
北 大 開 示 文 書 研 究 会
ニ ュ ー ズ レ タ ー

２０２3 年 6 月 29 日発行 

Utaspano uoupekare 互いに支え合う　葛野辰次郎『キムスポ V』より

35
1

原
告
代
理
人
意
見
陳
述
の
概
要

第
11
回
口
頭
弁
論
で
の
原
告
訴
訟
代
理
人・毛も
う

利り

節た
か
し

弁
護
士
の
弁
論
か
ら

２
０
２
３
年
3
月
23
日
、札
幌
地
方
裁
判
所

以
下
、
順
番
は
前
後
し
ま
す
が
、
原
告
が

提
出
し
た
準
備
書
面
（
８
）
～
（
10
）
等
の

骨
子
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

第
１
　
原
告
準
備
書
面
（
10
）
に
つ
い
て

こ
の
準
備
書
面
で
は
、
榎え

も
り森

進
先
生
の
意

見
書
に
基
づ
き
、
江
戸
時
代
の
幕ば

く
は
ん
せ
い

藩
制
社
会

に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
位
置
づ
け
と
ア
イ
ヌ
が

自
分
稼か

せ
ぎ
と
い
う
形
で
行
っ
て
い
た
サ
ケ
漁

の
概
要
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

１　
ま
ず
、
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
ア
イ
ヌ

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
徳
川
家
康
か
ら

松
前
藩
宛
て
に
出
さ
れ
た
黒こ

く
い
ん
じ
ょ
う

印
状
で
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
は
「
蝦え

ぞ夷

（
ア
イ
ヌ
）
は
、
ど
こ
に
行
こ
う
と
、
何
を

し
よ
う
と
蝦
夷
の
お
も
う
ま
ま
に
す
る
よ
う

に
」
と
い
う
「
蝦え

ぞ夷
次し

だ
い第

」
の
定
め
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
は
課
税
の

対
象
外
に
も
さ
れ
て
お
り
、
化け

が
い外

の
民
と
し

て
、
幕
藩
体
制
国
家
の
外
の
民
族
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

２　
居
住
区
域
に
つ
い
て
も
、
和
人
が
居
住

す
る
「
和わ

じ
ん
ち

人
地
」
と
ア
イ
ヌ
が
居
住
す
る

「
蝦
夷
地
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、

１
７
９
９
年
の
段
階
で
は
、
熊く

ま
い
し石
村
か
ら
現

在
の
八
雲
町
山や

ま
こ
し越

を
結
ぶ
地
域
の
南
側
が
和

人
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
和

人
地
と
蝦
夷
地
を
区
分
す
る
体
制
自
体
は
、

今
か
ら
約
１
５
０
年
前
の
１
８
６
９
年
ま
で

続
い
て
い
ま
し
た
。

３　
和
人
と
の
交
易
と
ア
イ
ヌ
の
自
分
稼
ぎ

に
つ
い
て

和
人
と
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
に
つ
い
て

は
、
幕
藩
体
制
の
当
初
の
段
階
で
は
、

「
商あ

き
な
い
ば
ち
ぎ
ょ
う
せ
い

場
知
行
制
」
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
１
７
１
５
年
頃
以
降
に
な
る

と
、「
場ば

し
ょ
う
け
お
い
せ
い

所
請
負
制
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
従
来

交
易
の
相
手
方
で
あ
っ
た
商

あ
き
な
い
ば場
内
の
ア
イ
ヌ

は
、
和
人
商
人
が
経
営
す
る
漁
場
の
労
働
者

へ
と
変
質
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
中
に
お
い

て
も
、
ア
イ
ヌ
は
「
自
分
稼
ぎ
」
と
称
さ
れ

る
、
場
所
請
負
人
の
た
め
で
は
な
く
、
ア
イ

ヌ
自
身
の
生
活
の
た
め
の
独
自
の
生
産
活
動

に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ヌ

コ
タ
ン
が
集
団
と
し
て
の
独
占
的
・
排
他
的

漁ぎ
ょ
り
ょ
う猟
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ア
イ
ヌ
の
「
自
分
稼

ぎ
」
に
よ
る
漁
猟
は
、
幕
末
の
安あ

ん
せ
い政

期
に
お

い
て
も
、
依
然
と
し
て
活
発
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

こ
の
点
、原
告
が
、北
海
道
帝
国
大
学（
現

北
海
道
大
学
）
よ
り
、
浦う

ら
ほ
ろ
ち
ょ
う

幌
町
の
原
告
の

ア
イ
ヌ
墓
地
だ
っ
た
場
所
か
ら
盗
掘
さ
れ
た

ア
イ
ヌ
遺
骨
95
体
と
副ふ

く
そ
う
ひ
ん

葬
品
の
返
還
を
受
け

た
際
、
そ
の
副
葬
品
の
中
に
は
サ
ケ
漁
に
使

用
し
た
「
網ア

バ
リ針
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
す

が
、こ
の
よ
う
な
事
実
は
、原
告
の
祖
先
が
、

日
常
的
に
サ
ケ
漁
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

４　
以
上
の
と
お
り
、
ア
イ
ヌ
は
、
江
戸
時

代
末
期
の
安
政
期
に
至
っ
て
も
、
未
だ
幕
藩

体
制
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
化
外
の
民
で

あ
り
、「
自
分
稼
ぎ
」
と
い
う
形
で
、
河
川

で
の
独
占
的
・
排
他
的
漁
業
権
を
行
使
し
て

い
た
こ
と
が
史
実
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。

第
2
　
準
備
書
面
（
9
）
に
つ
い
て

こ
の
書
面
で
は
、
ア
イ
ヌ
が
古
来
か
ら
有

し
て
い
た
河
川
で
の
サ
ケ
捕
獲
権
が
、
本
件

の
十
勝
川
で
は
明
治
16
年
以
降
、
一
律
に
禁

止
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
規
定
が
現
在
の
水

産
資
源
保
護
法
28
条
に
も
引
き
継
が
れ
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
禁
止

規
定
が
ア
イ
ヌ
に
与
え
た
影
響
を
踏
ま
え
た

上
で
、
こ
の
規
定
の
不
合
理
性
に
つ
い
て
指

摘
し
て
い
ま
す
。

１　
河
川
で
の
サ
ケ
捕
獲
禁
止
措
置
が
ア
イ

ヌ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

①
飢き

が餓
の
発
生
（
ア
イ
ヌ
の
生
存
権
へ
の
脅
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威
）ア

イ
ヌ
に
と
っ
て
サ
ケ
は
、カ
ム
イ・チ
ェ

プ
（
神
の
魚
）、
シ
ペ
（
本
当
の
食
べ
物
）

と
言
わ
れ
、主
要
な
栄
養
源
と
な
っ
て
お
り
、

季
節
に
よ
っ
て
も
変
化
し
ま
す
が
、
サ
ケ
・

マ
ス
類
が
ア
イ
ヌ
の
栄
養
源
の
お
よ
そ
2
～

3
割
を
占
め
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
栄
養
源
の
2
～
3
割
を
占
め
る
サ

ケ
の
捕
獲
禁
止
が
、
ア
イ
ヌ
に
深
刻
な
飢
餓

の
発
生
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
容
易
に
理
解

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
事
実
、
こ
の
禁
止
措

置
の
直
後
に
行
わ
れ
た
札
幌
県
の
調
査
結
果

に
お
い
て
も
、
こ
の
禁
止
措
置
が
十
勝
川
周

辺
の
ア
イ
ヌ
に
極
め
て
深
刻
な
飢
餓
状
況
や

極
度
の
困こ

ん
き
ゅ
う窮を

も
た
ら
し
た
こ
と
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

②
自
分
稼
ぎ
の
喪そ

う
し
つ失

（
ア
イ
ヌ
の
経
済
的
基

盤
の
喪
失
）

ア
イ
ヌ
が
「
自
分
稼
ぎ
」
と
し
て
河
川
で

の
サ
ケ
漁
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
記
の

と
お
り
で
す
が
、こ
の
禁
止
措
置
に
よ
っ
て
、

ア
イ
ヌ
の「
自
分
稼
ぎ
」が
不
可
能
と
な
り
、

ア
イ
ヌ
だ
け
が
生
業
と
し
て
の
経
済
的
基
盤

を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

③
コ
タ
ン
の
立
地
環
境
へ
の
影
響

ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
サ

ケ
の
漁
場
や
サ
ケ
の
産
卵
場
と
い
う
点
が
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
お
り
、
サ
ケ
の
産

卵
場
は
コ
タ
ン
の
縄
張
り
に
も
な
っ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
コ
タ
ン
の
立
地
環
境
自
体

が
河
川
で
の
サ
ケ
漁
に
重
き
を
置
い
て
選
定

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
河

川
で
の
サ
ケ
漁
の
禁
止
は
、
ま
さ
に
ア
イ
ヌ

が
そ
こ
に
居
住
す
る
意
義
を
失
わ
せ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

④
サ
ケ
を
中
心
と
し
た
ア
イ
ヌ
文
化
・
宗
教

等
の
精
神
世
界
の
破
壊

生
活
面
や
文
化
的
側
面
か
ら
見
て
も
、

ア
イ
ヌ
は
、
河
川
で
の
サ
ケ
漁
禁
止
に
よ
っ

て
、
ウ
ラ
イ
漁
等
の
古
来
の
漁
法
を
失
う
の

み
な
ら
ず
、
伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
の
サ
ケ
料
理

や
サ
ケ
を
使
っ
た
伝
統
衣
類
等
の
衣
食
住
全す

べ

て
の
面
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
と
し
て
の
生
活
・

文
化
を
営
む
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
り
ま

し
た
。

ま
た
、
サ
ケ
や
サ
ケ
漁
に
ま
つ
わ
る
様
々

な
カ
ム
イ
ユ
ー
カ
ラ
な
ど
の
伝
承
、
儀
式
及

び
数
々
の
タ
ブ
ー
等
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お

り
、
サ
ケ
漁
は
、
ア
イ
ヌ
の
精
神
世
界
や
日

常
規き

は
ん範
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
し
た
。
こ
れ

ら
の
伝
承
や
タ
ブ
ー
は
、
文
書
化
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
日
々
の
漁
に
従
事
す
る
中
で
代
々

受
け
継
が
れ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
サ
ケ

漁
が
実
施
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ケ

漁
に
関
す
る
伝
承
等
が
途
絶
え
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
し
た
。

宗
教
的
儀
式
の
面
か
ら
見
て
も
、「
ペ
ッ
、

カ
ム
イ
ノ
ミ
」
や
「
ア
シ
リ
チ
ェ
プ
ノ
ミ
」

と
い
っ
た
サ
ケ
漁
に
関
す
る
祭さ

い
ぎ儀
が
行
わ
れ

て
お
り
、
ア
イ
ヌ
が
行
う
川
で
の
サ
ケ
漁
で

は
、
漁
全
体
を
通
じ
て
、
カ
ム
イ
（
神
）
へ

の
感
謝
、
カ
ム
イ
と
の
繋つ

な
が
り
と
い
う
宗
教

的
要
素
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
祭
儀
等
も
河
川

で
の
漁
の
禁
止
に
伴
い
、
そ
の
実
施
が
困
難

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

２　
以
上
の
と
お
り
、河
川
で
の
サ
ケ
漁
は
、

ア
イ
ヌ
の
生
活
、
文
化
、
精
神
世
界
等
を
含

め
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
源
を
な
す

行
為
で
あ
り
、
そ
の
漁
の
禁
止
に
よ
っ
て
、

ア
イ
ヌ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
「
ア
イ
ヌ

ら
し
く
生
き
る
権
利
」
自
体
を
奪
わ
れ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
、
原
告
の
前
会
長
で
あ
る
長な

が
ね根
弘こ

う

喜き

氏
は
、
従
前
の
意
見
陳
述
に
お
い
て
こ
う

述
べ
て
い
ま
す
。「
川
で
の
サ
ケ
の
捕
獲
は

ア
イ
ヌ
の
文
化
そ
の
も
の
で
、
サ
ケ
の
捕
獲

に
ア
イ
ヌ
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
ま
し
た
。

先
祖
と
同
じ
よ
う
に
サ
ケ
を
獲
り
、
神
に
祈

り
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
し
な
が
ら
『
俺
は
ア
イ

ヌ
だ
』
と
体
が
震
え
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
と
し

て
誇
り
を
も
っ
て
生
き
る
た
め
に
は
、
私
た

ち
に
和
人
と
は
違
う
、
サ
ケ
を
捕
獲
す
る
権

利
が
絶
対
に
必
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。」
と
。

こ
の
よ
う
な
全
人
格
的
感
覚
こ
そ
、
ア
イ
ヌ

民
族
に
と
っ
て
の
サ
ケ
を
捕
獲
す
る
権
利
の

意
味
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

３　
水
産
資
源
保
護
法
28
条
の
不
合
理
性
に

つ
い
て

こ
こ
で
は
、
河
川
で
の
サ
ケ
捕
獲
を
一
律

に
禁
止
す
る
水
産
資
源
保
護
法
28
条
に
は

様
々
な
問
題
点
が
あ
り
、
不
合
理
な
規
定
で

あ
っ
て
無
効
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘

し
ま
す
。

①
ま
ず
一
つ
目
の
問
題
点
は
、
水
産
資
源
保

護
法
28
条
は
、
ア
イ
ヌ
の
権
利
を
全
く
無
視

し
て
い
る
こ
と
で
す
。

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
規
定
は
、
サ

ケ
採
捕
権
を
有
す
る
ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
否
と

を
問
わ
ず
に
、
一
律
に
河
川
で
の
採
捕
を
禁

止
す
る
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
権

利
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
全
く
無
視
し
て

い
る
点
に
お
い
て
極
め
て
不
合
理
な
規
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
点

に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
「
差
別
」

を
構
成
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
改
め
て
述
べ
ま
す
。

②
二
つ
目
の
問
題
点
は
、
目
的
と
手
段
と
の

間
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
こ
と
で
す
。

被
告
ら
は
、
水
産
資
源
保
護
法
28
条
に
よ

る
河
川
で
の
サ
ケ
採
捕
の
一
律
禁
止
の
趣
旨

に
つ
い
て
は
、「
さ
け
資
源
の
枯こ

か
つ渇
を
回
避

す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
理
論
的
に
は
、
河
川
で

の
一
律
禁
止
以
外
の
方
法
、
つ
ま
り
一
部
禁

止
等
の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
さ
け
「
資
源
の

枯
渇
」
を
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
し
、

ま
た
河
川
で
は
な
く
沿
岸
部
で
の
採
捕
制
限

と
い
う
方
法
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
河
川
で

の
「
一
律
禁
止
」
と
い
う
手
段
と
こ
の
法
律

の
目
的
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
論
理
の
飛
躍

が
認
め
ら
れ
ま
す
。

③
三
つ
目
は
、
親
魚
の
約
９
割
は
沿
岸
等
に
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ま
で
回
帰
し
た
時
点
で
ほ
ぼ
採と

り
尽
く
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

令
和
４
年
度
の
道
内
で
の
サ
ケ
捕
獲
数
の

調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
人
工
ふ
化
放
流
事
業

の
た
め
に
河
川
等
に
て
捕
獲
さ
れ
た
尾
数
は

約
４
０
７
万
尾
で
、
沿
岸
定
置
網
漁
等
で
捕

獲
さ
れ
た
尾
数
は
約
２
９
４
０
万
尾
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
統
計
か
ら
見
て
も
、
全
体

の
約
９
割
の
サ
ケ
が
沿
岸
部
等
で
採
捕
さ
れ

て
お
り
、
河
川
に
上
る
べ
き
サ
ケ
の
ほ
ぼ
９

割
は
沿
岸
部
等
に
お
い
て
既
に
ほ
ぼ
取
り
尽

く
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

サ
ケ
の
資
源
保
護
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

沿
岸
部
等
で
の
採
捕
を
「
無
制
限
」
に
認
め

な
が
ら
、一
方
で
河
川
で
の
採
捕
の
み
を「
一

律
禁
止
」
す
る
と
い
う
極
端
な
規
制
方
法
に

は
、
何
ら
合
理
性
が
な
い
と
言
え
ま
す
。

④
四
つ
目
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
の
み
重
大
な

結
果
を
も
た
ら
す
差
別
的
な
規
制
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
被
告
ら
は
、
河
川
で

の
サ
ケ
捕
獲
を
一
律
に
禁
止
し
て
も
「
ア
イ

ヌ
民
族
で
あ
る
か
否
か
に
基
づ
く
法
的
な
差

別
的
扱
い
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
水
産
資
源
保
護
法
28
条
の
規
定
自
体
に

ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
間
の
形

式
的
な
不
平
等
は
存
在
し
な
い
。」
旨む

ね

主
張

し
て
い
ま
す
。
要
は
、
こ
の
法
律
は
、
サ
ケ

を
営
利
目
的
で
採
捕
す
る
者
も
、
レ
ジ
ャ
ー

目
的
で
採
捕
す
る
者
も
、そ
し
て
ア
イ
ヌ
も
、

皆
同
様
に
河
川
で
の
採
捕
を
禁
止
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、「
形
式
的
な
不
平
等
は
存

在
し
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
27
年
の
最
高
裁
判

決
に
お
い
て
も
、
憲
法
14
条
の
法
の
下
の
平

等
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
な
平
等
で
は
足
り

ず
、「
実
質
的
な
平
等
が
保
た
れ
る
よ
う
に

図
る
こ
と
」
が
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
人
種
差
別
」
に
つ

い
て
規
定
し
た
人
種
差
別
撤
廃
条
約
で
は
、

「
人
種
差
別
」
に
は
、平
等
を
妨
害
す
る
「
目

的
」
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
妨

害
す
る
「
効
果
」
を
有
す
る
も
の
も
含
ん
で

い
る
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
平
等
、
差
別
の
概
念
か
ら
、

こ
の
規
定
の
効
果
を
見
た
場
合
、
既
に
述
べ

た
と
お
り
、こ
の
規
定
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
「
ア
イ
ヌ
ら
し
く
生

き
る
権
利
」自
体
を
奪
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

人
権
上
も
極
め
て
重
大
な
損
害
を
受
け
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

一
方
、
河
川
で
の
捕
獲
規
制
の
対
象
と

な
る
者
に
は
、
商
業
目
的
の
採
捕
者
や
レ

ジ
ャ
ー
目
的
の
釣
り
人
等
が
想
定
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
規
定
が
商
業
目
的
の
採
捕
者
に
与

え
る
影
響
は
、
経
済
的
利
益
の
「
一
部
の
制

限
」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
沿
岸
部
等
で

の
採
捕
に
よ
る
収
益
は
何
ら
規
制
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
の
損
害
回
避
の
た
め

に
、
代
替
性
の
あ
る
回
復
手
段
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
し
て
、
レ

ジ
ャ
ー
目
的
の
釣
り
人
に
至
っ
て
は
、
他
の

第
3
　
準
備
書
面
（
８
）
に
つ
い
て

原
告
準
備
書
面
（
８
）
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
原
告
の
主
張
を
踏
ま
え
、
総
括
的
な
見
地

か
ら
被
告
ら
の
主
張
の
根
本
的
な
問
題
点

と
、
そ
れ
に
対
す
る
各
種
条
約
委
員
会
等
か

ら
の
指
摘
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

1　
一
つ
目
の
問
題
点
は
、
被
告
ら
は
先
住

民
族
と
し
て
の
本
来
的
権
利
を
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
で
す
。

被
告
ら
は
、
原
告
に
は
漁
業
法
に
基
づ
く

何
ら
の
免
許
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

原
告
に
本
件
サ
ケ
捕
獲
の
権
利
が
認
め
ら
れ

る
余
地
は
な
い
旨
主
張
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
住
民
族
は
、
自
ら
が

魚
種
の
釣
り
や
沿
岸
部
や
河
口
部
で
の
釣
り

に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
同
等
の
満
足
が
得
ら
れ
る

の
で
す
か
ら
、
損
害
は
殆ほ

と
んど

無
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
一

般
の
レ
ジ
ャ
ー
目
的
の
釣
り
人
と
先
住
民
族

の
権
利
を
同
視
し
て
い
る
考
え
方
自
体
に
重

大
な
問
題
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
河
川
で
の
サ
ケ
捕
獲
を
一
律

に
禁
止
す
る
規
定
は
、
営
利
目
的
の
採
捕
者

や
レ
ジ
ャ
ー
目
的
の
釣
り
人
等
と
比
較
し
て

も
、
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
だ
け
人
格
権
等
の
重

大
な
権
利
に
対
す
る
、
極
め
て
重
大
な
損

害
を
与
え
る
規
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ア
イ
ヌ
に
対
す
る
差
別
に
該が

い
と
う当

し
、
無
効
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
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伝
統
的
に
保
有
・
使
用
し
て
き
た
資
源
に
対

す
る
権
利
を
、
先
住
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
本
来
的
に
有
し
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
自
由
権
規
約
等
の

批ひ
じ
ゅ
ん准
さ
れ
た
各
種
条
約
、
及
び
先
住
民
族
の

権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
、
並
び
に
同
条
約

等
に
関
す
る
一
般
的
意
見
等
に
よ
っ
て
も
明

記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。

従
っ
て
、
法
律
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
本

件
サ
ケ
捕
獲
権
を
否
定
し
て
い
る
被
告
ら
の

主
張
は
、
根
本
的
に
こ
の
権
利
の
理
解
を

誤
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

2　
二
つ
目
の
問
題
点
は
、
批
准
さ
れ
た
条

約
等
の
国
際
人
権
法
が
、
国
内
法
に
優
位
す

る
と
い
う
原
則
に
反
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

被
告
ら
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
「
水
産
資

源
保
護
法
の
規
制
の
及
ば
な
い
さ
け
捕
獲
権

等
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
」
ま
で
を
条
約

の
締
約
国
に
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
旨

繰
り
返
し
主
張
し
、
原
告
の
本
件
サ
ケ
捕
獲

権
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
憲
法
98
条
２
項
の

規
定
等
を
根
拠
と
し
て
、
国
際
法
は
国
内
法

に
優
位
す
る
と
い
う
解
釈
が
定
説
と
な
っ
て

い
ま
す
。

被
告
ら
の
前
記
主
張
は
、
国
内
法
で
あ
る

水
産
資
源
保
護
法
が
国
際
法
に
優
位
す
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法

は
国
内
法
に
優
位
す
る
と
い
う
基
本
的
な
法

体
系
を
理
解
し
て
い
な
い
主
張
と
な
っ
て
い

ま
す
。

３　
三
つ
目
の
問
題
点
は
、
被
告
ら
は
「
差

別
」の
概
念
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
準
備
書
面（
９
）

の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
と
お
り
で
す
。

４　
以
上
、
述
べ
た
３
つ
の
大
き
な
問
題
点

に
つ
い
て
は
、
上
記
各
条
約
に
関
す
る
委
員

会
も
同
様
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
先
住
民
族
の
本
来
権
利
や
「
差

別
」
の
概
念
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
２
０
２
２
年
の
自
由
権
規
約
委
員

会
の
総
括
所
見
に
お
い
て
「
委
員
会
は
、
先

住
民
族
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
の
権
利
に
対
す
る

差
別
と
否
定
、（
以
下
中
略
）
が
報
告
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
、
引
き
続
き
懸
念
を
抱
い
て

い
る
。」
と
し
て
、
そ
の
問
題
性
が
明
確
に

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
内
法
秩
序
と
の
関
係
で
は
、
前

記
総
括
所
見
に
お
い
て
、「
締
約
国
は
国
内

法
秩
序
に
お
い
て
規
約
を
完
全
に
実
施
す
べ

き
で
あ
り
、
且か

つ
国
内
法
が
規
約
上
の
義
務

に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
、
適
用
さ
れ
る
こ

と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
国

内
法
に
対
す
る
国
際
法
の
優
位
と
い
う
法
秩

序
の
基
本
構
造
を
確
保
す
べ
き
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
上
記

各
問
題
点
が
日
本
政
府
の
国
際
人
権
法
に
関

す
る
理
解
と
研
修
の
不
足
に
起
因
し
て
い
る

と
の
考
え
に
基
づ
き
、日
本
政
府
に
対
し
て
、

裁
判
官
、
検
察
官
及
び
行
政
官
等
に
対
す
る

研
修
不
足
を
繰
り
返
し
指
摘
す
る
に
至
っ
て

い
ま
す
。

例
え
ば
１
９
９
８
年
の
自
由
権
規
約
委

員
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
総
括
所
見
で

は
、「
委
員
会
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
及
び

行
政
官
に
対
し
、
規
約
上
の
人
権
に
つ
い
て

の
教
育
が
何
ら
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

懸
念
を
有
す
る
。
委
員
会
は
、
か
か
る
教
育

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
強
く
勧
告

す
る
。
裁
判
官
を
規
約
の
規
定
に
習
熟
さ
せ

る
た
め
の
司
法
上
の
研
究
会
及
び
セ
ミ
ナ
ー

が
開
催
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
後
の

２
０
２
２
年
の
同
委
員
会
の
総
括
所
見
で
も

「
継
続
的
研
修
及
び
啓
発
を
す
る
努
力
に
関

す
る
具
体
的
な
情
報
が
な
い
こ
と
に
引
き
続

き
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。」
と
し
て
、
さ

ら
な
る
「
懸
念
」
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
訴
訟
に
お
け

る
被
告
ら
の
主
張
に
は
、
国
際
人
権
法

上
、
様
々
な
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
機
関
か
ら

も
度
重
な
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
本
件
裁
判
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
懸
念
が
払ふ

っ
し
き拭

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
原
告
は
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。

原
告
団
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
準
備
書
面
や
意
見
書
は
、

北
大
開
示
文
書
研
究
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
サ
ケ
捕
獲
権

確
認
訴
訟
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。


