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雑

報北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
六
年
四
月
一

O
日
(
土
)
午
後
二
時
半
l
四
時

「
一
九
世
紀
・
二
十
世
紀
の
法
史
学
研
究
に
お
け
る
進
化
思
想
」

報
告
者
ハ
ン
ス
・
テ
ィ
l
メ

出

席

者

約

三

十

名

涜
代
の
歴
史
家
や
歴
史
哲
学
者
に
と
っ
て
進
化
・
発
展
と
い
う
考
え
は
自

明
の
概
念
と
い
え
る
が
、
木
講
演
で
は
法
史
学
研
究
に
お
い
て
進
化
の
思
想

が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
さ

れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
八
古
き
法

V
と
し
て
始
め
か
ら
す
で
に
あ
る
も
の
と

み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
に
は
進
化
の
観
念
は
知
ら
れ
な
か
っ

た
。
過
去
と
の
つ
な
が
り
を
で
き
る
だ
け
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
近
世
の
自
然

法
論
も
進
化
の
思
想
に
十
分
な
寄
与
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
法
の
歴
史
・
理

論
に
お
い
て
進
化
思
想
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
は
、
十
九
世
紀
歴
史
主
義
の

時
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

ザ
ヴ
ィ
ニ

l
の
中
心
課
題
は
、
諸
民
族
の
法
が
慣
習
の
な
か
か
ら
ど
の
よ

う
に
進
化
し
て
き
た
か
で
あ
り
、
こ
の
点
彼
が
法
を
言
語
に
な
ぞ
ら
え
て
考

え
た
り
、
法
と
民
族
の
性
格
の
聞
の
〈
有
機
的

V
関
係
を
云
々
し
た
り
し
た

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
彼
は
ま
た
、
法
曹
の
手
に
よ
る
法
形
成
に
つ

い
て
「
有
機
的
仕
方
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
法
が
ま
ず
慣
習
と
民
族
の
確

信
に
よ
っ
て
、
つ
い
で
法
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
行
く
と
述

べ
、
立
法
者
の
慾
意
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
彼

が
反
論
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
光
の
支
配
」

H
啓
蒙

主
義
時
代
の
自
然
法
論
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
運
動
も
ザ
ヴ
ィ
ニ

l
に
影

響
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
こ
に
法
の
有
機
的
成
長
と
い
う
学
説
と
と
も
に
、

「
阻
ま
れ
た
動
力
学
」

H
過
去
に
執
着
し
健
全
な
進
化
を
こ
ば
む
態
度
が
生

れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
三

0
年
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
法
学
上
の
静
寂
主
義
・
歴
史
主
義
を

克
服
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
る
。
こ
の
動
き
を
支
え
る
精
神
史
的
な
背

景
を
問
題
に
す
る
に
は
イ
エ
リ
ン
グ
を
と
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
自

ら
の
方
法
を
「
自
然
科
学
的
方
法
」
と
名
づ
け
、
法
的
な
概
念
が
化
学
で
の

よ
う
に
、
元
素
に
分
析
し
た
り
他
の
元
素
と
組
合
わ
さ
れ
た
り
し
て
、
発
生

し
死
滅
し
変
化
し
、
概
念
構
成
の
方
法
を
通
じ
て
、
新
し
い
も
の
を
形
成
し
て

行
く
、
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
イ
ェ

l
リ
ン
グ
の
見
解
の
根
抵
に
ダ
l
ウ
イ

ン
の
自
然
淘
汰
思
想
の
影
響
を
見
出
す
の
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
彼
の

法
理
論
も
し
だ
い
に
討
会
学
・
民
族
学
へ
変
っ
て
ゆ
く
。
他
方
で
、
彼
の
方

法
は
意
思
と
生
の
無
条
件
的
宵
定
、
「
反
キ
リ
ス
ト
的
・
比
浄
的
な
法
倫
理
」

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
目
的
が
法
全
体
の
創
造
者
」
な
の
で
あ

る
。
「
正
義
は
民
衆
を
利
す
る
」
と
い
う
尊
厳
な
命
題
が
い
ま
や
、
「
民
衆

を
利
す
る
も
の
が
法
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
逆
転
さ
れ
る
。
イ
ェ

l
リ
ン

グ
は
こ
う
し
て
、
私
法
の
社
会
的
側
而
を
開
発
し
え
た
反
面
、
純
粋
な
主
意

説
の
立
場
に
立
つ
法
進
化
論
の
も
つ
危
険
性
を
も
具
現
し
て
い
る
。
彼
か
ら
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は
二
十
世
紀
西
欧
世
界
の
政
治
的
危
機
へ
接
続
す
る
線
も
出
発
し
て
い
る
。

イ
ェ

l
リ
ン
グ
に
続
く
の
は
、
一
方
で
は
む
き
出
し
の
実
証
主
義
で
あ

り
、
他
方
で
は
現
代
の
利
益
法
学
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
で
も
進
化
論

的
な
用
語
法
|
-
分
化
・
分
裂
・
適
応
・
精
神
化
・
淘
汰
等
'
ー
を
用
い

る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
法
則
は
も
は
や
一
九
世
紀
進
化
論
の
そ
れ
と
同
じ
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
過
程
の
非
回
帰
性
と
い
う
信
仰
を
失
い
、
進
化
思

想
と
と
も
に
進
歩
へ
の
信
仰
も
ま
た
掘
り
く
ず
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
、
古
い
素
朴
な
進
歩
の
信
仰
か
ら
の
解
放
を
示
唆
し

て
く
れ
る
の
は
現
代
の
生
物
学
で
あ
る
。
そ
れ
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
よ
り
劣
っ
た
も
の
か
ら
よ
り
す
ぐ
れ
た
も

の
を
創
り
出
す
よ
う
な
進
化
は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
一
般
的
な
も
の

か
ら
特
殊
的
な
も
の
へ
の
分
化
の
み
で
あ
り
、
進
歩
と
い
う
の
は
人
間
の
生

物
学
的
特
殊
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
側
面
に
お
け
る
利

益
を
他
の
側
面
で
の
断
念
と
い
う
あ
が
な
い
に
よ
っ
て
獲
得
し
う
る
も
の
で

あ
る
と
。
ま
た
、
現
存
し
て
い
る
多
数
の
穫
は
、
生
存
競
争
・
自
然
淘
汰
の

結
果
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
並
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
が
観
察
し
う
る
の
は
、
進
化
・
発
展
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
種
が
変
化

し
つ
つ
あ
る
世
界
に
対
応
し
て
ゆ
く
様
式
や
「
時
代
の
し
る
し
」
で
あ
る

と
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
法
史
学
・
法
学
に
と
っ
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
は
系
統
樹
・
進
化
の
観
念
の
代
り
に
、
「
恒
久
的
問
題
」
を
す
え
た

い
。
こ
の
「
恒
久
的
問
題
」
に
対
し
て
様
々
な
時
代
が
そ
れ
ぞ
れ
の
根
底
に

あ
る
価
値
観

l
i
「
時
代
の
し
る
し
」
に
よ
っ
て
解
答
を
出
し
て
い
る
。
占

有
と
所
有
、
婚
姻
と
家
族
、
家
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

と
国
家
等
々
、
諸
々
の
並
存
す
る
社
会
的
鮮
は
、
時
代
時
代
の
精
神
的
・
宗

教
的
・
政
治
的
理
念
に
従
っ
て
、
様
々
な
発
展
・
変
化
・
新
し
い
刻
印
を
経

験
し
て
い
る
。
理
念
史
が
法
史
を
変
え
、
理
念
が
歴
史
を
創
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
こ
う
し
た
「
恒
久
的
問
題
」
に
対
し
て
与
え
た
解
答

を
、
そ
の
利
点
・
観
点
も
ろ
と
も
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
課
程
で
わ
れ

わ
れ
は
る
る
種
の
法
則
を
観
察
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

も
は
や
自
然
の
進
化
、
有
機
的
進
化
と
い
う
意
味
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な

く
、
た
え
ず
変
化
し
て
ゆ
く
世
界
像
・
価
値
観
等
に
対
応
す
る
法
則
な
の
で

あ
る
ο

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
も
っ
た
講
演
に
基
づ
き
、
活
溌
で
文
字
通
り
遠
慮

の
な
い
質
問
討
論
が
三
十
分
ほ
ど
で
あ
る
が
な
さ
れ
た
。
会
は
従
来
し
ば
し

ば
あ
っ
た
よ
う
な
「
お
説
拝
聴
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
質
問
や

討
論
も
そ
れ
ほ
ど
ば
ら
ば
ら
で
一
回
限
り
の
も
の
応
酬
の
な
い
も
の
で
も
な

く
、
あ
る
て
い
ど
は
集
約
さ
れ
た
方
向
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
見

方
・
法
解
釈
・
一
般
に
価
値
観
に
お
け
る
相
対
主
義
化
の
危
険
の
問
題
、
及
び

あ
る
時
代
の
〈
理
念

V
の
把
握
の
仕
方
ー
ー
そ
の
体
系
性
や
相
克
や
デ
ィ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
を
ど
う
扱
う
か
ー
ー
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
関
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
教
援
は
、
自
己
の
立
場
や
価
値
観
が
主
観
的
・
相
対

的
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
学
問
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
客
観
化
し

普
遍
化
し
て
ゆ
く
努
力
を
し
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
法
史

学
を
勉
強
し
て
い
る
大
学
院
生
か
ら
も
、
ザ
ヴ
イ
一
一

l
の
思
想
が
民
法
典
編

集
に
お
い
て
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
質
問
も
出
さ
れ
た
。
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さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
討
論
は
か
な
り
集
約
さ
れ
た
も
の
に
な
り
え
た

が
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
の
意
見
交
換
の
た
め
に
は
、
よ
り
狭
い
テ
1
7
を
選

ん
で
討
論
を
発
展
さ
せ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
の
じ
ご
の

感
想
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

進
化
思
想
と
の
関
聯
に
お
け
る
法
・
法
思
想
の
形
成
・
発
展
に
つ
い
て
の

講
演
内
容
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
(
例
え
ば
、
ハ
ロ
ウ
ェ
ル
「
自
由
主
義

の
没
落
」
〉
。
し
か
も
、
こ
こ
で
み
ら
れ
る
思
想
・
理
念
の
一
定
の
傾
向
の

歴
史
的
展
開
過
程
の
叙
述
(
理
念
の
傾
向
史
〉
は
や
や
直
線
的
で
あ
り
、
む

し
ろ
、
教
授
自
身
が
提
案
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
理
念
(
全
体
〉
、
あ
る

い
は
特
殊
化
さ
れ
た
多
様
な
分
岐
と
の
脈
絡
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
論
ぜ
ら

れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
り
、
理
念
史
の
危
険
な
一
面
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

時
代
す
べ
て
に
共
通
す
る
「
恒
久
的
問
題
」
の
観
念
は
理
念
史
に
と
っ
て

極
め
て
有
用
な
問
題
設
定
の
仮
説
的
な
粋
で
あ
り
、
個
別
主
義
的
な
〈
歴
史

主
義

V
の
断
片
化
を
防
ぐ
も
の
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
、
こ
の
恒
久
的
問
題

に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
な
す
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
う
把
え
て
ゆ
く
か
、
そ
の
仕

方
に
あ
る
。
二
次
大
戦
後
|
|
一
部
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ

ア
ン
を
除
け
ば
|
|
時
代
の
理
念
の
把
握
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
信
を
失
い

勝
ち
な
の
で
あ
る
。
教
授
は
そ
の
把
短
の
仕
方
、
そ
の
仕
方
の
論
理
的
裏
づ

け
、
こ
の
哀
づ
け
に
お
け
る
研
究
者
の
価
値
観
の
位
置
、
と
い
っ
た
こ
と
が

ら
を
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。
筆
者
は
、
時
代
の
理
念
の
把
握
は
結
局
は
時
代

の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
に
基
礎
を
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

が
。
と
は
云
う
も
の
の
教
授
の
八
方
法
論
V
は
、
論
理
的
検
討
を
経
た
も
の

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ポ
ス
ト
・
ウ
ェ

l
パ
l
の
時
代
の
、
モ
ダ
レ
イ
ト

で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
歴
史
家
の
八
態
度

V
を
十
分
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
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O
昭
和
四
六
年
六
月
四
日
〈
金
〉
午
後
一
時
半
|
四
時

R
-
P
・
ド

l
ア
(
0
0
5
・
開
ιロ
8
2
0ロ
古
同
，
orc悶
印
君
釦
』

ω司
m
p

剛
山

G
5
F品
開
。

ω
ロハ同町内仰向
ω
ロ
M
M
m
w

ロ
ア
一
回
目
印
〉

松
居
弘
道
訳
『
江
戸
時
代
の
教
育
』
、
昭
和
四
五
年

報

告

者

松

沢

弘

陽

出

席

者

一

五

名

ピ
ン
チ
・
ヒ
ッ
タ
!
と
し
て
に
わ
か
に
動
員
さ
れ
た
報
告
者
は
、
刊
行
以

来
、
日
本
の
政
治
学
者
・
社
会
学
者
さ
ら
に
近
世
史
家
・
教
育
史
家
の
閥
で

も
好
評
の
本
書
を
紹
介
し
て
せ
め
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
し
た
。

こ
の
仕
事
も
、
日
本
の
近
代
化
の
「
成
功
」
を
、
徳
川
社
会
の
遺
産
か
ら

説
明
し
よ
う
と
す
る
、
近
年
、
英
米
の
日
本
研
究
に
有
力
と
な
っ
た
流
れ
に

属
し
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
問
題
を
、
徳
川
社
会
の
変
化
と
、
そ
の
中
で

の
教
育
の
発
展
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
、
一
方
で
は
、
膨
大
な
史
料
を
博
捜

し
、
す
る
ど
い
人
間
理
解
の
セ
ン
ス
で
そ
れ
を
消
化
し
な
が
ら
、
他
方
で

は
、
パ
ー
ス
ン
ズ
流
の
社
会
構
造
理
解
の
図
式
を
、
歴
史
の
現
実
に
う
ま
く

適
用
で
き
る
よ
う
に
手
な
お
し
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
豊
か
な
材
料
を
整
理
す

る
の
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
外
か
ら
の
日
本
研
究
に
は
一
般
に

か
な
り
点
が
か
ら
い
日
本
史
研
究
者
に
も
、
本
書
が
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら

れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

紹
介

外
国
人
に
よ
る
整
理
さ
れ
た
日
本
研
究
の
例
と
し
て
興
味
深
く
き
い
た
。



も
っ
と
も
報
告
者
が
十
分
整
理
し
て
紹
介
で
き
た
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残

る
(
こ
れ
に
は
二
週
間
ほ
ど
前
に
報
告
を
〈
お
し
つ
け
た

V
幹
事
の
責
任
も

あ
る
〉
。
筆
者
な
ど
に
と
っ
て
最
も
関
心
が
あ
っ
た
の
は
、
ド
l
ア
氏
が
と

り
上
げ
た
テ
1
7
に
つ
い
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い
資
料
の
発
見
収
集
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
国
人
に
よ
る
日
本
研
究
の
可
能
性
と
そ

の
限
界
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
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