
は 

し 

が 

き

　

全
国
の
法
学
部
で
教
え
ら
れ
て
い
る
専
門
科
目
を
通
覧
す
る
と
、
す
べ
て
の
大
学
で
日
本
法
［
制
］
史
が
置
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
置
か
れ
て
い
て
も
実
質
的
に
近
代
法
史
を
内
容
と
し
て
い
る
大
学
が
多
い
こ
と
に
気

付
か
さ
れ
る
。

　

前
近
代
の
法
史
は
、
法
学
部
に
と
っ
て
学
ぶ
必
要
の
な
い
科
目
な
の
だ
ろ
う
か
。
何
と
か
、
前
近
代
の
法
史
を
学

ぶ
意
義
と
愉
し
さ
を
、
法
学
部
生
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
日
本
法
史
入
門
書
を
作
れ
な
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
本
書
の
旧
版
『
史
料
で
読
む
日
本
法
史
』（
二
〇
〇
九
年
十
月
刊
。

二
〇
一
六
年
に
新
版
刊
行
）
で
あ
っ
た
。

　

同
書
は
、
従
来
の
概
説
書
の
よ
う
な
、
時
代
ご
と
の
体
系
的
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
ず
、
現
代
の
法
制
度
・
観

念
か
ら
見
て
異
質
で
興
味
深
い
と
思
わ
れ
た
テ
ー
マ
を
選
び
、
史
料
を
読
み
解
き
な
が
ら
解
説
を
加
え
る
と
い
う
、

新
し
い
手
法
を
用
い
た
こ
と
が
功
を
奏
し
て
、
皆
さ
ん
か
ら
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
、
版
を
重
ね
て
き
た
。

　

版
を
重
ね
る
ご
と
に
、
少
し
ず
つ
新
し
い
項
目
を
加
え
、
先
の
時
代
か
ら
の
接
合
と
次
の
時
代
へ
の
展
望
を
示
す

叙
述
を
増
や
し
、
難
解
で
読
み
づ
ら
い
史
料
に
ル
ビ
を
付
け
る
な
ど
、
様
々
な
補
訂
を
行
っ
て
き
た
が
、
旧
版
の
初

版
か
ら
既
に
一
五
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
に
研
究
が
大
き
く
進
展
し
た
分
野
も
多
く
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
必
要
を

強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
項
目
を
最
初
か
ら
見
直
し
、
新
た
な
執
筆
者
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
っ
て
、

全
面
的
に
改
版
し
た
の
が
、
本
書
『
史
料
で
ひ
も
と
く
日
本
法
史
』
で
あ
る
。

i　　



　

本
書
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
、
日
本
法
史
に
お
け
る
重
要
問
題
の
う
ち
の
、
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
各

時
代
の
政
治
・
経
済
・
社
会
状
況
や
法
・
裁
判
制
度
の
全
体
像
な
ど
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
史
の
基
本
文
献
を
参
照

し
て
ほ
し
い
。
本
書
の
理
解
に
大
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
企
画
か
ら
編
集
作
業
に
至
る
ま
で
、
編
集
部
の
舟
木
和
久
氏
の
ご
尽
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
厚
く

お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

執
筆
者
を
代
表
し
て

村 

上 

一 

博
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