
南
山
大
学
法
学
部
創
設
二
十
周
年
記
念
号
に
寄
せ
て

南
山
大
学
学
長

ハ
ン
ス

ユ
l
ゲ
ン
・
マ
ル
ク
ス

文

南
山
大
学
法
学
部
は
、
本
年
三
月
を
も
っ
て
創
設
二
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
法
学
部
の
皆
さ
ん
の
み
な
ら
ず
、
南
山
大
学
の
全
て
の

教
職
員
、
学
生
、
卒
業
生
等
と
と
も
に
心
か
ら
お
祝
い
し
、
喜
び
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

法
学
部
は
、
さ
る
一
九
七
七
年
、
「
広
い
教
養
と
関
連
諸
科
学
の
理
解
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
的
思
考
の
育
成
を
目
標
と
し
、
キ
リ

ス
ト
教
世
界
観
に
も
と
づ
く
建
学
の
精
神
に
立
脚
し
て
人
間
性
の
掴
養
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
法
を
中
心
と
し
た
社
会
的
諸
現
象
の

体
系
的
研
究
と
実
践
的
教
育
を
実
施
し
て
、
法
の
基
礎
的
理
論
と
応
用
に
通
ず
る
人
材
を
養
成
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
の
ヒ
ル
シ
ユ
マ
イ
ヤ
l
学
長
に
よ
り
ま
す
と
、
文
科
系
総
合
大
学
と
し
て
の
南
山
大
学
を
考
え
る
と
き
、
社
会
の
秩
序

と
意
味
に
つ
い
て
根
本
的
に
探
求
す
る
学
部
と
し
て
、
法
学
部
の
設
立
は
長
年
の
願
望
で
あ
り
ま
し
た
。

以
来
二
十
年
の
問
、
法
学
部
は
、
こ
れ
ら
創
始
者
の
言
葉
を
土
台
に
、
絶
え
ず
南
山
ら
し
い
法
学
部
・
法
学
教
育
と
は
何
か
を
積
極

的
に
模
索
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
深
い
人
間
理
解
を
基
礎
と
し
、
国
際
的
に
広
が
る
幅
広
い
社
会
性
を
兼
ね
備
え
、
実
社
会

の
要
請
に
対
し
て
法
的
観
点
か
ら
鋭
く
切
り
込
み
、
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
を
育
成
し
、
法
曹
人
、
公
務
員
、
企
業
人
等

と
し
て
中
部
地
方
を
は
じ
め
全
国
各
地
に
数
多
く
輩
出
し
て
き
た
こ
と
は
自
他
と
も
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。
第
一
期
の
卒
業
生
は
、

序
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す
で
に
三
十
歳
代
の
後
半
と
な
っ
て
社
会
の
中
堅
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
卒
業
生
が
四
十
代
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
と
、
ま
す
ま
す
重
要
な
仕
事
に
携
わ
り
、
南
山
法
学
部
の
名
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
確
立
し
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
法
学
部

の
教
員
も
二
十
年
と
い
う
歳
月
の
経
過
に
よ
っ
て
、
創
成
期
の
先
生
方
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に
南
山
で
の
教
育
の
現
場
か
ら
は
去

ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
当
時
は
若
手
で
あ
っ
た
方
や
そ
の
後
南
山
に
加
わ
っ
た
次
世
代
の
方
が
、
法
学
部
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ

つ
、
教
育
面
で
の
新
た
な
改
革
や
発
展
を
目
指
し
、
ま
た
研
究
面
で
も
全
国
レ
ベ
ル
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

中
部
地
方
に
は
、
南
山
大
学
だ
け
で
な
く
多
く
の
大
学
に
法
学
部
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
南
山
大
学
法
学
部
は
、
学
生

数
こ
そ
少
人
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
間
性
豊
か
で
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
く
、
筋
を
通
し
つ
つ
柔
軟
な
思
考
が
で
き
る
と
い
う
、
実
社

会
で
要
請
さ
れ
る
幅
広
い
リ
l
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
を
備
え
た
人
材
の
養
成
と
い
う
点
に
お
い
て
、
確
固
た
る
独
自
性
を
確
立
す
る
に
至
つ

一
年
生
の
基
礎

演
習
か
ら
四
年
生
の
演
習
に
至
る
ま
で
、
多
く
と
も
一
ク
ラ
ス
二
十
名
以
内
程
度
に
限
定
し
て
行
わ
れ
る
少
人
数
教
育
の
工
夫
、
幅
広

い
感
受
性
や
国
際
性
を
養
う
た
め
の
二
年
生
の
外
書
演
習
や
各
種
の
外
国
法
の
講
義
の
開
講
、
法
の
持
つ
普
遍
性
と
社
会
と
と
も
に
変

容
す
る
法
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
を
違
和
感
な
く
融
合
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
一
貫
し
た
体
系
的
教
育
の
模
索
、
さ
ら
に

は
司
法
試
験
等
の
各
種
試
験
を
目
指
す
学
生
へ
の
ケ
ア
と
し
て
の
法
職
課
外
講
座
の
実
施
な
ど
、
国
立
大
学
の
よ
う
に
教
員
数
や
施
設

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
教
員
と
個
々
の
学
生
と
が
で
き
る
だ
け
直
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

等
に
余
裕
の
あ
る
環
境
と
は
言
い
難
い
私
学
に
あ
っ
て
、
南
山
な
ら
で
は
の
工
夫
と
努
力
が
こ
れ
を
支
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
法
学
部
は
、
学
部
と
し
て
は
現
在
の
南
山
大
学
五
学
部
の
中
で
も
っ
と
も
若
い
弟
学
部
と
し
て
、
大
学
全
体
の
中
で
も
大
い

に
そ
の
存
在
価
値
を
発
揮
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
と
き
に
は
、
と
も
す
れ
ば
「
や
ん
ち
ゃ
」
に
み
え
る
そ
の
言
動
が
、
大
学
全
体
や

他
の
学
部
と
の
摩
擦
を
生
じ
る
こ
と
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
長
い
目
で
み
た
と
き
、
そ
の
多
く
は
、
新
し
い
も
の

と
旧
い
も
の
、
積
極
的
な
も
の
と
慎
重
な
も
の
、
理
想
と
現
実
等
々
の
対
立
す
る
種
々
の
問
題
に
大
学
全
体
が
直
面
し
た
と
き
、
右
に

傾
こ
う
と
す
る
意
見
に
対
し
て
は
左
に
、
左
に
傾
こ
う
と
す
る
意
見
に
対
し
て
は
右
に
と
い
う
よ
う
に
、
法
学
的
思
考
の
特
性
を
い
か



ん
な
く
発
揮
し
て
、
大
学
の
向
か
う
べ
き
方
向
に
つ
い
て
振
り
子
の
バ
ラ
ン
ス
取
り
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
大
学
の
日
常
的
な
様
々
の
活
動
を
規
範
的
な
視
点
か
ら
統
一
的
に
評
価
し
て
行
こ
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
リ
l
ガ
ル
マ
イ
ン
ド

は
、
大
学
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
南
山
大
学
も
ま
た
、
法
学
部
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
全
体
と
し
て
も
大
き
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
い
う
る
で
し
ょ
う
。

文

南
山
大
学
は
今
、
新
学
部
の
設
置
と
既
存
学
部
の
改
組
と
い
う
二
十
一
世
紀
を
見
据
え
た
大
き
な
事
業
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
新
た
な
学
部
や
既
存
の
各
学
部
が
未
来
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
魅
力
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
揮
で
き
る
か
と
同
時
に
、

南
山
大
学
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
進
ん
で
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
独
自
性
の
発
揮
と
統
一

性
あ
る
発
展
と
い
う
視
点
は
、
今
後
種
々
の
場
面
で
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
南
山
大
学
は
、
国
際
化
を
標
梼
す
る
大
学

と
し
て
の
自
負
を
持
ち
、
こ
れ
ま
で
も
外
国
語
教
育
の
充
実
を
は
か
っ
た
り
、
外
国
か
ら
の
留
学
生
や
帰
国
生
徒
に
対
し
て
積
極
的
に

門
戸
を
聞
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
や
わ
が
国
の
大
学
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
配
慮
す
る
こ
と
は
常
識
に
す
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

国
家
と
い
う
枠
の
存
在
を
前
提
と
し
て
き
た
法
学
の
世
界
で
も
、
こ
の
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
、
グ
ロ

l
パ
リ

ゼ
l
シ
ヨ
ン
の
進
展
に
伴
っ
て
、
単
に
留
学
生
や
帰
国
生
徒
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
各
地
域
か
ら
や
っ
て
く
る
多
様
な

学
生
が
学
ぶ
姿
を
普
通
の
風
景
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
学
部
と
し
て
何
を
目
指
す
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

ま
た
、
各
学
部
の
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
受
け
容
れ
、
大
学
全
体
が
ひ
と
つ
の
共
同
体
と
し
て
ど
う
や
っ
て
真
の
国
際
的
な
大

学
を
目
指
す
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
多
様
性
へ
の
寛
容
と
普
遍
性
の
追
求
こ
そ
が
今
後
の
南
山
大
学
の

課
題
と
い
え
ま
す
。

法
学
は
、
社
会
科
学
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
誕
生
以
来
、
不
断
に
進
展
す
る
社
会
の
中
の
多
様
な
る
も
の
の
存
在
を
認
容
し
つ

つ
、
そ
こ
に
共
通
す
る
普
遍
の
正
義
と
公
平
の
原
理
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
他
の
大
学
の
法
学
部
と
の
関
係
、
南
山
の
他
の
学
部
と

の
関
係
な
ど
、
多
様
で
重
層
的
で
あ
り
、
か
つ
絶
え
ず
変
化
す
る
関
係
の
中
で
、
南
山
大
学
法
学
部
と
し
て
の
あ
り
方
は
何
か
を
常
に

序1lI 
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模
索
し
実
行
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
学
部
だ
け
で
な
く
、
南
山
大
学
と
い
う
ひ
と
つ
の
共
同
体
の
発
展
の
た
め
に
、
そ
し
て
中

部
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
社
会
の
発
展
の
た
め
に
、
今
後
と
も
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

(
一
九
九
七
年

春


