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雑

報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
五
月
一
一
一
一
一
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
と
国
民
投
票
制
度
」報

告

者

岡

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

田

弘

信

名

一
九
九

0
年
代
に
入
り
、
国
民
投
票
制
度
が
世
界
的
に
注
目
を
集
め
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
、

E
U
問
題
と
の
関
わ
り
(
フ
ラ
ン
ス

や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
)
や
政
治
改
革
・
選
挙
制
度
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
(
イ

タ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
)
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
例
が
か
な

り
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
国

民
投
票
制
度
を
め
ぐ
る
論
議
も
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
も
こ
う
し
た
世
界
的
傾
向
と
無
関
係
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
消
費
税
導
入
や
選
挙
制
度
改
革
と
い
っ
た
重
要
な
問
題 氏

が
持
ち
上
が
る
ご
と
に
、
直
接
国
民
の
意
思
を
問
う
た
め
に
国
民
投
票
が

実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
現
れ
、
ま
た
こ
れ
は
国
民
投
票
で

は
な
い
が
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
注
目
す
べ

き
住
民
投
票
が
三
度
行
わ
れ
て
い
る
。
昨
年
の
八
月
に
新
潟
県
の
巻
町
で

原
発
に
関
す
る
住
民
投
票
が
、
そ
し
て
九
月
に
は
沖
縄
県
で
米
軍
基
地
を

め
ぐ
る
県
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
今
年
に
入
っ
て
六
月
に
岐
阜
県

の
御
嵩
町
で
産
廃
施
設
に
関
す
る
住
民
投
票
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
代
表
的
な
直

接
民
主
制
的
制
度
の
一
つ
で
あ
る
国
民
投
票
や
住
民
投
票
に
つ
い
て
の
厳

密
な
考
察
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
報
告
で
は
、
こ
う
し
た

考
察
の
材
料
を
得
る
べ
く
、
か
な
り
豊
富
な
国
民
投
票
の
実
施
例
を
有
す

る
フ
ラ
ン
ス
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
の
憲
法
お
よ
び
憲
法
学
に
お
け
る
国

民
投
票
制
度
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
革
命
期
か
ら
現
在
ま
で
都
合
二

O
回
の
国
民
投
票
を
実
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幸位

施
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
憲
法
事
項
に
関
す
る
国
民
投
票
が

圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
、
多
く
の
場
合
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
諮
問
型
で
な
く
決
定
型
の
国
民
投
票
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
諸
特
徴
を
有
す
る

国
民
投
票
が
、
憲
法
の
全
体
的
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

ま
た
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
報
告
で
は
、
そ
う
し

た
考
察
の
予
備
的
な
作
業
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
に
お
け
る
「
主
権

論
」
の
文
脈
と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
の
文
脈
に
お
け
る
国
民
投
票
制
度

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
を
特
徴
き
つ
け
て
き
た
主
権
概
念
と
直
接
民
主
主
義
的

制
度
(
国
民
投
票
制
度
は
当
然
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
と
の
関
わ
り
合
い
に

つ
い
て
の
伝
統
的
な
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
R
-
C
D
主

権
は
直
接
民
主
主
義
を
原
理
的
に
排
斥
す
る
の
に
対
し
、

E
C
H
)
]
由
主
権

は
直
接
民
主
主
義
と
原
理
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
民
投
票
制
度
は
、
℃

2
E
o
主
権
の
制
度
的
帰
結
の
一
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
最
近
の
議
論
の
あ
り
ょ
う
は
、
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
き

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
白
H-oロ
主
権
と
同
)
o
d
u
F
主
権
を
峻
別
す
る

議
論
が
以
前
ほ
ど
は
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

舞
台
の
正
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
「
半
直
接
制
(
牢
B
S
t

i1t 

「
同
庁
芯
出
品
目

-
e
g
n門
出
)
」
概
念
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
下
で
は
、
法
律
は
依
然
と
し
て
代
表
者
議
会
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
が
、

一
定
の
重
要
な
問
題
に
関
し
て
は
、
国
民
が
議
会
の
外
で
み
ず
か
ら
の
意

思
を
直
接
表
明
し
、
決
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
国
民
投
票
制
度
を
こ
の
文
脈
で

位
置
づ
け
、
そ
し
て
論
ず
る
ほ
う
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。
日
本
と
は

異
な
っ
た
形
で
は
あ
る
が
、
国
民
投
票
制
度
を
含
め
た
統
治
機
構
の
あ
り

ょ
う
を
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
の
文
脈
で
論
ず
る
流
れ
が
有
力
に
な
っ
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
民
投
票
の
背
後
に
は
、
特
定
の
人
物
の

思
想
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
影
響
が
存
す
る
と
と
に
も
注
目
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
革
命
期
の
国
民
投
票
に
は
ル
ソ

l
の

影
響
が
、
両
帝
政
期
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
そ
し
て
第
四
共
和
制
期
以
降
の

国
民
投
票
に
は
ド
ゴ

l
ル
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
の
あ
り
ょ
う
を
的
確
に
理
解
す
る
た

め
に
は
、
こ
れ
ら
三
一
人
の
思
想
な
り
憲
法
構
想
の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
分
析
を
縦
糸
に
、
そ
し
て
先
に
見
た
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
を
横

糸
に
取
り
、
そ
の
両
方
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
民
投
票
の
意
義
は
よ
り
明
ら
か
な
も
の
と
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。



O
一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
六
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
中
国
人
権
理
論
研
究
の
新
た
な
展
開
」報

告
者

徐

顕

明

氏

中
国
山
東
大
学
法
学
院
教
授
)

鈴

通

訳(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授

出
席
者

木

賢

氏

名

本
報
告
は
近
時
活
発
化
し
て
き
た
中
国
の
法
学
界
に
お
け
る
人
権
理
論

研
究
の
動
向
に
つ
い
て
傾
向
を
整
理
し
、
今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
報
告
は
以
下
の
九
つ
の
部
分
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

北海道大学法学部法学会記事

①
中
国
に
お
け
る
人
権
理
論
研
究
の
歴
史
的
経
緯
中
華
人
民
共

和
国
建
国
以
来
の
研
究
史
を
四
つ
の
時
期
に
区
分
し
た
う
え
で
、
文
廿
早
期

に
お
い
て
人
権
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
い
た
中
国
の
学
界
で
、
と
く
に
一

九
九
一
年
以
降
、
研
究
の
興
隆
期
を
迎
え
て
い
る
背
景
を
四
点
指
摘
し
た
。

す
な
わ
ち
、
川
法
理
学
の
学
界
に
お
い
て
権
利
本
位
説
が
主
導
的
位
置
を

占
め
る
よ
う
に
な
り
、
権
利
に
よ
る
権
力
の
抑
制
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
理
論
的
背
景
、
山
マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
解
釈
に
よ

り
人
権
を
否
定
す
る
立
場
だ
け
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
は
な
い
こ
と
が
承

認
さ
れ
た
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
、
川
政
府
に
よ
り
人
権
白
書
が 氏

相
次
い
で
公
表
さ
れ
(
九
一
、
九
六
、
九
七
年
)
、
公
式
に
人
権
観
念
が

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
政
治
的
背
景
、
川

市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
現
実
の
社
会
経
済
が
人
権
を
必
要
と

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
済
的
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

②
人
権
の
観
念
に
か
か
わ
る
論
点
ま
ず
、
人
権
の
定
義
に
関
し
て

は
、
「
人
が
人
で
あ
る
た
め
の
権
利
」
「
人
を
人
た
ら
し
め
る
権
利
」

「
人
を
尊
厳
あ
る
人
た
ら
し
め
る
権
利
」
の
対
立
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
人
権
は
複
合
的
な
性
格
を
ゅ
う
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
お
り
、
人

の
価
値
の
異
な
る
側
面
か
ら
の
承
認
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
道
徳
的
承
認
を
う
け
た
人
の
価
値
が
あ
る
べ
き
権
利
、
社
会
的
承
認

が
市
民
の
権
利
、
政
治
的
承
認
が
国
民
の
権
利
、
法
的
承
認
が
保
障
さ
れ

る
権
利
と
し
て
具
現
す
る
。

①
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
基
本
的
権
利
の
「
基
本
的
」
の
意
義
を
め
ぐ
る

議
論
一
般
に
「
基
本
的
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
に
と
っ
て
の
不
可
欠
性
・
不
可
代
替
性
・
不
可

譲
渡
性
、
安
定
性
(
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
)
、
根
源
性
(
基
本
権

以
外
の
権
利
を
派
生
さ
せ
る
)
、
最
低
基
準
の
国
際
的
近
似
性
で
あ
る
。

④
人
権
の
分
類
に
関
す
る
研
究
ま
ず
、
古
典
的
分
類
と
し
て
中
国

で
も
人
権
と
市
民
権
の
区
別
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
形
式
に
着
目

し
て
あ
る
べ
き
権
利
、
法
律
上
の
権
利
、
現
実
に
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利

北法48(4・231)951



幸日

の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
三
種
の
権
利
が
あ
い
等
し

い
状
態
こ
そ
が
理
想
な
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
市
民
と
国
家
の
関
係
か
ら
抵
抗
権
、
自
由
権
、

生
存
権
、
政
治
的
権
利
の
分
類
も
あ
る
。
ま
た
、
人
類
発
展
の
歴
史
に
鑑

み
て
、
自
由
権
本
位
の
人
権
(
第
一
世
代
)
、
生
存
権
本
位
の
人
権
(
第

二
世
代
)
、
発
展
権
本
位
の
人
権
(
第
三
世
代
)
、
平
和
権
本
位
の
人
権

(
第
四
世
代
)
に
分
け
る
立
場
も
あ
る
。

雑

①
人
権
の
価
値
に
関
す
る
研
究
人
権
に
は
普
遍
的
価
値
と
相
対
的

価
値
が
あ
る
こ
と
が
ま
ず
承
認
さ
れ
、
普
遍
的
価
値
に
は
以
下
の
三
つ
の

要
素
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
個
人
の
利
益
の
限
界
を

画
す
る
と
い
う
意
義
、
第
二
に
個
人
の
公
権
力
に
対
す
る
評
価
、
抵
抗
、

改
造
の
基
準
と
し
て
の
価
値
、
第
三
に
社
会
的
調
和
(
人
と
自
然
、
人
と

人
、
人
自
身
の
中
)
の
共
通
の
尺
度
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

@
人
権
の
主
体
を
め
ぐ
る
論
点
人
権
の
享
有
主
体
に
関
す
る
中
国

で
の
議
論
の
う
ち
、
三
つ
の
特
徴
的
な
観
点
が
紹
介
さ
れ
た
。
第
一
に
人

権
の
主
体
を
生
命
の
主
体
か
ら
人
格
の
主
体
と
し
て
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
第
二
に
と
く
に
社
会
的
弱
者
を
ひ
と
つ
の
階
層
・
グ
ル
ー
プ
と

し
て
人
権
の
主
体
と
認
め
る
「
類
主
体
」
の
考
え
方
、
第
一
一
一
に
集
団
的
人

権
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
集
団
的
人
権
の
「
集
団
」
の
性
格
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
総
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
権
利
は
共
同
行

使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
国
際
的
な
場
で
の
み
主
張
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

⑦
人
権
の
制
約
に
関
す
る
議
論
人
権
の
制
約
、
制
限
に
つ
い
て
は

原
理
的
に
三
つ
の
比
例
関
係
が
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
権

相
互
間
で
は
等
比
例
関
係
、
国
家
権
力
と
の
間
で
は
人
権
は
反
比
例
関
係

に
あ
り
(
人
権
と
国
家
権
力
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
)
、
社
会
経
済
状
況
と
の

関
係
で
は
正
比
例
に
あ
る
(
経
済
水
準
の
向
上
が
人
権
の
拡
充
を
も
た
ら

す
)

0

人
権
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、
制
限
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

そ
れ
が
最
小
限
度
の
制
限
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
べ
き
こ
と
が
一
般
に

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
人
権
を
制
限
す
る
さ
い
の
行
政
的
な
手

続
き
と
し
て
、
ま
ず
ふ
た
つ
の
利
益
を
比
較
し
、
つ
い
で
両
者
の
衡
平
を

量
り
、
最
後
に
制
限
の
た
め
の
処
分
を
行
う
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

北法48(4・232)952

④
憲
法
に
は
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
補
充
が
必
要
な
人

権
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
人
権
が
あ
る
。
生
存
権
、
発
展
権
、
環
境
権
、

財
産
権
、
職
業
選
択
の
自
由
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
自
由
、
移
動
の
自
由
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
知
る
権
利
、
抵
抗
権
で
あ
る
。

①
中
国
人
権
理
論
研
究
が
抱
え
る
今
後
の
課
題
第
一
に
法
理
学
と

憲
法
学
と
の
分
業
問
題
が
あ
る
。
従
来
は
人
権
研
究
は
ほ
と
ん
ど
が
法
理

学
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
が
、
本
来
、
人
権
の
制
度
的
保
障
の
問
題



は
憲
法
学
が
担
当
す
べ
き
課
題
で
あ
る
o

第
二
に
(
東
)
ア
ジ
ア
的
人
権

観
の
成
立
可
能
性
に
つ
き
理
論
的
な
精
確
化
が
期
待
さ
れ
る
。
第
三
に
人

権
の
解
釈
と
推
定
さ
れ
る
人
権
の
問
題
、
第
四
に
人
権
保
障
の
た
め
の
制

度
論
が
詰
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
じ
て
、
国
際
社
会
か
ら
も
注
目
を
集
め
る
中
国
の
人
権
論
を
、
中
国

に
お
け
る
人
権
理
論
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
簡
潔
に
ま
と

め
、
特
徴
的
な
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
、
時
代
の
変
化
の
着
実
さ
を
感
じ

さ
せ
る
報
告
で
あ
っ
た
。

文
責

鈴
木

北海道大学法学部法学会話 Pド

賢

お
詫
び
と
訂
正

編
集
委
員
会
の
不
手
際
に
よ
り
次
の
誤
り
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
こ
に
お

詫
び
し
、
訂
正
致
し
ま
す
。

U
巻
3
号
の
全
通
し
頁
番
号

誤

203 

正

469 

以
下
全
頁
別
加
え
る
。

北法48(4・233)953


