
 

Instructions for use

Title 雑報

Citation 北大法学論集, 23(1), 199-202

Issue Date 1972-06-30

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16141

Type bulletin (other)

File Information 23(1)_p199-202.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


"雑 .. 

"報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
l
五
時

「
ド
イ
ツ
国
制
史
と
法
学
史
」

報

告

者

淳

一

出

席

者

二

O
名

報
告
者
村
上
教
授
(
東
京
大
学
)
は
、
北
海
道
大
学
大
学
院
の
法
史
学
の

集
中
講
義
の
た
め
に
本
学
に
お
い
で
に
な
ら
れ
た
。
多
忙
な
日
程
の
な
か
で

は
あ
っ
た
が
、
そ
の
折
を
み
て
、
一
二
月
の
本
法
学
会
で
ご
報
告
を
願
っ

た。
報
告
は
、
主
と
し
て
教
援
が
研
究
生
活
に
は
い
ら
れ
て
か
ら
の
問
題
意
識

と
そ
の
研
究
の
発
展
に
そ
く
し
て
す
す
め
ら
れ
た
。
報
告
者
の
比
較
的
初
期

の
問
題
意
識
は
、
私
法
史
の
研
究
に
お
け
る
政
治
構
造
の
も
つ
重
要
性
の
位

置
づ
け
で
あ
っ
た
。
従
来
の
私
法
史
の
研
究
で
は
、
経
済
的
要
素
の
み
が
考

慮
さ
れ
、
私
、
広
史
は
私
法
史
だ
け
の
立
場
で
説
明
で
き
る
と
さ
れ
て
さ
た
こ

と
に
疑
問
を
抱
き
、
政
治
的
構
造
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
要
素
を
排
除
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
身
分
的
諸
制
度
の

理
解
も
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ザ
ピ
ニ

l
や
ギ
I
ル
ケ
の
学
説
に
そ

く
し
て
詳
し
く
説
明
す
る
。
ド
イ
ツ
留
学
後
の
報
告
者
の
研
究
の
関
心
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
身
分
的
諸
制
度
(
例
え
ば
、
家
の
制
度
)
の
研
究
に
'
同
け
ら

キサ

れ
、
そ
の
法
史
学
的
考
察
、
が
ブ
ル
ン
ナ
l
等
の
理
論
に
そ
く
し
て
詳
細
に
な

さ
れ
た
。
最
後
に
報
告
者
は
、
ド
イ
ツ
困
制
史
(
〈
2rω
芦
田
口
容
吟
邑
日
一
同
庁
内
〉

の
研
究
の
意
義
に
ふ
れ
、
そ
の
研
究
が
わ
が
国
の
法
制
度
の
研
究
に
も
重
要

な
地
位
を
し
め
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
絶
対
王
制
と
わ
が
国

の
天
皇
制
刷
と
を
、
同
じ
性
格
の
も
の
と
し
て
提
え
る
こ
と
の
誤
り
も
か
か
る

国
制
史
の
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
一
般
に
、
私
法
史
の
研
究

に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
所
有
権
や
権
利
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
同
制
史
か

ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

報
告
の
内
容
は
、
教
授
の
問
題
意
識
の
発
展
に
そ
く
し
た
一
つ
の
流
れ
を

も
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
広
い
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
報
告
後
の
討
論
で
は
様
々
な
意
見
・
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
比

較
的
多
く
の
出
席
者
に
抱
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
疑
問
は
、
報
告
者
が
し
ば
し

ば
用
い
た
「
身
分

ω
Z
E
」
(
例
え
ば
、
身
分
的
自
由
と
か
身
分
制
的
議
会

の
ご
と
き
等
)
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
通
常
わ
が
国
で
用

い
ら
れ
る
「
身
分
」
と
は
異
な
る
意
味
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
、
こ
の
用
車
問
の
正
し
い
理
解
が
同
時
に
今
回
の
報
告
の
正
確
な
把
握
の
カ

ギ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
綴
密
で
深
い
内
容
の
報
告
で
あ
っ
た
が
、

筆
者
(
幹
事
〉
の
力
量
不
足
の
放
に
、
そ
れ
を
適
切
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
は
、
廿
円
だ
遺
憾
で
あ
る
。
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O
昭
和
四
七
年
一
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
四
時
半

「
戦
後
の
法
解
釈
論
争
の
経
過
と
展
望

l
l
主
と
し
て
法
営
学

会
に
お
け
る
論
争
を
中
心
と
し
て
1

1
」



報

告

者

間

信

山

席

者

一

七

名

報
告
者
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
の
川
題
は
主
と
し
て
法
解
釈
の
問
題
で
あ

り
、
ま
た
法
解
釈
の
問
題
は
っ
き
つ
め
て
行
く
と
、
法
学
方
法
論
、
さ
ら
に

は
法
哲
学
や
法
思
想
の
問
題
と
も
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
る
。
戦

後
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
法
解
釈
論
、
か
主
と
し
て
法
哲
学
会
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
き
た
理
由
の
一
半
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
報
告
者
は
、
法
哲
学

会
に
お
け
る
戦
後
の
解
釈
論
争
の
推
移
を
次
の
四
期
に
分
っ
て
説
明
す
る
。

第
一
期
は
、
法
哲
学
会
で
論
争
の
始
ま
る
昭
和
二
八
、
九
年
頃
か
ら
の
約

五
カ
年
で
、
そ
の
時
期
に
は
、
法
解
釈
の
客
観
性
・
科
学
性
を
め
ぐ
る
論
争

が
中
心
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
法
学
あ
る
い
は
法
社
会
学
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
従
来
の
概
念
法
学
と
は
異
質
の
法
学
理
論
が
治
頭
し
て
き

た
の
を
契
期
に
、
法
解
釈
論
争
は
展
開
さ
れ
た
と
い
う
。
第
二
期
(
昭
和
一
一
一

五
i
四

O
年
〉
は
、
裁
判
に
お
け
る
予
測
可
能
性
を
め
ぐ
る
市
民
的
実
用
法

学
の
要
請
か
ら
、
判
例
研
究
の
問
題
に
主
た
る
関
心
が
移
っ
た
時
期
で
あ

る
。
第
三
期
(
昭
和
四
一
l
l
四
四
年
)
は
、
利
益
衡
長
論
が
中
心
的
な
テ
ー

マ
と
さ
れ
、
そ
れ
が
法
解
釈
に
お
け
る
結
論
と
、
そ
の
正
当
化
の
た
め
の
基

準
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
こ
と
の
是
非
が
論
議
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
第
四

期
(
昭
和
四
四
、
五
年
以
降
)
は
、
規
範
論
理
学
と
法
解
釈
学
と
の
関
係
が

取
上
げ
ら
れ
て
き
た
時
期
で
あ
る
。
規
範
論
理
学
の
導
入
は
、
法
解
釈
な
い

し
法
解
釈
学
に
お
け
る
主
観
性
を
排
除
し
て
、
法
解
釈
な
い
し
法
解
釈
学
を

一
一
層
厳
密
な
ら
し
め
よ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
今
後

ど
こ
ま
で
法
解
釈
な
い
し
法
解
釈
学
に
議
入
さ
れ
う
る
も
の
か
は
問
題
と
し

守寸1
 cと，
ァT，

て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
最
後
に
、
法
解
釈
な
い
し
法
解
釈
学
の
将
来
的

な
展
望
と
し
て
は
、
報
告
者
は
、
右
に
の
べ
た
規
範
論
理
学
が
ど
の
よ
う
に

深
め
ら
れ
、
法
解
釈
な
い
し
法
解
釈
学
に
と
り
入
れ
ら
れ
う
る
か
と
い
う
点

に
、
一
つ
の
重
要
な
分
岐
点
が
あ
る
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
法
解
釈
の
客
観
性
を
め
ぐ
る
問
題
が
再
び

取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
つ
空
り
、
客
観
性
と
は
何
で
あ
り
、
い
か
な
る
方
法
で

保
障
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
か
か
る
論
議
に
対
し
、
公
訟

専
攻
の
一
出
席
者
か
ら
、
法
解
釈
は
結
局
自
己
の
価
値
観
に
則
っ
て
す
る
ほ

か
は
な
く
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
に
社
会
的
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重

要
な
こ
と
で
あ
り
、
客
観
性
と
か
科
学
性
の
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
。
法
解
釈
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
立
場
の
相
違

は
、
各
人
の
法
学
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
と
忠

わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
各
論
者
が
公
法
、
私
法
の
い
ず
れ
の
立
場

で
そ
れ
を
従
え
る
か
、
そ
の
点
か
ら
も
微
妙
な
見
方
の
相
違
が
生
じ
て
く
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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O
昭
和
四
七
年
二
月
二
五
日
〈
金
)
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
多
民
族
国
家
の
統
合
と
分
解
を
め
ぐ
る
問
題

l
l
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
帝
国
の
場
合

l
l」

報
告
者

山
席
者

多
民
族
国
家
で
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
、
つ
ま
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
H

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
、
第
一
次
大
戦
末
期
に
解
体
し
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン

矢

問

俊

隆
二
O
名



条
約
に
よ
っ
て
正
式
に
消
滅
し
た
。
そ
の
解
体
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

民
族
独
立
運
動
の
た
め
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
帝
国
内
で
支
配
的

地
位
を
占
め
て
い
た
ド
イ
ツ
人
ハ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〉
、
マ
ジ
ャ
!
ル
人
(
ハ

ン
カ
リ
l
)
に
対
す
る
チ
エ
コ
人
、
ポ
l
ラ
ン
ト
人
、
南
ス
ラ
ヴ
人
、
ル
ー

マ
ニ
ア
人
等
の
他
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
反
抗
の
た
め
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
比
較
的
最
近
だ
さ
れ
た
見
解
と
し
て
、
か
か
る

内
部
運
動
に
基
づ
く
崩
壊
説
を
退
け
、
帝
国
の
対
外
政
策
の
失
敗
の
た
め
で

あ
っ
た
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
帝
国
は
政
治
軍
事
面
か

ら
も
、
ま
た
経
済
面
か
ら
も
、
内
部
か
ら
の
解
体
の
理
由
は
な
く
、
む
し
ろ

一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
利
鈍
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
崩
怖
棋

の
原
因
は
、
む
し
ろ
一
九
世
紀
後
半
以
後
の
一
連
の
対
外
政
策
の
失
敗
、
と

く
に
独
漢
同
盟
の
締
結
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
エ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
ニ
州
の
占
領
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
報
告
者
は
、
こ
の
対
外
的
失
策
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
民
族
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
帝
国

の
崩
壊
と
の
関
係
で
正
し
く
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
沿
ら
な
い
と
す
る
。
そ
こ

で
報
告
者
は
、
一
八
六
七
年
以
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
に
、
ド
イ
ツ
と

他
の
民
族
を
対
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
占
め
る
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
な

地
伎
を
対
比
・
分
析
す
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
分
野
に
お
い

て
ド
イ
ツ
人
の
優
位
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方

で
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
国
家
行
政
の
中
央
集
権
化
や
資
本
主
義
経
済
の
浸
透
な

ど
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
帝
国
の
統
合
的
な
要
因
と
し
て
作
用
し
た
が
、
反

面
、
ド
イ
ツ
人
の
優
位
は
、
そ
の
遠
心
的
効
果
と
し
て
、
他
民
族
の
自
覚
に

基
づ
く
中
央
へ
の
反
抗
を
ひ
き
起
し
、
ま
た
資
本
主
義
的
弊
需
を
ド
イ
ツ
人

に
よ
る
害
悪
と
み
な
す
な
ど
の
諸
種
の
民
族
的
抗
争
を
生
ぜ
し
め
た
。
反
ユ

タ
ヤ
主
義
の
発
生
あ
る
い
は
一
八
九
七
年
の
子
日
語
令
問
題
を
め
ぐ
る
混
乱
な

ど
は
そ
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
報
告
者
は
、
ド
イ
ツ
人
の
優
位

は
帝
国
の
統
合
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に

は
い
る
と
、
そ
れ
が
分
解
的
な
要
闘
と
し
て
機
能
し
た
と
論
ず
る
。

今
日
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
多
民
族
国
家
は
少
な
く
な
い
。
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
解
体
は
そ
う
い
う
国
と
の
対
比
で
も
関
心
が
抱
か
れ
る

が
、
さ
ら
に
報
告
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い

う
問
題
意
識
か
ら
も
、
実
証
的
な
研
究
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
統
合
の
目
標
や
客
観
情
勢
の
相
違
な
ど
か
ら
、
右
帝
同
四
の
教
訓
が
そ

の
ま
ま
今
日
の
統
合
問
題
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
多
く
の

示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
今
後
の
研
究
の
深
化
に
期
待
、
か
か
け
ら

れ
る
。

O
昭
和
四
七
年
三
月
一
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
四
時
半

「
水
道
料
金
問
題
に
つ
い
て
」

1主主

報

告

者

博

也

出

席

者

一

五

名

札
幌
市
は
人
口
増
に
よ
る
給
水
需
要
増
の
た
め
、
今
の
ま
ま
で
は
昭
和
四

八
年
度
末
に
は
、
需
要
に
応
じ
き
れ
な
く
な
る
と
い
わ
れ
る
。
水
源
は
当
分

の
間
は
確
保
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
五
一
年
ま
で
の
浄
水
場
、
配
水
管

の
整
備
拡
張
に
総
計
一
一
二
億
円
の
工
事
費
を
要
す
る
。
こ
れ
は
水
道
料
金

の
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
え
る
額
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
そ
こ
で
市
の

藤

北法23(1・201)201



一
般
会
計
か
ら
の
支
山
を
求
め
る
意
見
が
札
幌
市
営
企
業
等
調
交
審
議
会
の

内
外
か
ら
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
地
方
公
営
企
業
法
で
は
、
水
道
事
業
は
そ

の
料
金
を
も
っ
て
あ
て
る
い
わ
ゆ
る
独
立
採
算
制
を
建
前
と
し
て
い
る
の

で
、
一
般
会
計
か
ら
の
支
山
に
は
法
律
上
の
問
題
も
生
じ
う
る
(
ま
た
、
市

予
算
か
ら
の
支
川
に
は
、
市
民
の
す
べ
て
が
市
の
水
道
の
利
用
者
で
あ
る

と
は
限
ら
ず
、
消
費
江
川
に
も
抵
抗
が
あ
る
な
ど
の
消
費
構
造
の
具
体
的
内
符
か

ら
も
問
題
が
残
る
〉
。
他
方
、
水
道
問
題
は
き
わ
め
て
公
共
性
が
強
く
、
そ

の
う
え
配
水
管
の
敷
設
等
も
ダ
ム
建
設
の
よ
う
に
一
種
の
先
行
投
資
た
る
性

格
を
も
っ
と
い
う
理
由
か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
を
支
持
す
る
意
見
も

か
な
り
強
い
(
札
幌
市
は
一
般
会
計
か
ら
一
一
億
円
を
出
す
こ
と
に
決
定
〉
。

財
源
確
保
の
一
家
と
し
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
新
規
の
水
道
利
用
者
か
ら

は
、
加
入
金
等
の
名
け
で
、
受
益
者
負
担
金
を
と
る
と
い
う
こ
と
も
別
個
に

考
え
ら
れ
う
る
。
こ
れ
は
法
律
(
地
方
自
治
法
、
水
道
法
〉
に
一
応
の
根
拠

が
あ
る
が
、
政
策
的
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
水
道
料
金
体
系
の
あ
り
方
も

重
要
な
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
は
各
種
の
考
え
方
が
あ
り
、
各
都
市
の
水

道
事
情
に
よ
り
、
一
律
的
な
料
金
体
系
の
決
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

い
。
最
後
に
水
道
の
将
来
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
わ
が
国
の
自
然
環
境
は
水
、
漁

の
確
保
に
適
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
降
雨
量
の
季
節
的
か
た
よ

り
、
河
川
の
急
流
等
)
、
他
方
で
需
要
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
限
界
に
達
し
、
(
す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
〉
、
深
刻
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
(
そ
の
際
の

水
源
の
確
保
と
し
て
、
海
水
の
淡
水
化
と
下
水
の
浄
化
利
用
が
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
コ
ス
ト
而
か
ら
後
者
が
現
実
的
と
さ
れ
て
い
る
)
。

報
告
は
札
幌
市
の
水
道
を
め
ぐ
る
諸
問
泌
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
が
、
そ

こ
に
は
一
般
的
な
諸
問
題
の
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

例
え
ば
、
討
論
の
際
に
、
水
が
人
間
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
の
に
、

水
道
事
業
の
運
営
を
独
立
探
算
制
と
す
る
現
行
制
度
そ
の
も
の
に
疑
問
が
寄

せ
ら
れ
た
が
、
水
道
料
金
問
題
が
各
都
市
の
共
通
の
懸
案
事
項
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
制
度
そ
の
も
の
の
再
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
水

道
問
題
は
都
市
問
題
(
と
り
わ
け
企
業
と
人
口
の
都
市
集
中
〉
と
切
り
離
し

て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
討
論
で
も
当
然
に
こ
の
点
が
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
。
今
日
の
複
雑
な
都
市
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
問
題
に

も
多
く
の
諸
問
題
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
解
決
は
一
一
層
困
難
な
も
の

と
な
ろ
う
。
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