
 

Instructions for use

Title 雑報

Citation 北大法学論集, 28(2), 143-146

Issue Date 1977-10-24

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16242

Type bulletin (other)

File Information 28(2)_p143-146.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
二
年
二
月
二
五
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
法
的
社
会
化
研
究
序
説
」

報

告

者

良

之

氏

出

席

者

二

五

名

人
々
は
、
な
ぜ
刑
罰
の
威
嚇
力
に
よ
ら
な
く
て
も
、
法
規
範
に
従
う
よ
う

に
な
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
法
に
対
す
る
尊
敬
の
観
念
女
、
い
か

に
し
て
形
成
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
認
知
の
枠
組
と
し
て
の
権
利
の
概
念

を
獲
得
し
、
課
題
解
決
の
た
め
に
法
制
度
を
利
用
す
る
、
と
い
う
行
動
性
向
今
-

い
か
に
し
て
身
に
つ
け
て
い
く
の
か
等
々
と
い
う
問
題
1
1
人
々
は
い
か
に

し
て
口
己
か
-
法
制
度
に
適
応
さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
l
ー
は
、
法
任

会
学
に
と
っ
て
基
本
的
に
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会

学
者
や
心
刑
法
子
者
は
、
「
社
会
の
成
員
が
、
そ
の
社
会
が
共
有
す
る
規
範
・
価

値
・
行
動
パ
タ
ー
ン
等
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
」
を
社
会
化

ω
Z
E
S
E
S

と
よ
ん
で
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
冒
頭
で
述
べ
た
種
類
の
問
題
は

「
法
的
」
任
会
化
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
化
の
特
殊
法

的
側
一
而
合
本
絡
的
に
取
り
扱
っ
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
法

的
託
会
化
研
究
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
法
の
上
位
概
念
で
あ
る
規
範

に
関
す
る
こ
の
種
の
問
題
を
扱
っ
た
古
典
的
な
学
説
(
そ
こ
で
は
社
会
化
と

松

村

い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
)
を
概
観
す
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
の

問
題
関
心
は
規
範
一
般
・
規
則
一
般
に
あ
り
、
特
殊
法
的
な
問
題
全
念
頭
に

お
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
法
的
」
社
会
化
研
究
の
出
発
点
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
精
神
分
析
学
者
フ
ロ
イ
ト
の
超
自
我
論
で
あ
る
。
彼
は

「
親
の
子
に
対
す
る
命
令
や
禁
止
が
、
子
供
の
パ

l
ス
ナ
リ
テ
ィ
の
中
に
沈

澱
し
、
最
終
的
に
自
我
の
監
視
者
と
し
て
の
超
自
我
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
超

白
我
の
存
在
に
よ
っ
て
人
々
は
規
範
に
従
う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
第

二
は
、
発
達
心
理
学
者
ピ
ア
ジ
ェ
の
道
徳
的
発
達
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ

る
。
彼
は
「
子
供
の
規
則
に
対
す
る
観
念
は
、
規
則
に
絶
対
的
・
機
械
的
に

従
う
と
い
う
段
階
か
ら
、
規
則
を
機
能
的
に
捉
え
る
と
い
う
段
階
に
発
達
す

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
す

る
道
徳
的
発
達
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
基
本
的
に
は
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
っ
て
い

る。
工
の
報
告
は
序
説
で
あ
っ
て
、
学
説
の
概
観
で
終
わ
り
で
あ
る
が
、
最
後

に
社
会
化
に
お
け
る
特
殊
法
的
な
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
れ
ば
、
日
本
に
お

い
て
戦
後
一
貫
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
権
利
意
識
論
な
ど
は
、
ま
さ
に
託
会

化
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
し
、
再
検
討
す
る
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
よ
う

に
忠
わ
れ
る
。
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O
昭
和
五
二
年
三
月
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
半

l
五
時

「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
思
想
」

報
告
者
大
阪
市
立
大
学
教
授

出
席
者

梁

域

議
二
五
名

夫
氏



報

一
九
陛
紀
後
半
に
登
場
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
学
合
法
学
の
一
分
科
と
し
て
独

立
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
国
家
法
人
説
」
を
特
徴
づ
け
る
甘
樫
本
的

メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
何
か
。
国
家
に
独
自
の
人
格
を
認
め
て
か
か
る
独
自
人
絡

が
一
も
つ
同
家
を
主
権
の
主
体
と
す
る
発
想
ー
を
ら
っ
て
、
「
国
家
法
人
説
」
の
基

本
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
か
る
発
想
は
、
既
に

一
七
位
紀
初
頭
に
お
け
る
そ
の
成
立
以
来
ド
イ
ツ
憲
法
学
を
支
え
て
き
た
自

然
法
論
お
よ
び
国
家
有
機
体
論
の
根
幹
を
も
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
国
家
法
人
説
」
を
特
徴
づ
け
る
基
本
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、

「
国
民
」
(
〈
D
F〉
の
独
自
の
人
格
合
否
定
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

自
然
法
論
に
お
い
て
も
国
家
有
機
体
論
に
お
い
て
も
、
「
国
民
」
の
ほ
か
に

「
国
家
」
に
も
人
格
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
自
然
法
論
に
お
け
る
が
ご
と

く
「
凶
民
」
と
「
国
家
」
と
が
等
宣
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
国
家
有
機
体
論
に

お
け
る
が
ご
と
く
「
国
民
」
と
「
国
家
」
と
が
並
存
せ
し
め
ら
れ
て
い
よ
う

と
、
と
も
か
く
、
「
国
家
」
が
人
格
を
有
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
「
国
民
」
が

人
格
を
有
す
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
国
家
法
人
説
」
は
「
国
民
」
の
人
格
合
否
定
し
て
、
「
国
家
」
の
人
格
の
み

を
認
め
た
。

そ
れ
で
は
、
「
国
民
」
に
独
自
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
味

を
も
っ
た
か
。
自
然
法
論
に
お
い
て
は
、
君
主
は
「
国
民
」
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
、
「
同
氏
」
の
福
祉
の
た
め
に
統
治
を
行
う
べ
き
義
務
を
負
い
、
「
国
民
」

は
君
主
の
義
務
不
履
行
の
責
任
を
追
及
す
る
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
、
か
っ

一
八
世
紀
本
以
来
の
自
然
法
論
の
立
憲
主
義
化
に
つ
れ
て
、
「
函
民
」
が
そ
の

雑

代
表
を
通
じ
て
不
断
に
君
主
の
統
治
脅
監
視
・
批
判
し
う
る
と
さ
れ
た
だ
け

で
な
く
、
君
主
と
国
民
代
表
と
の
紛
争
に
際
し
て
は

l
l
解
散
後
の
総
選
挙

全
通
じ
て

|

l

「
国
民
」
が
最
終
決
定
権
を
極
る
も
の
と
さ
れ
た
。

国
家
有
機
体
論
に
お
い
て
は
、
君
主
と
そ
れ
以
外
の
構
成
員
戸
狭
義
の

「
国
民
と
と
の
立
場
の
違
い
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
、
両
者
を
包

含
す
る
広
義
の
「
国
民
」
を
貫
流
す
る
客
観
的
法
則
や
理
念
に
よ
っ
て
ひ
と

し
く
制
約
さ
れ
、
共
通
の
理
念
実
現
の
た
め
に
協
働
す
べ
き
義
務
を
負
う
も

の
と
さ
れ
、
狭
義
の
「
国
民
」
は
君
主
の
義
務
不
履
行
を
抵
抗
権
と
い
う
形

式
で
問
責
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
有
機
体
論
の
立
憲

主
義
化
に
つ
れ
て
、
君
主
と
国
民
代
表
と
の
協
調
の
う
え
に
国
政
が
付
ま
れ

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
両
者
の
紛
争
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
優
先

的
決
定
権
が
帰
属
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

「
凶
家
法
人
説
」
は
、
三
月
革
命
や
プ
ロ
イ
セ

γ
憲
法
争
議
な
ど
に
お
け

る
在
主
勢
力
を
背
於
と
し
、
シ
ュ
タ
l
ル
に
よ
る
君
主
主
義
原
理
の
独
自
の

解
釈
を
理
論
的
支
柱
と
し
て
、
君
主
と
議
会
と
の
間
の
紛
争
に
お
け
る
君
主

の
一
方
的
決
定
権
を
打
出
し
、
そ
の
た
め
に
、
「
国
民
」
代
表
の
優
位
或
い
は

「
国
民
」
代
表
と
君
主
と
の
同
位
に
導
く
お
そ
れ
の
あ
る
「
国
民
」
人
裕
を

否
定
す
る
必
要
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
国
家
」
の
独
自
人
格
の
み

を
認
め
つ
つ
、
統
治
権
力
の
主
体
と
し
て
国
家
人
格
の
な
か
に
、
統
治
権
力

の
担
い
手
と
い
う
名

H
で
君
主
だ
け
を
送
り
こ
む
も
の
モ
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
国
民
」
の
独
自
人
格
の
否
定
は
、
第
一
に
、
「
国
民
」
が
国
政

の
主
導
権
を
掌
湿
す
る
理
論
的
可
能
性
を
断
ち
切
り
、
第
二
に
、
君
主
お
よ

び
君
主
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
国
家
権
力
に
対
す
る
法
的
制
約
か
-
否
定
し
、
も

北法28(2・144)394



し
く
は
、
単
な
る
自
己
拘
束
に
縮
減
す
る
と
い
う
怠
味
を
も
っ
た
。

「
国
家
法
人
説
」
の
代
表
者
の
一
人
G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
、
第
一
次
的
国

家
機
関
と
し
て
の
、
「
国
民
」
と
第
二
次
的
国
家
機
関
と
し
て
の
「
国
民
」
代

表
と
の
問
に
法
的
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
国
民
」
の
人
格
の
回
復

を
試
み
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
「
国
家
法
人
説
」
の
思
考
の
枠
組
み
を
超
え
で

て
い
た
と
も
い
え
る
が
、
基
本
的
に
は
、
「
国
民
」
の
独
自
人
格
な
否
定
し
て

お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
議
会
主
義
へ
の
傾
斜
に
も
限
界
が
あ
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
同
法
学
に
対
す
る
深
い
学
問
的
蓄
積
に
裏
づ
け
ら
れ
た
報
告
に
つ

い
て
、
樋
々
の
質
問
が
活
発
に
な
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
一
八
世
紀
の
「
国
民
主

サ
ジ

権
」
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ド
イ
ツ
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
国

オ
ン

Y
1
/
ル

民
主
権
と
人
民
主
権
の
区
別
が
存
在
す
る
か
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
内
容
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
国
家
有
機
体
論
は
ド
イ
ツ
独
自
の
も
の
か
、
国
家
法

人
説
は
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
な
ど
の
問
題
、
が
論
議
さ
れ

た

法学会記事

O
昭
和
五
二
年
三
月
一
六
日
(
水
)
午
後
一
時
i
一一一時半

「
公
計
法
の
現
状
と
展
望
」

報
告
者
神
戸
大
学
法
学
部
教
授
西
原
道

出

席

者

二

三

名

わ
が
国
に
お
け
る
公
害
問
題
の
発
生
は
明
治
初
年
に
始
ま
る
が
、
所
有
権

の
絶
対
、
富
国
強
兵
政
策
に
よ
り
国
の
発
展
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
公
害
法
不
存
在
の
歴
史
が
続
い
た
。
し
か
し
、
大
正
期
に
は
、
大
阪
ア

ル
カ
リ
事
件
で
、
差
戻
後
の
大
阪
控
訴
院
は
、
化
学
会
社
の
責
任
タ
認
め
る

tj主
氏

に
い
た
っ
た
。
戦
時
中
は
公
告
問
題
も
表
面
化
せ
ず
、
戦
後
も
主
た
る
関
心

事
は
食
糧
な
ど
で
あ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
政
策
と
と
も
に
、
各
種
大
規
模

公
安
が
発
生
し
、
反
対
運
動
も
活
発
化
し
た
。
相
隣
関
係
的
紛
争
が
増
加
し

た
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

東
京
都
工
場
公
害
防
止
条
例
(
昭
二
四
)
、
水
質
保
全
二
法
(
昭
三
一
二
)
成

立
後
、
公
害
問
題
に
関
す
る
社
会
科
学
者
国
際
会
議
へ
昭
四
五
)
、
環
境
庁
設

置
へ
昭
四
六
)
、
ス
ト
ッ
グ
ホ
ル
ム
会
議
(
昭
四
七
〉
な
ど
す
経
て
、
閣
内
境
破

擦
に
対
す
る
認
識
が
深
ま
り
、
そ
の
問
、
各
種
の
公
寄
対
策
立
法
が
登
場
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
り
公
得
が
減
少
し
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
法
律
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
と
い
う
感
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
立
法
、
行
政
的
対
策
が
手
遅
れ
と
な
る
場
合
に
、
私
法
手
続

が
利
用
さ
れ
る
。
回
大
公
害
裁
判
そ
通
じ
て
公
害
の
私
法
的
解
決
に
対
す
る

各
種
の
解
釈
上
の
諸
問
題
(
過
失
、
因
果
関
係
、
共
同
不
法
行
為
、
損
お
賠

償
の
一
律
請
求
な
ど
)
が
掘
り
起
こ
さ
れ
た
が
、
原
告
が
-
審
判
決
に
勝
訴

し
た
場
合
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
判
決
が
直
接
交
渉
の

基
礎
に
な
り
は
じ
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
大
阪
空
港
訴
訟
の
第
二
審
で

は
、
事
業
そ
の
も
の
が
違
法
と
し
て
、
夜
間
差
止
を
求
め
る
原
告
の
請
求
が

認
容
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
公
共
性
に
関
す
る
論
議
も
重
要
で
あ
る
が
、
二

審
は
、
損
害
論
に
重
点
-V
一
お
き
、
被
害
の
認
定
の
方
法
に
工
夫
を
こ
ら
し

た
。
こ
れ
は
、
主
観
の
集
積
に
よ
る
主
観
の
客
観
化
を
通
じ
て
被
害
を
認
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
公
害
裁
判
に
お
け
る
原

告
勝
訴
の
原
因
は
、
事
件
の
積
み
重
ね
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ

る。

北法28(2・145)395
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公
害
問
題
の
解
決
に
は
、
立
法
の
限
界
、
行
政
が
十
分
に
対
応
し
切
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
司
法
に
異
常
な
ウ
エ
イ
ト
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
次
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
損
害
賠
償
よ
り
も
差
止
に
比
重
が
移
り
、
私
企
業
相
手
か
ら
公
企
業
相

手
に
、
単
独
企
業
相
手
か
ら
複
数
加
害
者
相
手
に
、
さ
ら
に
、
相
隣
関
係
紛

争
か
ら
典
型
的
な
公
害
訴
訟
に
移
行
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
法
は
、

右
の
問
題
を
含
め
て
、
新
し
い
諸
現
象
に
対
し
て
あ
る
程
度
対
処
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
際
、
新
し
い
概
念
、
制
度
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
も
、
従
来
の
も
の
を
十
分
活
用
し
、
そ
の
限
界
を
み
き
わ
め
て
か

ら
新
し
い
も
の
を
考
え
出
す
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
公

害
訴
訟
に
お
け
る
成
果
は
、
他
の
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
消
費
者
訴
訟
や

労
働
災
害
訴
訟
な
ど
で
一
般
理
論
と
し
て
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
公
害
裁
判
は
、
国
民
の
司
法
制
度
に
対
す
る

信
頼
を
あ
る
程
度
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
際
、
司
法
制
度
と
住
民
運

動
を
結
び
つ
け
る
地
域
住
民
と
し
て
の
活
動
や
理
論
と
実
生
活
の
結
び
つ
き

を
強
め
る
科
学
者
の
活
用
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
が
報
代
要
国
日
で
あ
る
。
討
論
で
は
、
ま
ず
、
公
害
へ
の
対
応
は
私
法

か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
と
小
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
こ
と
の
是
非
お
よ
び
行

政
、
行
政
法
、
行
政
法
学
の
役
割
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
評
価
に
つ
き
、
環
境

保
護
の
側
面
か
ら
の
み
す
る
の
は
御
都
合
主
義
で
環
境
問
題
の
も
と
に
あ
る

経
済
活
動
か
ら
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
出
席
者
の
意
見
が
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
、
わ
が
国
に
は
、
立
法
政
策
学
が
な
い
と
い
う
指
摘
の
あ
っ
た
こ

と
も
注
目
さ
れ
る
。
現
行
公
害
防
止
関
係
法
の
問
題
点
と
し
て
、
報
告
者
は

雑

基
準
が
甘
く
対
象
が
狭
い
、
権
限
の
み
で
は
な
く
明
確
な
義
務
づ
け
を
規
定

す
べ
き
こ
と
、
政
策
決
定
手
続
の
改
良
・
行
政
手
続
の
明
確
化
を
あ
げ
た
。

そ
の
際
、
こ
の
問
題
は
、
財
産
権
、
営
業
権
と
の
か
ら
み
合
い
も
あ
る
こ
と

も
言
及
さ
れ
た
。
こ
の
関
連
で
出
席
者
か
ら
次
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
未
然
防
止
が
最
良
で
あ
る
が
不
可
能
で
あ
る
。
国
民
に
は
生
活
様
式

を
変
え
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
対
策
は
小
手

先
の
技
術
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
環
境
行
政
自
体
、
問
題
が
お
き
る
こ
と
な
前

提
と
し
て
い
て
、
問
題
の
お
き
方
を
穏
や
か
に
お
さ
え
る
程
度
の
こ
と
し
か

考
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
国
際
条
約
は
日
本
に
と

っ
て
非
常
に
厳
し
い
基
準
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
公
害
紛
争
処
理
制
度
の

出
現
に
よ
り
従
来
裁
判
が
果
し
て
い
た
役
割
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
手

続
面
で
は
公
法
的
に
ど
こ
ま
で
い
け
る
の
か
(
た
と
え
ば
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト

法
案
)
、
住
民
の
声
を
ど
こ
ま
で
行
政
や
立
法
に
反
映
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
重

点
は
む
し
ろ
そ
ち
ら
に
移
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
の
問
題
が
提
出

さ
れ
た
。
最
後
の
問
題
点
に
つ
き
、
報
告
者
は
、
議
会
制
の
み
で
は
働
か
な

い
分
野
が
生
じ
て
お
り
、
な
お
ま
だ
試
行
錯
誤
が
必
要
T
あ
る
と
述
べ
た
。

時
間
的
制
約
が
厳
し
か
っ
た
た
め
、
討
論
の
深
化
に
は
限
度
が
あ
っ
た
が
、

報
告
お
よ
び
討
論
を
通
じ
て
わ
が
国
の
公
害
法
(
環
境
法
)
が
か
か
え
る
問

題
点
は
、
十
分
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な

問
題
の
正
確
な
位
置
づ
け
を
通
し
て
、
公
害
法
の
体
系
化
が
一
日
も
日
十
く
な

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
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