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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四
五
年
一
二
月

l
M四
六
年
一
月
)

。
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
八
日
(
金
)
午
後
一
附
半
i
四
時

「
交
通
法
上
の
諸
問
題
」

報

告

者

健

出

席

者

一

六

名

近
年
の
わ
が
国
の
自
動
車
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
交
通
問
題
が
と
み
に

各
方
面
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今
凶
は
、
今
年
四
月
に
誕
生
し

た
日
本
交
通
法
学
会
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
川
井
教
疫
に
、
次
の
よ
う
な

報
告
を
伺
っ
た
。

交
通
法
学
会
に
お
け
る
民
事
法
専
攻
者
に
と
っ
て
の
現
在
の
中
心
課
題

は
、
や
は
り
損
害
賠
償
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
①
自
動
車

損
害
賠
償
保
障
法
に
よ
る
賠
償
と
民
法
に
よ
る
賠
償
の
関
係
、
②
賠
償
額
の

定
型
化
に
議
論
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
最
近
特
に
注
目
さ
れ
る

傾
向
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
理
論
の
精
徽
さ
よ
り
も
実
態
を
重
祝
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
②
加
害
者
の
責
任
を
緩
和
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
。

③
幼
児
の
過
失
も
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
交
通
対
策
の
目
標
は
、

事
故
の
減
少
と
被
害
者
の
救
済
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
法
解
釈
の
な
か
で
、

こ
の
二
つ
の
日
擦
を
ど
う
統
合
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

)11 

井

報
告
後
の
討
論
で
は
、
白
賠
法
と
民
法
と
の
関
連
が
中
心
に
論
じ
ら
れ

た
。
こ
の
な
か
で
、
現
在
の
損
害
賠
償
制
度
の
問
題
点
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
、
自
賠
法
で
は
、
死
亡
の
場
合
五

O
O万
円
の
保
険
金
が
支

給
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
額
が
小
さ
す
ぎ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
満
足
な

補
償
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
た
め
、
民
法
に
よ
る
賠
償
請
求
、
か
行
な
わ
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
加
害
者
が
だ
れ
か
に
よ
っ
て
、
賠
償
金

額
に
大
き
な
差
が
つ
く
と
い
う
不
合
理
な
面
が
で
て
く
る
。
又
、
白
賠
訟
の

保
険
が
強
制
加
入
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
故
を
発
生
さ
せ
る
者
ほ

ど
、
加
入
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
加
入
の
強

制
を
強
め
る
こ
と
と
、
保
険
金
の
増
額
と
に
よ
っ
て
、
交
通
事
政
に
対
処
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
か
な
り
出
た
。

こ
う
し
た
近
米
の
交
通
事
故
に
ま
つ
わ
る
事
態
を
背
誌
に
、
次
の
よ
う
な

論
題
も
挺
山
さ
れ
た
。
被
害
者
の
救
済
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
保
険
加
入
を

強
制
的
に
し
「
第
三
者
の
た
め
の
保
険
」
を
一
般
的
な
制
度
に
し
て
ゆ
く
こ

と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
被
害
額
・
保
険
額
、
が
標
準
的

耐
一
的
に
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
よ
り
多
額
の
保
険
額
を
望

む
も
の
は
、
独
自
に
加
入
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
(
平
出
教
授
)
。
こ

の
論
題
を
め
ぐ
っ
て
も
種
々
討
論
が
な
さ
れ
、
都
市
で
は
近
来
ま
す
ま
す
自

動
車
事
故
に
お
け
る
責
任
の
問
題
や
そ
の
立
証
が
複
雑
に
な
っ
て
き
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
制
度
の
有
用
性
を
弁
護
す
る
も
の
も
か
な
り
い
た
。
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O
昭
和
四
六
年
一
月
二
九
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
l
五
時

「
『
社
会
権
』
の
再
検
討
」

報

告

者

村

睦

男

出

席

者

約

一

五

名

報
告
は
、
報
告
者
が
最
近
発
表
し
た
「
社
会
権
」
の
再
検
討
に
関
す
る
論

文
(
法
律
時
報
一
九
七
一
年
一
月
号
八
頁
以
下
〉
を
も
と
に
し
て
な
さ
れ
た
。

そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
従
来
わ
が
国
の
「
社
会
権
」
(
生
存
権
的

基
本
権
〉
の
通
説
的
把
握
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
我
一
安
栄
『
新
憲
法

と
基
本
的
人
権
』
(
昭
和
二
三
年
)
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
社
会
権
」
論
で

あ
る
。
我
妻
教
授
は
、
一
九
世
紀
的
「
自
由
権
的
基
本
権
」
か
ら
二

O
世
紀

的
「
生
存
権
的
基
本
権
」
に
至
る
基
本
人
権
観
念
の
変
化
を
、
第
一
に
、
そ

の
内
容
が
「
自
由
」
か
ら
「
生
存
」
へ
と
推
移
し
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
国

家
権
力
の
立
場
が
国
家
権
力
の
制
限
か
ら
そ
の
積
極
的
な
配
慮
・
関
与
へ
と

変
化
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
報
告
者
は
次
の
二
点
か
ら
通
説
的
な
「
社
会
権
」
を
再
検

討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
従
来
の
「
社
会
権
」
論

が
国
家
の
積
極
的
義
務
を
中
心
に
し
た
、
い
わ
ば
「
上
か
ら
」
の
「
社
会

権
」
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
労
働
者
を
中
心
と
す
る
利
害
関
係
者
の
集
団
的

権
利
・
自
由
と
し
て
の
、
「
下
か
ら
」
の
「
社
会
権
」
論
の
主
張
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
従
来
の
学
説
が
「
自
由
権
」
と
「
社
会
権
」
の
呉
質
性
を
強
調

す
る
の
に
対
し
て
、
「
社
会
権
」
の
基
底
に
お
け
る
「
自
由
権
」
の
存
在
と

両
者
の
相
互
関
連
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
報
告
者
の

「
社
会
権
」
論
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

中

以
上
の
趣
旨
に
要
約
せ
ら
れ
る
報
告
に
も
と
づ
き
、
極
め
て
活
発
な
議
論

が
な
さ
れ
た
。
批
判
の
主
な
点
は
、
自
由
権
、
社
会
権
と
い
う
こ
と
ば
が
明

瞭
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
(
小
川
)
は
、

事
後
、
筆
者
な
り
の
感
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
。

報
告
者
は
、
社
会
権
を
み
る
に
あ
た
り
、
「
下
か
ら
の
」
と
「
自
由
権
的

な
」
要
素
を
主
張
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
憲
法
思
想
史
上
は
な
は

だ
興
味
深
い
。
我
妻
教
授
に
よ
る
「
協
同
体
」
思
想
に
お
い
て
は
、
社
会

権
、
さ
ら
に
は
「
自
由
権
」
さ
え
協
同
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
解
消

さ
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
で
は
社
会
権
の
協
同
体
的
性
格
を
打
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
個
人
や
自
由
権
が
本
来
も
っ
て
い
た
国
家
や
共
同
体
と
の
緊

張
関
係
を
見
失
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
ろ
う
。
報
告
者
は
こ
う
し
た
わ
が
国

の
伝
統
的
な
見
方
に
対
し
て
、
「
本
米
豊
か
な
内
容
を
も
っ
た
自
由
と
い
う

言
葉
」
を
基
礎
に
お
く
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
わ
が
国
で
、
社
会
権
に
つ
い
て

の
新
し
い
見
方
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
報
告
者
が
「
上
か
ら
」
の
社
会

権
に
対
し
て
、
「
下
か
ら
」
の
社
会
権
を
説
く
と
き
、
こ
の
主
張
は
、
誰
に

向
っ
て
、
な
ん
の
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
が
明
確

で
は
な
い
。
裁
判
官
に
向
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
法
解
釈
に
は
ど

の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
府
に
向
っ
て
、
立
法
論
と
し

て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
法
を
変
え
よ
う
と
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
労
働
者
を
中
心
、
と
す
る
利
害
関
係
者
」

に
向
つ
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
政
治
哲
学
な
い
し
運
動
論
(
彼
ら

へ
の
し
っ
た
激
励
)
と
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
報
告
者
、
か
自
由
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艇
と
れ
会
権
と
の
県
(
質
性
の
か
わ
り
に
、
社
会
権
の
「
基
底
」
に
自
由
慌
が

あ
る
と
す
る
場
合
、
れ
会
権
は
自
由
権
に
ど
の
よ
う
に
「
基
底
」
づ
け
ら

れ
、
「
関
連
」
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
権
は
自
由
権
か
ら

ど
の
よ
う
な
論
理
で
導
び
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
報
告
者
に
よ
れ
ば
、
総

業
権
お
よ
び
組
介
権
は
「
ま
づ
な
に
よ
り
も
同
家
権
力
に
よ
る
介
入
を
排
除

す
る
自
由
権
と
し
て
存
在
し
」
た
が
、
さ
ら
に
「
そ
れ
を
突
効
あ
か
し
め
か

た
め
に
」
使
用
者
の
経
済
的
自
由
権
(
契
約
の
自
由
)
を
公
権
力
に
よ
っ
て

「
修
正
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
の
プ
ラ
グ

テ
イ
カ
ル
な
(
イ
ク
ス
ベ
デ
ィ
エ
ン
ト
な
)
手
段
と
し
て
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
経
済
的
自
由
権
を
「
修
医
す
る
」
も
の
と
い
う
こ
と
ば
は
使
用
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。

次

号
(
蹴
一
三
一
一
時
-
予

論

説

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
政
党
組
織

)
 

-(
 

資

料

出
ド
イ
ツ
民
法
判
例

ー
一
九
六
八
年
度
i

「
ロ
シ
ア
共
和
国
民
法
典
」

邦
訳

(7) 

研
究
ノ

l
卜

「
現
代
」
政
治
学
の
最
近
の
動
向

ー
と
く
に
政
治
シ
ス
テ
ム
論
を
め
ぐ
っ
て

l

害

評

へ
ン
ケ

「
事
実
問
題
1
|
民
事
法
に
お
け
る

不
特
定
概
念
と
そ
の
上
告
可
能
性

1
1
1
」
に
つ
い
て

Llニ
Iコ

、l
 

ノ林三小川五
十
山
風

佐

保

成Hl 

)11 前I林井回木

晃資部t博邦

胡群l郎{住
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子治之良、


