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新
し

い
世
紀

の
幕
明
き

創
立

一
二
〇
周
年
記
念
号
発
刊
に
あ
た

っ
て

明
治
大
学
法
学
部
長

納

谷

廣

美

法
学
部
創
立

(そ
れ
は
同
時
に
わ
が
明
治
大
学
の
創
立
を
意
味
す
る
)

一
二
〇
周
年
目
に
該
当
す
る
二
〇
〇

一
年

は
、
い
み
じ
く
も
新

し
い
世
紀

(二

一
世
紀
)
が
始
ま
る
年
で
あ
る
。
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
、
こ
の
た
び
法
学
部
創
立

一
二
〇
周
年
記
念
号
を
発
刊
で
き
た

こ
と
は
慶
賀
に
堪
え
ま
せ
ん
。

明
治
大
学
は
、

一
二
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
の
再
編
、
と
く
に
新
教
育
棟

・
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
の
竣
工
、
さ
ら

に
駿
河
台
B
地
区
に
お
け
る

「生
涯
教
育
を
基
本

コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
」
新
施
設
の
設
計

・
施
工
へ
と
計
画
を
進

め
て
い
る
。
ま
た
二
〇

〇

一
年
に
入
っ
て
明
治
大
学
創
立

一
二
〇
周
年
記
念
の
行
事
と
し
て
各
学
部

・
諸
機
関
等
が
主
宰
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
各
種
イ
ベ
ン

ト
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
法
学
部
も
、
こ
の
記
念
行
事
の

一
つ
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
学
教
育

に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
企
画
し
、
こ
の
秋
に
実
施
す
る
予
定
で
い
る
。
そ
こ
で
は
、
わ
が
法
学
部
の
教
育
研
究
に
お
い
て
理
念
と
し
て
横
た
わ
る

「在
野
精

神
」
の
源
流
を
訪
ね
て
、
そ
の
視
点
か
ら
大
学
教
育
の
現
況
に
つ
い
て
点
検
評
価
、
さ
ら
に
は
将
来
に
む
け
た
展
望
を
探
る
こ
と
を
期
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
鋭
意
検
討
中
の

「法
科
大
学
院

(日
本
版
ロ
ー

・
ス
ク
ー
ル
)
構
想
」
の
実
現
に
む
け
た

一
つ
の
、
し
か
し

大
き
な
イ
ベ
ン
ト
と
考
え
て
い
る
。



と

こ
ろ

で
、

二
〇

世

紀

は

ど

の
よ
う

な

時

代

で

あ

っ
た

と
評

価

で
き

る

で
あ

ろ

う

か

。

人

そ

れ
ぞ

れ

の
見

方

に
よ

っ
て
、

多

種

多

様

な

評
価

が
出

現

し

う

る

が
、

一
般

的

に

は
、

科

学
技

術

の
時

代

と

み
ら

れ

て

い
る
。

科

学

技

術

の
発

達

は
、

人

類

が

月

面

に

立

つ
こ

と
も

可

能

な

ら
し

め

た
よ

う

に
、

夢
物

語

の
世

界

を

現

実

の
も

の

に
し

、

人
類

に
豊

か
さ

を

も

た

ら

せ

た
。

し

か
し

他

方

で

、
数

多

く

の
戦

禍

と

自
然

破

壊

を

も

た
ら

し

め

て

も

い
る
。

宗

教

、

民
族

、

文

化

の
衝

突

は
、

一
層

激

し

く

、

か

つ
頻
発

す

る

よ
う

に
な

っ
て

き

た
。

そ

の
背

景

に

は
、

高

度

情

報

化

社
会

の
到

来

を

み
て

、
全

世
界

の
隅

々
ま

で
、

瞬
時

に
情

報

の
授

受

が
行

わ

れ

る

と

と

も

に

、

人

・
物

の
交

流

が

物

理
的

な

意

味

に
お

い
て
容

易

に
な

っ
た
と

の
質

的

な

社

会

変

革

が
あ

る

と

い
え

よ

う
。

自
他

の
相

違

、

そ

の

こ
と

は
単

に
個

人
や

、

一

国

内

レ
ベ

ル

の
関

心

(
問
題

)

に

と
ど

ま

る

こ
と
な

く

、

今

や

全

世

界
的

な

視

野

で
受

け

と

め
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
時

代

に
入

っ
て

い
る

こ

と

の
証

左

で
あ

る
。

こ
こ

に
、
新

し

い
世

紀

に

お

い
て
、
ま

ず

取

り

組

ま
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
教
育

研
究

上

の
課

題

が
あ

る
。

そ

れ

は

、

人
類

の

「
共

生

」

の
理

念

で
あ

る

と
考

え

る
。

わ

が
明

治

大

学

は

、

そ

の
前

身

で
あ

る

明

治
法

律

学

校

が

明

治

一
四
年

(
一
八

八

一
年

)

一
月

一
七

日

に
、
東

京

・
数

寄

屋

橋

の
旧
島

原

藩

邸

の

一
角

を

借

り
受

け

て
開

校

し

た

こ
と

に
始

ま

る
。

以
来

一
二
〇

年

を

経

て

、
今

日

に
至

っ
て

い
る
。

創

立

当

時

、

わ

が
国

は

明
治

維

新

を

経

て
、

こ

の
国

を

ど

の
よ
う

に
造

り

あ

げ

る

か

の
点

で
、

い
わ

ば

手
探

り

の
状

態

に
あ

っ
た

時
代

(草

創
期

)

で
あ

り
、

自

由

民
権

運

動

の
盛

ん
な

時

代

で
あ

っ
た
。
創

立
者

で
あ

る

岸
本

辰

雄

、
宮

城

浩

蔵

、
矢

代

操

は
、

い
ず

れ

も

司
法

省

明
法

寮

で
学

び

、

ボ

ワ

ソ
ナ

ー

ド

か

ら
直

接

そ

の
教

え

を

受
け

た
人

達

で
あ

っ
た
。

と
も

に

フ
ラ

ン

ス
法
を

学

び
、

そ

し

て

、

そ

の
背

後

に
あ

る

フ
ラ

ン

ス
文
化

の
神

髄

と

も

い
う

べ
き

「
権

利

自

由
」
、

「
独

立

自

治

」

の
精
神

(思

想

)

に
共
感

し

て

「
同

心

協

力

」

の
も

と

本

学

を

設

立

し

た

と
伝

え

ら

れ

て

い
る

(
こ

の
建

学

の
理

念

は

、
今

な

お

伝
統

と
し

て

受

け
継

い
で

い
る
)
。

わ

が
大

学

は

、
そ

の
草
創

期

に

は
、

民

権

論

を

強
く

主

張

し

、

そ

の
延
長

線

上

に
あ

る
法

典

論

争

に

お

い
て

断
行

派

サ
イ

ド

に
立

脚

し

て
論

陣

を

張

り

、

人

民

の

た

め

の
法

律

の
立

場

を

明
確

に
し

て

い
る
。

こ

の
よ

う

な

動

き

の
中

で
、

わ

が
法

学

部

で

は

「
在

野

精

神

」

が
.定

着

し
、

多

数

の
著

名

な

「
在



野
法
曹
」
を
輩
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
山
崎
今
朝
弥
、
布
施
辰
治
、
平
出
修
、
古
屋
貞
雄
、
若
林
三
郎
、
吉
田
三
市
郎
な
ど
の
弁
護
士

は
、

い
ず
れ
も
本
学
の
出
身
者
で
あ
る
。

近
時
、
司
法
制
度
改
革
の
議
論
の
中
で
、
各
大
学
法
学
部
に
と
っ
て
強
く
関
心
を
あ

つ
め
て
い
る
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
法
科
大
学
院

構
想
が
あ
る
。
こ
の
構
想
は
、
わ
が
国
が
担
う
べ
き
役
割
に
つ
い
て
点
検
し
、
総
合
的
に
評
価
し
た
う
え
で
、
二

一
世
紀
の

「
こ
の
国
の

か
た
ち
」
(「自
由
で
公
正
な
社
会
と
個
性
の
実
現
」
を
め
ざ
す
国
家
)
を
想
定
し
、
そ
の
た
め
に
は

「法

の
支
配
」

が
必
要
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
れ
に
相
似
し
い
司
法
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ど
し
て
、
そ
の
改
革
の
眼
目
と
さ
れ
る
三
つ
の
柱
、
す
な
わ
ち

「
人
的
基

盤
の
拡
充
」、
「制
度
的
基
盤

の
整
備
」、
お
よ
び

「国
民
的
基
盤
の
確
立
」
と
い
う
柱
の
う
ち
、
第

一
の
柱
に
関
す
る
具
体
的
な
政
策
た
る

「新
た
な
法
曹
養
成
制
度

の
構
築
」
内
の

一
つ
の
項
と
し
て
、
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
の
実
現
は
、
法
学
部
の
再

生
に
つ
な
が
る
の
み
な
ら
ず
、
大
学
の
新
し
い
役
割
を
創
出
す
る
契
機
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
是
非
、
本
学
に
お

い
て
も
法
科
大
学
院
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
の
教
育
に
お
い
て
は
、
現
行
法
制
度
の
基
盤

(骨
格
)
を
形
成
し
て
い
る
理
論
と

実
務
を
十
分
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
当
然
の
責
務
で
あ
る
が
、
加
え
て
学
生
が
本
学
の
伝
統
で
あ
る

「在
野
精
神
」
を
新
し
い
形
で

修
得
で
き
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
理
念
の
設
定
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
構
築
や
運
営
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

「
大
学
は
冬
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
季
節
が
必
ず

「冬
か
ら
春

へ
」
移
る
と
同
様
に
、

こ
の
厳
し
い
競
争
的

環
境
を
無
事
通
過
す
る
た
め
に
大
学
自
ら
が
そ
の
努
力
に
よ
り
質
的
な
転
換
に
成
功
す
れ
ば
、
ま
た
大
学
は
社
会
的

に
注
目
さ
れ
、
尊
敬

さ
れ
る
存
在
に
な
り
、
大
学
は

「春
の
時
代
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
信
じ
て
、
新
し
い
世
紀
の
幕

明
き
と
し
て
、
当
面

す
る
諸
問
題
の
解
決
、
と
り
わ
け
法
科
大
学
院
の
二
〇
〇
三
年
四
月
開
設
に
む
け
て
、
法
学
部
に
お
い
て
は
勿
論
、
全
学
的
な

「同
心
協

力
」
の
も
と
実
現
の
た
め
尽
力
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
、
発
刊
の
辞
と
す
る
。

二
〇
〇

一
年

一
月

一
七
日


