
 

Instructions for use

Title 故神谷教授を偲ぶ

Author(s) 今村, 成和

Citation 北大法学論集, 16(2-3), 175-177

Issue Date 1965-12

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/27843

Type bulletin (article)

File Information 16(2_3)_P175-177.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


故

教

を

授

神

谷

偲

よζ

メ入-， 

村

手日

成

人
の
生
死
が
、
思
い
が
け
な
い
運
命
に
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
神
谷
教
授
の
場
合
程
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
う
度
々
あ
る
も
の
で
は
な
い
Q

あ
の
朝
令
兄
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
と
き
は
、
本
当
に
、
わ
が
耳
を
疑
ワ
た
こ
と
で
あ
っ
た
o

近
づ
く
一

週
忌
を
前
に
、
教
授
の
追
憶
を
筆
に
す
る
に
当
っ
て
も
、
先
ず
思
い
起
さ
れ
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

教
援
が
本
学
の
助
教
授
と
な
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
三
三
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
o

も
っ
と
も
、
そ
れ
に
先
立
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
教
授

の
修
士
論
文
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
国
の
危
険
責
任
」

l
iこ
れ
は
そ
の
後
多
少
筆
を
加
え
て
雑
誌
「
自
治
研
究
」
に
発
表
さ
れ

た
ー
ー
ー
を
、
完
成
直
後
に
拝
見
し
て
そ
の
す
ぐ
れ
た
資
質
を
知
り
、
す
ぐ
に
も
本
学
に
お
迎
え
し
た
い
と
考
え
た
o

そ
し
て
教
授
の
内
諾

も
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
発
令
は
、
博
士
課
程
の
業
を
終
え
た
後
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、

当
時
の
教
授
の
希
望
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
三
年
、
教
授
は
、

わ
れ
わ
れ
の
期
待
に
た
が
わ
ず
、

「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
基
礎
概
念
の
発
展
」
と
題
す
る
見
事
な

論
文

l
lこ
れ
も
そ
の
後
表
題
の
み
を
変
え
て
本
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る

l
ー
を
完
成
さ
れ
、
本
学
助
教
援
と
な
ら
れ
る
と
共
に
、
東
京

大
学
か
ら
は
、
法
学
博
士
の
学
位
を
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
業
績
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
授
は
、

ブ
ラ

γ
久
行
政
法
の
研
究
に
よ
り
、
行
政
法
学
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み

出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、

そ
の
後
に
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
論
文
と
併
せ
、
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
」
と
題
す
る
書
物
と
な
っ
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て
、
本
誌
と
前
後
し
て
公
刊
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
o

短
か
か
っ
た
教
授
の
生
涯
に
お
い
て
、
デ
ビ
ュ
ー
作
が
そ
の
憧
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な

っ
た
の
は
是
非
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

と
く
に
学
位
論
文
と
な
っ
た
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
成
立
と
発
展
に
関
す
る
克
明
な
研
究
は
、

教
援
の
学
者
と
し
て
の
卓
越
し
た
能
力
を
実
証
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
、
学
界
に
残
る
金
字
塔
と
し
て
永
遠
の
生
命
を
保
つ
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。

助
教
授
と
な
ら
れ
た
後
は
、

一
時
病
床
に
ふ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
迄
の
よ
う
な
息
の
長
い
研
究
の
成
果
は
見
ら
れ
な
い
。
力

作
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
宮
沢
教
授
還
暦
記
念
・
日
本
国
憲
法
体
系
第
五
巻
所
収
の
「
内
閣
」
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
に
よ
り
昭
和
三
九

年
に
は
教
授
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
文
は
、
教
授
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
テ
l
マ
に
も
、
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
の
で

き
る
、
気
概
と
実
力
の
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
教
授
の
日
頃
の
関
心
は
、
主
と
し
て
、
判
例
等
を
素
材
と
す
る
具

体
的
な
諸
問
題
の
理
論
的
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
小
品
は
数
十
に
の
ぼ
る
が
、

一
片
の
解

説
に
お
い
て
さ
え
、
資
料
や
文
献
の
探
索
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
、
具
体
的
事
案
を
媒
介
と
し
て
の
基
礎
理
論
へ
の
省
察
が
、

い
つ
の
場

ム
ロ
に
も
問
題
意
識
の
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
特
色
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

教
授
の
日
頃
を
知
る
人
か
ら
は
、
才
気
の
勝
っ

た
論
調
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
む
し
ろ
手
堅
さ
が
教
授
の
学
風
で
あ
っ
た
と
思
う
o

わ
が
国
の
行
政
法
学
は
、
元
来
、
君
主
主
義
的
行
政
優
位
の
国
家
構
造
の
下
に
発
達
し
た
も
の
で
、
そ
の
立
憲
主
義
的
傾
向
の
故
に
、

戦
後
の
新
事
態
に
も
適
応
し
得
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
所
詮
、
新
し
い
酒
は
、
新
し
い
草
袋
に
盛
る
に
如
く
は
な
い
。
教
授
は
、
新
世
代

の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
一
人
と
し
て
、
充
分
に
そ
の
意
欲
を
も
や
し
て
お
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

フ
ラ
V
J

ス
行
政
法
の
歴
史
的
研
究
の
末

に
、
行
政
法
体
系
化
の
た
め
の
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
て
、
そ
の
結
び
と
さ
れ
た
こ
と
に
も
、
僅
か
な
が
ら
現
れ
て
い
る
が
、
教
授
の
円

熟
し
た
理
論
体
系
が
で
き
上
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
相
当
の
時
間
的
余
裕
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
日
の
到
る
の
を
待
て
な
か
っ
た
こ

と
は
、

か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
あ
っ
た
。

Ir 
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学
者
と
し
て
の
生
命
に
比
べ
る
と
、
教
育
者
と
し
て
の
教
授
の
活
動
の
期
間
は
、
更
に
蓮
か
に
短
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
教
授
は
、
そ

の
若
さ
と
、
人
な
つ
っ
こ
さ
の
故
に
、
学
生
聞
に
、
大
き
な
信
望
を
博
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
o

教
授
の
ゼ
ミ
の
参
加
希
望
者
は
、

い
つ
も
、
予
定
数
を
遥
か
に
突
破
し
、
一
私
な
ど
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
教
官
の
い
や
が
る
教
務
的
な
仕
事
も
、
教
授
は
進

ん
で
引
受
け
ら
れ
た
o

教
授
会
で
皆
が
し
り
込
み
し
て
い
る
と
、
進
ん
で
や
り
た
く
も
な
い
が
、

み
ず
か
ら
買
っ
て
出
ら
れ
た
こ
と
も
、

や
れ
と
い
え
ば
や
り
ま
す
よ
、
と
い
う

得
意
の
表
現
で
、

一
一
舟
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
o

教
授
が
一
面
に
お
い
て
、

か
な
り
自
己
中
心
的
で
、
癖
の
あ
る
人
物
だ
と
い
う
印
象
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
た
こ
と
も
、
少
く
と
も

初
期
に
お
い
て
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

い
わ
ば
都
会
的
な
弱
さ
の
、
屈
折
の
多
い
表
現
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
、
負

け
ん
気
で
こ
そ
あ
れ
、
人
柄
の
良
さ
は
、
今
と
な
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
同
僚
の
一
様
に
認
め
る
所
で
あ
ろ
う
。
教
授
が
判
例
批
評
な
ど
の
原

稿
を
頼
ま
れ
る
度
に
、
き
ま
っ
た
よ
う
に
私
の
研
究
室
を
訪
れ
ら
れ
、

い
ろ
い
ろ
議
論
を
吹
き
か
け
て
は
、
自
分
の
構
想
を
纏
め
て
お
ら

れ
た
姿
は
、
私
に
と
っ
て
は
、

い
つ
迄
も
な
つ
か
し
く
忘
れ
難
い
思
い
出
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
o

一
年
の
歳
月
が
た
つ
の
は
早
い
も
の
で
あ
る
。
つ
い
先
達
て
は
、
京
都
で
、
年
に
一
度
の
公
法
学
会
が
開
か
れ
た
。
今
年
は
と
く
に
、

公
法
と
私
法
、
行
政
法
の
対
象
に
つ
い
て
の
論
議
に
花
が
咲
い
た
が
、
教
授
が
居
ら
れ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
発
言
を
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
o

今
や
そ
の
声
を
聞
く
に
由
の
な
い
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
に
思
い
を
馳
せ
る
と
き
、

た
だ
天
を
仰
い
で
嘆
か
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

(
昭
和
四

O
年
一

O
月
)
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