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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
五
年
七
月
二

O
日
(
木
)
午
後
三
時
よ
り

「
国
際
貢
献
と
は
な
に
か報

告
者 |

|
カ
ン
ボ
ジ
ア
問
題
を
手
が
か
り
に

i
J

明
氏

坪

井

善

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

I 
(5) (4) (3) (2) (1) 

カ
ン
ボ
〉〆

ア
問
題
カf

明
ら
か

し
た
も
の

P
K
O
五
原
則
の
ま
や
か
し

カ
ン
ボ
ジ
ア
を
あ
ま
り
に
知
ら
な
い

国
連
や
U
N
T
A
C
も
細
部
ま
で
知
ら
な
い

「
日
本
人
」
の
枠
組
み
だ
け
の
関
心
の
持
ち
ょ
う

寸
国
際
貢
献
」
の
難
し
さ

名

E 

「
国
際
貢
献
」
が
何
故
議
論
さ
れ
る
の
か

冷戦時代(1955-86)

三豆豆孟〉一寸安保・第九条体制

・反共主義 ・日米関係
・体制I選択 ・防衛費GNP1%枠
(社会主義か資 ・平和主義
本主義か)

<政 治 面 >

<社会経済面>

ポスト冷戦時代(1987-)

巴豆亙歪百 [菌扉責証E五百五7ト~亙豆亙壬一---{]量亙国
-全方位外交 ・政権交代可能 ・小選挙区
・自衛隊派遣 ・非自民か反自民 ・併用制・並
・改憲か護憲か か 用制・連用

< 政治 面> ~ 

<社会経済面> 1. N- 7.1.. .d.. I 口 町工フ七日
|人間優先社会トー→腐敗防 止法トベ地方分権|

・国際化社会 ・官僚優位の打破 ・地方の時代
・ゆとりある社会 ・時短 ・道州制
・技術と環境 ・余暇とレジャー ・在日外国人

問題
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報

皿
「
国
際
貢
献
」
の
座
標
軸

川
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
行
方

間
派
遣
で
き
る
国
内
体
制
作
り

仙
現
地
を
知
る
た
め
の
組
織

凶
日
本
は
「
南
」
・
「
北
」
の
か
け
橋
に

雑

O
平
成
五
年
八
月
二
六
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
消
費
者
保
護
と
フ
ラ
ン
ス
契
約
法

1

1

一
九
九
二
年
一
月
一
八
日
の
法
律
の
寄
与
|
|
」

ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ロ

l
氏

報
告
者

(
ボ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
名
誉
学
部
長
・

フ
ラ
ン
ス
放
送
教
育
会
国
セ
ン
タ
ー
総
長
)

出
席
者

名

本
報
告
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
三
四
号
(
一
九
九
三
年
一
一

月
一
五
日
号
)
に
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た

'v 

O
平
成
五
年
九
月
九
日
(
木
)
午
後
二
時
よ
り

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
法
の
改
革

ー
国
際
的
比
較
法
的
観
点
に
お
い
て
」

報

告

者

ア

ル

ピ

ン

・

エ

l
ザ

l
氏

(
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
、
マ
ッ
ク
ス
・

ブ
ラ
ン
ク
外
国
刑
法
・
国
際
刑
法
研
究
所
所
長
)

出
席
者

名

生
命
の
刑
法
的
保
護
に
造
詣
が
深
い
エ

l
ザ

1
教
授
か
ら
、
表
記
の
題

目
の
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
講
演
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
掲
載
の
拙
訳

を
参
照
さ
れ
た
い
。
報
告
後
は
、
対
話
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
の
可
否
、

当
否
等
を
巡
っ
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

(
文
責

今
井
猛
嘉
)

O
平
成
五
年
九
月
一
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
法
学
教
育
|
|
日
米
間
の
比
較
」

報
告
者

木

毅

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

三
六
名

下

出
席
者

北法44(6・470)1882



川
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
は
、
法
お
よ
び
公
政
策

(
宮
豆
片
言
-
広
三
に
関
す
る
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、

ア
メ
リ
カ
法
の
形
成
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
き
た
。
特
に
全
米
的

な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
お
よ
び
そ

の
法
文
化
を
支
配
し
て
い
る
、
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ロ

l
・

ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
教
育
は
、
目
的
、
対
象
、
教
育
方
法
お
よ
び
教
材
に

お
い
て
、
わ
が
国
を
含
む
ヨ

l
ロ
ァ
パ
型
の
教
育
と
は
き
わ
め
て
対
照
的

で
あ
る
。

北海道大学法学部法学会記事

ア
メ
リ
カ
型
法
学
教
育
の
目
的
は
、
性
格
上
き
わ
め
て
実
質
的
で
あ
り
、

そ
の
主
た
る
目
標
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
レ
タ

1
・
ル

l
ル

(σznrrzq

z
z印
)
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
方
法
論
、
す
な
わ
ち
、
弁

論
お
よ
び
判
決
の
構
成
、
分
析
、
比
較
、
評
価
お
よ
び
批
判
の
仕
方
、
な

ら
び
に
先
例
お
よ
び
立
法
の
動
向
の
識
別
の
方
法
を
学
生
に
教
え
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
法
学
教
育
の
力
点
は
、
主
と
し
て
法

律
の
条
文
お
よ
び
確
立
さ
れ
た
法
理
並
び
に
法
理
の
正
当
性
の
根
拠
や
解

釈
に
関
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
争
に
置
か
れ
て
き
た
。
ま
た
、
事
件
と

事
件
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
特
定
の

事
件
に
関
す
る
判
旨
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
よ

う
に
、
法
律
の
条
項
と
学
説
に
強
く
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
現
実
の
事
件
に

あ
ま
り
言
及
し
な
い
点
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
法

学
教
授
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
レ
タ

l
・
ル

l
ル
よ
り
も
、
実
質
的
理
由
づ
け

お
よ
び
政
策
上
の
議
論
を
習
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
法

と
は
、
権
威
的
法
理
を
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
「
政
治
的
、
経
済
的
、

社
会
的
政
策
の
道
具
L

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
は
、
寸
現
在
す
る
法
」
の
み
な
ら

ず
「
在
る
べ
き
法
」
を
伊
、
そ
の
射
程
の
中
に
採
り
込
ん
で
く
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
学
教
育
の
目
的
は
、
現
行
法
を
把
握
す
る
能
力
の
み
な
ら
ず
、

評
価
的
・
批
判
的
能
力
を
開
発
す
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
学
生
に
現
行
法
の
把
握
の
仕
方
を
教
え
る
場
合
に
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
・

レ
タ

1
・
ル
|
ル
を
超
え
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
政
策
お
よ
び
実
務

的
運
用
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
争
点
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
こ
と
の
必

要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
的
ア
プ
ロ
ウ
チ
は
、
法

準
則
(
コ
ユ
内
印
)
、
法
理
(
品
。
円
丹
江
耳
目
)
、
法
原
則
(
℃
コ
ロ

2
z
g
)
を
単
に
受
動

的
に
吸
収
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
問
題
を
解
決
す
る
能
力

e
s
z
m
g
g
Z
E間
)
を
養
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程

に
お
い
て
は
、
係
争
中
の
問
題
が
い
か
に
し
て
生
じ
、
そ
れ
を
解
決
す
る

法
的
プ
ロ
セ
ス
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
洞
察
力
が
、
特
定
の
事
件

の
解
決
の
内
容
と
同
様
に
強
調
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
の
目
標
は
、
法
と
い
う
も
の
を

北法44(6・471)1883



報

孤
立
的
文
化
現
象
と
し
て
把
握
せ
ず
、
隣
接
諸
科
学
と
の
提
携
に
よ
っ
て

そ
の
本
質
や
機
能
を
解
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

雑

凶
ア
メ
リ
カ
法
学
教
育
の
対
象
も
、
わ
が
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型

の
法
学
教
育
を
伝
統
的
に
支
配
し
て
き
た
比
較
的
狭
い
対
象
と
著
し
く
異

な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
よ
う
な
単
一
国
家
と
異
な
り
連
邦
制
を
と
っ
て

い
る
ア
メ
リ
カ
マ
は
、
法
域
(
』
ロ
コ
丘
一
2
5ロ
印
)
が
五

O
以
上
存
在
し
多
様

化
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
法
の
研
究
に
は
比
較
法
的
方
法
が
不
可
欠
と

な
る
。
そ
れ
は
、
単
一
の
ピ
ラ
ミ
y
ド
型
の
法
体
系
の
枠
組
を
有
す
る
わ

が
国
の
場
合
と
は
、
自
ず
と
対
象
が
異
な
っ
て
く
る
。
同
一
の
問
題
に
対

し
て
も
他
州
、
諸
外
国
で
の
複
数
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
先
例
と
い
え
ど

も
、
必
ず
し
も
権
威
あ
る
命
令
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
ケ
イ
ス
・

ブ
y

ク
の
中
の
次
の
事
例
と
し
て
、
他
州
で
全
く
逆
の
立
場
を
と
っ
た
判

決
例
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
生
が
読
む
ま

さ
に
そ
の
次
の
ケ
イ
ス
は
、
そ
れ
と
全
く
正
反
対
の
立
場
を
と
る
他
の
州

の
裁
判
例
か
ら
と
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ケ
イ
ス
・
ブ
ッ
ク
が
二

つ
の
は
っ
き
り
と
対
立
す
る
判
例
を
載
せ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
教
授
は

通
常
芝
吉
川
町
可
宮
5
2
F
n白
ご
目
的
巾
と
い
う
形
で
、
自
ら
他
の
実
例
を
提
示

す
る
。
ま
た
、
学
生
は
同
じ
問
題
に
つ
い
て
二
つ
の
州
議
会
が
制
定
し
た

異
な
っ
た
解
釈
を
自
ら
比
較
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
学
生
は
、
そ
れ
ら
五

O
州
と
い
う
社
会
的
実
験
室
に
お
い
て

発
展
し
て
き
た
裁
判
所
の
判
例
な
り
立
法
の
線
を
、
分
析
・
比
較
・
評

価
・
計
蘭
す
る
こ
と
に
熟
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
教
育
環
境
に
あ
っ
て
は
、
抽
象
的
形
式
的
な
理
由
づ
け
の
権
威
性
で

は
な
く
、
具
体
的
実
質
的
な
理
由
づ
け
こ
そ
が
、
主
た
る
焦
点
と
な
る
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
と
い
う
も
の
が
「
政
治
的
、
社
会
的
政
策

の
道
具
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
法
学
教
育
の
対
象
も
多
面
的

で
学
際
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
、
政
治
理
論
、
経
済
学
、

社
会
哲
学
な
ど
は
、
学
部
段
階
で
す
で
に
履
修
済
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
法
学
教
育
が
学
部
教
育
の
一
部
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
隣
接
諸
科
学
に
接
す
る
機
会
は
相
対
的
に

限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
学
際
的
ア
ブ
ロ
ウ
チ
に
多
く
を
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
こ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
と
い
う
も
の
が

そ
れ
を
形
成
し
て
き
た
歴
史
的
社
会
的
諸
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
概

念
と
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
わ
が
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

型
の
法
学
教
育
に
比
し
そ
の
範
囲
が
よ
り
広
汎
に
な
り
、
形
式
的
な
面
が

よ
り
少
な
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
買
お
ヨ
色

2
ロ'

出門「

E
E
S
E
-印
ヨ
の
発
想
は
、
法
を
相
衝
突
す
る
利
害
か
ら
隔
離
さ
れ
た

自
己
完
結
的
体
系
と
見
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
法
観
念
に
は
適
し
て
い
な

北法44(6・472)1884 



い
と
い
え
よ
う
か
。

間
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
教
材
に
関
し

て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
わ
が
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
法

学
教
育
で
は
、
主
と
し
て
ブ
ラ
y
ク
・
レ
タ

l
・
ル
ー
ル
か
ら
成
る
ド
グ

北海道大学法学部法学会記事

マ
テ
イ
ヴ
ク
な
教
科
書
(
判
決
例
は
ル

1
ル
を
適
用
し
た
例
と
し
て
引
用

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
)
が
教
材
の
中
心
を
な
し
て
き
た
(
も
ち
ろ
ん
、
わ

が
国
で
も
判
例
を
集
め
た
「
判
例
百
選
」
そ
の
他
の
判
例
集
が
用
い
ら
れ

て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
教
科
書
の
記
述
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
し
か

扱
わ
れ
て
い
な
い
)
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
型
法
学
教
育
で
は
、
こ
の
種

の
教
科
書
は
有
害
な
も
の
と
さ
れ
、
ケ
イ
ス
・
ブ
ッ
ク
が
主
と
し
て
用
い

ら
れ
て
き
た
。
判
例
の
大
半
は
、
実
質
的
な
理
由
づ
け
を
含
む
も
の
が
通

例
で
あ
り
、
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
・
ケ
イ
ス
の
比
重
が
圧
倒
的
に
高
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
相
違
は
、
学
術
書
官

Z
江
田
町
)
の
内
容
に
も

影
響
を
及
ぽ
し
、
わ
が
国
に
見
ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
教
科
書
に
は
基

本
的
法
原
則
か
ら
論
理
的
に
演
縛
さ
れ
た
法
準
則
の
体
系
が
記
述
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
型
の
学
術
書
に
は
わ
O
『
玄
ロ

g
n
g円

E
n
g

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
議
論
の
対
象
は
法
理
論
、
法
原
則
な
い

し
法
政
策
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
法
準
則
を
詳
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ

ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
グ
マ
テ
イ

y

ク
な
記
述
は
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

法
学
文
献
の
差
異
は
、
法
学
教
育
の
教
育
方
法
の
差
異
に
も
反
映

し
て
く
る
。
わ
が
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
法
学
教
育
で
は
、
教
説
的

講
義
方
式
が
支
配
的
な
教
授
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
型
の
法
学

教
育
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ケ
イ
ス
・
メ
ソ
y

ド
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
法
学
教
授
は
、
係
争
中
の
争
点
に
関
し
、
権
威
的
決
定
が
な

さ
れ
て
い
な
い
州
に
お
け
る
裁
判
官
と
仮
定
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
の
学
生
は
、
懐
疑
の
念
を
も

っ
て
判
決
を
考
察
す
る
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
先

例
拘
束
性
の
原
則
か
ら
も
自
由
に
な
り
、
積
極
主
義
者
的
役
割
を
演
ず
る

よ
う
に
訓
練
さ
れ
る
。

故
ハ
U
白

5
3
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
れ
て
く

る
若
者
は
、
タ
フ
・
マ
イ
ン
デ
ッ
ド
で
あ
り
、
懐
疑
的
で
、
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
か
っ
、
機
略
縦
横
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
、
ロ

l
・
ス
ク
ー

ル
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
法
と
い
う
も
の
を
ア
メ
リ
カ
の
社
会
お
よ
び
経

済
を
た
え
ず
創
り
変
え
て
い
く
道
具
と
み
る
よ
う
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の

裁
判
官
は
、
判
決
を
書
く
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
に
関
連
の
あ
る
政
治
的
、

経
済
的
、
社
会
的
な
政
策
を
議
論
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
判

決
意
見
を
三
年
間
自
己
の
勉
学
の
主
た
る
基
礎
と
し
て
き
た
学
生
は
、
自

(4) 
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報

然
に
政
策
と
い
う
観
点
か
ら
特
定
の
法
準
則
や
判
決
の
意
味
を
考
え
る
よ

う
に
な
る
。
大
半
の
学
生
は
、
法
哲
学
の
き
っ
ち
り
し
た
体
系
に
興
味
を

も
つ
こ
と
な
し
に
、
社
会
学
的
法
学
の
基
礎
的
観
念
を
吸
収
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
の
社
会
学
的
法
学
と
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ハ

l
ヴ

7
1
ド
・

ロ
1
・
ス
ク
ー
ル
の
デ
ィ

l
ン
を
勤
め
た
バ
ウ
ン
ド
が
、
そ
の
長
い
キ
ャ

北法44(6・474)1886

雑

リ
ア
を
通
じ
て
擁
護
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
。


