
コ
メ
ン
ト
二

三
報
告
に
対
す
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト

法
学
部
教
授

大

沢

秀

介

大
沢
で
す
。
私
は
本
日
は
本
来
、
会
場
の
設
営
の
方
に
当
た
る
べ

き
立
場
で
す
け
れ
ど
も
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
若
干
関
心
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
ご
報
告
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と

思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。

最
初
に
柳
瀬
報
告
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
柳
瀬
報
告
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
の
過
程
に
お
け
る

民
主
主
義
的
要
請
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ

が
ど
う
い
う
形
で
自
由
主
義
的
な
要
請
と
接
合
す
る
か
、
接
合
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
御
説
明
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

柳
瀬
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
兼
子
教
授
等

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
民
主
的
司
法
の
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
の

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
所
も
国
家
機
関
と
し
て
、
民
主
国
家
と
し
て
の

要
請
か
ら
、
一
方
に
お
い
て
は
司
法
権
を
行
使
す
る
裁
判
所
も
民
主

的
に
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
裁
判
官
も
民
主
的
に
選
任
す
る

必
要
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
他
方
に
お
い
て
司

法
権
の
使
命
は
、
多
数
意
思
の
圧
力
に
よ
る
少
数
者
の
自
由
の
窒
息

を
防
ぐ
た
め
の
安
全
弁
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
民
主
主
義
と
自
由
主
義
の
関
係
を
ど
ち
ら
か
一
方
に
の

み
依
拠
し
て
判
断
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
民
主
的
司
法

の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
民
主
的
司
法
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
柳
瀬
報
告
は
、
法
の

客
観
的
意
味
の
探
求
、
あ
る
い
は
法
適
用
に
よ
る
紛
争
解
決
、
お
よ

び
法
秩
序
原
理
の
維
持
、
貫
徹
と
い
う
、
司
法
の
本
来
的
な
機
能
は
、

そ
も
そ
も
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
に
は
な
じ
ま
な
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
て
、
こ
の
指
摘
自
体
は
非
常
に
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
今
回
の
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
井
田
さ
ん
の
方
か
ら

ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
法
の
解
釈
、
そ
れ
自
体
は
裁
判
官

が
行
う
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ

で
、
確
か
に
単
純
な
民
主
主
義
を
司
法
の
場
に
持
ち
込
む
こ
と
は
否

定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
柳
瀬
報
告
も
、

自
由
主
義
と
調
和
す
る
単
純
な
民
主
主
義
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と

強
調
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
は
自
由
主
義
と
調

和
す
る
よ
う
な
複
雑
な
民
主
主
義
と
い
う
の
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
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言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
少
し
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
点
で
、
最
終
的
に
裁
判
員
制
度
の
基
礎
付
け
が
、
現
行
の
裁

判
員
制
度
を
精
密
司
法
と
し
て
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
加
え
て
司

法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
の
た
め
に
、
国
民

が
司
法
に
参
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
加
え
ら
れ
た
の

だ
、
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
主
張

さ
れ
た
後
で
、
い
わ
ば
妥
協
的
に
、
そ
し
て
井
田
報
告
と
の
関
連
で

申
し
ま
す
と
、
た
ぶ
ん
反
駁
し
難
い
形
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
意
味
で
、
単
純
な
意
味
の
民
主
主
義
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

複
雑
な
民
主
主
義
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
の
点
で
、
次
に
御
報
告
い
た
だ
い
た
萩
原
報
告
は
、
こ
の
点
に

関
連
し
て
民
主
主
義
と
い
う
概
念
を
御
説
明
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
の
で
、
内
容
は
非
常
に
複
雑
で
し
た
が
、
た
い
へ
ん
参
考
に
な

り
ま
し
た
。
御
報
告
は
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
裁
判
員
制
度
が
正
統

化
さ
れ
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
中
心
に
扱
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
三
つ
の
民
主
主
義
の
概
念
を
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
討

議
民
主
主
義
と
、
シ
ビ
ッ
ク
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
か
ら
最

後
は
ア
ゴ
ニ
ス
チ
ッ
ク
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
三
者
を
比
較
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
裁
判
員
制
度
は
、
討
議
民
主
主
義
に
よ
っ
て
正
統

化
さ
れ
や
す
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
結
局
非
公
開
で
裁

判
員
制
度
が
行
わ
れ
る
以
上
、
討
議
民
主
主
義
の
要
求
す
る
よ
う
な

公
開
に
よ
る
民
主
主
義
で
な
い
以
上
は
、
た
ぶ
ん
そ
れ
は
最
終
的
に

は
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
正
統
化
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
柳
瀬
さ
ん
の
方
は
た
し
か
裁
判
員
制
度
は
討

議
民
主
主
義
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
得
る
の
だ
と
い
う
説
明
を
な
さ

っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
、
柳
瀬
さ
ん
は
ど
う
い

う
ふ
う
に
お
考
え
な
の
か
を
お
聞
か
せ
願
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ

の
両
者
の
お
考
え
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
分

か
れ
ば
、
私
と
し
て
は
助
か
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
萩
原
さ
ん
は
ほ
か
の
二
つ
の
民
主
主
義
の
概
念
、
ア

ゴ
ニ
ス
チ
ッ
ク
と
シ
ビ
ッ
ク
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
い

ず
れ
も
最
終
的
に
は
た
ぶ
ん
司
法
的
な
民
主
化
に
結
び
付
く
可
能
性

は
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
た
だ
、
そ
も
そ
も
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
自
体
が
、
例
え
ば
デ
モ
ス
と
い
う
形
で
い
う
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
と
、
そ
う
い
う
も
の
は
裁
判
制
度
が
持
っ
て
い
る
専
門
性
、

そ
れ
か
ら
裁
判
官
社
会
の
共
同
体
意
識
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う

も
の
を
突
き
崩
す
こ
と
に
な
る
。
デ
モ
ス
の
持
っ
て
い
る
、
た
ぶ
ん

反
知
性
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
た
ぶ
ん
今
ま
で
裁
判
制

度
が
形
作
っ
て
き
た
知
性
と
か
専
門
性
に
対
す
る
、
大
き
な
脅
威
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。
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そ
う
い
う
観
点
で
い
き
ま
す
と
、
最
後
に
井
田
報
告
に
つ
い
て
の

コ
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
が
、
仮
に
そ
う
い
う
よ
う

な
、
今
回
の
裁
判
員
制
度
が
裁
判
官
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
い
し

法
曹
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
有
し
て

き
た
、
そ
し
て
現
在
も
有
す
る
べ
き
と
思
わ
れ
て
い
る
専
門
性
に
対

す
る
脅
威
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
裁
判
員
制

度
の
導
入
と
い
う
形
で
の
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

応
え
る
の
か
が
重
要
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
井
田
さ

ん
が
御
報
告
の
中
で
言
及
さ
れ
た
、
刑
事
司
法
の
改
革
の
中
で
、
こ

の
裁
判
員
裁
判
の
導
入
が
ど
う
い
う
意
義
を
見
い
だ
す
の
か
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
ば
ね
と
し
て
、
ど
う
い
う
形
で
刑
事
司
法
制
度
の
改
革

を
行
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
方
向
性
を
有
す
る
の
か
と

い
う
御
指
摘
は
大
変
興
味
深
く
う
か
が
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
の
前

提
と
し
て
、
三
上
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
な
憲
法
的
な
レ

ベ
ル
で
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
う
お
考
え
か
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
刑
事
法
の
専
門
家
で
あ
る
井
田

さ
ん
に
お
聞
き
す
る
の
は
、
専
門
外
の
こ
と
で
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
司
法
改
革
に
も
深
く
関
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
司
法
の
民
主
化
は
憲
法
的
な
レ

ベ
ル
で
い
っ
て
ど
う
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

一
般
的
に
憲
法
学
者
の
場
合
、
先
ほ
ど
三
上
さ
ん
か
ら
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
合
憲
性
と
い
い
ま
す
か
、
各
条
文
と
の

関
係
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
、
民
主
主
義
と
裁
判
員

制
度
の
整
合
性
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
は
憲
法
の
問

題
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
は
、

井
田
さ
ん
の
御
報
告
の
中
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
は
御
報
告
の
趣
旨
が
刑
事
司
法
制
度
の
改
革
と
い
う
枠
組

み
の
中
で
の
裁
判
員
制
度
の
理
解
の
た
め
と
思
い
ま
す
が
、
井
田
さ

ん
の
方
か
ら
、
憲
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
民
主
主
義
と
裁
判
員
制
度
の

整
合
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一
言
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
以
上
で
、
私
の
コ
メ
ン
ト
を
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
以
下
質
疑
回
答
略
）

（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
八
日
実
施
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