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: :雑

::報:: 

北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
一
九
九
八
年
二
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
障
害
を
持
つ
子
の
死
亡
に
よ
る
損
害
を
め
ぐ
る
平
等
と
公
正
に
つ
い

て
1

東
京
高
裁
一
九
九
四
・
一
一
・
二
九
判
決
を
手
が
か
り
に
し

て

」

報
告
者

出
席
者

中

JlI 

J¥ 
名

一
.
本
報
告
で
は
報
告
者
が
弁
護
士
と
し
て
か
か
わ
っ
た
事
件
を
手
が
か

り
に
し
て
、
障
害
を
持
つ
子
の
死
亡
に
よ
る
損
害
を
め
ぐ
る
平
等
と
公
正

に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
と
今
後
の
課
題
の
提
示
を
試
み
た
。

事
件
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。
一
九
八
七
年
四
月
一
五
日
、
神
奈
川
県

立
伊
勢
原
養
護
学
校
高
等
部
の
二
年
に
在
学
中
の
二
ハ
歳
の
男
子
生
徒

A

が
、
体
育
授
業
と
し
て
の
水
泳
訓
練
に
お
い
て
、
担
任
教
師
の
マ
ン
ツ
ー

マ
ン
方
式
に
よ
る
指
導
を
受
け
て
い
る
最
中
に
、
多
量
の
水
を
吸
引
し
て 明

溺
死
し
た
。
被
害
者
の

A
は
い
わ
ゆ
る
自
閉
症
児
で
あ
り
、

A
の
両
親
に

と
っ
て
は
一
粒
種
の
子
で
あ
っ
た
。

A
の
両
親
は
、
(
二
事
故
原
因
の

究
明
と
担
任
教
師
の
個
人
責
任
の
追
及
(
二
)
障
害
を
持
つ

A
の
死
亡
に

よ
る
損
害
を
求
め
、
担
任
教
師
と
学
校
設
置
者
で
あ
る
神
奈
川
県
を
被
告

と
し
て
、
横
浜
地
裁
に
提
訴
し
た
。

一
審
判
決
(
一
九
九
二
年
三
月
五
日
)
は
、

A
の
逸
失
利
益
に
つ
い
て
、

A
が
養
護
学
校
を
卒
業
後
は
地
域
作
業
所
に
進
む
蓋
然
性
が
高
い
と
し
た

う
え
で
、
そ
の
作
業
所
入
所
者
の
平
均
工
賃
・
年
間
七
万
二
八
八
六
円
を

基
礎
に
し
て
算
定
し
、
六
七
歳
ま
で
の
逸
失
利
益
は
合
計
一
二

O
万
一
一

六
一
円
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
判
断
と
法
的
正
当
化
の
過
程
は
、
現
在
の

確
立
さ
れ
た
損
害
賠
償
の
算
定
方
法
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
子
が
障
害
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
死
に
よ
る
逸
失

利
益
を
合
計
一
二

O
万
余
円
と
す
る
の
は
通
常
の
市
民
感
覚
か
ら
疑
問
が

多
く
、
障
害
を
持
つ
子
の
親
か
ら
は
到
底
承
服
し
が
た
い
。

A
の
両
親
は

死
の
真
相
が
十
分
に
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
点
も
含
め
て
控
訴
し
、
報
告
者

も
代
理
人
に
加
わ
っ
た
。

東
京
高
裁
判
決
(
一
九
九
四
年
一
一
月
二
九
日
)
は
、
「
死
亡
し
た
未

就
労
の
年
少
者
の
逸
失
利
益
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
溶
在
す
る
将
来
の

発
展
可
能
性
の
あ
る
要
因
も
、
そ
れ
が
現
時
点
で
相
当
な
程
度
に
蓋
然
性

が
あ
る
と
み
ら
れ
る
限
り
、
損
害
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
翻
酌
し
て
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報

も
差
し
支
え
な
い
」
と
し
、

A
の
潜
在
的
な
発
展
可
能
性
を
、
①
A
は
教

育
・
学
習
・
療
育
に
よ
り
能
力
を
伸
ば
せ
た
坦
重
で
あ
る
②
A
の
卒
業
後

は
調
理
師
に
な
り
た
い
と
の
希
望
は
、

A
の
能
力
の
伸
び
か
ら
実
現
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
③
受
け
入
れ
先
に
理
解
・
配
慮
が
あ
れ
ば
、

A
は
一
般

企
業
に
就
職
し
て
稼
働
で
き
る
能
力
や
体
力
を
備
え
て
お
り
稼
働
で
き
る

葦
然
性
が
高
い
、
と
推
祭
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
高
裁
判
決
は
、

A
の
逸

失
利
益
の
具
体
的
な
算
定
基
礎
と
し
て
、
①
県
最
低
賃
金
②
県
立
養
護
学

校
高
等
部
を
卒
業
し
た
自
閉
症
男
子
生
徒
平
均
初
任
給
③
賃
金
セ
ン
サ

ス
・
全
労
働
者
全
年
齢
平
均
賃
金
乃
至
男
子
労
働
者
平
均
賃
金
(
但
し
、

四

0
1
五

O
%減
を
す
る
)
の
三
つ
を
示
し
て
、
い
ず
れ
の
算
定
方
式
か

ら
も
、
「
A
の
逸
失
利
益
の
額
を
一
八

O
O万
円
と
認
め
て
も
不
合
理
で

は
な
い
L

と
結
論
づ
け
て
、
一
審
判
決
の
一
五
倍
の
金
額
を
認
め
た
。
こ

れ
は
逸
失
利
益
が
綴
密
な
算
定
式
に
従
っ
た
計
算
結
果
で
は
な
く
、
三
つ

の
算
定
結
果
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
妥
当
な
額
を
評
価
し
て
定
め
た
、
調

整
的
な
評
価
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
。

二
一
審
判
決
の
一
二

O
万
円
は
障
害
を
持
た
な
い
子
ど
も
の
逸
失
利
益

の
四

O
分
の
一
に
す
ぎ
ず
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
「
不
快
な
差

別

(
F
Z
E
5
5
E
M
円コ
E
E
Eロ
)
」
に
あ
た
る
。
伊
藤
正
己
裁
判
官
に
従

い
人
身
損
害
賠
償
に
お
け
る
規
範
的
要
素
を
重
視
す
る
視
点
に
立
つ
限
り
、

本
件
に
お
い
て
も
何
を
算
定
基
礎
と
す
る
の
が
最
も
適
切
か
と
い
う
観
点

雑

だ
け
で
な
く
、
障
害
の
問
題
を
規
範
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
と
ら
え
か
え
し
、

憲
法
一
四
条
の
「
法
の
下
の
平
等
」
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

障
害
の
問
題
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
や
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
「
平
等
な
配

慮
と
尊
重
を
求
め
る
権
利
」
に
関
す
る
議
論
で
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
長

谷
川
晃
教
授
は
『
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
』
に
お
い
て
、

「
個
人
の
不
運
な
障
害
を
格
別
考
慮
せ
ず
に
取
り
扱
い
を
等
し
く
す
る
こ

と
は
平
等
の
観
点
か
ら
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
オ
ル

タ

i
ナ
テ
ィ
ヴ
は
す
べ
て
の
人
の
い
か
な
る
財
を
も
等
し
く
す
る
こ
と
だ

け
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
、
「
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
観
念
は
、
機
会
の
平

等
や
結
果
の
平
等
の
聞
に
適
正
な
平
等
の
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
そ

う
と
す
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
本
件
へ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
、
高
裁
判
決
は
一
審
判
決
を
平
等
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
む

し
ろ
公
正
の
観
点
に
立
っ
て
手
直
し
を
し
た
よ
う
だ
。
一
人

O
O万
円
と

い
う
認
容
額
が
公
正
の
観
点
か
ら
な
お
妥
当
な
額
と
い
え
る
か
疑
問
は
あ

る
が
、
高
裁
の
裁
判
官
に
一
審
判
決
の
余
り
の
低
さ
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
、

公
正
を
害
す
る
と
の
思
い
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
人
間
社
会
に
不
可

避
的
に
生
ず
る
様
々
な
不
均
衡
・
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
是
正
し
、
均
衡
・
バ

ラ
ン
ス
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
裁
判
所
の
営
み
は
、
平
等
に
向
か
う
理
念

と
は
別
の
規
範
的
理
念
で
あ
る
。
長
谷
川
教
授
は
『
権
利
・
価
値
・
共
同

体
』
の
中
で
「
人
聞
が
様
々
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
自
由
に
行
為
し
よ
う
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法学会記事

と
す
る
存
在
で
あ
る
一
方
で
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
自
然
的
不
均
衡
と
コ
ン

フ
リ
ク
ト
に
常
に
直
面
し
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
態

に
対
抗
し
て
そ
れ
を
解
決
し
一
定
の
均
衡
状
態
の
実
現
を
め
ざ
す
規
範
的

理
念
と
は
、
公
正

(
E
2
3印
)
の
理
念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ

て
い
る
。
高
裁
判
決
に
感
じ
た
公
正
の
観
点
が
、
同
教
授
が
説
く
「
公
正

の
理
念
」
と
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
同
教
授
の
『
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
に
つ
い

て
の
覚
え
書
き
』
に
お
け
る
寸
公
正
の
理
念
は
、
対
立
す
る
要
求
を
第
三

者
的
観
点
か
ら
調
整
す
る
と
い
う
意
味
で
裁
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
い
か
な
る
資
源
に
つ
い
て
も
包
括
的
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
均
衡
を

求
め
る
と
い
う
性
格
の
理
念
で
あ
る
」
と
の
記
述
は
、
裁
判
に
か
か
わ
っ

た
当
事
者
の
実
感
を
言
い
表
し
て
い
る
。

し
か
し
、
公
正
の
理
念
か
ら
是
正
さ
れ
た
結
果
が
一
八

O
O万
円
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
額
自
体
の
妥
当
性
を
測
る
別
の
理
念
・
基
準
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
が
審
理
と
判
決
に
お
い
て
考
慮
し
な
か
っ

た
平
等
の
理
念
で
あ
る
。
公
正
の
理
念
の
中
で
再
び
呼
び
だ
さ
れ
た
平
等

の
理
念
が
、
障
害
を
持
つ
子
の
死
亡
に
よ
る
逸
失
利
益
を
算
定
す
る
場
合

の
具
体
的
基
準
を
提
示
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ

1
キ

ン
ら
の
説
く
「
資
源
基
底
的
平
等
々
巾
印
D
E『

2
・u
g包
2
5
5可
)
」
と
い

う
考
え
方
を
深
め
、
具
体
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。
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