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一
　
本
学
部
で
は
、
二
〇
〇
四
年
度
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
に
よ
り
一
年
生
向

け
の
専
攻
科
目
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
刑
事
法
入
門
」（
前
期
二
単
位
）
が
新

た
に
導
入
さ
れ
た
。「
刑
事
法
入
門
」
は
、「
法
律
学
の
基
礎
」「
民
法
入
門
」

「
手
続
入
門
」
と
な
ら
ぶ
基
礎
科
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
お
け
る
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
「
法
律
学
入
門
」
と
は
異
な
り
、
各
入
門
科
目

が
専
門
科
目
へ
の
橋
渡
し
と
い
う
明
確
な
目
標
を
も
っ
て
講
義
に
臨
む
こ
と

と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
毛
利

康
俊
「『
法
律
学
の
基
礎
』
新
設
の
経
緯
」（
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
三
八

巻
一
号
一
一
三
頁
以
下
を
参
照
）。
こ
こ
で
は
、「
刑
事
法
入
門
」
に
つ
い
て

の
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
い
。

二
　
半
期
一
四
回
の
講
義
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
新
入
生
対
象
の
講
演
会

な
ど
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
講
義
に
割
け
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
。
刑
事
法
の
入
門
科
目
で
は
あ
る
が
、
形
式
的
に
刑
法
・
刑
事
訴
訟

法
・
刑
事
政
策
と
い
っ
た
分
野
に
振
り
分
け
て
、
専
門
科
目
の
「
ミ
ニ
講
義
」

に
す
る
こ
と
は
避
け
た
。
条
文
の
読
み
方
、
法
的
文
章
の
書
き
方
、
あ
る
い

は
法
的
論
争
の
方
法
な
ど
の
実
践
的
分
野
に
つ
い
て
は
、「
法
律
学
の
基
礎
」

や
演
習
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、「
刑
事
法
入
門
」
で
は
刑
事
法
の
諸
原

則
に
つ
い
て
正
確
に
把
握
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
を
心
が
け
た
。
初
学
者
に

お
け
る
法
の
理
念
・
原
則
の
理
解
は
何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
講
義
は
一
学
年
約
四
〇
〇
名
を
二
ク
ラ
ス
に
分
け
て
の
リ
ピ
ー
ト
講
義

で
あ
る
。
同
一
内
容
を
二
回
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
教
員
に
と
っ
て
は
な

一
六
九

Ｆ
Ｄ
ノ
ー
ト
④

「
刑
事
法
入
門
」
導
入
に
つ
い
て

平
　
　
井
　
　
佐
和
子
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「
刑
事
法
入
門
」
導
入
に
つ
い
て

一
七
〇

か
な
か
困
難
で
、
学
生
の
利
便
性
を
考
え
て
も
テ
キ
ス
ト
の
併
用
が
の
ぞ
ま

し
い
。
今
年
度
は
適
し
た
テ
キ
ス
ト
が
な
く
レ
ジ
ュ
メ
で
対
応
し
た
が
、
来

年
度
か
ら
は
筆
者
も
か
か
わ
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
公
刊
さ
れ
る
た
め
、
テ
キ
ス

ト
に
沿
っ
て
講
義
を
行
え
る
見
込
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
今
年
度
の
講
義

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
ガ
イ
ダ
ン
ス

講
義
方
法
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
、
刑
事
法
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を

伝
え
る
。

②
犯
罪
報
道
と
刑
事
法

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
よ
っ
て
「
犯
罪
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
左
右
さ
れ
る
可

能
性
を
示
し
た
う
え
で
、
刑
事
法
の
原
則
を
確
認
す
る
。

③
交
通
犯
罪
と
刑
事
法

交
通
事
故
は
年
々
増
加
し
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
検
挙
さ
れ
る
人
数

は
九
〇
万
人
に
も
の
ぼ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
学
生
に
と
っ
て
も
最
も
身
近

な
「
犯
罪
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
刑
事
法
に
お
け
る
交
通
犯
罪
対
策
と
し

て
の
重
罰
化
の
効
果
（
特
に
刑
法
二
〇
八
条
の
二
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の

制
定
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

④
刑
事
法
と
公
共
性

公
的
な
側
面
に
お
け
る
刑
事
法
的
対
応
か
ら
、
法
と
「
公
共
性
（
パ
ブ
リ

ッ
ク
）」
の
意
味
を
考
え
る
。

⑤
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
る
刑
事
法

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
児
童
虐
待
へ
の
対
応
か
ら
、
私
的
（
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
）
な
問
題
に
対
す
る
刑
事
法
介
入
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑥
刑
事
手
続
を
め
ぐ
る
問
題

「
日
本
型
」
と
評
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
刑
事
法
の
諸

原
則
か
ら
考
察
す
る
。

⑦
死
刑
制
度

死
刑
は
、
国
家
の
持
つ
刑
罰
権
の
中
で
最
も
究
極
の
刑
罰
で
あ
る
。
国
家

の
あ
り
方
と
し
て
の
死
刑
の
存
在
の
妥
当
性
を
、
そ
の
現
状
と
問
題
点
か
ら

考
え
る
。

⑧
判
決
を
書
い
て
み
よ
う
（
後
述
）

⑨
矯
正
施
設
と
犯
罪
者
処
遇

刑
務
所
を
中
心
と
す
る
矯
正
施
設
の
現
状
と
社
会
内
処
遇
の
問
題
を
考
え

る
。
と
く
に
社
会
復
帰
を
妨
げ
る
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑩
経
済
犯
罪
と
刑
事
法

経
済
活
動
・
経
済
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
法
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑪
現
代
社
会
と
刑
事
法

現
代
社
会
に
お
い
て
刑
事
法
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
特
に
環
境
犯
罪

を
テ
ー
マ
に
考
え
る
。
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⑫
国
際
化
と
刑
事
法

「
犯
罪
の
国
際
化
」
の
背
景
と
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

三
　
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
学
生
に
判
決
文
を
書
か
せ
た
。
講
義
で
使
用
し

た
の
は
、『
事
件
』（
大
岡
昇
平
原
作
、
野
村
芳
太
郎
監
督
、
一
九
七
八
年
製

作
）
と
い
う
映
画
で
あ
る
。
恋
人
の
姉
を
殺
し
た
罪
で
一
人
の
男
が
逮
捕
・

起
訴
さ
れ
る
。
映
画
は
こ
の
三
人
を
め
ぐ
る
人
間
模
様
と
、「
事
件
」
の
裁

判
の
過
程
か
ら
成
る
。
学
生
に
は
、
起
訴
状
、
冒
頭
陳
述
書
、
最
後
の
論
告
、

弁
護
側
の
最
終
弁
論
を
資
料
と
し
て
渡
し
て
お
く
。
裁
判
の
中
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
証
人
尋
問
や
提
示
さ
れ
る
証
拠
か
ら
、
果
た
し
て
検
察
官
の
主
張
す

る
殺
人
の
故
意
を
認
定
で
き
る
か
、
と
い
う
の
が
主
題
で
あ
る
。

故
意
の
認
定
と
い
う
極
め
て
主
観
的
な
側
面
に
問
題
を
矮
小
化
さ
せ
る
嫌

い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
有
罪
と
い
う
た
め
に
は
、
証
拠
が
あ
り
、
か

つ
検
察
官
に
よ
っ
て
、「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
の
証
明
」
が
な
さ

れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
上
で
も
非
常
に
効
果
的

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

四
　
本
学
部
で
は
、
主
に
一
年
生
向
け
に
「
学
習
法
か
ら
答
案
の
書
き
方
ま

で
」
と
い
う
冊
子
を
作
成
し
て
い
る
。
刑
事
法
の
学
ぶ
上
で
の
ア
ド
バ
イ
ス

と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
以
下
引
用
す
る
。

①
常
に
憲
法
を
参
照
し
よ
う
。

裁
判
に
お
け
る
当
事
者
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
家
権
力
は
法
に
基

づ
い
て
適
正
に
行
使
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
憲
法
は
適
正
手
続

の
保
障
を
定
め
て
い
ま
す
。
特
に
、
三
一
条
か
ら
三
九
条
ま
で
の
刑
事
手
続

に
関
す
る
人
権
規
定
と
、
第
六
章
の
司
法
権
に
関
す
る
規
定
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
趣
旨
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

②
犯
罪
と
報
道

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
事
件
を
見
聞
き
し
な
い
こ
と
は
な
い
ほ
ど
、
私
た
ち
の

周
り
に
は
犯
罪
報
道
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
報
道
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

「
事
実
」
は
、
あ
る
時
間
に
お
け
る
あ
る
一
面
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な

材
料
と
は
な
り
得
ま
す
が
、
そ
れ
は
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
、

状
況
の
変
化
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
等
を
頭
に
入
れ
つ
つ
、
報
道

を
受
け
止
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
情
報
を
取
捨
選
択
し
、
利
用
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
の
考
え
方
、
視
点
を
つ
く
る
た
め
に
、
刑
事
法
の
原
則
や
理

論
が
存
在
す
る
の
で
す
。

③
体
系
的
な
思
考
を
身
に
つ
け
る
。

学
説
の
対
立
が
激
し
い
こ
と
が
刑
法
の
特
色
の
一
つ
で
す
が
、
立
場
性
の

違
い
と
い
う
問
題
だ
け
に
矮
小
化
せ
ず
、
対
立
の
根
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

一
七
一



「
刑
事
法
入
門
」
導
入
に
つ
い
て

一
七
二

ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
を
体
系
的
に
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
が
妥
当
な
の
か
を
考
え
る
上
で
、
自
分
の
立

場
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
姿
勢
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

④
身
近
な
問
題
と
し
て
考
え
よ
う
。

立
場
が
異
な
る
人
と
ど
の
よ
う
に
場
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。
自
分
は
犯
罪
と
は
無
関
係
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
た
ち
は
犯
罪
の
被
疑
者
・
被
告
人
、
被
害
者
、
目
撃
者
、
証
人

等
、
刑
事
法
に
設
定
さ
れ
た
立
場
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
場
を
共
有
す
る

た
め
の
作
法
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
刑
事
法
は

単
に
物
事
を
判
断
す
る
だ
け
の
学
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
物
事
を
判
断
し
、

今
私
た
ち
が
抱
え
る
問
題
を
い
か
に
克
服
し
て
い
く
か
の
理
論
的
な
視
座
を

提
供
す
る
、
生
き
た
知
識
の
集
積
で
す
。

⑤
常
に
六
法
を
参
照
し
、
条
文
を
確
認
し
よ
う
。

法
律
を
学
ぶ
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
条
文
の
上
面
を
な
ぞ
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
法
律
に
ど
の
よ
う
な
条
文
が
存
在
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、

ま
た
そ
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

⑥
判
例
を
学
ぼ
う
。

「
現
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
」
と
い
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
様
々
な
事
象

と
し
て
現
れ
て
き
ま
す
。
判
例
は
、
具
体
的
な
事
件
に
即
し
た
裁
判
所
の
解

釈
を
示
す
も
の
で
す
。
刑
法
学
を
学
ぶ
上
で
は
非
常
に
重
要
で
す
が
、
個
々

の
判
例
が
、
ど
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
何
が
争
点
と
な
っ
た
の
か
を
確

認
し
つ
つ
、
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
、
あ
る
い
は
自
分
で
事
例
を
作
っ
て

み
て
、
学
説
・
判
例
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑦
統
計
を
確
認
す
る
。

毎
年
発
表
さ
れ
る
、
犯
罪
白
書
（
法
務
省
）、
司
法
統
計
年
報
（
最
高
裁

判
所
）、
警
察
白
書
な
ど
参
考
に
し
て
（
Ｈ
Ｐ
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
）、
実
態
の
把
握
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
数
字
の
見
方
に
よ
っ
て
は
異

な
る
現
状
分
析
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
違
い
が
ど
こ

か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
に
気
を
付
け
つ
つ
、
デ
ー
タ
の
読
み
方
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑧
裁
判
を
傍
聴
し
よ
う
。

裁
判
は
原
則
と
し
て
公
開
で
行
わ
れ
ま
す
（
憲
法
三
七
条
一
項
、
八
二
条

一
項
）。
予
約
な
し
で
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
裁
判
の
雰
囲

気
を
感
じ
、
手
続
き
の
流
れ
や
法
律
を
確
認
し
、
疑
問
点
を
調
べ
て
み
る
こ
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と
で
、
さ
ら
に
勉
強
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑨
刑
事
矯
正
施
設
の
見
学
を
し
よ
う
。

刑
務
所
や
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
、
拘
置
所
な
ど
、
学
生
の
み
な
さ
ん
の

見
学
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
施
設
が
多
く
あ
り
ま
す
。
実
際
に
見
学
を
行
う

こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
違
っ
た
印
象
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ゼ
ミ
の
機
会
に
で
も
矯
正
施
設
の
見
学
を
行
い
、
刑
事
実
務

を
肌
で
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

⑩
本
を
読
も
う
。

講
義
の
中
で
教
科
書
と
し
て
指
定
さ
れ
る
本
は
、
あ
る
一
つ
の
立
場
に
立

っ
た
も
の
で
す
。
講
義
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
も
の
で
す
が
、
他
の
テ
キ

ス
ト
を
読
ん
で
み
て
、
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら

生
じ
る
の
か
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
助

け
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
具
体
的
な
事
件
を
扱
っ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
や
小
説
、
あ
る
い
は
映
画
な
ど
を
通
し
て
、
刑
事
法
を
よ
り
身
近
な
も
の

に
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

五
　
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
、
刑
事
裁
判
に
市
民
が

関
与
す
る
制
度
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
刑
事
法
を
学
ぶ
こ
と
は
、
被
疑
者
・
被

告
人
に
対
し
て
、
憲
法
や
刑
事
法
の
原
則
が
き
ち
ん
と
実
行
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
市

民
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
刑
事
法
入
門
」
を

通
し
て
学
生
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
刑
事
法
と
い
う
枠
内
で
は
あ
る
も

の
の
、
社
会
の
動
態
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
考
え
、
行
動
す
る
力
を
つ
け
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
生
が
社
会
に
出
た
時
に
「
法
学
を
学
ん
だ
人
」

と
し
て
、「
市
民
性
」
を
身
に
つ
け
て
い
て
ほ
し
い
。「
専
門
性
」
は
決
し
て

裁
判
官
や
、
法
律
に
携
わ
る
一
部
の
人
の
も
の
で
は
な
い
。
専
門
性
を
自
覚

し
、
つ
ね
に
批
判
的
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
こ
そ
、
専
門
家
が
専
門
家
た
り
う

る
の
で
あ
る
。
専
門
家
を
育
て
る
の
は
市
民
で
あ
る
。

一
七
三


