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そ
も
そ
も
「
豊
か
さ
」
と
は
、
カ
ギ
括

弧
を
つ
け
て
表
現
し
た
よ
う
に
主
観
的
な

概
念
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
大

き
く
異
な
る
。

　
連
日
流
さ
れ
続
け
る
コ
ロ
ナ
関
連
情
報

を
み
る
と
、
消
化
不
良
に
な
り
そ
う
な
満

腹
感
す
ら
お
ぼ
え
る
。
そ
の
た
め
、
情
報

の
流
れ
は
十
分
に
「
豊
か
」
だ
と
考
え
る

人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
視
点
を
変

え
て
み
る
と
コ
ロ
ナ
関
連
情
報
は
不
十
分

で
、
決
し
て
「
豊
か
」
と
は
言
え
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
私
た
ち
市
民
の
自
発
的
な

取
り
組
み
と
い
う
視
点
で
、
コ
ロ
ナ
関
連

膨
大
な「
デ
ー
タ
」の
中
で

情
報
を
と
ら
え
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
身

近
な
情
報
が
、
毎
日
発
表
さ
れ
る
自
治
体

ご
と
の
感
染
者
情
報
だ
。
そ
の
増
減
に
私

た
ち
は
一
喜
一
憂
す
る
。
し
か
し
、
感
染

者
数
等
の
「
デ
ー
タ
」
を
頼
り
に
、
私
た

ち
は
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、感
染
の
拡
大
や
縮
小
な
ど
、

地
域
や
時
期
ご
と
の
傾
向
を
つ
か
む
こ
と

は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
数
値
の

増
減
だ
け
で
は
、
感
染
防
止
の
た
め
に
注

意
す
べ
き
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
感
染
者

の
増
加
は
一
般
的
な
注
意
喚
起
に
は
役
立

つ
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
具
体
的
な
感

染
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
確
か
に
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
や
「
５

つ
の
場
面
」
の
よ
う
に
、
日
常
の
生
活
や

仕
事
の
中
で
注
意
す
べ
き
事
柄
は
繰
り
返

し
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
他
の

デ
ー
タ
に
比
べ
る
と
、
量
も
質
も
貧
弱
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
注
意
す
べ
き

な
の
か
、
裏
づ
け
と
な
る
情
報
や
説
明
を

欠
く
か
ら
だ
。

　
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
で
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

ボ
ー
ド
」
の
資
料
が
、
内
閣
官
房
Ｈ
Ｐ
で

は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

分
科
会
」
の
資
料
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

情
報
量
は
多
く
、
多
角
的
な
分
析
が
行
わ

れ
て
い
て
、
専
門
家
に
と
っ
て
は
宝
の
山

か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
専
門
家
で
は
な
い
市
民
は
、

こ
れ
ら
を
自
身
の
感
染
防
止
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

市
民
が
知
り
た
い
の
は
、
な
ぜ
感
染
し
た

の
か
？
ど
う
す
れ
ば
感
染
防
止
が
で
き
る

の
か
？
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
肝
心

な
情
報
が
不
十
分
な
た
め
、
危
機
感
や
不

安
を
募
ら
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　
肝
心
な
情
報
の
端
緒
と
な
る
の
が
感
染

源
分
析
だ
。
私
の
手
元
に
保
坂
展
人
区
長

が
ツ
ィ
ー
ト
し
た
東
京
都
世
田
谷
区
の
情

報
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
20
年
12
月
末

の
総
計
で
同
区
の
感
染
者
は
計
４
３
５
３

リ
ア
ル
な
情
報
が
な
い
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情
報
公
開
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
理
事

奥
津
茂
樹

コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
の
中
で
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
無
数
の
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
な
が
め
な
が
ら
、
私
は
違
和
感
を
抱
え
続
け
て
き
た
。
私
が
情
報
公
開
に
関
心
を
も
つ
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
が
、
故
奥
平
康
広
氏
の
名
著
『
知
る
権
利
』（
現
代
法
叢
書
）
だ
。
こ
の
中
で
同
氏
が
述

べ
て
い
た
「
情
報
の
自
由
で
豊
か
な
流
れ
」
と
い
う
言
葉
に
ひ
か
れ
、
め
ざ
す
べ
き
社
会
の
理
想
を
見
出

し
た
。
そ
の
後
、
情
報
公
開
の
制
度
化
が
進
み
、
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
広
が
る
中
で
、「
情
報
の
自
由
で

豊
か
な
流
れ
」
は
実
現
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、少
な
く
と
も
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
情
報
は
「
豊

か
な
流
れ
」
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
が
私
の
抱
く
違
和
感
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

情
報
の
過
剰
と
不
足

「新しい日常」における
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人
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
感
染
源
不
明
」

が
２
４
９
８
人
（
57
・
４
％
）、「
感
染
源

判
明
」
が
１
７
４
３
人
（
40
・
０
％
）
で

あ
る
。「
感
染
源
判
明
」
の
内
訳
は
、
多

い
順
に
「
家
族
・
同
居
人
」
が
５
９
６
人

（
34
・
２
％
）、「
飲
食
店
」
３
１
８
人

（
18
・
２
％
）、「
そ
の
他
職
場
」
２
３
０

人
（
13
・
２
％
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
感
染
源
分
析
に
つ
い
て
、
自

治
体
や
国
が
取
り
ま
と
め
た
デ
ー
タ
は
容

易
に
入
手
で
き
な
い
。
し
か
も
、
端
緒
と

表
現
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
で
は
市
民

の
自
発
的
な
取
り
組
み
に
は
不
十
分
で
あ

る
。
感
染
に
至
る
経
過
が
見
え
な
い
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
、「
家
族
・
同
居
人
」
の

感
染
は
外
か
ら
ど
の
よ
う
に
家
庭
に
持
ち

込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
飲
食
店
」

も
同
様
に
店
内
と
店
外
の
ど
ち
ら
に
起
因

す
る
の
だ
ろ
う
。詳
細
は
定
か
で
は
な
い
。

　
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
市
民
が
知
り
た
い
の

は
、
専
門
的
な
「
デ
ー
タ
」
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
感
染
に
至
る
「
物
語
」
で
あ

る
。
そ
れ
を
読
み
、
聞
く
こ
と
で
、
感
染

防
止
の
た
め
に
自
ら
が
為
す
べ
き
こ
と
の

イ
メ
ー
ジ
が
広
が
る
。
し
か
し
、
国
や
自

治
体
が
公
表
す
る
情
報
は
客
観
的
な
「
デ

ー
タ
」
に
偏
り
、
市
民
に
リ
ア
ル
に
伝
わ

る
「
物
語
」
が
な
い
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
感
染
な
ら
ば
、
あ
る
程
度

の
「
物
語
」
を
描
く
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
市
中
感
染
が
広
が
り
感
染

源
不
明
が
増
大
し
て
い
る
現
状
で
は
、
す

べ
て
の
事
例
を
追
跡
す
る
こ
と
は
困
難

だ
。
た
だ
、
そ
れ
が
可
能
な
事
例
も
あ

る
。
感
染
拡
大
の
中
で
の
現
場
の
負
担
増

も
考
慮
し
、
新
規
で
は
な
く
既
存
の
「
積

極
的
疫
学
調
査
」
等
の
感
染
者
や
家
族
か

ら
の
聴
き
取
り
内
容
も
活
用
し
て
、
匿
名

加
工
し
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
が
ほ
し
い
。

　

私
の
印
象
に
残
る
「
物
語
」
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
会
長
の
田

島
幸
三
氏
が
コ
ロ
ナ
感
染
し
た
際
に
、
医

師
で
あ
る
妻
の
対
応
を
ま
と
め
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
記
事
だ
。
感
染
経
過
は
定
か
で
は

な
い
が
、
感
染
者
と
し
て
の
家
族
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
し
た
の
か
具
体

的
に
描
か
れ
て
い
る（Sportsnavi

20
年

４
月
11
日
）。
家
庭
内
感
染
の
割
合
が
多

い
中
で
、
有
用
な
情
報
の
一
つ
で
あ
る
。

　

人
が
動
く
に
は
「
理
」
だ
け
で
な
く

「
情
」
が
必
要
だ
。
市
民
が
自
発
的
に
感

染
防
止
に
取
り
組
む
に
は
、
想
像
力
や
共

感
と
い
っ
た
「
情
」
が
動
く
こ
と
が
必
要

で
、
そ
れ
に
は
リ
ア
ル
な
情
報
が
欠
か
せ

な
い
。

　
コ
ロ
ナ
の
感
染
防
止
策
を
め
ぐ
る
菅
首

相
の
言
葉
に
「
実
感
が
な
い
」
と
の
批
判

が
あ
る
。
そ
れ
は
、Go

To
Eat

キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
朝
夜
の
会
食
を
続
け

る
一
方
で
、
飲
食
店
の
営
業
規
制
を
す
る

正
し
い
情
報
が
な
い

な
ど
言
行
の
不
一
致
や
矛
盾
が
あ
る
か
ら

だ
。
そ
し
て
、
専
門
家
や
官
僚
が
書
い
た

文
章
を
読
み
上
げ
る
だ
け
で
、
市
民
の

「
情
」
に
う
っ
た
え
る
自
身
の
言
葉
や
行

動
が
な
い
こ
と
も
一
因
だ
。

　
さ
ら
に
、
首
相
の
言
葉
に
は
「
理
」
す

ら
も
な
い
。
そ
れ
は
感
染
拡
大
防
止
策
の

根
拠
が
薄
弱
な
こ
と
を
指
す
。
年
末
年
始

の
感
染
拡
大
を
受
け
て
、
20
年
１
月
８

日
、
国
は
1
都
3
県
を
対
象
と
し
た
緊
急

事
態
宣
言
を
発
出
し
た
。
そ
し
て
、
翌
週

の
１
月
13
日
に
は
対
象
範
囲
を
１
都
２
府

８
県
に
拡
大
し
た
。
今
回
の
緊
急
事
態
宣

言
に
よ
る
対
策
の
「
急
所
」
が
飲
食
店
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。

20
年
12
月
25
日
の
記
者
会
見
で
、
菅
首

相
は
「
飲
食
の
場
の
感
染
リ
ス
ク
」
を
あ

げ
、「
東
京
の
感
染
者
の
６
割
程
度
を
占

め
る
、『
見
え
な
い
感
染
』の
多
く
が
飲
食

に
よ
る
も
の
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
分
科

会
」の
尾
身
茂
会
長
の
受
け
売
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
引
用
元
と
も
思
わ
れ
る
東
京
都

の
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
議
」
や
「
対
策
本

部
会
議
」
の
会
議
資
料
や
議
事
録
を
読
ん

で
も
、「
多
く
が
飲
食
に
よ
る
も
の
」
と

い
う
認
識
・
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
。

　
な
お
、
同
分
科
会
は
「
緊
急
事
態
宣
言

に
つ
い
て
の
提
言
」（
21
年
１
月
5
日
）

の
中
で
、
飲
食
の
場
を
中
心
に
「
感
染
リ

ス
ク
が
高
ま
る
『
５
つ
の
場
面
』」
が
明

確
に
な
っ
て
き
た
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
も
見
当
た
ら
な
い
。

飲
食
店
を
「
急
所
」
と
考
え
、
事
業
者
に

大
き
な
痛
み
を
伴
う
対
策
を
す
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
正
当
性
を
説
明
す
る
責
任
が
政

治
家
と
専
門
家
に
は
あ
る
は
ず
だ
。

　
主
観
的
な
「
正
し
さ
」
を
客
観
的
な
正

し
さ
に
高
め
て
い
く
た
め
に
も
、
根
拠
に

基
づ
く
説
明
が
必
要
不
可
欠
だ
。
明
確
で

客
観
的
な
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
、
対
策
の

効
果
に
説
得
力
を
持
た
せ
、
事
業
者
や
顧

客
の
自
発
的
な
協
力
を
引
き
出
す
こ
と
に

も
な
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
正
し
い
情

報
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。

　
強
力
な
感
染
防
止
策
の
根
拠
が
不
明
確

で
あ
る
。
な
ん
だ
か
既
視
感
の
あ
る
光
景

だ
。
20
年
３
月
、
安
倍
前
首
相
が
唐
突
に

学
校
の
一
斉
休
校
を
打
ち
出
し
た
。
学
校

が
ク
ラ
ス
タ
ー
に
な
り
得
る
こ
と
、
ま
た

児
童
・
生
徒
か
ら
家
族
に
感
染
が
拡
大
し

得
る
こ
と
、
こ
う
し
た
危
険
性
の
根
拠
が

一
切
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
一
斉
休
校
が
行

わ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
卒
業
式
や
入
学

式
を
は
じ
め
と
す
る
人
生
の
節
目
を
奪
わ

れ
た
子
ど
も
は
多
い
。

　
な
い
な
い
づ
く
し
で
情
報
公
開
が
不
十

分
な
現
状
に
、
相
手
の
視
点
を
欠
く
と
い

う
特
徴
を
見
出
せ
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大

に
つ
い
て
市
民
は
何
を
知
り
た
い
の
だ
ろ

強
権
発
動
へ
の
疑
問

February   2021 Governance 36



governance02-035-037前　37 　2021/01/18 10:38

「新しい日常」における
首長・議員と職員、住民の関係特集

う
か
？
感
染
拡
大
対
策
の
対
象
に
な
る
事

業
者
は
現
状
を
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
？
こ
の
よ
う
に
相
手
の
視
点
で
考

え
、
行
動
す
る
こ
と
も
「
情
」
で
あ
る
。

一
方
的
な
情
報
や
対
策
の
打
ち
出
し
に
は

「
情
」
が
見
え
な
い
。

　
コ
ロ
ナ
と
い
う
緊
急
事
態
の
中
で
、
迅

速
に
解
を
出
す
こ
と
に
気
持
ち
を
奪
わ
れ

る
と
、
人
や
組
織
は
「
情
」
を
忘
れ
て
し

ま
う
。感
染
拡
大
の
た
め
に
は
、特
措
法

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

置
法
）
に
基
づ
く
強
権
発
動
も
止
む
な
し

と
す
る
空
気
が
、
日
増
し
に
強
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
気
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
特
措
法
45
条
「
感
染
を
防

止
す
る
た
め
の
協
力
要
請
等
」
に
関
わ
る

政
令
が
こ
の
ほ
ど
改
正
さ
れ
た
。
新
た
に

飲
食
店
を
盛
り
込
み
、「
営
業
時
間
の
短

縮
要
請
に
応
じ
な
い
飲
食
店
な
ど
を
公
表

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ

ュ
ー
ス
21
年
１
月
７
日
）
で
あ
る
。

　
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
は
現
段
階
で
は

１
都
２
府
８
県
だ
が
、
20
時
ま
で
の
営
業

時
間
短
縮
要
請
（
酒
類
提
供
時
間
は
11
時

か
ら
19
時
ま
で
）
を
実
施
す
る
場
合
に
は

協
力
金
が
支
給
さ
れ
る
。
従
来
ま
で
は
月

額
最
大
１
２
０
万
円
だ
っ
た
が
、
こ
の
ほ

ど
１
８
０
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
こ

れ
を
ア
メ
だ
と
す
れ
ば
、
要
請
に
従
わ
な

い
飲
食
店
名
の
公
表
は
ム
チ
で
あ
る
。

　
事
業
規
模
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
程
度
の

ア
メ
で
は
協
力
要
請
に
応
じ
ら
れ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
損

得
を
抜
き
に
し
て
営
業
を
続
け
た
い
と
い

う
強
い
信
念
を
も
っ
た
飲
食
店
も
あ
る
は

ず
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飲
食
店

名
の
公
表
と
い
う
ム
チ
を
打
つ
の
は
、
あ

ま
り
に
も
非
情
で
は
な
い
か
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
飲
食
店
の

営
業
時
間
短
縮
が
感
染
拡
大
防
止
に
つ
な

が
る
と
い
う
根
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

き
ち
ん
と
証
拠
を
示
し
て
具
体
的
な
説
明

を
し
な
い
ま
ま
、
要
請
拒
否
だ
け
を
理
由

に
飲
食
店
名
を
公
表
す
る
の
は
、
横
暴
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
公
表
に
よ
っ
て
飲
食

店
が
営
業
時
間
を
短
縮
す
る
保
証
は
な

く
、
か
え
っ
て
態
度
を
硬
化
さ
せ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　
公
表
の
主
体
は
自
治
体
で
あ
る
。
強
権

を
得
た
こ
と
に
安
堵
し
、
そ
れ
を
振
り
回

す
の
で
は
な
く
、
現
場
感
覚
に
基
づ
い
た

慎
重
な
振
る
舞
い
を
望
み
た
い
。
そ
れ
は

飲
食
店
が
「
急
所
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
自
前
の
十
分
な
根
拠
を
用
意
す
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
要
請
に
応
じ
な
い
飲
食

店
と
粘
り
強
く
対
話
を
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
り
飲
食
店
の
状
況
や
思
い

を
聴
き
取
る
こ
と
は
、
今
後
の
対
応
を
検

討
し
て
い
く
上
で
貴
重
な
財
産
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
飲
食
店
名
の
公
表
は
、
市
民

に
と
っ
て
は
無
用
な
情
報
で
あ
る
。
要
請

に
応
じ
な
い
こ
と
は
、
当
該
飲
食
店
が
感

染
防
止
策
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
む
し
ろ
、
き
ち
ん
と
感
染
防
止

策
を
講
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
営
業
時
間

短
縮
に
反
発
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
な
い
ご
く

一
部
の
市
民
が
公
表
さ
れ
た
飲
食
店
名
を

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
し
、
炎
上
被
害
や
信
用
毀

損
を
も
た
ら
す
こ
と
を
お
そ
れ
る
。
ま
さ

に
公
表
の
趣
旨
を
離
れ
て
、
情
報
が
一
人

歩
き
を
始
め
る
。
そ
の
起
点
と
な
る
こ
と

に
、
公
表
す
る
自
治
体
は
責
任
と
覚
悟
を

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に

重
い
こ
と
な
の
だ
。

20
年
１
月
18
日
開
催
の
通
常
国
会
で

は
、
特
措
法
に
加
え
て
感
染
症
法
（
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
）
の
改
正
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
執
筆
段
階
で
の
情
報
に

よ
れ
ば
、
と
も
に
事
業
者
や
個
人
に
対
す

る
罰
則
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
い
う
。

　

特
措
法
の
罰
則
は
、「
緊
急
事
態
宣
言

下
の
休
業
命
令
」
及
び
緊
急
事
態
宣
言
に

先
立
つ
「
予
防
的
措
置
段
階
に
お
け
る
時

短
営
業
命
令
」
へ
の
違
反
に
対
す
る
も
の

だ
。
い
ず
れ
も
行
政
罰
で
前
者
は
「
50
万

円
以
下
」、
後
者
は
「
30
万
円
以
下
」
の

過
料
だ
と
い
う
（
東
京
新
聞
21
年
１
月
13

日
）。

　
同
紙
に
よ
れ
ば
、
感
染
症
法
の
罰
則
は

分
断
で
は
な
く
連
繋
を

い
ず
れ
も
刑
事
罰
で
、「
入
院
勧
告
の
違

反
者
」
に
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
を
、「
積
極
的
疫
学

調
査
の
拒
否
者
」
に
50
万
円
以
下
の
罰
金

を
定
め
る
予
定
だ
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
法
改
正
に
も
見
え
る
の
は
、

相
手
の
視
点
を
欠
く
こ
と
だ
。
特
措
法
の

罰
則
は
、
休
業
や
時
短
営
業
と
い
う
苦
難

を
強
い
ら
れ
る
事
業
者
へ
の
配
慮
を
欠

く
。
さ
ら
に
、
感
染
症
法
の
罰
則
の
対
象

者
は
い
ず
れ
も
苦
痛
を
抱
え
る
感
染
者
で

あ
り
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
。
感
染
拡
大

防
止
の
名
の
下
に
、
こ
の
人
た
ち
に
、
さ

ら
な
る
重
荷
を
背
負
わ
せ
る
こ
と
は
非
情

だ
し
、
そ
の
効
果
も
見
え
な
い
。

強
権
発
動
が
問
題
な
の
は
、
人
間
や
社

会
に
大
き
な
分
断
を
生
む
こ
と
だ
。
コ
ロ

ナ
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
感
染
者
や
医
療

従
事
者
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
が
広
が

り
、
今
も
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
感
染

症
の
正
体
も
個
人
や
社
会
の
将
来
も
描
き

づ
ら
い
中
で
、
誰
も
が
不
安
と
抑
圧
を
抱

え
て
い
る
。
そ
れ
を
ぶ
つ
け
る
「
悪
役
」

を
生
み
出
し
、
排
除
す
る
風
潮
が
今
後
さ

ら
に
強
ま
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。

　
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
分
断
で
は

な
く
連
繋
が
必
要
だ
。
情
報
は
人
間
が
互

い
の
こ
と
を
理
解
し
、
共
感
す
る
た
め
の

「
つ
な
ぎ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情

報
の
過
剰
と
不
足
の
中
で
、
要
否
や
是
非

を
見
き
わ
め
る
視
点
を
も
ち
た
い
。
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