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シンポジウム

国
分
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト

ω

塚

本

フじ

(
法
政
大
学
法
学
部
教
授
)

国
分
報
告
の
中
で
、
か
つ
て
は
学
界
の
半
分
程
度
が
五
四
運
動
を
研
究
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
実
は
評
者
も
か
つ
て
五
四

運
動
や
湖
南
独
立
運
動
な
ど
を
研
究
し
て
い
た
。
し
か
し
、
九
四
年
か
ら
九
六
年
に
か
け
て
台
北
の
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
に
在
外
研

究
で
行
く
機
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
台
湾
政
治
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
い
、
現
在
は
む
し
ろ
主
に
現
代
台
湾
政
治
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
記
し
た
の
は
、
評
者
自
身
中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
し
た
こ
と
が
無
い
の
で
、
こ
こ
で
の

コ
メ
ン
ト
が
や
や
外
在
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
御
断
り
す
る
た
め
で
あ
る
。

で
は
ま
ず
、
中
国
建
国
五
十
年
、
中
華
人
民
共
和
国
の
五
十
年
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
少
し
申
し
述
べ
た
い
と
思
う
。
九
九
年
十
月
一
日
は

中
華
人
民
共
和
国
建
国
五
十
周
年
記
念
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
学
界
の
反
応
は
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
を
評
者
は
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
お
き
た
一
つ
の
理
由
と
し
て
中
国
の
五
十
年
の
あ

る
性
格
が
あ
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
如
何
な
る
意
味
で
の
五
十
年
で
あ
る
の
か
、
一
九
四
九
年
は
如
何
な
る
文
脈
で
の
画
期

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
如
何
な
る
変
化
が
あ
っ
て
、
以
後
の
五
十
年
間
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
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一
貫
し
た
一
つ
の
視
点
か
ら
「
切
る
」
と
い
う
こ
と
が
実
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
国
分

報
告
は
う
ま
く
こ
の
問
題
を
処
理
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
歴
史
と
し
て
の
二
十
世
紀
と
い
う
観
点
を
持
ち
、
五
十
年
経
っ
た
今
日
か
ら
中

国
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
五
十
年
を
あ
る
一
つ
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
話
で
は
必
ず
し
も
無
い
の
で
あ
る
。

手
許
に
た
ま
た
ま
中
華
人
民
共
和
国
五
十
周
年
が
ら
み
の
三
冊
の
本
が
あ
る
。
国
分
教
授
の
4

青
か
れ
た
新
書
は
『
中
華
人
民
共
和
国
』
と

い
う
題
名
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
島
朋
之
教
授
の
『
中
国
現
代
史
』
は
、
「
建
国
五
十
年
検
証
と
展
望
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
読
売
新
聞
は
、
『
五
十
歳
の
中
国
診
断
』
と
い
う
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
五
十
年
を
本
日
診
断
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
五
十
年
間
全
部
を
あ
る
一
つ
の
視
点
か
ら
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
よ
う
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
五
十
年
を
如
何
に

扱
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
処
理
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
小
島
教
授
は
、
こ
の
五
十
年
を
前

半
の
三
十
年
と
後
半
の
二
十
年
に
分
け
、
両
者
が
非
常
に
異
な
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
五
十
年
は
一
塊
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
途
中
で

大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
華
人
民
共
和
国
五
十
年
を
如
何
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
い
く
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
国
分
教
授

の
指
摘
し
た
「
中
国
革
命
史
観
」
に
よ
る
見
方
が
あ
り
え
る
。
こ
れ
は
毛
沢
東
が
指
導
し
た
中
国
共
産
党
を
中
心
と
す
る
中
国
革
命
達
成
点

と
し
て
の
一
九
四
九
年
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若
干
の
年
月
を
必
要
と
す
る
に
し
て
も
社
会
主
義
体
制
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
「
社
会
主

義
中
国
」
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
う
話
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
捉
え
方
で
は
、
七
八
年
以
降
が
上
手
く
説
明
で
き
な
い
。
現
在
も
い
わ

ゆ
る
社
会
主
義
体
制
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
も
の
の
、
や
は
り
特
に
南
巡
講
話
の
九
二
年
以
降
は
限
り
な
く
経
済
体
制
と
し
て
の

社
会
主
義
が
希
薄
化
し
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
革
命
と
い
う
も
の
は
、
一
方
で
、
水
続
革
命
を
強
調
す
る
者
も
い
る
が
、
基
本
的

に
一
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
色
あ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
革
命
が
色
あ
せ
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
し
て
、
そ
の
革
命
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
た
社
会
主
義
が
、
社
会
主
義
の
枠
組
の
中
で
変
化
す
る
な
ら
ば
革
命
史
観
で
説
明
で
き
る
が
、
経
済
体
制
と
し
て
の
社
会
主
義
が
希
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薄
化
す
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
社
会
主
義
的
な
文
脈
で
五
十
年
全
体
を
捉
え
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
富
強
」
の
中
国
と
い
う
観
点
か
ら
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
観
点
で
見
て
い
く
と
、
こ

の
中
華
人
民
共
和
国
の
五
十
年
を
一
応
切
れ
そ
う
で
あ
る
。
前
半
の
三
十
年
は
社
会
主
義
を
手
段
に
し
て
の
富
強
を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
失
敗
し
て
、
後
半
二
十
年
は
改
革
開
放
で
や
っ
た
と
い
う
話
に
な
る
。
こ
れ
だ
と
一
見
上
手
く
説
明
で
き
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

そ
う
す
る
と
一
九
四
九
年
は
特
別
だ
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
に
な
り
、
こ
の
五
十
年
と
そ
れ
以
前
を
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
国
分

報
告
で
も
、
こ
う
し
た
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
観
点
に
即
し
て
い
く
と
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
南
京
国
民
政
府
か
、

そ
れ
と
も
辛
亥
革
命
か
、
そ
れ
と
も
光
緒
新
政
な
の
か
。
阿
片
戦
争
に
始
ま
る
近
代
中
国
の
屈
辱
の
歴
史
が
今
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
現
在
の
中
国
政
府
は
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
う
す
る
と
阿
片
戦
争
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

見
方
で
は
中
華
人
民
共
和
国
は
蒋
介
石
の
国
民
党
、
中
華
民
国
と
ど
こ
が
違
う
の
と
い
う
と
、
「
自
分
の
方
が
上
手
く
や
っ
て
い
る
」
と
い

う
具
体
的
成
果
の
問
題
に
な
る
。
あ
る
い
は
国
民
党
で
は
な
く
共
産
党
が
権
力
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
権
力
主
体
の
相
違
の
論
理

北J去51(4・206)1416

か
ゐ
見
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
富
強
論
で
は
一
九
四
九
年
以
降
の
五
十
年
を
見
ら
れ
る
も
の
の
、
四
九
年
の
画
期

と
し
て
の
意
味
が
薄
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
革
命
史
観
に
し
て
も
、
富
強
論
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
だ
が
、
公
式
の
言
説
を
見
て
い
る
限
り
、
現

在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
立
場
は
富
強
論
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
評
者
が
こ
の
よ
う
な
感
想
を
も
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ
に

は
五
十
周
年
の
記
念
行
事
の
な
か
で
軍
事
パ
レ
ー
ド
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

革
命
・
富
強
と
い
う
視
点
の
ほ
か
に
今
ひ
と
つ
取
り
上
げ
た
い
視
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
分
報
告
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
歴

史
的
に
変
わ
ら
ぬ
中
国
が
あ
る
と
い
う
説
明
の
し
か
た
で
あ
る
。
た
と
え
ば
溝
口
雄
三
教
授
の
議
論
が
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

二
千
年
、
五
千
年
、
あ
る
い
は
帝
政
後
期
と
か
、
ま
た
千
年
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
変
わ
ら
ぬ
中
国
、
悠
久
の
中
国
、



変
わ
ら
ぬ
中
華
文
化
と
い
う
観
点
で
中
国
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
見
る
と
し
て
も
、

や
は
り
五
十
年
で
は
区
切

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
実
は
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
五
十
年
と
い
う
の
は
非
常
に
有
効
か
つ
単
純
で
、
誤
解
の
な
い
区
切
り
方
で
も
あ
る
。
中
国
共
産

党
と
い
う
集
団
、
組
織
が
権
力
を
持
っ
て
五
十
年
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
極
め
て
単
純
明
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
体
制
の
内
容
を
問
う

こ
と
な
し
に
あ
る
集
団
が
権
力
を
保
持
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
こ
れ
は
、
我
々
の
よ
う
に
外
国
か
ら
中
国
を
見
て
い
る
者
に

と
っ
て
、
知
的
好
奇
心
を
そ
そ
ら
な
い
こ
と
移
し
い
。
た
だ
単
に
五
十
年
が
経
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
学
問
的
に
意
味
の
あ
る

こ
と
を
悟
り
う
る
と
は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中華人民共和国・台湾の50周年一歴史・現状・未来一

従
っ
て
、
四
九
年
の
画
期
と
い
う
こ
と
に
触
れ
る
と
す
れ
ば
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

や
は
り
社
会
主
義
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会

主
義
を
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
で
国
民
党
で
な
く
て
な
ぜ
共
産
党
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
現
在
の
経
済
体
制
下
で
動
い
て
い
る
ベ
ク
ト
ル
は
、
社
会
主
義
を
色
々
な
言
葉
で
ち
ら
つ
か
せ
て
は
い
る
が
、
ど
う
も
社
会
主
義

的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
見
え
て
く
る
。
本
来
根
幹
に
な
る
は
ず
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
実
は

意
外
と
中
華
人
民
共
和
国
は
危
さ
を
か
か
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
こ
で
、
も
し
七
八
年
以
降
の
改
革
開
放
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
貫
し
た
説
明
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
す

る
と
権
力
の
正
統
性
に
つ
い
て
、
な
ぜ
中
華
人
民
共
和
国
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
に
際
し
、
結
局
経
済
発
展
を
自
分
た
ち
は
上
手

く
や
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
全
て
帰
着
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
五
十
周
年
記
念
式
典
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お

り
、
一
つ
の
体
制
、
国
家
と
い
う
も
の
を
、
経
済
発
展
を
う
ま
く
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
維
持
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

う
い
っ
た
「
危
う
さ
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
部
分
を
何
で
穴
う
め
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
う
と
、
「
富
強
の
中
国
」
い

わ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

北法51(4・207)1417
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し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
す
る
と
、
前
述
の
と
お
り
、
そ
の
担
い
手
が
中
国
共
産
党
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
必
ず
し
も

な
い
。
こ
こ
に
も
、
な
か
な
か
中
国
共
産
党
政
権
に
と
っ
て
の
「
危
う
さ
」
が
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
一
番
上
手
く

実
現
し
た
の
は
共
産
党
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
種
の
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
に
依
存
し
て
不
満
を
そ
ら
し
て
い
く
危
険

性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
、
例
え
ば
経
済
状
況
が
悪
化
し
た
と
き
に
、
現
在
の

中
華
人
民
共
和
国
は
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
そ
の
政
治
的
正
統
性
を
依
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
落
ち
た
と

き
に
は
、
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
な
ど
が
表
面
化
し
て
く
る
心
配
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
九
十
四
年
に
台
湾
に
い
っ
た
時
、
こ
れ
は
九
十

六
年
の
ミ
サ
イ
ル
演
習
の
前
だ
が
、
台
湾
の
新
聞
に
は
「
恐
る
べ
き
は
共
産
主
義
、
あ
る
い
は
中
国
共
産
党
で
は
な
く
、
真
に
恐
る
べ
き
も

の
は
、
中
国
共
産
党
支
配
崩
壊
後
の
極
端
な
民
族
主
義
で
あ
る
」
と
の
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
ソ
ビ
エ
ト
崩
壊
直

後
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
「
極
端
民
族
主
義
」
(
こ
う
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
た
)
と
い
う
指
摘
に
、

中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
警
戒
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
日
本
に
お
け
る
中
国
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。
中
国
研
究
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
し
ば
し
ば
中
国

は
特
殊
だ
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
比
較
政
治
論
的
な
観
点
か
ら
中
国
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

確
か
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
学
、
あ
る
い
は
地
域
研
究
か
ら
見
た
と
き
に
、
中
国
の
特
殊
性
が
「
歴
史
と
文
化
」
と

い
う
側
面
か
ら
浮
か
び
上
が
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
「
歴
史
と
文
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
五
千
年
と
い
っ
た
議
論
も
十
分
に
可
能
で
あ
り
必
ず
し
も
中
国
だ
け
が
特
別
で
は
な
い
。
こ
こ
で
特
殊
性
を
支

え
る
た
め
に
社
会
主
義
体
制
論
が
加
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
現
代
中
国
研
究
で
は
、
九
七
年
の
党
大
会
以
降
、
社
会
主

義
の
類
型
論
を
そ
れ
ほ
ど
し
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
歴
史
と
文
化
」
そ
し
て
「
社
会
主
義
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
の
み
で
中
国

を
語
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
お
い
て
、
比
較
政
治
の
分
野
か
ら
分
析
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
評
者
の
考
え
で
あ
る
。

つ
宇
卓
れ
/
、
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権
威
主
義
体
制
論
の
よ
う
な
議
論
の
枠
を
用
い
な
が
ら
中
国
を
語
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
評
者
が
比
較
政
治
的
な
議
論
を
中
国
に

求
め
始
め
た
の
は
、
い
わ
ば
「
横
の
共
通
性
」
と
で
も
言
え
る
べ
き
も
の
が
中
国
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
強
力
な
力
を

も
っ
一
党
あ
る
い
は
権
力
中
枢
が
存
在
し
、
そ
れ
が
権
威
主
義
的
統
治
を
実
行
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
向
こ
う
側
に
市
場
経
済
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
は
、
別
に
中
国
特
有
で
は
な
く
、
台
湾
で
は
こ
こ
五
十
年
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
台
湾
だ
け
で
な
く
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど

で
も
、
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
に
よ
る
が
、
各
地
に
見
ら
れ
る
話
な
の
で
あ
る
。

中
国
の
人
口
十
数
億
と
い
う
サ
イ
ズ
は
確
か
に
特
殊
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
比
較
政
治
研
究
の
枠
組
み
の
中
で
、
あ
る
い
は
政
治
学
や

中華人民共和国・台湾の50周年一歴史・現状・未来一

地
域
研
究
の
枠
組
み
の
中
で
中
国
を
語
る
こ
と
、
分
析
す
る
と
い
う
方
向
性
が
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
評
者
の
印
象
で
あ
る
。
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