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学校事故を
めぐる法的問題1

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）　
今
年
の
一
〇
月
に
町
の
教
育

委
員
会
の
係
長
に
な
り
ま
し
た
。
い
じ
め
の
問
題
は

昨
年
先
生
の
書
か
れ
た
こ
の
連
載
で
か
な
り
理
解
で

き
ま
し
た
が
、
今
回
は
そ
れ
以
外
の
学
校
事
故
が
起

き
た
場
合
の
自
治
体
の
法
的
責
任
等
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

弁
護
士
　
学
校
事
故
が
起
き
た
場
合
に
は
、
基
本
的

に
国
家
賠
償
法
に
よ
っ
て
自
治
体
の
法
的
責
任
が
判

断
さ
れ
ま
す
。
国
家
賠
償
法
の
一
条
と
二
条
が
責
任

の
根
拠
規
定
に
な
り
ま
す
の
で
、
次
に
二
つ
の
条
文

の
要
件
を
書
い
て
み
ま
す
。

一
条
…
…
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
が
、
そ

の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ

て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き

二
条
…
…
道
路
、
河
川
そ
の
他
の
公
の
営
造
物
の
設

置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
に
他
人
に
損
害

を
生
じ
た
と
き

Ａ
さ
ん
　
法
律
の
条
文
は
抽
象
的
で
す
し
、
難
解
な

言
葉
も
あ
っ
て
解
り
に
く
い
で
す
ね
。
一
条
と
二
条

の
守
備
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

か
。

弁
護
士
　
極
め
て
単
純
化
す
る
と
、
公
務
員
の
違
法

な
行
為
と
い
う
人
的
な
要
因
に
基
づ
く
場
合
は
一

条
、
公
の
営
造
物
と
い
う
物
的
な
要
因
に
基
づ
く
場

合
は
二
条
が
そ
れ
ぞ
れ
の
守
備
範
囲
だ
と
説
明
す
れ

ば
解
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
さ
ん
　
イ
メ
ー
ジ
は
解
り
ま
し
た
。
一
条
の
中
に

あ
る
「
公
権
力
の
行
使
」
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
か
。

弁
護
士
　「
公
権
力
の
行
使
」
は
、
従
来
は
権
力
的

作
用
に
よ
る
も
の
だ
け
が
対
象
と
な
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
学
校
教
育
は
公
的
な
学
校
の
場
合
と
、
私

立
学
校
の
場
合
と
で
内
容
が
変
わ
ら
な
い
非
権
力
的

作
用
な
の
で
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
適
用
は
な
い
と

い
う
考
え
方
も
有
力
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

法律に強くなる!
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在
の
裁
判
例
は
公
権
力
の
行
使
を
広
く
捉
え
る
広
義

説
を
採
用
し
て
お
り
、
最
高
裁
も
、
公
権
力
の
行
使

に
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
教
師
の
教
育
活
動
も
含

ま
れ
る
と
判
示
し
て
い
ま
す
（
最
高
裁
昭
和
六
二
年

二
月
六
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん
　「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
も
広
く
捉
え

た
り
、
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
が
。

弁
護
士
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
は
、
客
観
的
・

外
形
的
に
み
て
社
会
通
念
上
職
務
の
範
囲
内
に
属
す

る
場
合
に
は
、
主
観
的
な
意
図
を
問
わ
ず
に
要
件
を

満
た
す
と
い
う
解
釈
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
金
に

困
っ
て
い
た
警
察
官
が
非
番
の
日
に
、
制
服
・
制
帽

を
着
用
し
て
職
務
執
行
を
装
っ
て
市
民
に
接
近
し
、

当
人
を
射
殺
し
て
、
金
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
と
い
う

事
案
に
つ
い
て
も
、
自
治
体
の
責
任
を
認
め
ま
し
た

（
最
高
裁
昭
和
三
一
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん
　
学
校
事
故
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
裁

判
例
が
あ
り
ま
す
か
。

弁
護
士
　
町
立
小
学
校
の
教
諭
が
、
教
え
子
の
児

童
に
対
し
て
繰
り
返
し
猥
褻
な
行
為
を
行
っ
た
上
、

「
学
校
の
こ
と
で
話
が
あ
る
」
と
海
岸
に
誘
い
出
し

て
、
絞
殺
し
た
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
案
件
に
つ

い
て
、
裁
判
所
は
、
教
育
活
動
と
い
う
職
務
行
為
の

外
形
の
中
に
あ
っ
た
と
判
断
し
て
、
自
治
体
の
責
任

を
認
め
ま
し
た
（
広
島
地
裁
呉
支
部
平
成
五
年
三
月

一
九
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん
　
今
の
二
つ
の
判
決
は
、
公
務
員
の
殺
人
に
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つ
い
て
職
務
行
為
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
す

か
。

弁
護
士
　
現
実
に
殺
人
が
職
務
行
為
だ
と
認
め
た
の

で
は
な
く
、
職
務
行
為
と
し
て
の
客
観
的
外
形
の
存

す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
に
つ
い

て
は
、
行
政
の
責
任
を
認
め
て
被
害
者
を
救
済
し
よ

う
と
い
う
意
図
に
よ
る
解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
こ
の
二
つ
の
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

殺
人
を
犯
し
た
警
察
官
、
教
諭
の
個
人
に
対
し
て
損

害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士
　
国
家
賠
償
法
に
基
づ
い
て
、
行
政
が
損
害

賠
償
の
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
公
務
員
個
人
は
損

害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
の
が
、
確
定
し
た

裁
判
例
で
す
（
最
高
裁
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
〇
日

判
決
）。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
行
政
は
完
全
な
賠

償
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
行
政
の
責
任
が
あ
る

以
上
被
害
者
の
救
済
に
は
十
分
で
す
し
、
損
害
賠
償

制
度
の
目
的
は
損
害
の
填
補
に
あ
り
、
加
害
者
に
制

裁
を
加
え
る
こ
と
に
は
無
い
以
上
、
報
復
的
な
賠
償

責
任
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
等
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
事
件
の
よ
う
に

故
意
に
よ
る
殺
人
等
の
場
合
に
個
人
責
任
を
追
及
で

き
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
、
被
害
感
情
の
面
か
ら
批

判
す
る
見
解
も
見
ら
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
同
様
に
一
条
の
要
件
で
あ
る
「
故
意
又
は

過
失
」と「
違
法
性
」も
議
論
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士
　
ま
さ
に
、
そ
の
二
つ
が
個
別
的
な
事
件
に

お
い
て
は
最
大
の
争
点
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
具
体
的
な
裁

判
例
の
紹
介
と
と
も
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

Ａ
さ
ん
　
次
は
二
条
で
す
が
、「
公
の
営
造
物
の
設

置
又
は
管
理
の
瑕
疵
」
の
「
公
の
営
造
物
」
の
意
味

も
難
し
そ
う
で
す
。

弁
護
士
　「
公
の
営
造
物
」
と
は
、
一
般
的
に
は
国

又
は
公
共
団
体
が
特
定
の
公
の
目
的
に
供
す
る
有
体

物
及
び
物
的
設
備
を
い
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

有
体
物
の
概
念
は
か
な
り
広
く
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
学
説
の
中
に
は
、
警
察
犬
も
そ
れ
に
該
当
す

る
と
い
う
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
こ

の
よ
う
に
広
く
解
釈
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
二
条

は
「
瑕
疵
」
と
い
う
客
観
的
な
原
因
が
あ
れ
ば
損
害

賠
償
を
認
め
る
と
い
う
「
無
過
失
責
任
」
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
の
救
済
の
た
め
に
は
二
条

の
要
件
を
広
く
す
べ
き
だ
と
い
う
価
値
判
断
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
条
は
「
設
置
又

は
管
理
の
瑕
疵
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
い
て
、
客

観
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
等
の
主

観
的
な
側
面
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お

り
、
単
純
に
一
条
は
過
失
責
任
で
、
二
条
は
無
過
失

責
任
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
批
判
的

な
立
場
か
ら
、
解
釈
の
枠
を
超
え
た
拡
大
解
釈
は
行

き
す
ぎ
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
」に
つ
い
て
も
、次
回
以
降
、

具
体
的
な
裁
判
例
の
紹
介
と
と
も
に
説
明
し
ま
し
ょ

う
。

Ａ
さ
ん
　
学
校
事
故
の
場
合
発
生
原
因
と
し
て
は
ど

の
よ
う
な
営
造
物
が
多
い
の
で
す
か
。

弁
護
士
　
特
徴
的
に
多
い
の
は
運
動
用
の
施
設
で

す
。
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
サ
ッ
カ
ー
ゴ
ー
ル
、

テ
ニ
ス
用
審
判
台
等
の
裁
判
例
が
有
名
で
す
。
次
回

に
具
体
例
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。


