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わ
が
国
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
状
況

三

成

賢

次

は
じ
め
に

一

大
学
教
育
改
革
の
動
き

二

法
学
部
教
育
改
革
の
動
き

三

法
学
部
教
育
改
革
の
現
状

お
わ
り
には

じ
め
に

東
ア
ジ
ア
の
国
々
は
、
法
制
度
や
法
学
教
育
に
関
し
て
は
、
通
奏
低
音
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
歴
史
的
文
化
的
な
要
素
を
継
承
し

つ
つ
も
、
近
代
日
本
を
媒
介
項
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
モ
デ
ル
と
し
た
共
通
の
土
台
を
築
い
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
か
で
法
の
世
界
に
お
い
て
も
世
界
標
準
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
司
法
制
度
と
法
曹
養
成
に
お
け
る
改

革
が
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
も
不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
法
学
部
の
教
育
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

本
稿
は
、
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
一
二
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
可
能
性
」
の
冒
頭
に
お
い

て
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
近
年
に
お
け
る
展
開
と
現
状
に
つ
い
て
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
シ
ン
ポ
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ジ
ウ
ム
で
は
、
わ
が
国
の
大
学
教
育
を
め
ぐ
る
改
革
の
動
き
を
ま
ず
大
ま
か
に
整
理
し
、
そ
う
し
た
教
育
政
策
の
展
開
の
も
と
で
法
学

教
育
が
、
そ
し
て
そ
の
中
で
も
と
く
に
法
学
部
教
育
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
を
、
当
時
の
議
論
状
況
な
ど
も
踏
ま
え

報
告
を
行
っ
た
。
本
稿
は
当
該
報
告
の
基
本
的
な
枠
組
み
や
内
容
を
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
後
に
新
た
に
得
た
知
見
等
も
加
味
し
て
執

筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

一

大
学
教
育
改
革
の
動
き

近
年
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
法
学
部
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
改
革
政
策
と
し
て
は
、
ま
ず
司
法
制
度
改
革
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

司
法
制
度
改
革
は
、
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）
年
か
ら
始
ま
り
、
法
科
大
学
院
と
新
し
い
司
法
試
験
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
他
に

も
裁
判
員
制
度
の
設
置
や
裁
判
以
外
の
制
度
を
使
っ
た
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
段
）
の
強
化
等
が

行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
法
科
大
学
院
は
、
専
門
あ
る
い
は
理
論
教
育
と
実
務
教
育
の
橋
渡
し
を
し
て
い
く
場
と
し
て
設
け
ら
れ

た
が
、
そ
れ
は
法
学
部
教
育
に
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再
編
な
ど
を
迫
る
も
の
と
な
っ
た(1
)。

し
か
し
、
そ
の
後
の
大
学
教
育
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
政
策
の
展
開
は
、
法
学
部
教
育
に
決
定
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
新
た
な
学
部
教
育
の
あ
り
方
や
学
士
力
の
位
置
づ
け
を
示
す
も
の
と
し
て
、
中
央
教
育
審
議
会
の
二
つ
の
答
申
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
一
つ
が
、
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
の
答
申
「
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
」
で
あ
る(2
)。
そ
の
答
申
は
、
学
士
力
、
つ
ま

り
各
専
門
分
野
に
お
け
る
学
部
教
育
の
内
容
を
改
め
て
問
い
直
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
高
校
か
ら
大
学
、
そ
し
て
大
学
か
ら
社
会
へ
と

い
う
一
連
の
教
育
の
過
程
に
お
い
て
大
学
が
な
す
べ
き
教
育
を
い
ま
一
度
検
討
し
直
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
大

学
教
育
の
評
価
が
厳
し
く
な
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
教
育
に
お
け
る
「
質
」
保
証
を
確
保
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
提
言
さ
れ
た
。
こ

の
頃
か
ら
、
国
立
大
学
法
人
で
は
、
評
価
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
学
士
力
の
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
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続
い
て
、
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
、
二
つ
目
の
答
申
で
あ
る
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向

け
て
〜
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育
成
す
る
大
学
〜
」
が
発
表
さ
れ
た(3
)。

こ
れ
ま
で
の
学
生
は
た
だ
一
方
的
に
講
義
を

受
け
て
学
ぶ
だ
け
の
受
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
身
に
よ
る
学
修
時
間
の
短
さ
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
た
。
学
生
が
積
極
的
に
自
主
的
に

勉
強
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
教
育
の
場
を
設
け
る
こ
と
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
た
。
近
年
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア

ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
そ
れ
で
あ
る
。
最
近
の
大
学
図
書
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
静
か
に
じ
っ
く
り
一
人
で
勉
強
す
る
場

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
皆
が
集
ま
っ
て
対
話
を
し
、
議
論
を
し
て
、
共
同
研
究
を
す
る
、
そ
の
よ
う
な
学
修
活
動
が
で
き
る
場
で
あ
る

こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
学
修
は
、
図
書
館
の
あ
り
方
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
講
義
室
の

形
状
や
、
あ
る
い
は
講
義
室
内
の
机
や
椅
子
の
配
置
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
答
申
で
は
、
教
え
る
側
の
問

題
と
し
て
教
育
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
確
立
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
部
教
育
に
は
欠
け
て
い
た
と
さ
れ

る
、
学
修
力
を
つ
け
る
た
め
の
体
系
的
で
組
織
的
な
教
育
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
学
術
会
議
も
、
わ
が
国
の
教
育
に
関
し
て
重
要
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
は
、
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
問

題
を
、
審
議
会
だ
け
で
な
く
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
に
日
本
学
術
会
議
に
も
投
げ
か
け
て
い
た
が
、
日
本
学
術
会
議
は
平
成
二
二

（
二
〇
一
〇
）
年
に
「
回
答
・
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
て
い
る(4
)。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
質
保
証
は

各
大
学
の
自
主
性
に
任
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
分
野
ご
と
に
独
自
性
が
あ
り
独
自
の
体
系
が
あ
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で

は
学
士
課
程
に
お
け
る
教
養
教
育
の
重
要
性
を
改
め
て
強
調
し
て
い
る
。
全
て
の
学
士
に
共
通
す
る
、
学
士
を
取
得
し
た
者
が
備
え
る

べ
き
専
門
基
礎
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
、
現
代
的
な
「
知
」
と
呼
ば
れ
る
科
学
技
術
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
等
々
が
学
士

に
必
要
な
教
養
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

質
保
証
の
確
保
に
関
し
て
、
日
本
学
術
会
議
は
専
門
分
野
ご
と
に
「
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
上
の
参

資 料
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照
基
準
」
を
順
次
発
表
し
て
い
る
が(5
)、

法
学
分
野
に
関
し
て
は
、
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
の
一
一
月
に
公
表
さ
れ
て
い
る(6
)。

そ
こ

で
は
、
法
学
士
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
基
本
的
素
養
と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
ス
キ
ル
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、

教
養
教
育
と
専
門
教
育
の
関
係
や
法
学
分
野
に
お
け
る
基
礎
法
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
明
確
と
は
い
え
な
い
。

審
議
会
の
先
の
答
申
と
日
本
学
術
会
議
の
提
言
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
文
部
科
学
省
か
ら
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
年
六
月
に

「
大
学
改
革
実
行
プ
ラ
ン(7
)」
が
発
表
さ
れ
た
。
答
申
と
提
言
を
具
体
化
し
て
い
く
作
業
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
」、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
や
学
部
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
う
の
か
、
自
ら
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
自
分
た

ち
で
再
定
義
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
各
学
部
が
自
身
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
定
義
づ
け
る
と
、
次
に
は
そ
れ
を
具
体
的

に
実
践
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
り
、
さ
ら
に
は
自
身
で
設
定
し
た
課
題
を
達
成
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
が
新
た
な
評
価
の
対
象
と
な
っ

た
。続

い
て
、
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
の
七
月
に
「
日
本
再
生
戦
略(8
)」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
大
学
改
革
が
重
点
施
策
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
世
界
レ
ベ
ル
の
高
等
教
育
を
目
指
し
て
大
学
改
革
を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
政
権
が
変
わ
っ
た
後
、
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
日
本
再
興
戦
略(9
)」
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
の
産
業
競

争
力
強
化
の
一
環
と
し
て
大
学
改
革
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
教
育
の
実
現
」
な
ど
の
課

題
が
示
さ
れ
た
。

そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
年
の
一
一
月
に
は
、
文
部
科
学
省
が
「
国
立
大
学
改
革
プ
ラ
ン(10
)」
を
発
表
す
る
に
至
り
、
こ
れ
ま
で
の
一
連

の
議
論
を
踏
ま
え
た
国
立
大
学
に
関
す
る
改
革
プ
ラ
ン
を
提
示
し
、
国
立
大
学
法
人
に
対
し
て
改
革
の
方
向
性
を
改
め
て
示
し
た
の
で

あ
る
。
同
プ
ラ
ン
で
は
、
現
在
、
第
二
期
中
期
目
標
期
間
で
あ
る
が
、
こ
の
第
二
期
の
最
終
段
階
で
種
々
の
改
革
プ
ラ
ン
を
改
革
加
速

期
間
と
し
て
前
倒
し
で
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
を
踏
ま
え
た
課
題
の
具
体
化
が
要
請
さ
れ
て
い
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る
。
ま
た
、
大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
従
っ
た
大
学
改
革
を
実
践
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
従
っ
た
学
部
教
育
な
ど
の
改
革
を
進
め
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
大
学
は
約
八
〇
〇
弱
あ
り
、
そ
の
内
法
学
部
関
係
の
学
部
は
一
〇
〇
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
学
士
を

出
す
学
部
な
ど
も
含
め
る
と
、
毎
年
四
万
五
千
人
ほ
ど
の
法
学
士
が
輩
出
さ
れ
て
い
る(11
)。
法
学
部
教
育
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本

来
な
ら
ば
多
様
な
法
学
部
が
存
在
し
、
そ
の
教
育
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
全
体
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
論
で
論
じ
る
こ
と
も
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
あ
ま
り
に
抽
象
的
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
法
学
部
に

話
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
が
在
職
し
て
い
る
大
阪
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育
を
扱
う
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
考
察
の
対
象
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

二

法
学
部
教
育
改
革
の
動
き

（
一
）
司
法
制
度
改
革
以
前

従
来
、
わ
が
国
の
法
学
部
教
育
は
、
基
本
的
に
ド
イ
ツ
型
の
大
学
教
育
、
い
わ
ゆ
る
フ
ン
ボ
ル
ト
型
の
研
究
重
視
型
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
当
時
の
教
員
の
多
く
は
そ
の
エ
フ
ォ
ー
ト
の
重
点
を
研
究
に
置
き
つ
つ
、
研
究
成
果
を
講
義
の
中
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
を
よ

し
と
し
て
い
た
。
か
つ
て
は
、
事
前
の
シ
ラ
バ
ス
の
提
示
は
な
く
、
多
く
の
講
義
で
は
レ
ジ
ュ
メ
も
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
学
生
が
講

義
内
容
を
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
か
は
問
題
で
は
な
く
、
基
本
的
に
教
員
が
行
っ
て
い
る
研
究
内
容
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

当
該
科
目
の
全
体
構
造
や
体
系
な
ど
を
示
す
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
少
な
か
ら
ぬ
教
員
が
教
育
に
情
熱
を
注

ぎ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
講
義
の
あ
り
方
も
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
研
究
重
視
で
あ
り
、
大
阪
大
学
な
ど
の

場
合
は
と
く
に
研
究
重
視
の
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
法
学
部
で
は
、
法
学
と
政
治
学
と
い
う
二
つ
の
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学
科
あ
る
い
は
課
程
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
一
部
の
例
外
を
除
き
法
学
部
に
は
少
な
く
と
も
政
治
系
の
科
目
が
配
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
点
は
、
わ
が
国
の
法
学
部
の
特
徴
と
し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

当
時
、
法
曹
を
目
指
し
司
法
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
学
生
の
多
く
は
、
大
学
の
講
義
だ
け
で
は
司
法
試
験
に
通
ら
な
い

と
考
え
て
お
り
、
予
備
校
に
通
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
法
学
部
教
育
の
現
状
に
対
し
て
法
曹
界
か
ら
は
厳
し
い
批
判
が
な

さ
れ
て
い
た
。
大
学
教
育
が
法
曹
養
成
に
ま
っ
た
く
寄
与
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
大
学
と
し
て
は
、
法
学
部
教
育
の
目
的
は
単
に
法
曹
の
養
成
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
方
面
で
活
躍
で
き
る
ジ
ェ
ネ
ラ

リ
ス
ト
の
育
成
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
対
応
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
大
学
が

ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
を
養
成
す
る
た
め
に
何
か
特
別
な
教
育
を
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
基
本
的
に
従
来
の
教
育
を
行
っ
て
き
た
だ
け
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
経
済
界
か
ら
も
、
法
学
部
教
育
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
批
判
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
法

学
部
教
育
の
目
的
が
ジ
ュ
ネ
ラ
リ
ス
ト
の
養
成
と
い
う
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
実
際
に
は
社
会
に
役
立
つ
人
材
の
育
成
が
で
き
て
い

な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(12
)。

次
に
、
法
学
部
教
育
に
関
し
大
き
な
転
換
点
に
な
っ
た
施
策
と
し
て
、
主
要
国
立
大
学
の
い
わ
ゆ
る
「
大
学
院
重
点
化
」
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
か
ら
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
に
か
け
て
、
旧
帝
大
と
比
較
的
大
規
模
な
一
六
の
大
学

が
大
学
院
化
し
た
。
そ
れ
ら
の
大
学
で
は
、
大
学
院
が
中
心
と
な
り
、
学
部
は
そ
れ
に
附
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
教
育
も
大

学
院
教
育
の
強
化
が
目
指
さ
れ
た
。
大
学
院
重
点
化
に
よ
っ
て
大
学
院
の
定
員
充
足
が
不
可
欠
と
な
り
、
院
生
の
増
加
に
対
応
し
て
大

学
院
に
お
け
る
教
育
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
学
位
取
得
を
促
進
す
る
た
め
に
教
育
の
拡
充
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
大

学
院
重
点
化
と
と
も
に
、
教
員
の
負
担
軽
減
化
の
た
め
に
、
学
部
教
育
の
見
直
し
と
提
供
科
目
の
ス
リ
ム
化
な
ど
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
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（
二
）
法
科
大
学
院
設
置
を
め
ぐ
る
議
論

法
科
大
学
院
の
設
置
を
め
ぐ
る
議
論
に
際
し
て
は
、
ま
ず
は
欧
米
モ
デ
ル
の
再
検
討
が
進
め
ら
れ
、
こ
の
時
期
、
わ
が
国
の
大
学
の

多
く
が
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
大
学
に
調
査
団
を
派
遣
し
、
か
の
地
の
法
学
教
育
と
実
務
教
育
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

大
阪
大
学
法
学
部
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
へ
も
、
大
学
や
法
曹
養
成
に
関
わ
る
機
関

な
ど
で
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
法
曹
養
成
の
あ
り
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
は
か
な
り
違
う
こ
と
、
周
知
の
よ
う

に
ア
メ
リ
カ
で
は
大
学
院
で
あ
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
法
学
教
育
と
法
曹
養
成
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
法
学
部

教
育
が
基
本
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
実
務
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
法
曹
養
成
が
い
ず
れ
の
方
向
に
進
む
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
型
を
支
持
す
る
人
た
ち

か
ら
は
、
当
然
、
法
学
部
は
も
う
不
要
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。
現
在
の
法
学
部
で
は
、
法
曹
養
成
に
繋
が
る
法
学
教
育
が
体

系
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
法
学
部
廃
止
論
や
法
学
部
教
育
の
一
般
教
養
化
の
主
張
が
展
開
さ
れ
た
。
法
学
部

存
続
論
の
立
場
か
ら
は
、
わ
が
国
の
法
学
部
で
は
法
曹
養
成
だ
け
が
課
題
で
は
な
く
、
毎
年
四
万
人
を
超
え
る
法
学
部
生
を
育
て
る
こ

と
に
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
の
養
成
と
と
も
に
、
法
科
大
学
院
に
繋
が
る
法
曹
準
備
教
育
、

さ
ら
に
は
法
学
部
生
の
大
半
が
法
曹
以
外
の
進
路
を
目
指
す
こ
と
を
前
提
に
市
民
教
育
と
い
う
課
題
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
の
三
つ
の
課
題

に
対
応
し
た
法
学
教
育
は
法
学
部
で
こ
そ
な
し
う
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
化
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
え
る(13
)。

最
終
的
に
は
、
日
本
型
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
と
し
て
、
法
学
部
の
存
続
を
前
提
に
し
た
法
曹
養
成
機
関
と
し
て
法
科
大
学
院
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
法
科
大
学
院
も
一
〇
年
目
の
節
目
を
迎
え
、
そ
の
存
在
意
義
や
新
た
な
可
能
性
に
つ
い
て
改
め
て
検
討

が
行
わ
れ
て
い
る
。
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三

法
学
部
教
育
改
革
の
現
状

以
上
の
よ
う
な
経
緯
の
も
と
で
、
法
学
教
育
に
関
し
て
は
、
大
学
院
重
点
化
の
動
き
と
と
も
に
、
法
科
大
学
院
へ
の
シ
フ
ト
が
顕
著

に
な
っ
て
き
た
。
限
ら
れ
た
人
的
リ
ソ
ー
ス
と
予
算
の
中
で
、
大
学
院
と
法
科
大
学
院
に
そ
れ
ら
を
配
分
し
て
い
く
し
か
途
は
な
か
っ

た
。
法
科
大
学
院
に
関
し
て
は
、
実
定
法
を
中
心
と
し
た
ポ
ス
ト
の
再
配
分
が
行
わ
れ
、
ま
た
多
く
の
中
核
的
な
教
員
が
法
科
大
学
院

に
異
動
し
、
法
科
大
学
院
を
中
心
と
し
た
教
育
負
担
の
調
整
が
な
さ
れ
た
。

法
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
再
編
が
行
わ
れ
、
限
ら
れ
た
人
的
リ
ソ
ー
ス
を
再
配
分
す
る
た
め
に
、
学
部
教
育
科
目
を
減

ら
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
あ
る
い
は
コ
ア
科
目
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
主
要
な
科
目
を
維
持
す
る
代
わ

り
に
、
そ
れ
以
外
の
科
目
に
つ
い
て
は
見
直
し
を
図
り
、
必
要
な
範
囲
で
削
減
を
進
め
た
。
図
1
は
当
時
の
大
阪
大
学
法
学
部
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。
入
門
科
目
、
コ
ア
科
目
、
そ
し
て
ア
ド
バ
ン
ス
ト
科
目
と
体
系
的
な
科
目
配
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
学
年
進
行
に

応
じ
て
高
度
な
学
修
が
で
き
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
位
数
は
ス
リ
ム
化
さ
れ
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
法
学
部
教
育
に
お
け
る
ス
リ
ム
化
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
法
学
部
で
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
科
大
学
院
に
お
け
る

教
育
は
、
専
門
職
大
学
院
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
か
な
り
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

認
証
あ
る
い
は
評
価
に
よ
っ
て
、
教
育
の
質
保
証
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
が
、
個
々
の
教
員
の
教

育
活
動
を
通
じ
て
学
部
教
育
に
も
徐
々
に
反
映
し
始
め
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
は
、
先
に
述
べ
た
教
育
政
策
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
部
教
育
の
再
再
編
が
進
め
ら
れ
た
。
科
目
数
や
科
目
の
単
位
数
を
以
前
の
状
態
に
戻
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
初
学
年
次
の
少
人
数
教
育
を
充
実
さ
せ
る
大
学
も
増
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
知
的
財
産
法
や
ア
ジ
ア
法
政

あ
る
い
は
情
報
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
、
時
代
の
求
め
に
対
応
し
た
新
し
い
科
目
も
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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大
阪
大
学
で
は
、
大
阪
外
国
語
大
学
と
の
統
合
の
際
に
法
学
部

に
新
た
に
国
際
公
共
政
策
学
科
を
創
設
し
た
。
新
学
科
で
は
、

国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
、
そ
う
し
た
傾
向
は
、
当
然
、
教
員
の
負
担
を
増
加

さ
せ
る
。
大
学
教
員
が
担
う
べ
き
課
題
は
教
育
・
研
究
・
社
会

貢
献
と
さ
れ
て
い
る
が
、
教
育
の
負
担
が
増
大
す
る
な
か
で
自

ず
と
研
究
や
社
会
貢
献
に
あ
て
る
時
間
が
少
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
新
し
い
傾
向
の
教
育
を
誰
が
担

う
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
教
員
の
養
成
に
は
時
間
と
ポ
ス

ト
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
講
義
を
担
当
で
き
る
教
員
の

養
成
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

図
2
は
現
在
の
大
阪
大
学
法
学
部
法
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
あ
る
。
講
義
の
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い
な

い
が
、
従
来
の
学
年
進
行
に
応
じ
た
積
み
上
げ
式
の
科
目
配
置

が
な
さ
れ
て
お
り
、
入
門
、
コ
ア
、
ア
ド
バ
ン
ス
ト
と
い
う
よ

う
な
表
現
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
他
方
で
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ

ン
セ
ミ
ナ
ー
や
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
う
な
一
・
二
年
次
の
少
人
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図 1 法科大学院創設当時のカリキュラム構成

４
年
次

３
年
次

２
年
次

１
年
次

入門科目
フレッシュマンセミナー

コア科目

民法Ⅲ
商法Ⅲ
刑事訴訟法
行政法Ⅳ
地方自治法Ⅱ

民法Ⅱ
商法Ⅱ
刑法Ⅱ
民事訴訟法

法学概論
政治学概論

経済法
知的財産法
社会保障法
国際私法
東洋法制史

ローマ法
法理学
政治過程論
日本政治思想史
国際政治学
外交史
地方行政論

行政法Ⅲ
地方自治法Ⅰ
税法
労働法
国際法Ⅱ

法社会学
アジア法論
行政学
比較政治

情報系科目

法政計量論
情報法政論

法情報学

法政情報処理

憲法Ⅱ
民法Ⅳ
商法Ⅰ
刑法Ⅰ
行政法Ⅱ

西洋法制史
比較法文化論
西洋政治思想史
西洋政治史

憲法Ⅰ
民法Ⅰ
行政法Ⅰ
国際法Ⅰ

日本法制史
法思想史
政治学原論
日本政治史

全学共通教育科目

（情報活用基礎）

演習
（ゼミナール）

外国語文献研究
特別講義

アドバンスト（高度専門）科目
専門教育科目の区分
1 入門科目
1年次に学ぶ科目。2年次以降は履修するこ

とができない。それぞれの学問体系の見取り図
を示しこれから学んでいくいろいろな科目が相
互にどのように関連しているのか，全体のなか
でどこに位置づけられるのかについて見通しを
与える概論科目（法学概論・政治学概論）と，
法学部での学習に必要な，読み，書き，発表す
る能力を培うためのフレッシュマンセミナーが
これに含まれる。
2 コア科目
法学部教育の中心となるもので，2年次以降

で学ぶ。学年に合わせて，基礎から応用へと順
に学んでいけるよう，科目が配当されている。
講義科目と演習に大別される。
3 アドバンスト（高度専門）科目
コア科目の学習を踏まえて，次のステップに

スムースに進んでいけるようにするための科目。
特別講義および外国語文献研究がこれに含まれ，
大学院と合同で授業が行われることもある。
（出典 平成19年度法学部学生ハンドブックより）



数
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
阪
大
学
で
は
以
前
よ
り
全
学
的
な
教
育
改
革

に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
教
育
理
念
と
し
て
、
国
際
性
、
デ
ザ

イ
ン
力
、
教
養
を
掲
げ
て
き
た
。
そ
れ
ら
三
つ
の
理
念
を
具
体

化
し
実
践
す
る
た
め
、
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇

七
）
年
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
そ

し
て
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
に
は
学
際
融
合
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。
学
生
が
専
門
知
識
に
止
ま
る
こ

と
な
く
、
学
際
融
合
の
視
点
か
ら
幅
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
る

こ
と
を
目
指
し
て
、「
高
度
副
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
や
「
知
の
ジ
ム

ナ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
高
度
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
）」
と
呼
ば
れ
る

科
目
に
お
い
て
、
全
学
の
三
年
次
以
上
の
学
部
学
生
、
大
学
院

生
を
対
象
と
し
、
横
軸
を
通
し
て
い
く
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
学
教
育
改
革
の
動
き
は
す
で
に
世
界
的

な
レ
ベ
ル
で
進
ん
で
お
り(14
)、
法
学
部
教
育
の
あ
り
方
も
今
後
こ

う
し
た
動
向
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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図 2 現行カリキュラム構成（法学部・法学科)
http://www.law.osaka-.ac.jp/undergraduate/law/curriculum/
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知的財産法
社会保障法
国際私法
国際取引法

地方自治法
刑事訴訟法
商法
民事回収法
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ヨーロッパ政治史
アジア政治史
比較政治
政治過程論
国際政治学
行政学

外交史
日本政治思想史
ヨーロッパ政治史
アジア政治史
比較政治
政治過程論
国際政治学
行政学

外交史
日本政治思想史
ヨーロッパ政治史
アジア政治史
比較政治
政治過程論
国際政治学
行政学

地方行政論
国際公共政策
地方行政論
国際公共政策
地方行政論
国際公共政策

公共経済学
経済史
財政
ゲーム理論
ミクロ経済学
マクロ経済学
政策データ分析入門
政策データ分析

公共経済学
経済史
財政
ゲーム理論
ミクロ経済学
マクロ経済学
政策データ分析入門
政策データ分析

公共経済学
経済史
財政
ゲーム理論
ミクロ経済学
マクロ経済学
政策データ分析入門
政策データ分析

日本近代法史
西洋法制史
日本近代法史
西洋法制史
日本近代法史
西洋法制史

憲法
刑法
商法
行政法

憲法
刑法
商法
行政法

憲法
刑法
商法
行政法

民法
国際法
民法
国際法
民法
国際法

日本政治史
西洋政治思想史
政治学原論

日本政治史
西洋政治思想史
政治学原論

日本政治史
西洋政治思想史
政治学原論

ミクロ経済入門
マクロ経済入門
ミクロ経済入門
マクロ経済入門
ミクロ経済入門
マクロ経済入門

フレッシュマンセミナー　法政情報処理　特別講義（オーストラリア法入門）フレッシュマンセミナー　法政情報処理　特別講義（オーストラリア法入門）

法学の基礎法学の基礎法学の基礎 民法入門
憲法入門
民法入門
憲法入門
民法入門
憲法入門

政治学の基礎
国際関係論入門
政治学の基礎
国際関係論入門
政治学の基礎
国際関係論入門



お
わ
り
に

わ
が
国
の
大
学
、
法
学
部
は
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
こ
の
間
の
大
学
改
革
の
施
策
に
対
応
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

内
発
的
な
改
革
、
つ
ま
り
関
係
者
自
身
が
必
要
性
を
感
じ
て
教
育
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
実
効
性
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
や
学
際
・
文
理
融
合
、
高
度
教
養
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
人
材
育
成
、
等
々
の
新
た
な
教
育
課
題
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
法
学
部
教
育

に
お
い
て
も
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
研
究
者
養
成
の
問
題
が
あ
る
。
法
科
大
学
院
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
、
既
存
の
多
く
の
法
学
系
大
学
院
で
は
定
員
を
充
足
す
る

こ
と
、
と
く
に
研
究
者
を
目
指
す
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
法
学
分
野
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
く
、
わ
が
国
の
研
究
者
養
成
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
法
学
分
野
で
は
そ
の
傾
向

が
こ
こ
数
年
の
間
で
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
既
存
の
主
要
な
法
学
系
の
大
学
院
で
は
、
引
き
続
き
研
究
者
養
成
の
役
割
を
果
た
す

た
め
に
様
々
な
模
索
を
始
め
て
い
る
。

最
後
に
、
法
学
教
育
に
お
け
る
ア
ジ
ア
連
携
の
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
ロ
ー
マ
法
と
い
う
法
的
な
伝
統
、
土

台
が
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
国
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
の
も
と
で
独
自
の
法
制
度
を
構
築
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
近
代
以
降
、
さ

ま
ざ
ま
な
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
す
な
わ
ち
「
近
代
法
」
を
共
通
の
法
と
し
て
継
受
し
て
き
た
。
東

ア
ジ
ア
の
国
々
は
、「
近
代
法
」
と
い
う
共
通
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
法
学
教
育
と
法
曹
養
成
の
問
題
に
関
し

同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
東
ア
ジ
ア
の
国
々
が
、
法
的
土
台
の
共
通
性
を
踏
ま
え
つ
つ
法
学
部
教
育
の
今
後
の
課
題
を
議
論
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
生
産
的
で
あ
り
、
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

(1
)
司
法
制
度
改
革
に
お
け
る
方
針
に
つ
い
て
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
―
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司

資 料
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法
制
度
―
」（
平
成
一
三
年
六
月
一
二
日
）
を
参
照
。
http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/pdf-dex.htm
l.ま
た
、

そ
の
後
の
具
体
的
な
改
革
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
「
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
http://w
w
w
.kantei.

go.jp/jp/singi/sihou/index.htm
l.

(2
)
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
」（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
）。
http://w
w
w
.m
ext.go.jp/com
pone

nt/b_m
enu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2008/12/26/1217067_001.pdf.本
答
申
で
は
、「
学
士
力
」
に
つ
い
て
、
知
識
、

理
解
、
あ
る
い
は
汎
用
的
な
ど
、
内
容
的
に
か
な
り
広
い
範
囲
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
質
の
保
証
の
た
め
自
己
点
検
・
評
価
の
実
施
が

求
め
ら
れ
、
分
野
別
の
質
保
証
と
し
て
、
理
科
系
、
文
科
系
、
さ
ら
に
医
学
、
工
学
、
理
学
、
文
学
、
経
済
学
、
法
学
そ
れ
ぞ
れ
で
内
容
が
異

な
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
分
野
ご
と
の
質
保
証
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
教
育
階
梯
に
関
し
て
は
、
高
等
、
大
学
、
そ
し
て
就
職
へ

と
至
る
過
程
の
中
で
大
学
教
育
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
と
学
部
が
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
を
提
示
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
入
学
試
験
に
際
し
て
大
学
は
ど
う
い
う
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
て
学
生
を
選
ん
で
い
る
の
か
を
示
す
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ

リ
シ
ー
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
お
う
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
対
外
的
に
提
示
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ポ
リ
シ
ー
、
そ
し
て
学
位
を
与

え
る
基
準
を
明
確
に
し
た
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
の
も
と
で
、
各
大
学
・
各
学
部
は
、
ど
の
よ
う
な
学

生
を
受
け
入
れ
、
彼
ら
を
ど
の
よ
う
に
育
て
、
そ
し
て
い
か
な
る
実
社
会
へ
と
導
い
て
く
の
か
、
を
対
外
的
に
約
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(3
)
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
〜
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育

成
す
る
大
学
〜
」（
平
成
二
四
年
八
月
二
八
日
）。
http://w
w
w
.m
ext.go.jp/com
ponent/b_m
enu/shingi/toushin/__icsFiles/afield-

file/2012/10/04/1325048_1.pdf.

(4
)
日
本
学
術
会
議
「
回
答
・
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
平
成
二
二
年
七
月
二
二
日
）。
http://w
w
w
.scj.go.jp/

ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-k100-1.pdf.

(5
)
http://w
w
w
.scj.go.jp/ja/m
em
ber/iinkai/daigakuhosyo/daigakuhosyo.htm
l.

(6
)
日
本
学
術
会
議
／
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
推
進
委
員
会
／
法
学
分
野
の
参
照
基
準
検
討
分
科
会
「
報
告
・
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保

証
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
上
の
参
照
基
準
・
法
学
分
野
」（
平
成
二
四
年
一
一
月
三
〇
日
）。
http://w
w
w
.scj.go.jp/ja/info/

kohyo/pdf/kohyo-22-h166-2.pdf.本
報
告
で
は
、「
法
学
教
育
を
総
体
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
多
様
で
あ
る
」（
八
頁
）
と
し
た
う
え

で
、「
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
と
し
て
の
法
学
の
学
修
で
は
、
根
本
的
な
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
な
ど
の
修
得
が
重
要
で
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あ
り
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
」（
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
、「
個
別
の
専
門
的
技
術
的
事
項
の
修
得
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
法
に
関

す
る
基
本
事
項
、
基
本
的
な
思
考
方
法
や
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」（
九
頁
）
と
し
て
い
る
。
法
学
教
育
に
お
け

る
専
門
教
育
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
以
外
に
も
基
本
的
な
事
柄
と
し
て
、
法
に
関
す
る
思
考
方
法
や
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
を
学
ぶ

こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
学
分
野
に
お
い
て
一
般
的
に
修
得
が
期
待
さ
れ
る
基
本
的
素
養
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
事
項
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
〇
〜
一
一
頁
）。
し
か
し
、
そ
の
中
で
は
、
法
的
判
断
過
程
に
お
け
る
「
説
得
の
論
理
」
を
身
に

つ
け
る
こ
と
や
調
整
能
力
の
涵
養
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
に
お
い
て
は
文
化
な
ど
の
多
様
性
に
対
す
る
理
解
な
ど
も
不
可
欠
と
さ
れ
て

お
り
、
法
学
教
育
に
お
い
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
基
本
的
素
養
」
の
修
得
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
学
の
修
得
を
通
じ
て
獲
得
が
期

待
さ
れ
る
一
般
的
ス
キ
ル
と
し
て
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
ス
キ
ル
」
が
あ
る
（
一
四
頁
〜
一
六
頁
）。
そ
の
事
例
と
し
て
、
人
権
感
覚
、
公
と
私
の

区
別
、
調
整
能
力
、
弁
論
能
力
、
交
渉
力
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
、
そ
し
て
危
機
管
理
力
・
指
導
力
と
い
っ
た
七
つ
の
ス
キ
ル
が
示
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
ス
キ
ル
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
教
育
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
か
は
具
体
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
は
お

ら
ず
、
法
学
教
育
の
内
容
が
自
ず
と
そ
う
し
た
ス
キ
ル
の
修
得
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

(7
)
文
部
科
学
省
「
大
学
改
革
実
行
プ
ラ
ン
〜
社
会
の
変
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
な
る
大
学
づ
く
り
〜
」（
平
成
二
四
年
六
月
）。
http://w
w
w
.

m
ext.go.jp/b_m
enu/houdou/24/06/__icsFiles/afieldfile/2012/06/25/1312798_01.pdf.

(8
)
閣
議
決
定
「
日
本
再
生
戦
略
〜
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
拓
き
、『
共
創
の
国
』
へ
〜
」（
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
）。
http://w
w
w
.cas.go.

jp/jp/tpp/pdf/2012/2/10.20120918_5.pdf.

(9
)
閣
議
決
定
「
日
本
再
興
戦
略
―
JA
PA
N
is
BA
CK
―
」（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
）。
http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/keizai-

saisei/pdf/saikou_jpn.pdf.

(10
)
文
部
科
学
省
「
国
立
大
学
改
革
プ
ラ
ン
」（
平
成
二
五
年
一
一
月
）。
http://w
w
w
.m
ext.go.jp/com
ponent/a_m
enu/education/

detail/__icsFiles/afieldfile/2013/12/18/1341974_01.pdf.た
だ
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
に
関
し
、
社
会
科
学
分
野
で
は
．
経
済
学
や

教
育
学
な
ど
に
止
ま
っ
て
お
り
、
法
学
に
つ
い
て
は
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
が
経
済
界
の
意
見
と
し
て

「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
に
向
け
た
国
立
大
学
の
改
革
に
つ
い
て
」（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
七
日
）（
https://w
w
w
.keidanren.or.jp/po-

licy/2013/112_honbun.pdf）
を
公
表
し
、
ま
た
国
立
大
学
改
革
を
着
実
に
進
め
る
た
め
「『
日
本
再
興
戦
略
』
改
訂
2014―
未
来
へ
の
挑
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戦
―
」（
平
成
二
六
年
六
月
二
四
日
）（
http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
五
年
一
月
一
五
日
の
閣
議
決
定
で
設
置
さ
れ
た
「
教
育
再
生
実
行
会
議
」
が
、
大
学
教
育
の
あ
り
方
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に

三
つ
の
提
言
、「
こ
れ
か
ら
の
大
学
教
育
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
第
三
次
提
言
）（
平
成
二
五
年
五
月
二
八
日
）、「
高
等
学
校
教
育
と
大
学

教
育
と
の
接
続
・
大
学
入
学
者
選
抜
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
第
四
次
提
言
）（
平
成
二
五
年
一
〇
月
三
一
日
）、
そ
し
て
「
今
後
の
学
制
等
の

在
り
方
に
つ
い
て
」（
第
五
次
提
言
）（
平
成
二
六
年
七
月
三
日
）
を
順
次
公
表
し
て
い
る
。
http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku-

saisei/teigen.htm
l.

(11
)
平
成
一
七
年
の
段
階
で
、「
全
国
で
一
〇
〇
を
超
え
る
法
学
部
・
法
律
学
科
等
は
、
毎
年
四
万
五
〇
〇
〇
名
程
度
の
法
学
士
を
送
り
出
し

て
い
る
。」（『
報
告
法
科
大
学
院
の
創
設
と
法
学
教
育
・
研
究
の
将
来
像
』
日
本
学
術
会
議
、
平
成
一
七
年
七
月
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(12
)
例
え
ば
、
前
掲
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
―
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
―
」
で
は
、「
こ
れ
ま
で
の
大
学
に
お
け
る
法

学
教
育
は
、
基
礎
的
教
養
教
育
の
面
で
も
法
学
専
門
教
育
の
面
で
も
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
上
、
学
部
段
階
で
は
一
定
の

法
的
素
養
を
持
つ
者
を
社
会
の
様
々
な
分
野
に
送
り
出
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
他
方
、
大
学
院
で
は
研
究
者
の
養
成
を
主
た
る
目
的
と

し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
法
律
実
務
と
の
乖
離
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
法
曹
を
養
成
す
る
と
い
う
役
割
を
適
切

に
果
た
し
て
き
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
司
法
試
験
に
お
け
る
競
争
の
激
化
に
よ
り
、
学
生
が
受
験
予
備
校
に
大
幅
に
依

存
す
る
傾
向
が
著
し
く
な
り
、『
ダ
ブ
ル
ス
ク
ー
ル
化
』、『
大
学
離
れ
』
と
言
わ
れ
る
状
況
を
招
い
て
お
り
、
法
曹
と
な
る
べ
き
者
の
資
質
の

確
保
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
て
い
る
。」（
六
一
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(13
)
法
科
大
学
院
を
め
ぐ
る
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
構
想
に
つ
い
て
は
、『
法
律
時
報
増
刊
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
1
・
2
・
3
』（
日
本

評
論
社
、
平
成
一
二
年
四
月
、
平
成
一
三
年
一
月
、
同
年
一
一
月
）
な
ど
を
参
照
。

(14
)
欧
米
で
は
、
教
育
の
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
変
化
は
理
科
系
を
中
心
に
起
こ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
d.schoolや
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
D
-Lab.、
あ
る
い
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ル
ト
大
学
な
ど
で
は
、「
デ
ザ
イ
ン
思
考
」
に
重
点

を
お
い
た
文
理
融
合
型
、
学
際
融
合
型
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
理
工
系
、
社
会
科
学
系
、
人
文
系
の
学
生
が
一
緒
に
新
し
い

教
育
、
つ
ま
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
志
向
の
教
育
を
う
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
教
養
教
育
の
再
評
価
も
世
界
的
に
始
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

二
〇
一
三
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
と
エ
ー
ル
大
学
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
Liberal
arts
college
で
あ
る
共
同
大
学
Y
ale-N
U
S

College
を
開
設
し
、
教
養
教
育
に
重
点
を
お
い
た
教
育
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
っ
た
名
門
大
学
な
ど
で
も
、
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transferable
skillを
通
じ
た
専
門
教
育
の
再
構
築
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
世
界
的
に
専
門
教
育
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
教
育
改
革
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
山
内
保
典
・
中
川
智
絵
「
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
お
け
る
T
ransferable
Skills
T
raining

の
取
り
組
み
〜
日
本
の
科
学
技
術
関
係
人
材
育
成
へ
の
示
唆
〜
」（『
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
を

参
照
。
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