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法学会記事

北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

昭
和
四
三
年
九
月
|
昭
和
四
四
年
二
月

O

昭
和
四
三
年
九
月
二

O
日
ハ
金
曜
)
午
後
一
時
半
|
五
時
半

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
法
研
究
と
教
育
の
現
状
」

報
告
者
五
十
嵐

出
席
者
三
五
名

ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
招
待
で
三
ヶ
月
の
ア
メ
リ
カ
視
察
を
終
え
て
帰
朝
さ

れ
た
教
授
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
法
専
門
家
と
の
交
流
の
体
験
を
通

し
て
え
ら
れ
た
内
容
の
報
告
で
あ
る
だ
け
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
報

告
者
は
、
先
ず
比
較
法
の
法
律
学
に
お
け
る
多
義
性
か
ら
説
か
れ
、
こ
こ
で

の
話
で
用
い
ら
れ
る
比
較
法
の
意
義
を
限
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
普
通
用
い

ら
れ
る
比
較
法
の
意
義
に
用
い
る
と
さ
れ
、
。
ロ
自
習

g己
4
2
E
d
F

〈

U
O
B
l

刷
出
自
己
認
の

oロ江口
gs-Fmw唱
を
中
心
に
、

F
S
H
g
t
o
g
-
、吋
5
5
R
Z
Oロ

ピ
-4
を
比
較
法
の
応
用
問
題
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
法
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
研
究
と
教
育
が
、
ア
メ
リ
カ
で
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
、
シ
ャ
ト
ル
大
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
大
学
、
ハ

l
パ
I
ト
大
学
を
例
と
し
て
語
ら
れ
る
。

印
象
深
か
っ
た
の
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の

m
W
E
D
-

え

F
E
E
t
Q
E
-

〉
虫
色
白
に
お
け
る
八
つ
の
地
区
に
分
け
て
の
研
究
と
そ
の
綜
合
の
例
で
あ

っ
た
。
特
に
ロ
シ
ヤ
部
門
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
部
門
、
中
近
東
部
門
等
々
で
は
、

一
流
の
ス
タ
ッ
フ
を
集
め
て
比
較
法
の
研
究
と
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い

清

ぅ
。
そ
こ
で
の
研
究
は
川
法
律
研
究
で
は
あ
る
が
、
法
学
部
か
ら
離
れ
た
部

門
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
法
社
会
学
方
法
の
比
較
法
研

究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ω地
域
研
究
の
一
環
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て

い
る
こ
と
等
が
そ
の
主
な
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
制
綜
合
的
研
究
は

必
ず
し
も
う
ま
く
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
恩
わ
れ
な
い
と
い
う
。

右
に
あ
げ
た
大
学
を
見
聞
さ
れ
た
よ
で
の
感
想
と
し
て
、

ω研
究
対
象
の

多
様
性
は
あ
る
が
統
一
性
に
乏
し
い
こ
と
。

ω学
者
や
研
究
者
の
組
織
化
が

進
む
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
こ
と
等
の
点
が
比
較
法
の
研
究
の
発
展
を
阻
害
す

る
要
因
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
健
さ
れ
る
。
逆
に
将
来
大
い
に
期
待
を

持
て
る
点
と
し
て
は
、
豊
富
な
文
献
の
量
と
研
究
者
の
層
の
厚
さ
、
殊
に
世

界
各
国
の
移
住
者
な
い
し
そ
の
子
孫
の
研
究
者
が
い
て
、
語
学
的
障
碍
が
比

較
的
少
な
い
こ
と
、
比
較
法
研
究
の
後
継
者
を
豊
富
に
期
待
し
う
る
点
等
が

指
摘
さ
れ
る
。

か
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
法
研
究
の
現
状
と
日
本
の
そ
れ
を
較

べ
る
と
主
役
我
の
聞
に
か
な
り
の
差
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
特
に
日
本
で

は
ま
だ
本
格
的
教
材
も
少
な
い
由
。
経
済
-
政
治
等
国
際
化
し
た
今
日
、
そ

れ
に
伴
う
法
律
も
国
際
的
関
連
の
中
に
必
然
的
に
組
み
こ
ま
れ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
法
学
教
育
上
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
問
題
提
示
で
あ
っ
た
。

O

昭
和
田
三
年
一

O
月
二
五
日
(
金
曜
〉
午
後
一
時
半
l
五
時
半

「
戦
後
日
本
の
官
僚
|
外
国
に
お
け
る
日
本
研
究
と
の
関
連
で

l
」

報

告

者

伊

藤

大

一

出
席
者
二
五
名

報
告
内
容
は
、
昭
和
三

O
年
か
ら
四

O
年
に
至
る
間
の
日
本
に
お
け
る
官

北法20(2・115)239
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僚
の
機
能
分
化
の
分
析
で
あ
る
。
教
授
は
、
三

O
年
を
境
と
し
て
企
画
輪
意

と
執
行
輸
意
と
が
分
化
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
特
権
官
僚
と
非
特
権
官
僚
の

機
能
分
化
が
生
じ
た
と
み
る
。
こ
れ
ま
で
、
政
策
決
定
に
際
し
て
、
長
い
経

験
に
よ
っ
て
上
級
者
を
援
け
て
い
る
と
い
う
ひ
そ
や
か
な
自
負
と
満
足
に
支

え
ら
れ
て
い
た
非
特
権
官
僚
は
、
企
画
輸
意
の
若
手
特
権
官
僚
へ
の
移
行
に

よ
っ
て
精
神
的
支
え
を
な
く
し
、
非
常
に
不
健
康
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う

教
授
は
、
か
よ
う
な
問
題
提
起
を
、
池
田
の
高
度
成
長
政
策
と
上
級
官
僚
と

の
関
わ
り
合
い
に
焦
点
を
あ
て
て
例
証
し
て
い
く
。
そ
れ
で
は
池
田
内
閣
の

高
度
成
長
政
策
に
お
い
て
上
級
官
僚
は
い
か
に
こ
れ
に
協
調
し
て
き
た
で
あ

ろ
う
か
?
日
本
資
本
主
義
の
再
編
成
の
た
め
の
企
画
的
役
割
は
経
済
企
画
庁

が
担
当
し
て
き
た
。
企
画
庁
は
官
庁
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
各
省
庁
か
ら
の
出
向

組
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
官
庁
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
結
局
は
出
向
組
或

は
そ
の
母
胎
で
あ
る
大
蔵
、
通
産
、
農
林
等
の
各
省
の
諒
承
が
な
け
れ
ば
何

ら
実
効
性
あ
る
企
画
を
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
い
か
な
る
企
画

も
最
終
的
に
は
予
算
の
裏
付
け
が
な
け
れ
ば
実
効
性
が
な
い
と
い
う
意
味

で
、
結
局
大
蔵
官
僚
の
財
政
運
用
に
握
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

か
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
結
局
池
田
の
高
度
成
長
政
策
は
、
経
済
企
画
庁
に

よ
る
経
済
政
策
を
通
じ
て
大
蔵
官
僚
を
味
方
に
つ
け
、
大
蔵
官
僚
が
池
田
の

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

か
く
て
予
算
編
成
の
も
つ
経
済
政
策
的
意
義
が
始
め
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
蔵
省
の
態
度
が
従
来
と
呉
っ
て
く
る
根
拠
が
あ

っ
た
。と

こ
ろ
で
大
蔵
官
僚
は
、
こ
の
新
し
い
経
済
政
策
の
基
準
を
宮
庁
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
か
ら
得
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
蔵
官
庁
と
官
庁
エ
コ
ノ
ミ

雑

ス
ト
の
癒
着
が
生
じ
た
。
し
か
し
乍
ら
昭
和
三
六
年
頃
か
ら
官
庁
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
内
部
に
或
程
度
の
変
化
が
起
っ
た
。
一
部
官
庁
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
純
粋

さ
を
失
っ
て
官
僚
体
制
に
組
み
込
ま
れ
大
蔵
官
僚
と
妥
協
し
た
が
、
気
骨
あ

る
一
部
官
庁
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
そ
れ
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
野
に
下
っ
た
の

で
あ
る
。
か
く
て
大
蔵
官
僚
は
予
算
編
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
利
用
し
て
政
策

形
成
に
代
位
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
予
算
編
成
の
見

方
が
変
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
附
予
算
編
成
が
政
治
過
程
と
な

り
、
予
算
編
成
が
政
策
過
程
の
第
一
の
条
件
と
な
っ
た
こ
と
。
同
各
省
の
予

算
配
分
が
年
々
増
加
す
る
と
共
に
、
各
省
の
背
後
に
大
き
な
利
益
集
団
が
生

じ
、
各
省
の
セ

F
V
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
助
長
さ
れ
て
き
た
。
か
よ
う
な
予
算
編

成
が
政
策
形
成
に
代
位
し
て
い
っ
た
過
程
を
大
蔵
官
僚
は
必
ず
し
も
は
っ
き

り
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
予
算
編
成

過
程
を
政
策
過
程
に
代
位
せ
し
め
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
三

O
年
以
降
に
お
け

る
官
僚
と
官
僚
機
構
の
機
能
変
化
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
分
析
報
告
を
め
ぐ
っ
て
活
綾
な
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

O

一
一
月
一
一
一
一
日
(
金
曜
)
午
後
一
時
半

l
五
時
半

「
法
学
教
育
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」報

告
者

本

フ
-
フ
ン
ス

ド

イ

ツ

出
席
者
二
十
五
名

学
生
問
題
大
学
問
題
は
今
や
世
界
中
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本

で
も
続
発
す
る
学
園
紛
争
と
関
連
し
て
戦
後
の
新
し
い
教
育
制
度
に
対
す
る

暮瀬田

得忠容

小深富

日

北法20(2・116)240
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法学会記事

反
省
検
討
が
焦
眉
の
急
務
と
し
て
大
学
人
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
ま

ず
法
学
教
育
を
め
ぐ
る
問
題
に
限
定
し
て
、
問
題
点
の
指
摘
を
し
て
も
ら
い
a

討
議
す
る
こ
と
に
し
た
。
日
本
に
お
け
る
法
学
教
育
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ

た
富
田
教
授
は
、
最
初
に
叶
法
学
教
育
と
は
何
か
(
法
学
教
育
の
理
念
〉
を

聞
い
、
そ
れ
に
つ
レ
て
の
三
つ
の
説
を
あ
げ
ら
れ
る
。

ω専
門
法
律
家
と
し

て
の
法
学
教
育
、

ω将
来
の
基
礎
的
能
力
の
養
成
、

ω法
体
系
の
学
問
的
研

究
を
大
学
教
育
の
理
念
と
す
る
三
つ
の
考
え
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。

法
学
教
育
の
目
的
と
し
て
は
、
大
別
す
れ
ば
職
業
教
育
を
目
的
と
す
る
か

考
え
方
の
養
成
に
主
眼
を
お
く
か
の
二
つ
に
分
れ
る
が
、
一
般
的
傾
向
と
し

て
は
、

ω職
業
教
育
へ
の
強
い
傾
斜
を
示
し
た
考
え
方
、
同
社
会
的
視
野
の

拡
大
に
重
点
を
お
く
考
え
方
、
制
リ
l
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
の
養
成
、
社
会
的

紛
争
の
解
決
の
た
め
の
意
思
決
定
能
力
の
養
成
や
分
析
力
綜
合
的
判
断
力

の
養
成
に
重
点
を
お
く
考
え
方
等
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
法
学
教
育
の
理

念
や
目
的
を
論
ず
る
場
合
に
も
そ
れ
が
優
れ
て
時
代
的
問
題
で
あ
る
だ
け

に
、
か
か
る
問
題
、
が
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
た
社
会
的
背
景
を
顧
る
こ
と
な
し

に
は
す
ま
さ
れ
え
な
い
。
か
よ
う
な
背
景
と
し
て
教
授
は
、
戦
後
に
お
け
る

大
学
そ
の
も
の
の
変
化
と
法
の
性
格
な
い
し
法
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
を
あ
げ

ら
れ
る
。
確
か
に
今
日
大
学
教
育
の
果
し
て
い
る
客
観
的
機
能
や
法
律
学
の

も
っ
て
い
る
基
本
的
性
格
へ
の
反
省
な
し
に
、
い
た
ず
ら
に
法
学
教
育
を
論

じ
て
も
無
益
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
教
授
の
報
告
は
、
基
本
的
な
問
題
の

提
起
と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
問
題
提

起
を
前
提
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
西
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
の
問
題
を
、
深

瀬
、
小
暮
同
教
授
に
報
告
し
て
も
ら
う
。
深
瀬
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学

の
特
色
や
法
学
教
育
方
法
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
概
略
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し

1 

‘ 

い
紹
介
を
さ
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
園
騒
動
に
お
い
て
学
生
の
主
張
、
が
奈

辺
に
あ
っ
た
か
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
批
判
大
学
の
構
想
か
ら
大
学
運

営
へ
の
学
生
参
加
、
特
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
当
つ
て
の
学
生
参
加
や
マ

ス
プ
ロ
講
義
の
解
消
、
専
門
化
に
即
応
し
た
個
人
教
育
の
必
要
等
、
根
本
的

に
は
批
判
精
神
を
養
う
た
め
制
度
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
て

い
る
と
い
う
報
告
で
あ
っ
た
。

次
に
西
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
の
小
暮
教
授
の
話
に
移
ろ
う
。
西

ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
生
運
動
も
一
面
で
は
大
学
の
改
革
を
迫
る
運
動
と
し

て
、
民
主
的
大
学
批
判
へ
の
構
想
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
。
西
ド
イ
ツ
で

は
大
学
生
は
今
日
尚
少
数
の
知
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
日
本
の
学
生
の
よ
う

に
大
衆
化
し
た
学
生
で
は
な
い
。
し
か
も
日
本
の
大
学
の
よ
う
に
学
生
が
特

定
の
大
学
に
し
ば
ら
れ
る
の
と
異
り
、
そ
こ
で
は
自
分
の
好
む
大
学
に
自
由

に
移
る
こ
と
の
出
来
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で

は
、
法
学
教
育
の
問
題
は
、
講
座
制
の
も
つ
弊
害
や
国
家
試
験
の
あ
り
方
や

陳
腐
化
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
容
が
主
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う

な
点
か
ら
み
て
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
学
教
育
の
危
機
は
、
外
的
な
も
の

で
あ
る
よ
り
は
、

ω大
学
で
の
講
義
内
容
の
陳
腐
化
、
制
学
生
の
教
師
に
対

す
る
信
頼
の
実
失
、

ω学
生
の
側
に
お
け
る
主
体
性
の
喪
失
l
模
倣
化
|
等

の
内
的
な
も
の
が
重
要
な
問
題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
報
告
を
め
ぐ
っ
て
、
身
近
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
ア
メ
リ

カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
も
ふ
れ
つ
つ
非
常
に
活
躍
慨
な
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

O 

一
二
月
二

O
日
(
金
曜
)
一
時
半
|
五
時
半

北法20(2・117)241



すーー ー

報

「
国
家
賠
償
を
め
ぐ
る
学
説
判
例
の
傾
向
」

報

告

者

今

村

出
席
者
一
ニ

O
名

か
つ
て
国
家
は
そ
の
活
動
に
お
い
て
人
民
に
損
害
を
与
え
て
も
賠
償
責
任

を
負
わ
な
か
っ
た
。
人
民
の
権
利
保
障
が
確
立
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
違

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
制
度
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
他
適
法
行
為

に
基
づ
く
損
失
補
償
(
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
収
用
の
如
き
)
や
結
果
責
任

に
基
づ
く
国
家
賠
償
(
刑
事
補
償
の
如
き
〉
の
三
本
を
、
国
家
補
償
と
し
て

統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
が
今
村
教
授
の
国
家
補
償
の
考
え
方
で
あ

る。

成

和

雑

国
家
賠
償
法
一
条
は
、
従
来
闘
が
公
務
員
個
人
に
代
り
代
位
責
任
を
負
う

も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
今
村
教
授
は
、
国
が
自
ら
の
責
任
を
負

担
す
る
自
己
責
任
と
し
て
理
論
づ
け
ら
れ
た
。
代
位
責
任
説
に
か
え
て
自
己

責
任
説
で
理
論
づ
け
ら
れ
た
理
由
は
、

ω公
務
員
が
無
能
力
者
で
あ
る
場

合
、
代
位
責
任
説
で
は
被
害
者
は
固
か
ら
賠
償
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
し
、
叉

ω代
位
責
任
説
で
は
、
加
害
者
の
特
定
が
必
要
で
あ
る
が
、
自
己

責
任
説
で
は
公
務
の
執
行
と
し
て
加
害
、
が
あ
れ
ば
足
り
加
害
者
の
特
定
を
要

し
な
い
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
国
民
の
権
利
利
益
保
障
の
た
め
に
は
代
位

責
任
説
よ
り
も
国
の
自
己
責
任
ハ
危
険
責
任
〉
説
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
い

う
の
が
教
授
の
立
場
で
あ
る
。
伝
統
的
な
解
釈
と
異
な
る
か
よ
う
な
教
授
の

立
場
(
今
村
・
国
家
補
償
法
法
律
学
全
集
9
)
が
、
そ
の
後
の
判
例
学
説
に

ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
き
た
か
を
こ
こ
で
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
る
。
そ
の
際
教
授

は
三
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
察
さ
れ
る
。

ωコ
一
本
建
の
考
え
方
が
ど
こ
迄

学
界
に
容
れ
ら
れ
た
か
、

ω国
家
賠
償
法
に
つ
い
て
自
己
責
任
説
の
考
え
方

が
ど
こ
ま
で
学
説
判
例
に
容
れ
ら
れ
た
か
、

ω結
果
責
任
に
つ
い
て
の
範
梼

が
ど
こ
ま
で
容
れ
ら
れ
た
か
、
の
三
点
で
あ
る
。
先
ず
三
本
建
に
賛
成
す
る

学
説
と
し
て
は
、
杉
村
敏
正
教
授
、
和
田
英
夫
教
援
等
が
あ
る
が
、
そ
の
他

国
家
賠
償
法
一
条
の
規
定
の
構
造
は
そ
れ
と
し
て
、
国
家
責
任
を
客
体
化
す

ベ
し
等
の
説
が
あ
り
、
学
説
も
自
己
責
任
説
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見

受
け
う
る
と
い
う
。
判
例
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
三
つ
の
ケ
l
ス
が
あ
る
。

一
つ
は
安
保
反
対
教
授
団
に
対
す
る
暴
行
事
件
に
対
し
て
国
家
責
任
を
認
め

た
ケ
ー
へ
二
つ
は
、
津
市
の
中
学
校
生
徒
水
死
事
件
で
市
に
国
家
賠
償
法

の
適
用
を
認
め
た
ヶ
l
ス
、
一
二
つ
は
ど
ろ
ぼ
う
警
官
の
行
為
に
つ
い
て
賠
償

責
任
を
認
め
た
事
件
で
あ
る
。
第
一
の
事
件
は
国
家
責
任
を
自
己
責
任
と
し

て
明
確
に
認
め
た
事
件
と
し
て
劃
期
的
な
も
の
で
、
被
告
・
国
は
、
加
害
者

の
特
定
の
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
加
害
者
が
不
特

定
で
も
国
家
賠
償
の
責
任
あ
り
と
し
た
し
、
第
二
の
事
件
で
は
、
個
々
の
教

師
の
責
任
の
み
で
な
く
、
市
の
教
育
行
政
の
過
失
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
ケ
ー
ス
で
は
、
「
公
務
の
執
行
に
つ
き
」
と
い
う
法
条
の
女
脅
か
ら

は
出
て
こ
な
い
、
ど
ろ

J

ほ
う
警
官
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
も
の
で
、
危
険
責

任
か
ら
し
か
説
明
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
最
後
に
結
果
責
任
に
つ

い
て
の
範
梼
が
ど
こ
ま
で
容
れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
国
家
賠
償

の
中
に
無
過
失
賠
償
責
任
を
あ
げ
る
考
え
方
が
一
般
化
し
て
い
る
し
、
雄
川

教
授
も
行
政
上
の
無
過
失
責
任
の
方
向
で
理
論
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
家
賠
償
を
め
ぐ
る
学
説
判
例
は
、
今
や
伝
統

的
代
位
責
任
説
か
ら
自
己
責
任
説
(
危
険
責
任
説
)
に
漸
次
移
行
し
つ
つ
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
わ
れ
る
か
よ
う
な
教
授
の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
活
滋

な
討
議
が
行
な
わ
れ
た
。
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昭
和
四
四
年
一
月
二
四
日
(
金
曜
〉
午
後
一
時
半

l
五
時
半

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
学
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
」

報

告

者

管

原

勝

出
席
者
二
五
名

昭
和
四
三
年
一
一
月
一
一
一
一
日
の
法
学
会
で
「
法
学
教
育
を
め
ぐ
る
諸
問

題
」
に
つ
い
て
討
論
し
た
が
、
時
間
の
都
合
上
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
討
論

は
省
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
日
は
、
そ
の
際
の
補
充
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
さ
れ
て
聞
も
な
い
管
原
教
授
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

法
学
教
育
の
実
情
に
つ
い
て
報
告
し
て
も
ら
い
討
議
す
る
こ
と
に
し
た
次
第

で
あ
る
。

伴

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
大
学
教
育
は
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
同
じ
く
ま
だ
少
数

の
エ
リ
ー
ト
教
育
で
あ
る
。
ユ
ニ
パ

l
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
全
国
で

三
O
校
程
度
で
あ
り
、
一
大
学
の
学
生
数
も
大
体
普
通
九

O
O
O名
位
で
あ

る
。
地
方
の
比
較
的
古
い
大
学
で
は
二

O
O
O名
前
後
の
大
学
も
あ
る
と
い

う
。
尤
も
新
し
い
歴
史
を
も
っ
ロ
ン
ド
ン
大
学
は
二
万
五

0
0
0名
を
擁
す

る
マ
ン
モ
ス
大
学
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
ロ
ビ
ン
ソ
ン
委
員
会
(
高
等
教
育

調
査
委
員
会
〉
は
、
法
学
教
育
問
題
に
つ
い
て
も
調
査
報
告
し
た
。
少
数
エ

リ
ー
ト
教
育
の
実
態
は
、
大
学
及
び
大
学
院
に
お
け
る
学
生
数
と
教
師
一
人

当
り
の
学
生
担
当
数
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
問
題
等
の
検
討
か
ら
も
一
理
解
さ
れ

る。

法学会記事

イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
は
、
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
等

に
お
け
る
よ
う
な
学
生
の
激
し
い
改
革
運
動
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
理
性
的
性
格
に
よ
る
の
か
或
は
保
守
的
性
格
に
よ
る

の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
お
い
て
も
西
ド
イ 号 一一一一一一一一宇一一一一一一一一一一一一

j 

s 

ツ
の
大
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
内
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
改
革
の
必
要
が
絶

無
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
殊
に
最
近
卒
業
生
の
中
ロ
イ
ヤ
ー
に
な
ろ
う
と
す

る
者
が
減
り
、
民
間
企
業
に
、
は
い
っ
て
行
く
者
が
ふ
え
て
い
る
と
い
う
一

事
を
も
っ
て
し
で
も
、
古
い
法
学
教
育
体
系
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
疑
わ

れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
そ
れ
に
比
し
、

ω柔
軟
性

ω自
主
性
帥
大
学
内
容
の
公
開
性
等

の
点
で
す
ぐ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス
プ

ロ
教
育
に
較
べ
る
と
、
少
数
エ
リ
ー
ト
教
育
の
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
優
れ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
国
の
教
育
水
準
と
し
て
比
較
し
て
み
た
場
合

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
こ
と
は
日
本
の
大
学
教
育
制
度
と
イ
ギ

リ
ス
の
そ
れ
を
較
べ
た
場
合
に
は
一
層
拡
大
さ
れ
た
形
で
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

我
々
が
日
本
の
法
学
教
育
の
改
革
を
考
え
る
に
当
つ
て
は
、
所
与
と
し
て

の
大
衆
学
生
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
い
か
に
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育

制
度
の
も
っ
て
い
る
少
数
教
育
制
度
の
長
所
を
活
用
し
う
る
か
と
い
う
点
を

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
な
顕
著
な
差
異
を
も
っ
彼
我
の
教
育
制
度
に
つ
い
て
の
討
議
は
、

今
後
の
検
討
の
方
向
を
定
め
る
上
に
有
益
で
あ
ろ
う
。

O

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

「
教
科
書
検
定
に
つ
い
て
」

康

報

告

者

奥

平

出
席
者
二
五
名

教
科
書
無
償
法
の
成
立
に
よ
り
教
科
書
が
児
童
に
無
償
配
布
さ
れ
る
よ
う

弘

北法20(2・119)243



報

に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
無
償
性
の
強
化
と
共

に
そ
れ
が
国
家
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
の
有
力
な
手
段
と
さ
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
報
告
者
は
無
償
性
と
併
行
し
て
現

わ
れ
て
き
た
教
科
書
検
定
制
度
に
焦
点
を
あ
わ
せ
つ
つ
、
そ
れ
が
い
か
に
政

府
自
民
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
と
し
て
作
用
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
。
先
ず
検
定
制
度
が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
を
説
く
。
現
行
学
校

教
育
法
一
二
条
は
、
文
部
大
臣
の
検
定
を
経
た
教
科
書
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
教
師
・
児
童
は
検
定
済
の
教
科
書
し
か
使
用
す
る

自
由
を
も
た
な
い
。
こ
こ
に
政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
の
大
き
く
働
く
余

地
が
あ
り
、
家
永
教
科
書
訴
訟
の
発
生
し
て
く
る
基
盤
が
あ
る
。
明
治
三
六

年
以
来
少
く
と
も
小
学
校
教
科
書
に
つ
い
て
は
固
定
制
が
と
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
戦
後
教
育
政
策
に
よ
り
国
定
制
は
廃
止
さ
れ
た
。
学
校
教
育
法
は
、

小
学
校
に
お
い
て
は
監
督
庁
の
検
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
し
、
監
督
庁
を

「
当
分
の
間
」
文
部
大
臣
と
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
昭
和
二
八
年
同
法
の
改

正
に
よ
り
監
督
は
文
部
大
臣
と
さ
れ
「
当
分
の
間
」
が
削
除
さ
れ
文
部
大
臣

の
一
元
的
検
定
が
確
立
し
た
。
昭
和
コ
一

O
年
以
降
文
部
大
臣
の
検
定
権
が
強

化
さ
れ
、
教
科
書
調
査
官
の
常
勤
制
や
学
習
指
導
要
領
の
基
準
性
、
拘
束
性

が
強
化
さ
れ
、
ひ
い
て
そ
れ
が
教
科
書
検
定
基
準
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ

の
後
は
学
習
指
導
要
領
を
変
え
て
行
く
こ
と
に
よ
り
、
教
科
書
検
定
の
基
準

を
変
え
て
行
く
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
。
他
面
無
償
法
を
通
じ
て
出
版
企
業

統
制
を
強
化
し
、
教
科
書
採
択
面
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
た
。

か
よ
う
な
教
科
書
検
定
制
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
の
背
景
の
中
で
、

家
永
教
科
書
裁
判
問
題
が
発
生
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
永
教
授

の
「
新
日
本
史
」
が
、
昭
和
三
九
年
三
月
条
件
付
合
格
と
し
て
、
三

O
Oカ

雑

所
以
上
を
修
正
す
れ
ば
合
格
と
い
う
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏

は
、
昭
和
四

O
年
「
意
に
反
す
る
修
正
を
さ
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
国
家
賠
償

法
に
基
づ
く
賠
償
請
求
事
件
を
提
起
し
た
(
第
一
次
家
永
訴
訟
〉
。
な
お
そ

の
後
弘
改
定
を
検
定
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
不
合
格
と
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
訴
え
た
〈
第
二
次
門
家
永
訴
訟
)
。
訴
訟
面
で
の
論
点
は
(
当
面
の

故
意
過
失
問
題
を
除
く
と
〉
、

ω教
科
書
検
定
制
は
法
治
主
義
の
原
理
に
違

反
す
る
。

ω憲
法
の
禁
止
す
る
検
閲
に
該
当
す
る
。

ω検
閲
制
は
表
現
、
教

授
の
自
由
に
違
反
す
る
。
帥
検
定
が
手
続
的
に
不
備
で
あ
る
の
で
、
公
平
手

続
に
違
反
す
る
、
と
し
て
主
と
し
て
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
て
い

る
。
検
定
処
分
の
法
的
性
格
に
関
し
て
は
、
確
認
行
為
説
、
特
許
行
為
説
、

特
別
法
律
関
係
と
し
て
扱
う
説
、
許
可
説
等
が
あ
る
が
、
問
題
は
か
よ
う
な

検
定
処
分
の
法
的
性
格
の
問
題
よ
り
も
、
検
定
が
憲
法
の
検
閲
に
該
当
す
る

か
否
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
思
想
内
容
の
調
査
と
い
う
性
格
を
も
っ

検
閲
に
な
る
か
又
「
教
育
過
程
に
お
け
る
自
由
」
の
制
限
の
問
題
と
も
関
連

し
て
、
本
件
裁
判
の
帰
趨
は
、
検
閲
制
度
の
程
度
、
思
想
統
制
の
今
後
の
成

り
行
き
に
重
大
な
関
連
を
も
っ
事
件
と
し
て
看
過
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
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a'を
客

一

a
a
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'

し・

封
鎖
に
よ
っ
て
す
で
に
発
生
し
た
損
害
お
よ
び
将
来
発
生
が
予
想
さ
れ
る

そ
れ
の
填
補
の
た
め
の
手
当
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
お

り
を
う
け
て
本
論
集
の
予
算
も
前
年
度
よ
り
一
ニ

O
万
円
ほ
ど
削
減
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
頁
数
の
減
少
を
来
た
す
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。
ま
た
、
教

養
部
、
本
部
(
一
一
一
度
目
)
に
つ
づ
い
て
封
鎖
が
図
書
館
に
ま
で
及
ん
だ
結

果
、
各
執
筆
者
と
も
資
料
の
入
手
が
著
し
く
困
難
に
な
り
、
本
号
の
掲
載
原

稿
は
い
ず
れ
も
予
定
枚
数
を
は
る
か
に
下
ま
わ
っ
て
い
る
。
今
後
も
こ
の
事

態
の
急
速
な
好
転
は
望
む
べ
く
も
な
い
、
が
、
編
集
委
員
と
し
て
は
、
た
と
え

薄
い
も
の
で
も
予
定
ど
お
り
発
行
業
務
を
つ
づ
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。
御
協

力
を
お
ね
が
い
す
る
。

な
お
、
執
筆
者
が
達
筆
ぞ
ろ
い
で
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
す
く
な

く
と
も
「
字
」
の
体
を
な
し
て
い
な
け
れ
ば
活
字
を
拾
い
得
な
い
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。
誤
摘
を
最
少
限
度
に
く
い
と
め
る
た
め
に
こ
の
点
も
御
協
力
を

お
ね
が
い
す
る
。

初
校
が
あ
が
っ
た
こ
ろ
、
法

|
|
I
l
l
l
i
-
-
l
i
l
i
-
-
-

学

部

を

ふ

く

む

文

科

棟

が

す

べ

訂

正

て
封
鎖
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
本
誌
前
号
(
二

O
巻
一
号
〉
四
九

学
部
内
の
者
は
、
当
分
研
究
放
頁
四
行
目
制
を
仙
に
、
九

O
頁
上
段

棄
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
一
一
行
目
お
よ
び
一
一
六
頁
下
段
八

コ
了
四
号
の
見
通
し
は
、
甚
だ
行
目
の
「
訴
訟
遂
行
上
」
を
「
訴
訟

暗
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
追
行
上
」
に
訂
正
し
ま
す
。

(
編
集
委
員
〉

'
E
a
f
i
 

次

号
(
綿
一
一
一
一
)
糟
)
予

告

「 一一一

論

説

八
小
定
型
〉
の
理
論

複
数
当
事
者
の
行
政
行
為

ω

ー
行
政
過
程
論
の
試
み

1

資

料

井
上
馨
と
井
上
毅
の
北
海
道
開
拓
意
見
に
つ
い
て

会
社
支
配
と
株
主
間
の
合
意

ω

社
会
に
抗
す
る
学
生
た
ち

月
刊
「
リ
ア
リ
テ
」
一
九
六
九
年
八
月
号
よ
り

遠清青

暮藤水竹

得↑専昭TE 

訳 タ
ヌ

小ギ
エL

イ
山・

ド

ケ

ネ

タ
ン 雄也典井
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