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名
古
屋
大
学
の
活
動
報
告

ア
ジ
ア
諸
国
の
架
け
橋
と
な
る

未
来
の
法
律
家
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー

科
学
技
術
振
興
機
構
（
Ｊ
Ｓ
Ｔ
）
「
さ
く
ら
サ
イ

エ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
支
援
を
受
け
て
、
名
古
屋

大
学
の
法
学
研
究
科
と
法
政
国
際
教
育
協
力
研
究
セ

ン
タ
ー
は
、
２
０
２
４
年
２
月
〜
３
月
に
、
タ
シ
ケ

ン
ト
国
立
法
科
大
学
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
）
、
モ
ン

ゴ
ル
国
立
大
学
、
ハ
ノ
イ
法
科
大
学
（
ベ
ト
ナ
ム
）
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
立
法
経
大
学
の
法
学
部
か
ら
、
法
学

に
加
え
て
日
本
語
と
日
本
法
を
学
ぶ
優
秀
な
学
生
、

計
19
名
を
招
へ
い
し
ま
し
た
。

１
９
９
０
年
代
以
降
に
体
制
を
変
容
さ
せ
て
き
た

旧
社
会
主
義
の
国
々
で
は
、
欧
米
の
法
制
度
が
輸
入

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
市
場
経
済
体
制
が
機
能
す
る
た

め
に
は
、
国
家
権
力
の
恣
意
的
な
行
使
を
抑
制
す
る

法
体
制
が
構
築
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
体
制
移
行
国
で
は
、
こ
の
理

念
の
理
解
に
混
乱
が
み
ら
れ
、
「
国
家
が
人
々
に
法

を
順
守
さ
せ
る
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
の
支
配
の
理
念
が
実
現

さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
歴
史
や
文
化
を
踏

ま
え
つ
つ
、
先
進
国
の
法
制
度
と
発
展
国
の
法
制
度

と
を
ど
の
よ
う
に
接
合
さ
せ
る
の
か
が
課
題
と
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
接
合
が
機
能
す
る
た
め
に
、

法
の
支
配
の
理
念
を
熟
知
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
接
合
の

経
験
を
共
有
し
た
人
材
の
育
成
が
必
要
で
す
。

本
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
学
生
が
、

相
互
の
法
制
度
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を
対
話
の
中

で
気
づ
き
つ
つ
学
び
、
ま
た
、
そ
の
多
様
性
を
学
び

合
う
交
流
の
場
を
構
築
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に

よ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
「
架
け
橋
」
と
な
る
未
来
の

法
律
家
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

◉
法
制
度
の
講
義
と

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

刑
事
訴
訟
法
、
会
社
法
、
企
業
法
務
な
ど
の
講
義

や
、
参
加
者
出
身
国
の
法
の
支
配
と
法
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
比
較
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
行
い

ま
し
た
。

刑
事
訴
訟
法
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
ゼ
ミ
に
属
す

る
日
本
人
学
生
が
、
刑
事
裁
判
を
招
へ
い
学
生
に
講

義
し
、
討
論
す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
ま
し
た
。
出

身
国
の
み
で
生
育
し
て
い
る
と
そ
の
国
の
習
慣
、
制

度
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
な
り
が
ち
で
す
が
、

こ
の
講
義
・
討
論
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
前
提
を
見
直

す
よ
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人
の
学
生
に
と

っ
て
も
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

死
刑
制
度
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

死
刑
が
廃
止
と
な
っ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
、
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
、
死
刑
制
度
が
継
続
さ
れ

て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
が
、
「
廃
止
と
な
っ
た
背

景
」
、
「
継
続
す
る
必
要
性
」
を
紹
介
し
合
い
、
熱

い
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

◉
裁
判
所
・
刑
務
所
・
銀
行
の
訪
問

事
前
に
訪
問
先
の
こ
と
に
つ
い
て
リ
サ
ー
チ
し
、

簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
ま
し
た
。
日
本
の
裁
判
所

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
全
て
判
例
が
公
開
さ
れ
、
誰

で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
こ
と
を

記
し
た
学
生
も
い
ま
し
た
。
そ
の
招
へ
い
学
生
の
国

で
は
、
裁
判
所
に
関
す
る
情
報
提
供
は
非
常
に
限
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

名
古
屋
地
方
裁
判
所
や
名
古
屋
刑
務
所
で
は
、
職

科
学
技
術

振
興
機
構
『
さ
く
ら
サ
イ
エ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
』友
情
と
感
激

第
415
回

＝
特
別
連
載
＝

松尾	陽
（名古屋大学
大学院法学研究科
日本法教育研究センター長）



31 第 2 8 2 4 号 （第三種郵便物認可）	 文 教 ニ ュ ー ス 2 0 2 4 年（令和 6年） 1 0 月 1 4 日（月曜日）

員
か
ら
の
説
明
を
受
け
て
、
「
ど
の
よ
う
に
人
権
に

配
慮
し
て
い
る
の
か
」
、
ま
た
、
「
ど
の
よ
う
に
法

が
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
」
を
学
び
ま
し
た
。
十
六

銀
行
で
は
、
行
員
か
ら
講
義
を
受
け
、
日
本
の
銀
行

の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、
地
域
経
済
の
発
展
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
る
地

方
銀
行
の
融
資
業
務
を
発
展
さ
せ
た
活
動
で
す
。

「
顧
客
に
合
わ
せ
た
市
場
調
査
援
助
」
に
つ
い
て
、

現
場
の
声
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

◉
研
究
発
表

招
へ
い
学
生
が
行
っ
て
い
る
法
的
問
題
に
関
す
る

調
査
研
究
の
発
表
を
、
名
古
屋
大
学
の
大
学
院
生
の

司
会
に
よ
り
行
い
ま
し
た
。
教
員
や
法
曹
関
係
者
も

参
加
し
た
質
疑
応
答
を
通
し
て
、
自
ら
の
調
査
研
究

の
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
同

性
婚
の
問
題
に
つ
い
て
の
発
表
で
は
、
法
的
な
同
性

婚
の
是
非
を
示
す
国
民
の
意
思
調
査
の
入
手
が
難
し

い
こ
と
に
触
れ
、
「
ど
う
し
た
ら
、
こ
の
問
題
の
重

要
性
や
、
法
律
変
更
を
望
む
意
志
を
示
せ
る
か
」
と

い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り

に
よ
り
、
各
学
生
は
、
自
分
の
研
究
を
今
後
ど
の
よ

う
に
深
め
て
い
く
の
か
の
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
ま
す
。

◉
日
本
の
社
会
と
文
化
の
体
験

招
へ
い
学
生
は
二
日
間
ほ
ど
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
体

験
を
し
ま
し
た
。
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
で
、
日
常

の
生
活
空
間
の
中
に
身
を
置
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
「
日
本
人
に
つ

い
て
の
印
象
が
変
わ
っ
た
」
「
温
か
く
接
し
て
く
れ

た
年
下
の
家
族
メ
ン
バ
ー
を
妹
の
よ
う
に
思
え
た
」

な
ど
の
感
想
も
聞
か
れ
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
で
さ
ま

ざ
ま
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
、
多
く
の
学
び
を
得
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。

◉
今
後
の
展
望

さ
く
ら
サ
イ
エ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
学

生
か
ら
選
抜
を
行
い
、
２
０
２
４
年
９
月
よ
り
１
年

間
名
古
屋
大
学
に
長
期
交
換
留
学
生
と
し
て
受
け
入

れ
を
行
い
ま
す
。
名
古
屋
大

学
法
学
部
生
と
と
も
に
日
本

語
で
日
本
法
の
授
業
を
履
修

し
、
さ
ら
に
多
く
の
時
間
を

か
け
日
本
人
学
生
や
他
の
留

学
生
と
日
本
を
含
め
た
各
国

の
法
制
度
に
つ
い
て
学
び
、

相
互
理
解
を
深
め
て
い
き
ま

す
。
法
制
度
を
学
ぶ
上
で
は

自
然
科
学
の
よ
う
な
実
験
や

観
察
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
互

い
の
制
度
を
比
較
し
、
共
通

性
と
相
違
点
を
学
習
す
る
こ

と
が
肝
要
で
す
。

将
来
的
に
は
、
彼
ら
は
弁

護
士
、
大
学
教
員
、
官
僚
、

会
社
の
法
務
部
門
ス
タ
ッ
フ

と
な
っ
て
い
き
ま
す
（
名
古

屋
大
学
の
法
学
研
究
科
に
留

学
生
し
て
き
た
者
の
中
に
は
、

母
国
で
大
臣
、
外
交
官
、
最

高
裁
判
事
に
な
っ
た
者
も
い

ま
す
）
。

そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
以
上

の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
し
て
い
く
こ
と
は
、
「
ア

ジ
ア
諸
国
の
懸
け
橋
と
な
る

未
来
の
法
律
家
」
の
育
成
に

つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら
は
日

本
に
対
し
て
も
、
大
き
な
学

び
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
て

い
る
こ
と
も
確
か
で
す
。

修了後、記念撮影に納まる招へい学生ら

学生フォーラム	発表

学生フォーラム	ディスカッション

講義内でのグループディスカッション




