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シンポジウム

吉
田
克
己
(
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
・
司
会
)

終
了
を
一
つ
の
日
安
に
し
て
レ
ミ
イ
先
生
に
は
報
告
を
お
願
い
し
て
お
き

ま
し
た
と
こ
ろ
、
時
間
を
守
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
格
的
な
議
論
は

午
後
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
折
角
で
す
の
で
、
多
少
時
間
を

割
い
て
質
疑
応
答
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
か
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ

、
っ
か
。

十

時

金
山
直
樹
(
法
政
大
学
法
学
部
教
授
)
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

第
一
部
と
第
二
部
と
で
や
は
り
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、

そ
れ
を
レ
ミ
ィ
先
生
が
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
、
と
い
う
点
で
す
。
つ

ま
り
、
第
一
部
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
懐
疑
主
義
的
実
証
主
義

者
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
剃
那
主
義
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う

い
う
感
じ
の
イ
メ
ー
ジ
で
提
示
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
第
二
部
で
は
、

彼
は
、
確
信
に
満
ち
た
法
実
証
主
義
者
と
し
て
現
れ
、
結
局
、
厳
格
な
体

系
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
を
ど
う
い
う
風
に
説
明
で
き
る
の
で

す
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。

レ
ミ
ィ
大
変
興
味
深
い
質
問
を
提
示
し
て
い
た
だ
い
て
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
は
「
矛
盾
」
が
あ

る
わ
け
で
す
。
報
告
で
も
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、

懐
疑
主
義
的
な
実
証
主
義
者
で
し
た
。
実
証
主
義
者
と
い
う
の
は
、
法
を

事
実
と
し
て
見
ょ
う
と
い
う
の
が
彼
の
観
点
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
懐
疑

主
義
と
い
う
の
は
、
彼
が
、
法
の
持
っ
て
い
る
徳
と
い
う
も
の
を
信
じ
な

い
、
さ
ら
に
法
の
進
化
と
い
う
も
の
を
信
じ
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ラ
ニ
オ
ル
は
体
系
を
作
っ
た
。
こ
れ
を
ど
う
説
明

す
る
か
、
こ
れ
が
関
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
見
る
と

こ
ろ
二
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
彼
は
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
授
と
し
て
一
貫
し
た
法
の
体
系
を
作
る
必
要
が

あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
教
育
上
の
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、

各
人
は
そ
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
は
判
決
を

下
す
、
公
証
人
は
公
正
証
書
を
作
成
す
る
、
そ
し
て
大
学
教
授
は
大
学
教

授
だ
、
自
分
は
大
学
教
授
で
あ
る
が
故
に
体
系
を
作
る
、
と
い
う
わ
け
で

す。
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第
二
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
こ
の
体
系
の
内
部
で
概
念
を
構
成
し
ま
し

た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
彼
は
、
法
の
背
後
に
利
害
の
対
立
が
あ
る

こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
し
、
そ
し
て
、
利
害
対
立
の
中
で
概
念
が
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、

首
尾
一
貫
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
害
対
立
の
解
決
に
力
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
自
ら
の
体
系
を
信
じ
て
い



た
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
そ
う
い

う
形
で
そ
れ
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
彼
は
、
そ
の
よ

う
な
具
体
的
な
目
的
と
の
関
係
で
自
己
の
体
系
を
利
用
し
た
の
で
す
。
こ

れ
は
「
矛
盾
」
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
プ
ラ
ニ
オ
ル

は
、
体
系
や
永
遠
の
真
理
を
信
じ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
彼
は
、
利
益
を
擁
護
し
た
、
体
系
を
通
じ
て
利
益
を
擁
護
し

た
の
で
す
。

近代民法学の思考様式

金
山
直
樹
あ
と
一
点
、
補
足
的
に
質
問
さ
せ
て
下
さ
い
。
レ
ミ
イ
先
生

は
、
報
告
の
中
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
独
創
的
な
理
論
の
例
と
し
て
、
普
遍

的
消
極
義
務
と
し
て
の
所
有
権
理
論
と
、
契
約
貢
任
に
関
す
る
理
論
を
挙

げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
例
は
、
先
生
が
今
指
摘
さ
れ
た
二
つ
の
埋

由
、
つ
ま
り
第
一
に
教
育
目
的
、
第
二
に
利
害
対
立
の
解
決
と
い
う
こ
つ

の
理
由
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
二
つ
の
例
は
、
い
ず
れ
も
最
初
の
教
育
目
的
と
い
う
理
由
の
ほ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

レ
ミ
ィ
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
て
い
ま
し
て
、
同
一
の
次
元
で
は
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

ま
ず
、
民
事
責
任
で
す
が
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
そ
の
最
初
の
著
作
で
、

フ
ォ

l
ト

(PEm)
観
念
を
擁
護
し
ま
し
た
。
フ
ォ

l
ト
観
念
の
擁
護
か

ら
出
発
し
て
、
彼
は
、
先
行
的
に
存
在
す
る
義
務
に
つ
い
て
の
僻
怠
と
い

う
点
に
基
礎
を
置
く
民
事
責
任
の
一
般
理
論
を
構
築
し
た
の
で
す
。
こ
こ

で
は
、
諸
利
害
の
対
立
か
ら
体
系
が
導
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
利
益
か

ら
体
系
へ
の
移
行
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

所
有
権
に
つ
い
て
は
、
事
情
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル

は
、
所
有
権
理
論
を
展
開
し
た
時
点
で
は
、
す
で
に
債
務
法
の
一
般
理
論

を
造
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。
所
有
権
を
普
遍
的
消
極
債
務
と
し
て
捉
ま
え

る
見
方
は
い
わ
ば
そ
の
適
用
で
、
こ
の
見
方
を
提
示
す
る
際
に
は
、
彼
は

む
し
ろ
教
師
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
理
論
の
背
後
に
、
何
か
利
害
の
対
立
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。

藤
原
正
則
(
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
)
先
生
が
講
演
の

最
後
、
講
演
原
稿
〔
二
九
〕
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
体
系

の
「
損
害
を
与
え
る
所
為
の
賠
償
」
の
中
に
、
不
法
行
為
と
か
、
債
務
不

履
行
、
古
典
的
な
準
契
約
、
そ
れ
か
ら
不
当
利
得
を
入
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
確
認
さ
せ
て
下
さ
い
。
不
当
利
得
が
契
約
外
の
債
務
発
生
原
因
と
い

う
こ
と
で
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
損
害
を
与
え
る
所
為
の

賠
償
」
が
不
当
利
但
円
だ
っ
た
ら
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
の
で
す
が
・
:
。
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た
し
か
に
こ
れ
は
多
分
間
違
い
で
す
ね
。
で
も
、
こ
れ
は
、
私

の
間
違
い
で
は
な
く
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
間
違
い
で
す
。
現
在
の
分
類
の
仕

レ
ミ
、
イ
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方
は
、
こ
れ
と
は
違
い
ま
す
。

プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
契
約
の
領
域
で
す
で
に
賠
償
の
観
念
を
一
般
化
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
古
典
的
な
準
契
約
、
つ
ま
り
事
務
管
理
や
非
債
弁
済
に
拡

大
し
た
の
で
す
。
こ
の
時
期
、
判
例
は
、
不
当
利
得
と
い
う
観
念
を
作
り

出
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
意
図
的
に
、
こ
の
不
当
利
得

を
広
大
な
「
損
害
を
与
え
る
所
為
の
賠
償
」
の
一
つ
に
位
置
づ
け
た
の
で

す
。
こ
の
概
念
は
、
私
た
ち
が
不
法
行
為
責
任
と
か
契
約
責
任
と
か
い
っ

て
い
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
他
人
の
損
失
に
お
い
て
原
因
な
し
に
利

得
す
る
場
合
も
含
ん
で
い
た
の
で
す
。
別
の
説
明
を
し
ま
す
と
、
「
損
害

を
与
え
る
所
為
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
行
為
が
含
ま
れ
、
そ
こ
に
は
有
責
性

(gヨ
E
忘
)
の
段
階
性
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
有
責
性
の
高
い
行

為
か
ら
低
い
行
為
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
わ
け
で
す
。
不
当
利
得
は
、
こ
の

中
で
も
有
責
性
の
一
番
低
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
「
損

害
を
与
え
る
所
為
」
に
は
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

吉
田
克
己
(
司
会
)
そ
の
他
に
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

東
海
林
邦
彦
(
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
)
プ
ラ
ニ
オ
ル

が
物
権
l
債
権
の
二
元
的
な
構
成
な
し
で
も
民
法
の
体
系
は
作
れ
る
、
作

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
お
開
き
し
た
の

で
す
が
、
ま
ず
、
そ
う
い
う
理
解
で
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か

ら
、
レ
ミ
ィ
先
生
御
自
身
も
そ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
二
点

に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
い
。

レ
ミ
ィ
二
つ
の
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
第
一
点
目
に
つ
き
ま
し

て
は
、
そ
の
よ
う
な
ご
理
解
で
結
構
で
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
少
な
く
と

も
財
産
法
の
全
体
に
つ
い
て
は
、

1

|
つ
ま
り
、
家
族
法
は
別
で
す
け

れ
ど
も

I
l
l
s
-百
S
S
(債
務
)
と
い
う
単
一
の
概
念
で
統
一
的
に
説

明
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
物
権
は
、
特

別
の
形
態
を
採
う
た
債
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
物
権

は
、
不
作
為
と
い
う
消
極
的
債
務
で
あ
り
、
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
点
に

特
徴
が
求
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
講
演
の
中
で
も
申
し
上
げ
ま

し
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
物
権
が
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
の
消
極

的
不
作
為
債
務
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
、
生
命
、

名
誉
、
健
康
を
尊
重
す
る
債
務
と
類
似
し
た
も
の
と
捉
え
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
不
作
為
債
務
で
あ
り
、
普
遍
的
債
務
で
あ
る
と
い
う
同
一
の
構
造

を
備
え
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
理
論
の
下
で
は
、
債

権
は
物
権
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
物
権
は
、
債
権
の
一
形
態
に
す

~ti去52(5.258)1662 

ぎ
な
く
な
る
の
で
す
。

二
点
目
の
ご
質
問
は
、
私
自
身
が
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
学
者
は
す
べ
て
同
意
見
で
す
け
れ
ど
も
、

私
は
、
物
権
に
関
す
る
先
ほ
ど
の
理
解
は
誤
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
法
学
史
の
中
で
ど
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う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
プ
ラ
ニ

オ
ル
は
、
間
違
い
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
園
内
で
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
的
タ
イ
プ
の
学
者
で
、
こ
の
点
で
は
、

サ
レ
イ
ユ
や
ジ
エ
ニ
ィ
と
は
対
照
的
で
し
た
。
こ
の
二
人
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
古
典
的
タ
イ
プ
の
学
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
そ
の
故

に
こ
の
二
人
は
外
国
で
成
功
し
た
と
も
い
え
る
の
で
す
が
:
:
:
。
サ
レ
イ

ユ
と
ジ
ェ
ニ
ィ
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
サ
レ
イ
ユ
は
、
ド
イ
ツ
人
の
よ
う

に
考
え
、
ド
イ
ツ
人
に
好
ま
れ
、
ド
イ
ツ
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
彼
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
で
も
広
く
愛
好
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
一
九
世
紀
の
末
葉
か
ら
、
彼
ら
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
考
え

方
の
故
に
、
外
国
に
お
い
て
著
名
に
な
っ
た
の
で
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
位

置
は
こ
れ
と
違
い
ま
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
典
型
的
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
法

律
家
で
し
た
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
ま

ず
も
っ
て
実
務
家
的
で
し
た
。
利
害
対
立
と
い
う
か
利
益
に
敏
感
で
、
紛

争
の
実
態
を
捉
ま
え
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
の
で
す
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
が

法
的
体
系
を
樹
立
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
教
育
的
な
観
点
に
出
る
も
の
で

し
た
。
で
す
か
ら
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
い
う
の
は
体
系
を
作
っ
た
わ
け
で
す

が
、
本
当
は
体
系
を
好
き
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
概
念
の
人
で

は
あ
り
ま
す
が
、
概
念
を
好
き
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
概
念
の
た

め
に
概
念
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
、
体
系
の
た
め
に
体
系
を
作
っ
た
わ
け

で
も
な
い
。
彼
が
概
念
を
作
り
体
系
を
作
っ
た
の
は
、
利
益
を
擁
護
す
る

た
め
で
し
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
り
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、

典
型
的
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
法
律
家
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
対
す
る
影
響
関
係
は
ど
う

か
と
い
い
ま
す
と
、
現
在
で
も
な
お
か
つ
か
な
り
強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
彼
の
『
民
法
概
論
』
は
、
い
ま
な
お
多
く
の
者
に
と
っ
て
非
常

に
示
唆
に
富
ん
だ
民
法
学
の
基
本
文
献
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
理
論
自
体
が
非
常
に
大
き
な
成

功
を
お
さ
め
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
理
論
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
期
待
し
た
よ
う
な
成
功
は
お
さ
め
て

い
な
い
の
で
す
。
フ
ォ

l
ト
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
彼
の
民
事
責
任
に
関
す

る
一
般
理
論
は
、
あ
ま
り
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
彼
が
擁

護
し
よ
う
と
し
た
物
の
所
為
に
よ
る
責
任
の
領
域
で
は
そ
う
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
彼
が
考
え
も
し
な
か
っ
た
契
約
不
履
行
の
領
域
で
は
、
そ
の

理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
物
権
に

関
す
る
理
論
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
債
務
の
分
類
も
、
多
く
の

著
者
に
よ
っ
て
引
用
は
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
様
で
す
。
要
す
る
に
、
プ

ラ
ニ
オ
ル
理
論
の
中
に
は
、
思
い
が
け
な
い
成
功
を
お
さ
め
た
も
の
も
あ

る
の
で
す
が
、
物
権
論
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
と
っ
て
よ
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り
重
要
な
多
く
の
理
論
は
、
学
説
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
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わ
っ
た
の
で
す
。

北iよ52(5・260)1664

吉
田
克
己
(
司
会
)

十
二
時
半
近
く
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
午
前
の
部
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
い

た
し
ま
す
。

ま
だ
質
問
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
間
が


