLET
ELIER
(2001),«La
Falta
de
Servicio
en
España»,R
evista
deD
erecho.Consejo
deD
efensa
delE
stado,núm
.23,

pp.63-79.

Luis
M
ED
IN
A
A
LCO
Z
(2005),La
responsabilidad
patrim
onialpor
acto
adm
inistrativo,Civitas,M
adrid.

Luis
M
ED
IN
A
A
LCO
Z
(2007),La
teoría
de
la
pérdida
de
oportunidad.E
studio
doctrinaly
jurisprudencialde
D
erecho

de
dañospúblico
y
privado,Civitas,M
adrid.

Luis
M
ED
IN
A
A
LCO
Z
(2012),«M
itos
y
ficciones
en
la
responsabilidad
patrim
onialde
las
A
dm
inistraciones
públicas»,

R
evista
E
spañola
de
D
erecho
A
dm
inistrativo,núm
.153,pp.153-181.

LuisM
ED
IN
A
A
LCO
Z
(2019),La
responsabilidad
proporcionalcom
o
solución
a
la
incertidum
brecausal,Civitas,Cizur

M
enor.

O
riol
M
IR
PU
IGPELA
T
(2008),
«Responsabilidad
objetiva
vs.
funcionam
iento
anorm
al
en
la
responsabilidad

patrim
onialde
la
A
dm
inistración
sanitaria»,R
evista
E
spañola
de
D
erecho
A
dm
inistrativo,núm
.140,pp.629-652.

Ignacio
RO
D
RÍGU
EZ
FERN
Á
N
D
EZ
(2018),
«La
responsabilidad
objetiva
de
la
A
dm
inistración
pública
y
la

北研 57 (1・100) 100

研究ノート

北研 57 (1・101) 101

COVID-19 の危機管理に対する国の財産的責任



equidistribución
delcoste
delbien
com
ún»,R
evista
E
spañola
de
D
erecho
A
dm
inistrativo,195,pp.155-192.

A
ntonio
José
SÁ
N
CH
EZ
SÁ
EZ
(2009),«La
responsabilidad
patrim
onialde
lasA
dm
inistracionespúblicasporincendios

forestales»,R
evista
de
A
dm
inistración
Pública,179,pp.87-141.

訳
注

（
⚑
）
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
三
十
三
条
三
項
は
、⽛
何
人
も
、
公
共
の
利
益
ま
た
は
社
会
的
利
益
の
た
め
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

正
当
な
補
償
が
な
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
財
産
お
よ
び
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
。（N

adi e
podrá
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susbi enesy

derechossi no
por

causa
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de
utili dad

públi ca
o
i nteréssoci al, m

edi ante
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correspondi ente

i ndem
ni zaci ón

y
de
conf orm

i dad
con
l o
di spuesto

por
l asl eyes.

）⽜
と
定
め
る
。
百
地
章
訳
⽛
ス
ペ
イ
ン
憲
法
⽜、
畑
博
行
・
小
森
田
秋
夫
編
⽝
世
界
の
憲
法
集
［
第
五
版
］⽞
二
四
四
頁
（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇

一
八
年
）。

（
⚒
）
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
〇
六
条
二
項
は
、⽛
私
人
は
、
法
律
の
定
め
る
条
件
に
従
い
、
財
産
ま
た
は
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

損
害
賠
償
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
侵
害
が
、
公
務
執
行
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
（Los

parti cul ares, en
l os
térm

i nos
establ eci dosporl a

l ey, tendrán
derecho

a
seri ndem

ni zadosportoda
l esi ón

que
suf ran

en
cual qui era

de
susbi enesy

derechos, sal vo
en

l oscasosde
f uerza

m
ayor, si em

pre
que
l a
l esi ón

sea
consecuenci a

delf unci onam
i ento

de
l osservi ci ospúbli cos.

）⽜
と
定
め
る
。
百
地
章
訳

⽛
ス
ペ
イ
ン
憲
法
⽜、
畑
・
小
森
田
編
・
前
掲
書
（
訳
注
⚑
）
二
五
二
頁
。

訳
者
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と
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き

本
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は
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ス
ペ
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ン
王
国
バ
レ
ン
シ
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大
学
法
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部
ガ
ブ
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エ
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・
ド
メ
ネ
ク
・
パ
ス
ク
ア
ル
（
GabrielD
om
énech
Pascual）
教
授

の
ご
承
諾
を
得
て
、
そ
の
論
文ʠ

Responsabili dad
patri m

oni al del Estado
por
l a
gesti ón

de
l a
cri si s

del CO
V
ID
-19ʡ, E

l
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Cronista
delE

stado
Socialy

D
em
ocrático

de
D
erecho, 86-87, 2020, pp. 102-109

を
試
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
邦
訳
の
間
違
い

や
表
現
不
足
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
鈴
木
光
に
あ
る
。

邦
訳
の
過
程
で
は
、
ド
メ
ネ
ク
教
授
よ
り
度
重
な
る
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
ド
メ
ネ
ク
教
授
の
ご
厚
意
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。
ま
た
本
稿
の
公
表
を
快
く
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
、E

lCronista
delE

stado
Socialy

D
em
ocrático

deD
erecho

編
集
部
に
も
御

礼
申
し
上
げ
る
。
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