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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
八
年
五
月
一
一
一
一
日
幽
午
後
二
時
半
よ
り

「
憲
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
私
法
の
役
割
」

報
告
者

山

敬

氏

京
都
大
学
法
学
部
助
教
授
)

本

出
席
者

五
三
名

報
告
者
は
、
ま
ず
、
憲
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
家
の
役
割
を
、
国
家

の
介
入
禁
止
(
国
家
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
十
分
な

理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
基
本
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
て
国
家
の
基

本
権
保
護
義
務
(
国
家
は
、
個
人
の
基
本
権
を
他
人
に
よ
る
侵
害
か
ら
保

護
す
る
た
め
に
、
積
極
的
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
て
国
家

の
基
本
権
支
援
義
務
(
国
家
は
、
個
人
の
基
本
権
が
よ
り
よ
く
実
現
さ
れ

る
よ
う
、
積
極
的
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
の
三
点
に
整
理

し
た
上
で
、
私
法
も
ま
た
、
国
家
が
定
め
た
法
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
以

上
、
憲
法
が
国
家
に
対
し
て
課
し
て
い
る
右
の
義
務
は
、
私
法
に
対
し
て

も
あ
て
は
ま
る
、
と
の
主
張
を
提
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
法
は
、
公

法
と
と
も
に
、
個
人
の
基
本
権
の
保
護
あ
る
い
は
そ
の
支
援
措
置
を
定
め

る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
個
人
の
基

本
権
を
過
度
に
侵
害
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

報
告
者
は
、
憲
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
私
法
の
役
割
を
右
の
よ
う
に
理

解
し
た
上
で
、
次
に
、
契
約
法
お
よ
び
不
法
行
為
法
の
二
つ
の
領
域
に
お

い
て
そ
の
具
体
化
を
図
る
。

契
約
法
に
お
い
て
は
、
公
序
良
俗
規
範
が
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
報
告
者
に
よ
れ
ば
、
個
人
が
そ
の
生
活
空
間
を
主
体
的
に
形
成
す
る

自
由
と
し
て
の
私
的
自
治
と
自
己
決
定
権
、
さ
ら
に
、
契
約
と
い
う
制
度

を
用
い
て
生
活
空
間
を
主
体
的
に
形
成
す
る
自
由
と
し
て
の
契
約
自
由
は
、

憲
法
上
の
自
由
で
あ
る
。
公
序
良
俗
規
範
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
を
制
約

す
る
立
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
く
介
入
は
、
基
本
権
に
対
す
る
不

当
な
介
入
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
を
受
け
る
し
、
他
方
で
そ

れ
に
は
正
当
化
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
基
本
権
の
保
護
と
基
本
権
の
支
援

が
そ
の
正
当
化
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
法
令
型
公
序

良
俗
」
と
「
裁
判
型
|
基
本
権
保
護
型
公
序
良
俗
」
と
い
う
二
類
型
が
析

出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
公
序
良
俗
法
理
適
用
に
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報

関
す
る
議
論
の
枠
組
み
が
整
理
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
、
基
本
権
保
護
義
務
と
過
剰
介
入

の
禁
止
と
い
う
基
本
的
視
点
に
基
づ
く
そ
の
再
構
成
が
試
み
ら
れ
た
。
そ

こ
で
は
、
過
失
判
断
に
関
す
る
ハ
ン
ド
の
定
式
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、

そ
の
上
で
、
過
剰
介
入
禁
止
と
い
う
観
点
か
ら
の
衡
量
基
準
と
し
て
、
均

衡
性
の
原
則
、
適
合
性
の
原
則
、
必
要
性
の
原
則
が
示
さ
れ
る
。

討
論
で
は
、
国
家
の
基
本
権
支
援
義
務
の
具
体
的
内
容
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
れ
ば
よ
い
か
、
そ
れ
は
法
的
義
務
か
、
そ
の
違
反
が
あ
る
場
合
の
効

果
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
社
会
権
を
惣
定
し
た
場
合
、
そ
の
支
援
措
置

の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
支
援

措
置
が
入
っ
て
こ
な
い
理
由
は
何
か
、
山
本
理
論
に
お
け
る
公
共
性
の
位

置
づ
け
は
ど
う
な
る
か
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
憲
法
論
を
ど
う
評
価
す
る

か
、
な
ど
多
様
な
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
自
律
す

る
個
人
に
よ
る
自
己
決
定
モ
デ
ル
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
根
本
的

な
論
点
も
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
報
告
者
に
よ
る
鋭
い
問
題
提
起
を
受
け
て
、

き
わ
め
て
活
発
に
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

な
お
、
本
研
究
会
は
、
民
事
法
研
究
会
、
公
法
研
究
会
、
法
理
論
研
究

会
と
の
共
催
で
実
施
さ
れ
た
。

雑

(
文
責

吉
田
克
己
)

O
平
成
八
年
六
月
七
日
樹
午
後
二
時
半
よ
り

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
と
法
学
・
政
治
学
」

報
告
者
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杉

事立

氏

回

(
法
政
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

四
四
名

今
回
の
報
告
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
前
半
で
は
「
啓
蒙
と

批
判
|
|
カ
ン
ト
・
フ

l
コ
l
・
ハ
パ

l
マ
ス
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、

政
治
学
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
、
報
告
者

自
身
の
見
解
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
後
半
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
法
学
の

射
程
」
で
は
、
村
上
淳
一
氏
の
近
年
の
仕
事
を
中
心
と
し
て
、
法
学
に
お

け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
の
動
向
を
報
告
者
の
視
点
か
ら
概
観
し
た
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
の
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
晩
年
の
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
l
コ
l
が
残
し
た
断
章
を
手
が
か
り
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
啓
蒙
」
が

単
な
る
時
期
区
分
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
も
の
を
相
対
化

す
る
批
判
的
立
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
批
判
と
し
て
の
啓
蒙
が
、

「
考
古
学
」
/
「
系
譜
学
」
と
い
う
フ

i
コ
l
の
立
場
と
も
必
ず
し
も
無
縁

で
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
守
一
言
葉
と
物
』
に
お
け
る
フ

1
コ
l
の
徹
底
し

た
カ
ン
ト
批
判
も
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
間
主
義
」
に
対
す
る
批
判
に
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す
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
に
対
す
る
フ

1
コ
l
の
評
価
と
矛
盾
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
時
、
現
在
の
政
治
哲

学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
対
照
的
な
立
場
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
フ

l
コ

!

と
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
パ

l
マ
ス
と
は
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
を
介
し
て
実
は
接
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
の
近
代
と
い

う
ハ
パ

l
マ
ス
の
議
論
は
、
近
代
の
も
た
ら
し
た
様
々
な
制
度
の
背
後
に

あ
る
権
力
を
告
発
し
続
け
る
フ

l
コ
l
の
議
論
と
、
批
判
と
い
う
点
に
お

い
て
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
依
然
と
し

て
重
要
な
差
異
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
フ

l
コ
ー

が
「
自
由
の
実
践
と
し
て
の
倫
理
」
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人

が
自
ら
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
由
に
選
択
す
る
自
発
性
を
重
視
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
ハ
パ

l
マ
ス
は
む
し
ろ
、
最
低
限
の
道
徳
的
な

合
意
が
予
め
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
自
発
性
が
な
け

れ
ば
啓
蒙
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
予
め
合
意
が
な
け
れ
ば
啓
蒙
自
体
が
崩

壊
し
か
ね
な
い
と
い
う
、
根
本
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ず
れ

の
契
機
を
強
調
す
る
か
に
お
い
て
両
者
は
分
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
現
在
」
に
相
対
す
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
選
択

に
か
か
わ
る
と
い
う
の
が
、
前
半
部
の
結
論
で
あ
っ
た
。

続
く
後
半
部
で
は
、
村
上
氏
の
最
近
の
議
論
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
両
義

性
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
た
。
神
が

理
性
的
で
あ
る
点
か
ら
す
る
と
、
世
界
に
悪
が
満
ち
て
い
る
こ
と
は
説
明

し
難
い
が
、
他
方
で
神
が
自
由
意
志
を
持
つ
以
上
、
悪
を
な
す
自
由
を
も

認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
も
そ
も
弁
神
論
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ

で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
歴
史
を
つ
く
る
主
体
と
し
て
の
人
聞
を
想
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
弁
神
論
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
人
間
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
こ
か
ら
、
一
方
で
は
、
神
の
ご
と
き
理
性
を
人
聞

が
引
き
継
い
だ
以
上
、
歴
史
は
秩
序
だ
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

偶

然

性

宗

S
E
m
g
N
)
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
出

て
来
る
。
し
か
し
、
も
う
一
方
で
は
、
人
間
の
行
動
の
自
由
を
重
視
す
る

ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ス
テ
イ

y
ク
な
議
論
も
ま
た
そ
こ
か
ら
は
出
て
来
う
る
と

言
う
。
こ
の
よ
う
な
村
上
氏
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
、
ハ
パ

l
マ
ス
と

フ
l
コ
l
に
つ
い
て
の
報
告
者
の
議
論
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
村
上
氏
は
、
ハ
パ

l
マ
ス
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
か
な
り
立
場
を

弱
め
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
道
徳
的
な
合
意
可
能
性
に
期
待
し
す

ぎ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
一
方
ニ
ク
ラ
ス
・
ル

l
マ
ン
に
つ
い
て
も
、
彼

が
自
律
的
な
主
体
の
概
念
を
解
体
す
る
点
は
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は

自
律
的
な
シ
ス
テ
ム
概
念
の
導
入
と
引
き
替
え
で
あ
っ
た
こ
と
を
問
題
に

す
る
。
そ
し
て
村
上
氏
は
、
ヵ

l
ル
・
ハ
イ
ン
ツ
・
ラ
デ

l
ア
に
代
表
さ
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れ
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
法
学
」
に
注
目
し
つ
つ
、
近
代
法
治
国
家
そ
の
も



雑

の
が
神
な
き
近
代
に
お
い
て
担
造
さ
れ
た
「
仮
象
」
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や

複
雑
化
・
多
元
化
し
た
現
状
に
対
応
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
従

来
の
法
/
不
法
と
い
う
二
元
論
的
な
コ
!
ド
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
よ

り
柔
軟
で
流
動
的
な
法
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
村
上
氏
の
議
論
に
対
し
、
報
告
者
は
最
後
に
、
村
上
氏
が

道
徳
的
な
合
意
の
不
可
能
性
を
、
た
だ
ち
に
法
の
不
可
能
性
に
結
び
つ
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
た
。
何
の
道
徳
的
基
礎
付

け
を
持
た
な
く
て
も
、
皆
が
認
め
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
法
は
法
と
し
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報

て
成
り
立
ち
う
る
と
い
う
特
性
を
持
つ
。
む
し
ろ
よ
り
深
刻
な
問
題
は
、

法
の
決
定
単
位
と
し
て
の
国
家
の
自
明
性
が
失
わ
れ
た
点
に
こ
そ
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
国
家
よ
り
大
き
い
単
位
と
小
さ
い
単
位
と
を
巻
き
込
む
形

で
、
法
的
合
意
の
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
争
い
こ
そ
が
、

現
在
法
学
・
政
治
学
が
直
面
し
つ
つ
あ
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し

て
報
告
を
閉
じ
た
。


