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..雑 ii

..報 ij

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
九
年
七
月
五
日
(
金
)
午
後
二
時
!
五
時

「
イ
タ
リ
ア
労
働
運
動
の
現
状
と
労
働
法
の
課
題
」

講

演

パ

ヴ

ィ

l
ア
大
学
法
学
部
教
授

テ
ィ
ツ
ィ
ア
l
ノ
・
ト
レ

i
ウ

通

訳

上

智

大

学

法

学

部

助

教

筏

山

口

浩

一

郎

山

席

者

一

一

一

名

戦
後
イ
タ
リ
ア
の
労
働
運
動
は
統
一
労
働
組
合
主
義
を
原
則
と
し
て
出
発

し
た
が
、
一
九
四

O
月
代
後
半
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
分
裂
に
よ
り
極

め
て
弱
体
化
し
、
一
九
五

0
年
代
は
労
使
関
係
に
お
い
て
使
用
者
の
意
思
が

支
配
し
た
。
一
九
六

0
年
代
前
半
に
な
っ
て
労
働
組
合
は
行
動
の
統
一
を
は

か
る
よ
う
に
な
り
、
産
業
別
協
約
闘
争
が
進
展
は
し
た
が
、
各
個
企
業
の
経

常
内
部
は
依
然
と
し
て
組
合
活
動
の
真
空
地
帯
と
し
て
残
さ
れ
た
。
し
か
し

一
九
六

0
年
代
後
半
に
な
る
と
経
常
内
で
労
働
者
の
自
然
発
生
的
な
団
結
活

動
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
背
長
に
、
長
い
間

イ
タ
リ
ア
に
欠
け
て
い
た
経
山
口
内
内
の
組
合
活
動
を
保
障
す
る
「
労
働
者
憲

章
」
法
(
一
九
七

O
年
五
月
〉
が
制
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
、

ω経
営
内
部
に
お
け
る
組
合
組
織
の
承
認
、
∞
経
営
内
の

組
合
活
動
を
阻
害
す
る
使
用
者
の
行
為
に
た
い
す
る
差
止
命
令
、
を
み
と
め

た
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
と
に
仰
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
じ

め
て
不
当
労
働
行
為
制
度
を
導
入
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
法
律
は
不
当
労
働
組
合
に
た
い
す
る
差
止
命
令

の
請
求
事
件
は
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
と
明
定
し
、
こ
れ
と
あ
わ
せ

て
民
事
訴
訟
法
典
の
改
正
と
い
う
形
で
「
労
働
訴
訟
法
」
も
制
定
さ
れ
て

(
一
九
七
三
年
八
月
〉
、
仮
処
分
や
調
停
な
ど
の
活
用
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
従
来
の
よ
う
に
立
法
を
欠
い
た
時
代
と
異
な
り
、
裁
判
所
の
労
使

関
係
に
与
え
る
影
響
は
極
め
て
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
立

法
は
近
年
の
労
働
運
動
に
触
発
さ
れ
た
労
働
法
の
新
し
い
動
向
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
運
用
が
如
何
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
今

後
の
イ
タ
リ
ア
労
働
法
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為

に
対
す
る
民
事
訴
訟
の
か
か
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題

に
直
面
し
て
い
る
日
本
と
し
て
も
、
注
目
に
価
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

O
昭
和
四
九
年
十
月
二
五
日
(
金
)
午
後
一
時
半
i
五
時

「
昭
和
女
子
大
事
件
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」

報

告

者

中

陸

男

出

席

者

二

二

名

昭
和
女
子
大
事
件
は
、
学
生
の
政
防
法
案
反
対
署
名
の
し
ゅ
う
築
お
よ
び

民
主
青
年
同
盟
へ
の
加
入
を
め
ぐ
っ
て
、
学
生
が
退
学
処
分
を
受
け
こ
れ
が

争
わ
れ
た
事
件
で
、
社
会
的
に
も
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭

和
四
九
年
七
月
一
九
日
に
長
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
が
出
た
。
報
告
者
は
こ

キナ

北法25(4・203)503



の
最
高
裁
判
決
の
問
題
点
を
、
件
私
立
大
学
に
お
け
る
学
生
の
思
想
信
条
の

自
由
お
よ
び
政
治
活
動
の
自
由
、
同
退
学
処
分
に
お
け
る
懲
戒
権
者
の
裁
量

権
の
問
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
と
く
に
学
生
側
の
主
張
を
認
め
た
第
一
審
判

決
と
の
対
比
に
お
い
て
紹
介
し
た
。
そ
し
て
付
に
つ
い
て
最
高
裁
は
、
憲
法

の
人
権
規
定
の
私
人
聞
に
お
け
る
効
力
仏
関
し
て
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
を
踏

襲
し
て
消
極
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
大
学
の
-
設
置
目
的
の
実
現
お
よ

び
私
立
大
学
の
教
育
方
針
の
自
由
か
ら
学
の
内
外
を
問
わ
ず
学
生
の
政
治
活

動
の
自
由
に
関
し
て
広
範
な
制
限
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一
帯
判
決
が

思
想
内
容
に
干
渉
し
た
事
実
を
認
定
し
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
思
想
信

条
の
自
由
を
侵
害
し
た
事
実
を
認
定
し
な
か
っ
た
原
審
判
決
を
前
提
に
し
て

判
断
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

ωに
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
決
が

懲
戒
権
者
の
教
育
的
裁
量
権
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
第
一
審
判
決
は
教
育

機
関
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
と
方
法
を
法
的
義
務
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。と

こ
ろ
で
報
告
者
は
、
国
公
立
大
学
と
は
別
に
私
立
大
学
が
独
自
に
存
在

す
る
意
義
を
強
調
し
て
、
私
立
大
学
の
教
育
の
自
由
を
広
く
認
め
る
必
要
性

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
が
、
論
議
は
こ
の
点
に
集
中
し
、
と
く
に
宗
教
教

育
を
含
め
た
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
意
見
が
か
わ
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
学
生
は
国
公
立
大
学
と
私
立
大
学
、
あ
る
い
は
私
立
大
学

同
士
の
聞
に
ど
れ
だ
け
実
質
的
に
そ
の
教
育
内
容
に
よ
る
選
択
の
自
由
を
有

し
て
い
る
の
か
、
私
立
大
学
と
は
い
え
公
教
育
の
重
要
な
一
端
を
担
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
公
費
援
助
等
に
よ
り
私
立
学
校
が
少
な
く
と
も
そ
の
限

度
で
公
的
機
関
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
私
立
大
学
の
教
育
の
自
由

と
い
う
場
合
の
教
育
と
は
大
学
教
育
の
本
質
的
部
分
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
な
お
私
立
大
学
に
お
け
る
教
育
の
自
由

を
広
く
認
め
る
必
要
性
を
説
い
た
報
告
者
も
そ
れ
が
学
生
の
思
想
内
容
に
干

渉
し
、
そ
の
改
変
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
含
む
も
の
で
な
い
こ
と
を
強

調
し
た
が
、
校
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
思
想
信
条
の
白
白
侵
害
の
存
在
を

否
定
し
た
原
審
に
よ
る
事
実
認
定
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
今
後
に
問

題
を
残
し
そ
う
で
あ
る
。

北法25(4・204)504

O
昭
和
四
九
年
一
一
月
八
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
|
五
時

「
法
学
と
は
何
か
1

1
法
学
の
歴
史
を
か
え
り
み
て
思
う
1

1
」

講

演

国

学

院

大

学

教

授

久

保

正

幡

附

席

者

二

八

名

法
学
の
学
問
性
を
否
定
す
る
立
場
は
法
学
の
科
学
性
の
放
棄
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
先
学
の
士
が
今
迄
そ
の
科
学
性
を
追
求
し
て
き
た
努
力
を
無

視
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
報
告
者
は
、
ま
ず
十
二
世
紀
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

と
よ
、
ば
れ
る
ボ
ロ
ニ
ア
を
中
心
と
し
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
学
の

成
立
と
発
展
の
中
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
継
ぐ
ロ
l
マ
の
法
学
の
影
響

が
強
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
法
律
学
と
哲
学
と
の
出
会
い
、
問

答
集
に
み
ら
れ
る
法
律
学
と
弁
証
術
と
の
出
会
い
、
法
的
解
釈
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
と
な
る
法
延
弁
論
術
の
発
展
を
促
し
た
法
律
学
と
弁
論
術
と
の
出

会
い
の
面
か
ら
紹
介
し
た
。
そ
し
て
こ
の
関
係
で
、
法
律
家
と
法
廷
弁
論
家

の
分
化
が
俗
人
法
律
家
の
出
現
と
進
出
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
今
迄
神
宵
団



に
よ
っ
て
可
ど
ら
れ
て
い
た
宗
教
法
を
中
心
と
す
る
、
法
学
か
ら
特
に
私
法
の

分
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
ひ
い
て
は
法
規
範
発
見
の
作
業
が
進
み
実
質
的
に
は

判
例
集
と
も
い
え
る
学
説
集
の
出
版
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
の
解
説

、
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
学
の
成
立
お
よ
び
そ
の

展
開
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、
法
学
の
研
究
お
よ
び

教
育
が
ボ
ロ
ユ
ア
を
中
心
と
し
て
大
学
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
学
識
法

曹
の
養
成
が
木
格
化
し
た
こ
と
、
学
説
が
実
定
法
的
通
用
力
を
も
つ
に
到
っ

た
意
味
に
お
い
て
ケ

1
ス
・
ロ

1
的
色
彩
を
帯
び
る
品
目
通
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
さ
ら
に
他
国
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
史
実
の
解
説
も
行
な
わ
れ

た
次
に
報
告
者
は
、
法
学
を
ジ
ュ
リ
ス
プ
ル
デ
ン
シ
ヤ
(
実
定
法
学
・
解
釈

学
的
な
も
の
)
、
ジ
ュ
リ
ス
シ
ェ
ン
テ
ィ
ア
(
法
史
学
・
法
社
会
学
・
法
哲
学

的
な
も
の
)
、
シ
ュ
リ
ス
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
(
法
の
叡
知
・
法
の

H
的
学
・
理

念
学
)
に
三
分
化
し
た
バ
ル
ト
ウ
ル
ス
の
考
え
に
ふ
れ
、
パ
ル
ト
ウ
ル
ス
は

こ
の
よ
う
な
分
類
に
当
り
平
面
的
分
類
で
は
な
く
立
体
的
分
煩
を
考
え
た
の

だ
と
思
い
た
い
と
し
て
、
た
と
え
ば
仮
り
に
ジ
ュ
リ
ス
シ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
法

史
学
・
法
社
会
学
・
法
哲
学
的
な
も
の
に
当
る
と
し
て
も
、
プ
ル
デ

γ
シ
ヤ

や
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
要
素
も
同
時
に
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
し

て
、
法
学
は
究
極
に
お
い
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
強
調
し
た
。
報
告
者
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
法
学
的
営
み
の

歴
史
を
常
に
顧
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
笑
定
法
学
と
い
え
ど
も
シ

エ
ン
テ
ィ
ア
的
な
も
の
が
参
考
の
資
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、

認
識
の
学
問
性
は
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
実
定
法
学
も
究
極
に
お

い
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
日
指
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
判
断
の
学
問
と

し
て
の
性
格
が
常
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

報
告
者
が
そ
の
長
い
豊
富
な
経
験
と
観
察
の
基
礎
の
上
に
、
法
学
に
お
け

る
立
体
的
思
考
の
必
要
性
を
強
調
し
、
虚
学
を
排
し
実
学
と
し
て
の
実
用
法

学
観
が
法
学
の
各
分
野
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
べ
し
と
強
く
訴
え
た
こ
と

は
、
特
に
学
問
の
分
化
が
極
め
て
進
ん
で
い
る
今
日
に
お
い
て
参
加
者
に
強

い
刺
戟
と
感
銘
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

O
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
一
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
半

l
五
時

「
独
禁
法
改
正
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

成

和
昭

信

出

席

者

二

七

名

昭
和
田
九
年
九
月
一
八
日
に
公
正
取
引
委
員
会
が
、
企
業
分
割
・
原
価
公

表
・
価
格
の
現
状
回
復
命
令
・
株
式
保
有
制
限
・
課
徴
金
制
度
の
新
設
を
主

軸
と
す
る
独
禁
法
改
正
試
案
を
公
表
し
、
こ
れ
を
受
け
て
三
木
内
閣
が
独
禁

法
改
正
問
題
に
積
極
的
に
取
組
む
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
こ
の
問
題
が

ク

?
iズ
・
ア
ヅ
プ
さ
れ
て
き
た
の
に
対
応
し
て
、
法
学
会
で
も
今
村
・
丹

宗
商
会
員
に
よ
る
問
題
点
の
解
説
を
聴
い
た
。

ま
ず
今
村
会
員
は
、
駐
留
軍
に
よ
る
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
の
財
閥
解

体
に
と
も
な
う
独
禁
法
制
定
の
当
時
よ
り
現
在
に
い
た
る
迄
の
独
禁
法
の
改

正
及
び
そ
の
運
用
に
対
し
て
政
治
及
び
経
済
が
与
え
て
き
た
影
響
を
、
戦
後

の
冷
戦
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
進
出
、
講
和
条
約
の
発
効
、
高
度
成
長
と
物
価

報
告
者

丹今

宗村

~t法25(4・ 205)505



の
上
回
升
、
国
際
競
争
力
の
強
化
、
八
幡
製
鉄
と
富
士
製
鉄
の
介
併
、
便
乗
値

上
げ
等
の
諸
事
件
と
の
関
連
で
詳
細
に
説
明
し
た
の
ち
、
公
取
委
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
改
正
試
案
の
作
成
に
関
与
し
た
経
験
に
基
き
、
改

正
試
案
内
容
の
解
説
を
行
な
い
、
価
絡
の
現
状
回
復
命
令
の
実
効
性
等
に
つ

き
問
題
を
指
摘
し
た
。

次
い
で
丹
宗
会
口
氏
は
、
政
治
民
主
主
義
は
本
来
経
済
民
主
主
義
と
両
立
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
経
済
統
制
的
色
彩
に
対
立
す
る
自
由
競

争
的
色
彩
を
よ
り
強
く
成
田
り
込
ん
だ
改
正
試
案
は
一
応
望
ま
し
い
も
の
と
い

え
る
と
述
べ
た
上
で
、
企
業
の
分
割
や
価
格
引
下
命
令
は
理
論
的
に
は
可
能

で
も
技
術
的
に
は
難
点
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
こ
れ
ら
は
公
共
経
済
政
策
の

実
践
の
理
念
を
示
す
点
に
の
み
意
味
が
あ
る
こ
と
と
な
ろ
う
と
し
て
、
側
栴

機
能
の
確
保
と
い
う
問
題
は
、
株
式
保
有
・
金
融
力
・
各
角
的
金
主
力
の
如

き
問
題
を
総
合
的
全
体
的
に
検
討
し
て
競
争
的
基
盤
を
整
備
す
る
》
」
と
に
よ

っ
て
の
み
達
成
で
き
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
金
融
力
に
つ
い
て
は
大
蔵
省
の

金
融
制
度
調
査
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
資
金
の
最
適
配
分
に
つ
い
て

の
プ
リ
ン
シ
プ

ι
ゃ
、
広
告
能
力
の
あ
る
企
業
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
独
占
す

る
こ
と
に
よ
り
、
製
品
差
別
化
を
助
長
し
て
い
る
国
等
も
無
視
さ
れ
る
べ
き

で
な
い
と
強
調
し
た
。

討
論
に
お
い
て
は
、
独
禁
法
の
日
的
と
そ
の
規
制
範
問
、
経
済
統
制
と
独

禁
法
の
関
係
、
官
庁
相
互
間
の
排
他
的
管
轄
よ
り
生
ず
る
問
題
、
自
由
経
済

の
下
で
の
公
平
な
土
俵
を
つ
く
る
ル

1
ル
と
し
て
の
独
禁
法
と
そ
の
運
営
に

関
す
る
官
僚
化
の
危
険
の
問
題
ゃ
、
独
禁
法
執
行
に
お
け
る
実
効
性
保
障
と

の
関
連
で
は
、
市
民
参
加
を
勇
気
づ
け
る
結
果
と
な
る
ア
メ
リ
カ
の
三
倍
損

害
賠
償
制
度
の
導
入
問
題
や
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

γ
の
必
要
性
等
が
話
題
と

な
り
、
さ
ら
に
労
働
組
合
の
経
常
参
加
が
経
済
民
主
主
義
の
問
題
の
一
部
た

り
得
る
か
否
か
、
社
会
主
義
ヘ
踏
切
ら
な
い
の
は
経
済
の
非
能
率
に
結
び
つ

く
か
否
か
の
問
題
へ
と
活
発
な
討
論
が
続
い
た
。
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