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一
　
「
法
律
学
の
基
礎
」
は
、
導
入
科
目
（
履
修
強
制
は
か
け
て
い
る
が
必

修
科
目
で
は
な
い
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
年
生
の
全
員
が
前
期
の
間
に
履

修
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
二
単
位
）。

こ
の
科
目
は
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
適
用
）
に
お
け
る

新
設
科
目
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
名
称
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
こ
の
科
目
は
以
前
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
あ
っ
た
「
法
律
学
入
門
」

の
後
継
科
目
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
特
定
の
法
分
野
に
特
化
す
る
こ
と
な

く
、
新
入
生
が
一
年
後
期
か
ら
の
法
律
専
攻
科
目
の
学
習
に
ス
ム
ー
ス
に
入

っ
て
い
け
る
よ
う
に
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、

０７
期
以
前
の
学
生
に
と
っ
て
は
「
法
律
学
入
門
」
に
読
み
替
え
ら
れ
る
）。

だ
が
、
狙
い
を
共
通
い
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
狙
い
を
実
現
す
る
た
め
の

科
目
の
具
体
的
構
成
に
は
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
。
実
は
学
生
た
ち
の
ア

ン
ケ
ー
ト
を
見
て
も
以
前
の
「
法
律
学
入
門
」
も
決
し
て
評
判
は
悪
く
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
、
科
目
の
具
体
的
構
成
に
変
化
が
要
請
さ
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
下
、
こ
の
点
の
説
明
を
中
心

に
論
述
を
進
め
る
。

二
　
「
法
律
学
入
門
」
は
、
複
数
の
教
員
に
よ
る
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
で
あ
っ

た
（
年
に
よ
り
三
人
〜
六
人
の
こ
と
が
多
か
っ
た
）。
担
当
教
員
は
、
勢
い
、

自
分
の
専
攻
科
目
の
導
入
部
分
を
講
義
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
新
入
生

に
と
っ
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
講
義
の
評
判
は
悪
く
な
か
っ
た
。
新
入

生
は
そ
の
名
の
と
お
り
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
の
で
あ
っ
て
、
法
律
に
対
す
る
素
直

一
一
三
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「
法
律
学
の
基
礎
」
の
新
設
に
つ
い
て
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「
法
律
学
の
基
礎
」
の
新
設
に
つ
い
て

一
一
四

な
好
奇
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。「
法
律
学
入
門
」
は
、
そ
の
好
奇

心
に
よ
く
応
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
法
律

学
入
門
」
に
衣
替
え
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
教
育
上
の
効
率
の
問
題
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
在
の
法
学
部
の
あ
り
方
を
前
提
に
す
る
と
、
法
律
科
目
に
関
す
る
限
り
、

学
生
た
ち
に
は
、
導
入
科
目→
基
本
的
な
法
律
科
目→

応
用
発
展
的
な
法
律

科
目
と
い
う
流
れ
を
相
当
に
効
率
的
に
歩
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
く

な
く
と
も
西
南
学
院
大
学
法
学
部
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
就
職
活
動
の
時
期

が
早
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、
科
目
間
の
連
携
が
重
要
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
導

入
科
目
群
の
学
習
効
率
は
相
当
に
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
年
生
後
期
か
ら
専
攻
法
律
科
目
が
配
当
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
各
種
試
験
や
法
科
大
学
院
の
受
験
生
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
専
攻

法
律
科
目
は
決
し
て
一
年
生
向
け
の
科
目
で
は
な
く
、
一
人
前
の
法
学
部
生

向
け
の
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
憲
法
、
民
法
、
刑
法
な
ど
の

科
目
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

こ
う
し
て
、
導
入
科
目
を
構
成
す
る
科
目
群
は
、
た
っ
た
半
期
で
新
入
生

を
一
人
前
の
法
学
部
生
に
し
て
法
律
専
攻
科
目
の
担
当
者
に
引
き
継
ぐ
と
い

う
課
題
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
こ
う
し
た
課
題
に
か
ん
が
み
る
と
、
従
来
の
「
法
律
学
入
門
」
の
枠
組

み
に
は
超
え
が
た
い
限
界
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
番
の
問
題
は
、

オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
担
当
者
が
自
分
の
専
攻
分
野
の
法
の
話
を
す
る
と
い
う

形
式
を
と
る
か
ぎ
り
、
西
南
学
院
大
学
法
学
部
の
よ
う
な
中
小
規
模
の
教
授

団
し
か
有
さ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
年
度
ご
と
に
内
容
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
変
わ

ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
員
に
も
異
動
が
あ
る
し
、
教
員
が
在
外
研
究
や
国
内
研
究
で
講
義
を
担

当
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
結
局
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
引
き
受
け
た
教

員
が
現
有
勢
力
教
員
の
な
か
か
ら
大
変
に
苦
労
し
て
担
当
者
を
確
保
し
て
い

た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
な
か
で
は
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
い
く
ら
誠
実
に
職
務
を
果
た
し
担
当
教
員
が
熱
心
に
講
義
し
た

と
し
て
も
（
実
際
、
こ
れ
ら
は
誠
実
か
つ
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
た
）、
毎
年
、

安
定
し
た
講
義
内
容
を
提
供
し
つ
づ
け
、
他
の
科
目
と
の
連
携
を
と
り
、
内

容
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
望
む
べ
く
も
な
い
。

四
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西

南
学
院
大
学
法
科
大
学
院
の
設
立
を
受
け
て
、
法
学
部
で
も
教
育
を
再
構
築

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
二
〇
〇
三

年
度
の
後
期
に
法
学
部
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
改
正
委
員
会
（
古
賀
衛
委
員
長
）
に
お
け
る
議
論
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
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り
、
筆
者
（
毛
利
）
も
そ
の
末
席
を
け
が
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。

前
述
の
よ
う
な
観
点
か
ら
導
入
科
目
の
再
検
討
が
行
わ
れ
る
な
か
で
、

「
法
律
学
入
門
」
の
検
討
も
俎
上
に
上
る
こ
と
に
な
り
、
委
員
長
よ
り
「
法

学
概
論
」
と
類
縁
性
の
高
い
「
法
哲
学
」
担
当
者
で
あ
る
筆
者
に
対
し
、
調

査
の
上
で
意
見
を
述
べ
る
よ
う
命
が
下
っ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
戦
後
の
代

表
的
な
法
学
概
論
の
教
科
書
類
を
ざ
っ
と
通
覧
し
、「
法
学
概
論
」
に
は
総

論
と
各
論
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
総
論
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
学

習
項
目
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
努
め
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
法
律
学
入
門
」
を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は

伝
統
的
な
分
類
で
は
法
学
概
論
各
論
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
法
学
概
論
各

論
の
ま
ま
で
中
味
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
前
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

西
南
学
院
大
学
法
学
部
の
現
状
で
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
、
委

員
会
の
議
論
に
参
加
さ
れ
て
い
た
多
田
利
隆
法
学
部
長
（
当
時
）
の
「
す
べ

て
の
法
律
学
に
共
通
す
る
よ
う
な
こ
と
、
た
と
え
ば
法
の
理
念
や
法
的
な
も

の
の
考
え
方
な
ど
を
教
え
た
方
が
学
生
の
た
め
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
示
唆
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
自
身
も
、
む
し
ろ
法
学
概
論
総
論
の
内
容

を
現
代
日
本
の
法
学
部
教
育
、
と
く
に
西
南
学
院
法
学
部
で
の
教
育
の
現
状

に
合
わ
せ
て
再
編
成
す
る
方
が
よ
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

五
　
問
題
は
そ
の
中
味
で
あ
る
。
法
学
概
論
総
論
に
は
法
の
理
念
、
法
の
構

造
、
法
の
機
能
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
高
尚
な
内
容
も
あ
れ
ば
、
法
律
解
釈
の

技
法
の
よ
う
な
実
定
法
学
学
習
を
予
告
す
る
よ
う
な
も
の
、
条
文
の
読
み
方

の
よ
う
な
技
術
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
。
半
期
と
い
う
時
間
を
考
え
る
と
、

か
な
り
絞
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
学
生
た
ち
の
実
情
を
み
る
と
、
本
法
学
部
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
二
、
三
年
生
に
な
っ
て
も
条
文
の
読
み
方
、
答
案

の
書
き
方
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
ま
り
自
信
が
持
て
て
い
な
い
も
の
も
か
な
り

い
る
。
一
年
後
期
に
は
新
入
生
を
一
人
前
の
法
学
部
生
に
し
て
送
り
出
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
記
の
課
題
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、「
こ
う
い

う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
や
っ
と
る
う
ち
に
自
然
と
体
得
さ
れ
る
も
ん
だ
」
と
泰

然
と
構
え
て
い
る
余
裕
は
な
く
、
む
し
ろ
露
骨
に
教
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

こ
う
し
て
筆
者
は
、
条
文
の
読
み
方
か
ら
は
じ
ま
り
法
的
な
も
の
の
考
え

方
や
条
文
解
釈
の
技
法
の
初
歩
を
通
っ
て
答
案
の
書
き
方
に
い
た
る
講
義
が
、

法
律
学
入
門
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
達
し
、「
法
律
学
入

門
」
は
、
こ
の
流
れ
の
な
か
に
従
来
の
法
学
概
論
総
論
の
内
容
を
可
及
的
に

取
り
込
ん
で
い
く
も
の
に
衣
替
え
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
中
味
が
変
わ
る
な
ら
名
前
も
変
え
た
ら
ど
う
か

と
い
う
意
見
が
出
て
、「
法
律
学
の
基
礎
」
と
い
う
名
称
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

改
正
委
員
会
の
な
か
で
確
定
し
た
。

一
一
五



「
法
律
学
の
基
礎
」
の
新
設
に
つ
い
て

一
一
六

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
従
来
の
法
学
概
論
総
論
の
内
容
を
点
検
し
て
み

て
、
筆
者
は
、「
法
律
学
の
基
礎
」
の
学
習
項
目
と
し
て
は
、
順
不
同
か
つ

仮
説
的
な
も
の
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。

・
公
共
的
問
題

・
公
共
的
問
題
と
は
何
か

・
公
共
的
問
題
の
解
決
方
法
の
種
類

・
ル
ー
ル
に
よ
る
公
共
的
問
題
解
決
の
特
徴

・
事
例
に
あ
わ
せ
て
六
法
を
引
く
練
習

・
条
文
特
定
法
　
条
・
項
・
号
、
本
文
・
但
書
、
前
段
・
後
段
、
第
一
文
・

第
二
文

・
条
文
分
解
法

・
「
又
は
」「
若
し
く
は
」

・
「
及
び
」「
並
び
に
」

・
例
示

・
適
用
除
外

・
法
的
文
章
の
書
き
方
（
判
決
三
段
論
法
を
中
心
に
）

・
ル
ー
ル
解
釈
の
な
い
場
合

・
ル
ー
ル
解
釈
の
あ
る
場
合

・
法
的
な
出
来
事
の
見
方
　
権
利
の
発
生
・
変
更
・
消
滅

・
ル
ー
ル
の
主
体
的
読
み
方
　
権
利
発
生
規
範
、
権
利
障
害
規
範
、
権
利
消

滅
規
範

・
ル
ー
ル
解
釈
の
技
法

・
拡
張
解
釈
　
縮
小
解
釈

・
類
推
解
釈
　
反
対
解
釈

・
法
的
論
争
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
法

・
学
習
法

・
予
習
　
講
義
　
復
習

・
教
科
書
の
読
み
方
（
含
む
、
線
の
引
き
方
）

・
ノ
ー
ト
の
取
り
方

・
問
題
の
諸
形
式

・
事
例
式
問
題
に
お
け
る
論
点
発
見
法
　

・
法
の
諸
分
野

・
履
修
上
の
注
意

・
民
事
訴
訟
、
刑
事
訴
訟
、
行
政
事
件
訴
訟
と
憲
法
訴
訟

・
「
権
利
」
の
諸
概
念

・
一
般
法
と
特
別
法

六
　
以
上
の
よ
う
な
経
過
で
開
設
さ
れ
た
「
法
律
学
の
基
礎
」
は
、
意
見
を
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述
べ
た
手
前
、
筆
者
が
二
〇
〇
四
年
度
と
二
〇
〇
五
年
度
は
担
当
し
て
い
る
。

こ
の
衣
替
え
が
所
期
の
目
的
を
達
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
、
学
生
た

ち
の
成
長
振
り
を
見
な
け
れ
ば
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

現
状
に
お
い
て
は
全
面
的
な
総
括
が
で
き
る
よ
う
な
時
期
に
は
達
し
て
い
な

い
。と

こ
ろ
で
、「
法
律
学
の
基
礎
」
の
学
習
項
目
は
上
述
の
よ
う
な
思
考
手

続
き
で
導
き
だ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
い
ま
の
と
こ
ろ
多
少
な

り
と
も
思
弁
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
科
目
は
、
本
来
は
法
律
専
攻
科
目

の
下
請
け
科
目
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
法

律
専
攻
科
目
の
担
当
教
員
ご
と
に
「
私
の
科
目
で
学
習
成
果
が
上
が
る
た
め

に
は
、
学
生
は
そ
も
そ
も
○
○
の
能
力
を
身
に
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
項
目
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
導
入
科
目
の
学

習
項
目
、
ひ
い
て
は
「
法
律
学
の
基
礎
」
の
学
習
項
目
は
決
め
ら
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
目
で
見
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
現
状
の
「
法
律
学
の
基
礎
」
の
学

習
項
目
に
は
当
然
過
不
足
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
し
て
い
く
こ
と

で
、
こ
の
科
目
は
次
第
に
西
南
学
院
大
学
法
学
部
の
導
入
科
目
に
相
応
し
い

も
の
に
成
長
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
成
長
の
た
め
の
た
た
き
台
を

と
り
あ
え
ず
は
設
え
た
こ
と
、
こ
れ
が
現
段
階
に
お
い
て
「
法
律
学
の
基
礎
」

新
設
の
成
果
と
し
て
い
い
う
る
、
お
そ
ら
く
唯
一
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上

一
一
七


