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南
山
大
学
七
十
五
周
年
記
念
事
業
︑﹁
ラ
イ
ネ
ル
ス
中
央
図
書
館
構
想
﹂
に
つ
い
て

山
田　

望　

二
〇
二
一
年
五
月
︑
南
山
大
学
七
十
五
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
︑
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
図
書
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業
を

立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
り
︑
図
書
館
長
兼
︑
大
学
七
十
五
周
年
史
の
編
集
委
員
で
も
あ
る
私
が
旗
振
り
役
と
な
っ
て
︑
こ
の
事
業
企
画

の
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
る
と
共
に
︑﹁
ラ
イ
ネ
ル
ス
中
央
図
書
館
構
想
﹂
の
構
想
文
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と

と
な
っ
た
︒
学
園
創
立
者
の
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
名
前
を
冠
し
た
中
央
図
書
館
と
命
名
す
る
こ
と
が
先
に
決
ま
っ
て
い
た
た
め
︑

ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
生
涯
と
功
績
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
か
ら
始
め
︑
加
え
て
︑
本
学
に
ふ
さ
わ
し
い
図
書
館
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
︑
と
の
課
題
を
設
定
し
︑
最
終
的
に
︑
次
の
よ
う
な
理
念
の
下
に
図
書
館
構
想
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
:

﹁
で
あ
う
﹂﹁
つ
な
が
る
﹂﹁
か
わ
る
﹂
︱
地
の
塩
︑
世
の
光
と
し
て
真
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
︱
︒
以
下
は
︑
こ
の
理
念
の
下

に
作
成
さ
れ
た
﹁
ラ
イ
ネ
ル
ス
中
央
図
書
館
構
想
﹂
の
構
想
文
で
あ
る
︒
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１
.
学
園
創
立
者
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
功
績

一
九
三
二
年
に
南
山
学
園
の
母
体
と
な
っ
た
旧
制
南
山
中
学
を
設
立
し
た
神
言
会
の
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
は
︑
学
校
設
立
の
モ

デ
ル
と
し
て
︑
当
時
の
新
教
育
改
革
の
流
れ
を
汲
む
一
九
一
七
年
創
立
の
成
城
学
園
の
自
由
教
育
と
一
九
二
九
年
創
立
の
玉
川
学
園
の

全
人
教
育
と
を
指
摘
し
︑
偏
狭
な
愛
国
心
や
儒
教
精
神
で
は
な
く
︑
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
根
ざ
し
た
自
由
闊
達
な
全
人
的
一
貫
教
育
を

目
指
し
た
︒
そ
の
方
針
は
︑
一
九
三
〇
年
に
世
界
を
襲
っ
た
経
済
恐
慌
に
よ
り
︑
日
本
で
も
財
政
危
機
下
に
お
い
て
比
較
的
支
持
を
得

や
す
か
っ
た
実
利
優
先
の
商
業
学
校
の
設
立
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
文
系
・
理
系
・
社
会
科
学
系
全
般
を
網
羅
し
た
普
通
科
旧
制
中

学
の
設
立
に
拘
っ
た
こ
と
や
︑
四
年
後
の
一
九
三
六
年
に
少
人
数
学
級
編
成
に
よ
る
南
山
小
学
校
の
設
立
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
に
も
︑

ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
基
づ
く
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
中
心
の
全
人
教
育
へ
の
拘
り
が
終
始
一
貫
し
て
い
た
も
の
と
看
取

で
き
る
︒

他
方
︑
学
園
創
立
よ
り
二
五
年
遡
る
一
九
〇
七
年
︑
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
三
三
歳
の
時
に
母
国
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
大
学
に
提
出
し
哲
学
博
士

号
を
取
得
し
た
学
位
論
文
︵
邦
語
訳
は
︑
九
州
大
学
の
稲
垣
良
典
教
授
の
翻
訳
に
よ
り
﹃
中
世
初
期
の
普
遍
問
題
﹄
と
し
て
一
九
八
三

年
︑
創
文
社
か
ら
出
版
︶
は
︑
そ
れ
ま
で
の
思
弁
や
類
推
の
み
に
依
拠
し
た
名
だ
た
る
碩
学
た
ち
の
通
説
を
︑
原
典
か
ら
の
緻
密
な
実

証
分
析
に
よ
っ
て
悉
く
論
破
・
退
け
よ
う
と
し
た
画
期
的
な
研
究
論
文
で
あ
り
︑
そ
の
著
者
名
と
論
文
名
と
は
︑
ジ
ル
ソ
ン
﹃
中
世
哲

学
史
﹄︑
コ
プ
ル
ス
ト
ン
﹃
哲
学
史
﹄︑
ア
メ
リ
カ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
編
﹃
新
カ
ト
リ
ッ
ク
百
科
事
典
﹄
に
も
記
載
さ
れ
︑
旧
態
依
然

と
し
た
欧
州
中
世
哲
学
界
に
変
革
の
一
石
を
投
じ
た
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
功
績
で
あ
っ
た
︒
本
書
を
紐
解
く
な
ら
ば
︑
全
く
新
し
い
初

期
ス
コ
ラ
哲
学
の
見
取
り
図
を
新
た
な
方
法
論
の
確
立
を
も
含
め
て
学
界
に
提
起
し
よ
う
と
し
た
︑
き
わ
め
て
斬
新
か
つ
大
胆
な
変
革

を
い
さ
さ
か
も
厭
わ
な
い
と
の
︑
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
並
々
な
ら
ぬ
気
概
や
気
迫
ま
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ド
イ
ツ
人
と
し
て
は
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言
葉
少
な
く
温
厚
な
性
格
で
人
当
た
り
が
良
か
っ
た
と
評
さ
れ
る
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
は
︑
実
は
︑
そ
の
内
面
に
立
ち
入
る
と
︑
実
証
的
な

裏
付
け
が
揃
っ
て
い
れ
ば
︑
従
来
の
通
説
を
全
面
的
に
覆
す
こ
と
も
よ
し
と
す
る
︑
真
理
・
真
実
を
求
め
て
転
換
・
変
革
を
厭
わ
な
い

と
の
進
取
の
気
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
が
︑
学
園
創
立
期
の
校
友
会
誌
﹃
南
山
﹄
の
表
紙
や
卒
業
記
念
ア
ル
バ
ム
な
ど
に
署
名
を
求
め
ら
れ
る
度

に
綺
麗
な
筆
跡
で
記
し
て
い
た
︑
”Seid edel, treu und gut

”︵
高
潔
忠
実
に
し
て
善
良
な
る
べ
し
︶
と
の
ド
イ
ツ
語
文
は
︑
文
豪
ゲ
ー

テ
に
よ
る
”Das G

öttliche
”︵
神
的
な
る
も
の
︶
と
い
う
詩
の
最
初
の
六
行
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
︑
そ
こ
に
は
︑
”Edel sei der 

M
ensch, H

ülfreich und gut! D
enn das allein U

nterscheidet ihn. Von allen W
esen, D

ie w
ir kennen.

” ﹁
人
間
よ
︑
高
貴
な
れ
︑
人
に
尽

く
し
︑
ま
こ
と
あ
れ
！
か
く
あ
り
て
こ
そ
人
は
︑
我
ら
の
識
る
い
っ
さ
い
の
生
き
も
の
よ
り
別
た
る
る
な
れ
﹂
と
あ
っ
た
︒
ラ
イ
ネ
ル

ス
師
が
機
会
あ
る
ご
と
に
記
し
た
︑
”Seid edel, treu und gut

”︵
高
潔
忠
実
に
し
て
善
良
な
る
べ
し
︶
と
の
標
語
は
︑
後
に
ボ
ル
ト
神

父
の
提
案
に
よ
り
︑
”Hom

inis D
ignitati

︵
人
間
の
尊
厳
の
た
め
に
︶”と
い
う
建
学
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
︒︵
青
山
玄
﹃
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
と
そ
の
人
柄
﹄
平
成
六
年
︑
二
九
-
三
〇
頁
︶

　

２
.
南
山
大
学
に
求
め
ら
れ
る
図
書
館
像

以
上
の
よ
う
な
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
功
績
を
念
頭
に
お
い
て
︑
本
学
に
求
め
ら
れ
る
図
書
館
像
を
思
い
描
き
つ
つ
︑
日
本
の
大
学
図
書

館
の
モ
ッ
ト
ー
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑あ
る
傾
向
に
気
づ
か
さ
れ
る
︒﹁
知
の
交
流
拠
点
・
開
か
れ
た
大
学
図
書
館
﹂︵
国
立
Ｈ
大
学
︶︑

﹁
知
と
創
造
の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
﹂︵
私
立
Ｒ
大
学
︶︑﹁﹃
共
創
の
場
﹄
と
し
て
の
図
書
館
﹂︵
国
立
Ｍ
大
学
︶︑﹁
智
の
蔵
:
智
を
蓄
え
る
︑

智
を
つ
か
う
︑智
を
つ
な
げ
る
﹂︵
私
立
Ｋ
大
学
︶︑﹁
自
ら
を
一
歩
高
め
る
情
報
館
﹂︵
国
立
Ｔ
大
学
︶
等
な
ど
︑圧
倒
的
に
﹁
知
﹂︑﹁
智
﹂︑
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﹁
情
報
﹂︑﹁
創
造
﹂
と
い
う
言
葉
が
乱
舞
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
こ
に
は
︑﹁
知
﹂
や
﹁
智
﹂
や
﹁
情
報
﹂
を
担
い
司
る
全
人
的
存
在

と
し
て
の
﹁
人
間
﹂
そ
の
も
の
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
と
の
印
象
を
拭
え
な
い
︒﹁
知
﹂
も
﹁
智
﹂
も
﹁
情
報
﹂
も
︑
人
間
存
在
が

あ
っ
て
こ
そ
活
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑人
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
﹁
知
﹂︑﹁
智
﹂︑﹁
情
報
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
﹁
知
﹂
や
﹁
情

報
﹂
の
背
後
に
は
そ
れ
を
担
う
﹁
人
間
﹂
存
在
の
あ
る
こ
と
が
欠
落
し
︑﹁
知
﹂
が
独
り
歩
き
し
は
じ
め
た
時
︑
肝
心
の
一
人
ひ
と
り

掛
け
替
え
の
な
い
人
間
存
在
自
体
が
忘
れ
去
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
？
換
言
す
れ
ば
︑
人
間
を
︑﹁
知
﹂
や
﹁
情
報
﹂
や
そ
れ
以

外
の
も
の
に
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
分
け
る
発
想
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
︒

い
ま
ひ
と
つ
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
︑
ど
の
モ
ッ
ト
ー
も
静
的
︑
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
﹁
知
﹂
や
﹁
情
報
﹂
の
集
積
の
場
と
し
て
の
図
書

館
︑﹁
知
﹂
や
﹁
情
報
﹂
を
整
理
・
管
理
す
る
機
能
で
し
か
図
書
館
を
捉
え
て
い
な
い
︒
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑

変
化
す
る
こ
と
を
厭
わ
ず
︑
自
由
闊
達
に
し
て
︑
高
潔
な
る
存
在
た
る
こ
と
を
求
め
る
思
い
が
︑
”Seid edel, treu und gut

”︵
高
潔
忠

実
に
し
て
善
良
な
る
べ
し
︶や
”Hom

inis D
ignitati︵
人
間
の
尊
厳
の
た
め
に
︶”と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
内
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑

図
書
館
は
︑
動
的
︑
積
極
的
に
︑
人
や
社
会
が
変
化
・
変
容
を
き
た
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
起

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
？
も
は
や
︑
単
な
る
﹁
知
識
﹂
や
﹁
情
報
﹂
を
整
理
・
管
理
し
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と

す
る
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
機
能
に
留
ま
ら
ず
︑
大
胆
に
人
や
社
会
が
︑
そ
し
て
世
界
が
か
わ
る
こ
と
を
目
指
す
動
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

機
能
を
備
え
た
特
別
な
空
間
と
な
る
こ
と
が
図
書
館
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
︒

人
と
人
と
が
全
人
的
か
つ
異
質
な
存
在
と
し
て
﹁
で
あ
い
﹂︑﹁
つ
な
が
り
﹂︑
そ
し
て
自
分
自
身
が
﹁
か
わ
る
﹂
こ
と
で
︑
社
会
に

真
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
︒
そ
う
し
て
こ
そ
︑
は
じ
め
て
﹁
個
﹂
の
力
は
﹁
世
界
﹂
の
力
た
り
う
る
︒
こ
れ
か
ら
の
図
書
館

は
︑
そ
し
て
︑
本
学
の
図
書
館
は
︑
人
が
そ
こ
に
来
て
︑
自
ら
を
互
い
に
発
見
し
合
い
︑
新
た
に
つ
な
が
り
合
う
こ
と
で
︑﹁
地
の
塩
﹂︑

﹁
世
の
光
﹂
へ
と
変
化
・
変
容
を
き
た
す
空
間
で
あ
り
︑
と
も
に
﹁
か
わ
り
﹂
つ
つ
︑
全
く
新
し
い
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
こ
か
ら
生
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ま
れ
る
こ
と
を
真
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
図
書
館
と
な
る
べ
き
で
あ
る
︒
大
学
内
の
各
学
部
︑
各
研
究
科
︑
各
研
究
所
︑
各
セ
ン
タ
ー
︑
各

部
署
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
や
独
自
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
深
め
つ
つ
︑し
か
も
そ
の
上
で
︑図
書
館
で
﹁
で
あ
い
﹂︑﹁
つ
な
が
り
﹂︑

火
花
を
散
ら
し
な
が
ら
新
た
な
コ
ラ
ボ
を
経
験
す
る
こ
と
で
︑
革
新
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
世
に
生
み
出
す
べ
く
互
い
に
﹁
か
わ
る
﹂

こ
と
を
よ
し
と
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
化
学
変
化
を
生
起
さ
せ
る
触
媒
の
よ
う
な
作
用
を
図
書
館
は
担
う
べ
き
で
あ
る
︒
一
部
署
で
は
不

可
能
だ
っ
た
こ
と
が
︑
図
書
館
で
複
数
の
部
署
が
﹁
で
あ
い
﹂︑
新
た
に
﹁
つ
な
が
る
﹂
こ
と
で
︑
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
﹁
か
わ
る
﹂︑
そ
の
よ
う
な
限
界
突
破
を
飛
躍
的
に
可
能
に
す
る
酵
素
の
よ
う
な
働
き
を
︑
本
学
図
書
館
は
果
た
す
べ
き
で
あ
る
︒

単
に
︑
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
央
に
位
置
す
る
か
ら
と
い
う
の
み
な
ら
ず
︑
単
に
各
単
位
校
図
書
館
の
総
代
の
役
割
だ
か
ら
と
い
う
に

留
ま
ら
ず
︑
そ
の
よ
う
な
触
媒
反
応
や
酵
素
作
用
を
も
た
ら
す
中
心
的
存
在
と
し
て
こ
そ
︑
本
学
図
書
館
は
中
央
図
書
館
の
名
に
相
応

し
く
︑
学
園
創
立
者
ラ
イ
ネ
ル
ス
師
の
思
い
描
い
た
学
園
の
姿
を
体
現
す
る
図
書
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
べ
き
で
あ
る
︒

以　

上




