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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
四
年
五
月
一
一
二
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
中
国
の
司
法
制
度
と
裁
判

-
|
法
的
決
定
シ
ス
テ
ム
の
独
自
性
を
中
心
と
し
て

l
J

報
告
者

鈴

木

氏

(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

賢

出
席
者

名

近
年
、
わ
が
国
で
は
司
法
制
度
の
改
革
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ヅ
プ
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
外
国
の
司
法
に
か
ん
す
る
情
報
・
研
究
成
果
が
さ
か
ん
に
提

供
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
欧
米
先
進
諸
国
の
経
験
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
非
西
洋
世
界
の
司
法
制
度
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
き
わ
め
て
希
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
日
本
司
法
の
も
う

ひ
と
つ
の
相
対
化
の
た
め
に
中
国
の
司
法
、
と
く
に
裁
判
に
お
け
る
決
定

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ
り
か
た
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
特
質
の
摘
出
を
試
み

た。
中
国
で
裁
判
所
に
あ
た
る
機
関
は
人
民
法
院
と
よ
ば
れ
、
民
主
集
中
制

に
も
と
づ
き
同
ク
ラ
ス
の
人
民
代
表
大
会
(
以
下
、
「
人
大
」
と
略
)
に

よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
そ
れ
に
責
任
を
負
う
。
い
わ
ゆ
る
三
権
分
立
は
原
理

的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
通
常
法
院
は
最
高
人
民
法
院
を
頂
点
に
各
省
ご

と
の
高
級
人
民
法
院
(
三

O
ヵ
所
)
、
各
地
区
ご
と
の
中
級
人
民
法
院
(
約

三
四

O
ヵ
所
)
、
各
県
ご
と
の
基
層
人
民
法
院
(
約
三

0
0
0
ヵ
所
)
の

四
ク
ラ
ス
か
ら
構
成
さ
れ
、
原
則
と
し
て
二
審
終
審
制
を
採
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
法
院
は
同
級
の
人
大
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
た
院
長
に
よ
っ
て

統
率
さ
れ
、
内
部
に
は
若
干
の
「
法
庭
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
法
庭
に

は
民
事
、
刑
事
、
経
済
、
行
政
、
少
年
な
ど
事
件
の
種
類
に
応
じ
た
も
の

や
、
執
行
庭
、
不
服
審
査
庭
、
再
審
庭
な
ど
が
あ
り
、
庭
長
の
も
と
に
固

定
し
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
独
特
の
内
部
組
織
と
し
て

裁
判
委
員
会
が
設
け
ら
れ
(
法
院
組
織
法
一
一
条
)
、
個
々
の
案
件
へ
の

関
与
を
ふ
く
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
民
主
集
中
原
則
に
も
と

づ
く
集
団
指
導
体
制
を
具
体
化
し
た
も
の
で
、
建
国
以
前
か
ら
共
産
党
の

統
治
地
区
の
法
院
に
は
一
貫
し
て
存
続
し
て
き
た
。

実
際
に
裁
判
を
行
う
者
を
「
審
判
員
」
と
い
い
、
同
級
の
人
大
常
務
委
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報

員
会
が
こ
れ
を
任
免
す
る
(
法
院
組
織
法
三
五
条
)
。
審
判
員
の
下
に
は

法
院
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
「
助
理
審
判
員
」
が
お
り
、
合
議
庭
に
加
わ

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
素
人
が
一
審
に
限
り
合
議
庭
を
構
成
す
る

場
合
が
あ
る
。
原
語
で
は
「
陪
審
員
」
で
あ
る
が
、
職
業
裁
判
官
と
同
等

の
権
限
を
も
っ
て
裁
判
に
あ
た
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
の
で
、
む
し

ろ
参
審
員
制
度
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
社
会
主
義
司
法

の
目
玉
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
参
審
員
を
加
え
る
こ
と
が
必

要
的
で
あ
っ
た
が
、
紛
争
の
「
法
化
」
・
複
雑
化
・
専
門
化
、
制
定
法
の

整
備
、
案
件
数
の
増
大
、
職
業
裁
判
官
の
質
・
量
の
充
実
に
と
も
な
っ
て
、

し
だ
い
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
法
院
に
か
ん
す
る
人
事

は
、
法
律
上
は
国
家
権
力
機
関
た
る
人
大
の
専
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
人
選
に
つ
い
て
事
前
に
同
級
の
党
委
員
会
の
原
則
的
承
認

を
必
要
と
し
て
お
り
(
中
共
中
央
「
全
党
が
必
ず
社
会
主
義
法
制
を
擁
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
関
す
る
通
知
」
一
九
八
六
年
七
月
)
、
党

委
員
会
が
直
接
、
法
院
院
長
な
ど
を
任
免
し
て
し
ま
う
「
珍
事
」
も
し
ば

し
ば
発
生
す
る
。
近
時
、
裁
判
官
の
汚
職
、
不
正
の
風
が
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
賄
賂
を
受
け
取
ら
ず
、
コ
ネ
に
左
右
さ
れ
な
い
裁

判
官
は
模
範
的
裁
判
官
と
し
て
表
彰
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
事
態
は
深
刻
で
あ

る。

雑

中
国
の
法
院
に
お
け
る
司
法
的
決
定
の
特
徴
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

決
定
の
主
体
が
き
わ
め
て
多
層
的
、
多
元
的
で
、
実
際
の
審
理
に
あ
た
る

担
当
裁
判
官
に
は
、
最
終
的
な
決
定
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
決
定
の
主
体
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
す
ら
あ
る
。

ま
ず
、
法
院
内
部
に
あ
っ
て
具
体
的
な
案
件
の
処
理
決
定
に
関
与
し
う
る

主
体
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
者
が
あ
る
。
①
裁
判
委
員
会
。
法
は
重
大
な

事
件
ま
た
は
疑
義
の
あ
る
事
件
に
関
し
て
討
議
す
る
こ
と
を
裁
判
委
員
会

の
権
限
と
し
て
認
め
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
刑
事
事
件
の
場
合
は
、
従
来

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
委
員
会
に
付
議
し
て
判
決
内
容

を
決
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
事
件
を
受
理
し
た
合
議
定
は
裁
判
委
員
会

の
決
定
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
た
め
、
「
審
而
不
判
、
判
而
不
審
」
(
実
際

に
審
理
に
あ
た
る
者
は
判
決
を
下
せ
ず
、
判
決
を
決
め
る
者
は
審
理
に
加

わ
ら
な
い
)
と
い
っ
た
現
象
ゃ
、
「
先
判
後
審
」
(
先
に
判
決
内
容
を
決
め

て
か
ら
、
の
ち
に
審
理
す
る
)
と
い
う
病
理
を
生
ん
で
い
る
。
最
近
、
事

件
数
の
飛
躍
的
増
大
、
訴
一
訟
遅
延
と
い
う
事
態
の
も
と
、
で
き
る
だ
け
合

議
庭
の
判
断
を
尊
重
し
、
裁
判
委
員
会
が
関
与
す
る
事
件
の
範
囲
を
縮
小

す
る
方
向
で
改
革
が
す
す
み
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
合
議
庭
の
決
定
を
実

際
の
審
理
に
拘
わ
っ
て
い
な
い
裁
判
委
員
会
が
覆
す
こ
と
が
、
制
度
的
に

否
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
②
院
長
・
庭
長
に
よ
る
判
決
事

前
審
査
制
。
裁
判
の
基
準
と
な
る
制
定
法
の
欠
如
、
裁
判
員
の
資
質
の
低

さ
を
補
い
、
誤
判
を
防
ぐ
た
め
に
、
合
議
庭
が
作
成
し
た
判
決
内
容
を
法

北法43(4・336)830



庭
の
庭
長
、
法
院
長
が
あ
ら
か
じ
め
チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
で
、
正
式
の
判

決
と
し
て
当
事
者
に
一
不
す
と
い
う
事
実
上
の
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

や
は
り
ほ
と
ん
ど
の
事
件
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
を
へ
て
い
た
た
め
、
「
審

判
員
は
案
件
の
事
実
認
定
に
だ
け
責
任
を
負
ぃ
、
案
件
処
理
の
善
し
悪
し

に
は
上
司
が
責
任
を
も
っ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
審
判
員
の
簡
に
無
責

任
体
制
を
生
ん
で
い
る
。
裁
判
委
員
会
の
場
合
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
近

時
、
チ
ェ
ア
ク
す
べ
き
案
件
の
範
囲
を
限
定
す
べ
き
こ
と
が
叫
ば
れ
出
し

た。

北海道大学法学部法学会記事

中
国
に
お
け
る
裁
判
の
独
立
は
憲
法
上
、
審
判
員
の
独
立
で
は
な
く
、

法
院
単
位
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
(
憲
法
二
一
六
条
)
、
法
院

の
内
部
で
法
的
決
定
が
多
重
的
な
主
体
に
よ
っ
て
、
集
団
的
に
行
わ
れ
で

も
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
法
的
決
定
に
は
当
該
法
院
の
外
か

ら
も
以
下
の
よ
う
な
介
入
が
加
わ
り
、
独
立
し
た
裁
判
を
脅
か
し
て
い
る
。

①
上
級
法
院
に
よ
る
介
入
。
上
級
の
法
院
は
下
級
法
院
を
監
督
・
指
導
す

る
権
限
を
有
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
行
政
的
隷
属
関
係
で
は
な
い
と
い

わ
れ
る
。
し
か
し
、
下
級
法
院
は
い
っ
た
ん
受
理
し
た
案
件
を
自
主
的
に

上
級
法
院
へ
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
(
上
訴
で
は
な
く
、
同
一
審
級

の
な
か
で
の
移
送
)
、
上
級
法
院
は
必
要
と
認
め
た
場
合
、
下
級
法
院
か

ら
事
件
を
引
き
上
げ
て
自
ら
審
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
(
「
提
審
」
と
い

う
)
。
特
定
の
事
件
の
審
理
状
況
に
つ
い
て
下
級
法
院
が
中
間
報
告
を
行

う
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
上
級
法
院
に
よ
っ
て
定
期
的
に
判
決
の
質
を

チ
エ
プ
ク
す
る
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
②
党
委
員
会
に
よ
る
判

決
審
査
。
歴
史
的
に
刑
事
事
件
を
中
心
と
し
て
法
院
の
判
決
を
党
委
員
会

が
事
前
に
審
査
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
一
九
七
九
年
に
刑
法
、
刑

事
訴
訟
法
が
で
き
た
と
き
に
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
重
要

案
件
に
つ
い
て
は
自
主
的
に
党
委
員
会
に
報
告
し
て
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
が

良
し
と
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
も
「
大
権
は
党
が
独
占
し
、
小
権
は
法
院

に
委
ね
る
」
と
い
わ
れ
、
と
く
に
党
の
幹
部
に
か
か
わ
る
事
件
な
ど
、
具

体
的
な
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
党
の
サ
イ
ド
か
ら
法
院
に
サ
ゼ
ス
チ
ョ

ン
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
事
実
上
の

人
事
権
を
と
お
し
て
法
院
を
間
接
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お

り
で
あ
る
。
①
行
政
機
関
か
ら
の
介
入
。
法
院
の
予
算
は
同
級
の
地
方
政

府
の
財
政
に
く
く
ら
れ
で
あ
る
こ
と
、
人
事
の
交
流
も
さ
か
ん
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
行
政
部
門
か
ら
も
具
体
的
な
裁
判
に
横
槍
が
入
り
や
す
い
構
造

を
も
っ
て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
訴
訟
構
造
の
特
徴
と
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
ニ
超
職
権
主
義
的
訴
訟
。
①
裁
判
の
対
象
が

当
事
者
の
請
求
・
主
張
の
範
囲
に
限
ら
れ
ず
(
上
訴
の
対
象
に
つ
い
て
も

同
様
)
、
裁
判
所
が
職
権
で
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
告

不
理
の
原
則
は
な
い
。
証
拠
収
集
、
立
証
活
動
は
お
も
に
法
院
に
よ
っ
て

北法43(4・337)831 



報

担
わ
れ
、
裁
判
所
が
裁
判
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
。
②
主
張
内
容
に
関
し

て
当
事
者
聞
に
争
い
が
な
く
て
も
、
な
お
法
院
が
職
権
で
調
査
し
な
け
れ

ば
、
事
実
と
認
定
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
自
白
は
存
在
し
な
い
。
③
当
事
者

が
立
証
に
失
敗
し
て
も
、
た
だ
ち
に
不
利
益
(
敗
訴
の
危
険
)
を
負
担
す

る
と
は
限
ら
ず
、
な
お
法
院
に
よ
る
職
権
調
査
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
④
執
効
に
調
停
に
よ
る
解
決
が
薦
め
ら
れ
、
判
決
に
よ
る
決
着
は
好

ま
れ
な
い
(
民
事
訴
訟
の
約
七

O
%
が
現
在
で
も
調
停
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
る
)
。
職
権
で
集
め
ら
れ
た
証
拠
は
、
調
停
を
進
め
る
う
え
で
の
説
得

の
材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
。
最
近
、
訴
訟
の
迅
速
な
処
理
の
要
請
か
ら
、

当
事
者
の
役
割
を
重
視
し
、
法
廷
で
の
弁
論
の
活
性
化
・
実
質
化
を
図
る

こ
と
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
九
一
年
の
新
民
事
訴
訟
法
で

は
当
事
者
の
挙
証
責
任
を
強
化
す
る
方
向
で
改
正
を
行
っ
た
。
(
二
)
公

開
審
理
の
形
骸
化
。
裁
判
の
主
要
な
舞
台
が
、
法
廷
外
の
職
権
調
査
に
あ

り
、
重
要
な
こ
と
が
密
室
で
決
ま
っ
て
行
く
。
(
三
)
判
決
に
既
判
力
が

な
い
。
当
事
者
に
は
終
審
判
決
に
対
し
て
も
「
申
訴
」
と
い
う
不
服
申
し

立
て
を
す
る
こ
と
が
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
、
蒸
し

返
し
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
人
大
、
検
察
院
、
上
級
法
院

の
監
督
に
よ
っ
て
誤
判
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
再
審
が
開

始
さ
れ
る
。
再
審
事
件
は
き
わ
め
て
多
く
、
再
審
事
件
を
専
門
に
扱
う
法

庭
を
設
け
て
い
る
法
院
す
ら
あ
る
。
帝
制
時
代
以
来
の
伝
統
に
加
え
て
、

雑

法
院
人
事

d~'flj~ffil :i'?~‘ 
長〉

(審判長〉

長〉

(院

務判員O 

ム

ム
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毛
沢
東
思
想
に
も
と
づ
く
「
実
事
求
是
」
「
有
錯
必
糾
」
の
精
神
が
深
く

浸
透
し
て
お
り
、
誤
り
だ
と
分
か
っ
た
の
に
、
手
続
的
理
由
か
ら
こ
れ
を

改
め
な
い
と
い
う
の
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
不
合
理
と
映

る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
の
裁
判
(
原
語
「
審
判
」
)
は
西
洋
で
の
そ
れ

と
は
相
当
異
質
な
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
を
裁
判
や
司
法
と
い
う
お
な
じ

タ

l
ム
で
語
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
す
ら
疑
わ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。

(
本
研
究
は
一
九
九
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
・
奨
励
研
究
A
の
交

付
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)

北海道大学法学部法学会記事

O
平
成
四
年
六
月
二
一
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
私
保
険
法
の
下
で
の
保
険
者
の
損
害
賠
償
と
求
償
」

報

告

者

ヴ

ォ

ル

フ

ガ

ン

グ

・

フ

ラ

イ

ヘ

ア

・

出
席
者

フ
ォ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
氏

(
ボ
ン
大
学
教
授
)

二
六
名

比
較
法
の
第
一
人
者
で
お
ら
れ
る
フ
ォ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
教
授
か
ら
、

表
記
の
題
目
の
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
具
体
的
に
は
、
第
三
者
の
不
法
行

為
に
よ
っ
て
事
故
が
起
っ
た
場
合
に
、
保
険
者
は
そ
の
第
三
者
に
対
し
損

害
賠
償
あ
る
い
は
求
償
を
請
求
で
き
る
か
、
そ
の
請
求
の
法
律
構
成
如
何

と
い
う
問
題
と
、
加
害
者
が
責
任
保
険
に
入
っ
て
い
た
場
合
に
損
害
賠
償

責
任
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
講
演
の
後
、
様
々
な
問
題
に
つ
き
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
講
演
・
討
論
の
通
訳
を
担
当
さ
れ
た
小
樽
商
科
大

学
助
教
授
藤
原
正
則
氏
の
翻
訳
と
要
約
(
本
誌
掲
載
)
を
参
照
い
た
だ
き

-、。
・ヂ

h
i
v

(
文
責

瀬
)11 

信
久
)
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