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シンポジウム

北法56(3・266)1304 

コ
メ
ン
ト

山

下

竜

コ
メ
ン
ト
は
一
五
分
程
度
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単
で
す
が
、
ま
ず
、
両
先
生
の
報
告
を
私
な
り
に
位
置
付
け
、
次
に
、
今
後
の
報
告
と
も

関
係
づ
け
て
議
論
を
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
順
番
が
逆
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
伊
東
先
生
の
報
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
刑
法
に
つ
い
て
は
ず
ぶ
の
素
人
で
、
位
置
付

け
も
何
も
で
き
な
い
の
で
困
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
と
、
山
中
敬
一
先
生
が
、
私
が
読
む
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
、
分
か
り
ゃ
す
い
ま
と
め

方
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
(
山
中
敬
一
「
環
境
刑
法
の
現
代
的
課
題
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
『
環
境
問
題
の
行
方
』
(
一
九
九
九
年
)
八
二
頁
以
下
)
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
伊
東
先
生
の
報
告
の
位
置
付
け
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
中
先
生
が
言
、
つ
に
は
、
日
本
で
い
う
と
一
九
九
三
年
の
環
境
基
本
法
の
制
定
を
契
機
に
環
境
保
護
が
国
家
目
標
あ
る
い
は
任
務
に
な
っ

た
、
つ
ま
り
環
境
国
家
化
し
た
、
そ
う
な
る
と
刑
法
も
国
家
政
策
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
対
応
を
迫
ら
れ
て
く
る
、
そ
こ
で
、
刑
法
観
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
、
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て
い
る
の
だ
と
整
理
さ
れ
ま

し
て
、
そ
こ
で
論
点
と
し
て
は
三
つ
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
一
つ
自
は
、
刑
法
の
社
会
秩
序
形
成
機
能
を
承
認
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
、

い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
伊
東
先
生
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
山
中
論
文
を
読
ん
だ
限
り
で
は
、
認
識
的
肯
定
説
、
現
実



が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
仕
様
が
な
い
と
言
っ
た
ら
い
い
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
の
ご
報
告

を
聞
い
て
い
ま
す
と
も
う
少
し
前
野
育
三
先
生
の
積
極
的
肯
定
説
に
近
い
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
二
つ
目
の
問
題
と
い
う
の

が
超
個
人
的
法
益
の
保
護
を
正
当
化
す
る
か
と
い
う
問
題
で
、
こ
れ
は
伊
東
報
告
の
後
半
部
分
が
ま
さ
に
そ
う
い
う
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
き
ま
し
で
も
否
定
す
る
説
も
あ
り
ま
す
し
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
人
間
と
の
か
か
わ
り
で
生

態
系
と
い
う
も
の
も
保
護
法
益
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
伊
東
先
生
は
こ
の
問
題
で
は
一
番
ラ
ジ
カ
ル
と
い
い
ま
す
か
、
生
態

学
的
法
益
保
護
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
見
ま
す
。
=
一
つ
目
の
問
題
は
、
今
日
の
報
告
に
は
あ
ん
ま
り
出
て
き
ま
せ

ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、

い
わ
ゆ
る
環
境
刑
法
の
行
政
従
属
性
と
い
う
問
題
で
し
て
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
伊
東
先
生
は
中
間
説
と
い
い
ま

す
か
、
相
対
的
行
政
従
属
刑
法
説
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
整
理
が
仮
に
正
し
い
と
し
ま
す
と
、

環境秩序への多元的アプローチ(1 ) 

伊
東
説
の
一
番
の
特
徴
と
い
う
の
は
二
番
目
の
生
態
学
的
法
益
構
成
と
い
う
と
こ
ろ
か
な
と
考
え
ま
し
た
。

第
二
に
、
百
一
理
さ
ん
の
報
告
に
つ
い
て
で
す
が
、
百
一
理
説
の
特
徴
と
い
い
ま
す
の
は
、
行
政
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
範
囲
を
拡
大
す
る

た
め
、
判
例
が
採
用
す
る
公
益
・
個
別
的
利
益
二
分
論
に
対
し
て
、
共
同
利
益
・
集
団
的
利
益
と
い
う
第
三
の
利
益
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
示
す

る
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
共
同
利
益
と
い
う
第
三
の
利
益
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
ま

し
て
、
行
政
法
で
保
護
さ
れ
る
利
益
と
い
う
も
の
を
、
民
法
で
も
保
護
さ
れ
る
生
命
、
身
体
、
人
格
権
と
い
っ
た
利
益
を
超
え
て
、
生
活
利

益
あ
る
い
は
今
日
話
が
あ
り
ま
し
た
ア
メ
ニ
テ
ィ

i
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
も
拡
大
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
ご
報
告
の
二
「
公
益
へ
の
個
別
的
利
益
の
組
み
込
み
」
、
あ
る
い
は
三
「
公
益
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
個
別
的
利
益
の
法
的

保
護
利
益
性
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
う
か
が
い
ま
す
と
、
公
益
と
個
別
的
利
益
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
と
い
い
ま
す
か
、
重
な
り
合
い
と
い
う
点

に
も
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
吉
田
さ
ん
の
本
で
、
公
共
的
利
益
と
個
別
的
利
益
が
外
郭
秩
序
の
領
域
で
は
分
離
対
立
す
る
の
で
は
な
く

jヒ法56(3・267)1305

て
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
吉
田
克
己
『
現
代
市
民
社
会
と
民
法
学
』
(
一
九
九
九
年
)

二
回
六
頁
)
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と
共
通
性
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
な
る
と
最
初
に
言
い
ま
し
た
共
同
利
益
と
い
う
利
益
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
新
し
く
立
て

た
意
味
、
百
一
理
さ
ん
の
説
明
に
よ
り
ま
す
と
、
公
益
に
吸
収
や
解
消
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
(
百
一
理
格
「
行

北法56(3・268)1306 

一
一
頁
参
照
)
、
公
益
と
利
益
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
と
い
う
こ
と
と
、
第
三

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
共
同
利
益
と
立
て
る
こ
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
の
か
と
い
う
の
が
若
干
分
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で

政
訴
訟
の
理
念
と
目
的
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
三
四
号
(
二
O
O
二
年
)

す

な
お
、
こ
れ
は
余
計
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
二
O

O
四
年
の
行
政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
で
原
告
適
格
に
関
す
る
九
条
は
、

結
局
、
公
益
・
個
別
的
利
益
二
分
論
を
維
持
し
な
が
ら
、
個
別
的
利
益
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
い
う
改
正
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ま
す
。
つ
ま

り
、
全
体
的
な
枠
組
み
は
従
来
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
亘
理
さ
ん
が
最
後
の
方
で
話
さ
れ
た
景
観
法
の
よ
う

に
、
こ
う
い
う
法
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
的
利
益
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
今
回
の
九
条

改
正
は
、
法
律
の
根
拠
法
律
だ
け
で
個
別
的
利
益
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
た
も
の
を
、
そ
れ
以
外
の
様
々
要
素
を
そ
こ
に
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
拡
大
し
て
い
こ
う
、
つ
ま
り
、
関
連
法
律
の
趣
旨
・
目
的
や
被
侵
害
利
益
の
内
容
・
性
質
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
個
別
的
利
益
か
ど

う
か
を
判
断
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
日
一
理
さ
ん
の
考
え
方
も
今
回
の
九
条
の
改
正
の
枠
組
み
の
中
で
も
十
分
通
用

す
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
し
た
。

第
三
に
、
環
境
秩
序
の
意
味
を
私
な
り
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
環
境
秩
序
と
い
う
考
え
方
は
、
広
中
俊
雄
先
生
の
い
う
財
貨
秩
序
、
人

格
秩
序
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
を
取
り
巻
く
二
つ
の
外
郭
秩
序
の
う
ち
の
生
活
利
益
秩
序
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
(
広
中
俊
雄
『
民
法
綱

要
第
一
巻
総
論
上
』
(
一
九
八
九
年
)
三
頁
以
下
、
特
に
一
八
頁
以
下
)
。
吉
田
さ
ん
は
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
人
格
秩
序
の
か
か

わ
り
で
問
題
と
な
る
環
境
の
問
題
と
、
そ
れ
か
ら
人
格
権
の
侵
害
ま
で
至
っ
て
い
な
い
環
境
の
問
題
と
い
う
の
が
あ
る
と
整
理
さ
れ
ま
し
た

(
吉
田
・
前
掲
書
二
四
三
頁
以
下
)
。



伊
東
・
百
一
理
報
告
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
か
ら
の
報
告
も
、
各
法
が
①
環
境
悪
化
が
人
格
的
利
益
の
侵
害
の
原
因
に
な
る
場
合
に
及
ぶ
こ
と
に

つ
い
て
は
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
②
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
が
人
格
権
侵
害
に
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
場
合
に

ま
で
及
ぶ
か
、
及
ぶ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
及
ぶ
か
と
い
う
点
が
、
お
そ
ら
く
主
た
る
論
点
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
こ
の
「
環
境
秩
序
」
に
お
け
る
「
秩
序
」
と
い
う
意
味
に
は
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
所
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
規
範
秩
序
、

こ
こ
で
言
え
ば
環
境
法
と
い
う
環
境
法
秩
序
み
た
い
な
も
の
を
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
生
の
環
境
問
題
と
い
い
ま
す
か
実
態

の
意
味
を
も
う
少
し
つ
め
な
い
と
、
意
見
・
考
え
方
が
整
理
で
き
な

秩
序
と
い
う
か
生
態
系
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
の
か
。
「
秩
序
」

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
前
回
の
競
争
秩
序
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
「
秩
序
」
と
い
う
の
は
、
私
が
理

解
し
た
限
り
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
規
範
秩
序
で
、
競
争
法
上
の
違
法
と
民
法
上
の
違
法
が
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
「
秩
序
」
は
、
む
し
ろ
実
態
秩
序
と
い
う
か
生
態
系
な
ど
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

環境秩序への多元的アプローチ(1)

第
四
に
、
各
法
が
ど
の
よ
う
に
環
境
秩
序
に
手
を
伸
ば
す
か
と
い
う
点
で
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

一
番
有
名
な
の
は

環
境
権
論
で
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
私
と
し
て
一
番
印
象
深
い
の
は
奥
平
康
弘
先
生
の
本
(
『
憲
法
皿
』
(
一
九
九
三
年
)
四
二
三
頁
以
下
)

で
し
て
、
環
境
権
肯
定
論
者
が
て
っ
き
り
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
人
が
味
方
に
な
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
本
で
す
。
奥

平
先
生
は
、
ま
ず
「
[
環
境
権
の
]
範
囲
を
広
く
と
り
、
対
象
を
ふ
や
す
の
は
、
景
気
好
く
み
え
る
が
、
そ
の
分
だ
け
権
力
と
し
て
の
請
求

内
容
の
必
要
性
、
不
可
欠
性
(
場
合
に
よ
れ
ば
緊
急
性
)
に
欠
け
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
上
の
新
し
い
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
得
る
度
合
い

が
少
な
く
な
る
。
」
(
四
二
六
頁
)
と
言
い
ま
す
。
私
の
理
解
で
は
、
こ
れ
は
権
利
概
念
を
単
に
量
的
に
拡
大
す
る
の
で
は
だ
め
だ
よ
と
い
う

こ
と
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
次
に
奥
平
先
生
は
、
「
環
境
権
は
:
・
主
観
法
と
し
て
構
成
さ
れ
な
が
ら
も
、
個
人
の
生

活
領
域
・
個
人
の
法
的
利
益
を
越
え
た
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
権
利
主
体
は
、
個
人
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
共
同
体
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
本
来

1ヒ法56(3・269)1307
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言
え
る
態
の
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
私
に
は
、
環
境
と
個
人
と
い
う
こ
つ
が
面
と
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
そ
こ
に
共
同
体
と
い
う
も
の
を
聞
に
挟
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
面
白
く
思
い
ま
し
た
。

今
の
よ
う
な
奥
平
先
生
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
も
う
一
度
伊
東
報
告
、
一
旦
理
報
告
を
見
ま
す
と
、
伊
東
報
告
は
生
態
学
的
法
益
構
成
と
い

つ
ま
り
法
益
概
念
と
い
う
も
の
を
拡
大
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
質
的
違
い
と
い
う
の
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

う
も
の
を
立
て
て
、

量
的
拡
大
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
亘
理
報
告
が
共
同
利
益
と
い
う
も
の
を
出
し
て
こ
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
も
同
じ

よ
う
な
評
価
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
私
は
刑
事
訴
訟
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
行
政
訴
訟
や
民
事
訴
訟
で
言
い
ま
す
と
、
法

益
・
利
益
概
念
を
拡
大
し
な
が
ら
、
し
か
も
質
的
違
い
を
あ
ま
り
強
調
す
る
と
、
今
度
は
主
観
訴
訟
の
限
界
と
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
る
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
従
来
の
権
利
と
の
質
的
違
い
を
あ
ま
り
強
調
し
過
ぎ
る
と
救
済
の
対
象
外
に
な
っ
て
し

ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
う
少
し
言
う
と
、
亘
理
さ
ん
が
言
わ
れ
る
共
同
利
益
が
な
ぜ
個
別
的
利
益
の
側
に
含
ま
れ
る
の
か
。
逆
に
公
益
の

方
に
含
ま
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
訴
訟
で
は
違
法
か
違
法
で
な
い
か
と
い
う
二
分
論
が
採
ら
れ
る
わ
け
で
、
第
三
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
報
告
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
吉
田
さ
ん
は
国
立
景
観

訴
訟
に
関
す
る
判
例
評
釈
で
「
秩
序
違
反
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
差
し
止
め
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
(
吉
田
克

己
「
判
批
」
判
タ
一
一
一
一
O
号
(
二
O
O
三
年
)
七
二
貝
)
。
こ
れ
は
、
利
益
侵
害
や
権
利
侵
害
と
い
う
も
の
を
要
件
と
せ
ず
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

と
い
う
構
成
で
差
止
め
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
、
伊
東
報
告
・
一
日
一
理
報
告
よ
り
も
過
激
で
、
い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
も
主
観
訴
訟
と
し
て
の
限
界
を
ど
う
克
服
す
る
の
か
と
い
う
課
題
は
残
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。最

後
に
、

で
は
お
前
は
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
別
に
何
も
新
し
い
ア
イ
デ
ア
は
な
い
の
で
す
が
、
私
は
、

や
は
り
筋
か
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ら
す
る
と
共
同
体
を
環
境
保
護
主
体
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
奥
平
先
生
の
よ
う
に
環
境
と
個
人
の
聞
に
共
同

体
と
い
う
の
を
挟
ん
だ
よ
う
な
理
解
が
一
番
素
直
で
あ
り
、
共
同
体
の
活
動
を
個
人
は
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
か
と
い
う
ア
プ

ロ
l
チ
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
権
利
論
と
い
う
よ
り
民
主
主
義
論
や
ガ
パ
ナ
ン
ス
論
な
ど
理
論
が
中
心
に
な
っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
訴
訟
で
は
ほ
と
ん
ど
救
済
さ
れ
な
い
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

客
観
訴
訟
と
い
っ
た
新
し
い
制
度
枠
組
み
を
つ
く
る
の
が
一
番
素
直
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、
非
常
に
保
守
的
な
考
え
方
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
若
干
時
聞
が
オ
ー
バ
ー
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
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