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国
立
大
学
法
人
・
名
古
屋
工
業
大
学
二
部
（
夜
間
部
）
に
お
け
る
大
幅
な
定
員
削
減
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意

書

国
立
大
学
法
人
・
名
古
屋
工
業
大
学
（
以
下
、
名
工
大
）
が
来
年
度
、
二
部
（
夜
間
部
）
の
定
員
を
現
行
の
百
四
十
名
か
ら

二
十
名
へ
大
幅
に
削
減
す
る
計
画
を
進
め
て
お
り
、
在
学
生
を
は
じ
め
、
来
年
度
に
大
学
受
験
を
控
え
た
生
徒
や
高
校
関
係
者

の
間
で
も
大
き
な
不
安
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
大
学
学
生
自
治
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
在
学
生
に
対
す
る
説
明
会
に

お
い
て
も
、
多
く
の
疑
問
や
反
対
の
声
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

大
学
当
局
は
、
二
部
縮
小
の
理
由
を
「
勤
労
学
生
の
減
少
」
と
し
、
当
該
計
画
を
文
部
科
学
省
の
了
解
の
う
え
で
進
め
て
い

る
と
説
明
、
同
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
突
然
の
発
表
以
降
、
来
年
度
か
ら
の
実
施
に
向
け
て
の
手
続
き
を
実
行
し
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
、
当
該
計
画
の
立
案
と
発
表
の
経
緯
、
学
生
・
関
係
者
に
対
す
る
説
明
の
行
わ
れ
方
、
文
部
科
学
省
と
の
関
わ
り

等
、
こ
の
間
の
一
連
の
事
態
に
つ
い
て
、
関
係
者
か
ら
の
疑
問
と
不
安
の
声
は
い
っ
そ
う
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

今
回
の
夜
間
部
定
員
数
大
幅
削
減
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と

し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
（
憲
法
第
二
十
六
条
）
と
、
国
民
の
教
育
権
を
保
障
し
た
憲
法
の
基
本
原
則
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
働
き
な
が
ら
勉
学
を
志
す
若
い
世
代
の
現
在
と
将
来
を
左
右
す
る
緊
急
切
実
な
問
題
で
も
あ
る
。
こ

一



う
し
た
性
格
を
も
つ
大
幅
削
減
計
画
が
、
大
学
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
学
生
・
教
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
間
で
十

分
な
説
明
と
合
意
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
部
の
大
学
執
行
部
と
行
政
機
関
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

国
立
大
学
法
人
の
夜
間
部
の
位
置
づ
け
と
「
勤
労
学
生
」
の
定
義
に
つ
い
て

戦
後
教
育
改
革
の
な
か
で
「
学
校
教
育
法
」
（
一
九
四
七
年
）
が
「
大
学
に
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
五
十
四
条
）
と
規
定
し
、
勤
労
青
年
に
大
学
教
育
を
広
く
開
放
す
る
た
め
、
旧
制
の
大
学
、
専
門

学
校
で
法
令
上
の
規
定
の
な
い
ま
ま
実
施
が
認
め
ら
れ
て
い
た
夜
間
制
教
育
に
つ
い
て
法
制
化
し
た
。
以
来
、
国
に
お
い
て

は
、
夜
間
大
学
の
意
義
を
認
め
、
そ
の
充
実
に
努
力
を
払
っ
て
き
た
経
過
が
あ
る
。

一
九
八
九
年
六
月
十
三
日
、
日
本
共
産
党
の
佐
藤
昭
夫
参
議
院
議
員
（
当
時
）
が
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
「
今
後
も
、

大
学
夜
間
部
を
憲
法
、
教
育
基
本
法
の
理
念
、
制
度
に
従
っ
て
、
一
層
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
」

と
問
う
た
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書
（
平
成
元
年
六
月
二
十
三
日
）
で
は
、
大
学
夜
間
部
に
つ
い
て
、
「
勤
労
青
年
に

対
し
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
を
拡
大
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
従
来
か
ら
大
学
の
夜
間
部
の
充
実
に
意
を
用
い
て
き
て
お

二



り
、
今
後
と
も
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

先
般
、
大
き
な
議
論
を
経
て
改
定
さ
れ
た
教
育
基
本
法
に
お
い
て
も
、
第
三
条
、
第
四
条
の
な
か
で
、
「
す
べ
て
の
国
民

が
、
生
涯
に
わ
た
り
学
習
し
、
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
経
済
的
地
位
を
含
め
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
教
育

上
差
別
さ
れ
な
い
」
と
の
趣
旨
が
引
き
続
き
堅
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
ず
以
下
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

（
一
）

国
民
の
教
育
権
保
障
、
勤
労
青
年
の
高
等
教
育
の
機
会
拡
大
と
い
う
従
来
と
っ
て
き
た
政
府
の
基
本
的
な
立
場
に

今
日
、
変
更
は
な
い
か
明
確
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
教
育
審
議
会
は
、
「
大
学
等
に
お
け
る
社
会
人
受
入
れ
の
推
進
方
策
に

つ
い
て
」
（
「
答
申
」
）
の
な
か
で
、
「
我
が
国
の
大
学
等
は
、
幅
広
い
年
齢
層
の
人
々
に
積
極
的
に
開
か
れ
、
こ

れ
ら
の
人
々
に
多
様
で
柔
軟
な
学
習
機
会
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
、
そ
の
「
基
本
的
考
え

方
」
を
示
し
て
い
る
（
〇
二
年
二
月
二
十
一
日
）
。

�

こ
の
「
答
申
」
で
示
さ
れ
た
「
大
学
等
に
お
け
る
社
会
人
受
入
れ
」
に
つ
い
て
の
「
基
本
的
考
え
方
」
は
、
今

日
の
大
学
教
育
に
お
い
て
引
き
続
き
継
承
さ
れ
て
い
る
か
。
継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に

三



さ
れ
た
い
。

�

ま
た
、
「
幅
広
い
年
齢
層
の
人
々
に
多
様
で
柔
軟
な
学
習
機
会
を
提
供
」
す
る
と
い
う
趣
旨
は
、
「
正
社
員
」

に
限
ら
ず
非
正
規
労
働
者
を
も
含
め
た
広
く
社
会
人
一
般
を
も
対
象
と
す
る
と
理
解
し
て
相
違
な
い
か
。
見
解
を

求
め
る
。

（
三
）

名
工
大
当
局
は
、
二
部
縮
小
の
根
拠
と
し
て
「
勤
労
学
生
が
八
人
（
六
％
）
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
」
こ
と
を

あ
げ
、
「
勤
労
者
に
大
学
教
育
の
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
社
会
的
意
義
は
失
わ
れ
た
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

（
「
中
日
新
聞
」
〇
七
年
七
月
四
日
）
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
勤
労
学
生
」
と
は
、
大
学
当
局
に
よ
る
と
「
正

規
の
職
員
・
社
員
」
の
こ
と
で
あ
る
。

今
日
、
若
い
世
代
の
半
数
が
不
安
定
就
労
者
で
あ
り
、
高
校
卒
業
の
資
格
し
か
有
し
な
い
青
年
の
な
か
に
占
め
る

「
非
正
規
」
の
割
合
は
ま
す
ま
す
高
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仕
事
の
内
容
、
労
働
時
間
を
み
て
も
正
社
員
と
大

差
が
な
い
か
、
正
社
員
以
上
に
働
く
非
正
規
雇
用
者
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
非
正
規
雇
用
者
の
現
実
に
目
を
向
け

ず
に
、
「
正
規
の
職
員
・
社
員
」
の
み
を
「
勤
労
学
生
」
と
扱
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
対
応

と
い
え
る
。

四



実
際
、
名
工
大
二
部
に
お
い
て
も
、
学
生
自
治
会
が
全
学
生
の
二
七
％
に
あ
た
る
学
生
か
ら
回
収
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
に
よ
る
と
、
週
に
五
日
以
上
就
労
し
て
い
る
学
生
が
七
五
％
を
占
め
、
大
半
の
学
生
が
フ
ル
タ
イ
ム
に
近
い
仕
事

を
し
な
が
ら
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
を
す
る
。

�

就
労
し
な
が
ら
学
ぶ
意
欲
を
持
っ
た
青
年
・
社
会
人
に
、
広
く
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
と
い
う

点
で
、
「
勤
労
学
生
」
と
み
な
す
対
象
を
「
正
社
員
」
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
は
妥
当
と
い
え
る
か
。
「
妥
当
」

と
す
る
な
ら
そ
の
根
拠
は
何
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ま
た
、
名
工
大
当
局
が
強
調
し
て
い
る
「
勤
労
者
に
大
学
教
育
の
機
会
を
提
供
す
る
社
会
的
意
義
が
失
わ
れ

た
」
と
の
主
張
を
、
政
府
は
容
認
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を
求
め
る
。

二

就
労
し
な
が
ら
学
ぶ
意
欲
を
持
つ
青
年
の
勉
学
条
件
の
確
保
に
つ
い
て

仕
事
に
就
き
な
が
ら
勉
学
に
励
も
う
と
す
る
青
年
に
と
っ
て
、
経
営
者
や
職
場
に
お
け
る
同
僚
た
ち
の
理
解
、
協
力
は
不

可
欠
な
条
件
で
あ
る
。
前
掲
の
日
本
共
産
党
・
佐
藤
昭
夫
参
議
院
議
員
（
当
時
）
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
「
答
弁
書
」
で

も
、
政
府
は
、
「
大
学
に
通
う
勤
労
学
生
を
変
形
労
働
時
間
制
に
よ
り
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則

五



（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
十
二
条
の
六
に
お
い
て
、
使
用
者
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
『
必
要
な
時
間
を
確

保
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
労
働
省
と
し
て
は
、
集
団
指
導

等
の
機
会
を
通
じ
て
そ
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

当
時
に
比
し
て
も
労
働
時
間
の
変
形
や
不
規
則
化
が
い
っ
そ
う
進
み
、
違
法
な
長
時
間
労
働
の
実
態
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

今
日
、
勤
労
青
年
の
勉
学
条
件
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
者
の
適
切
な
対
応
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

さ
ら
に
、
今
日
の
貧
困
と
格
差
の
広
が
り
の
も
と
で
、
世
界
で
最
も
高
い
学
費
の
負
担
は
、
特
に
低
所
得
層
の
家
計
を
大

き
く
圧
迫
し
て
い
る
。
低
所
得
層
を
は
じ
め
国
民
世
帯
に
は
大
学
の
学
費
等
の
負
担
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
名

工
大
二
部
で
は
こ
れ
ま
で
、
授
業
料
が
半
額
に
抑
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
過
日
、
私
ど
も
が
行
っ
た
同
大
学
二
部
に
在
学
す

る
学
生
た
ち
と
の
懇
談
で
も
、
「
昼
間
部
の
学
費
は
払
え
な
い
の
で
、
こ
こ
に
来
た
」
「
親
が
定
年
退
職
し
て
、
二
部
の
学

費
し
か
出
せ
な
い
」
「
五
人
兄
弟
の
た
め
、
学
費
は
自
分
で
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
部
だ
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
」
な
ど
切
実
な
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

以
下
、
見
解
を
求
め
る
。
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（
一
）

就
労
し
つ
つ
系
統
的
に
大
学
で
学
ぼ
う
と
す
る
勤
労
学
生
が
、
不
意
の
残
業
や
変
形
労
働
時
間
の
た
め
通
学
が
困

難
に
な
る
、
さ
ら
に
高
校
生
が
、
夜
間
大
学
へ
の
進
学
を
前
提
に
受
け
入
れ
て
く
れ
る
就
職
先
を
探
す
こ
と
が
困
難

に
な
る
な
ど
、
企
業
の
姿
勢
が
勉
学
の
障
害
と
な
る
事
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の

政
府
の
施
策
な
ら
び
に
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
）

世
界
で
最
も
高
い
水
準
に
あ
る
と
さ
れ
る
学
費
負
担
の
重
さ
が
要
因
で
高
等
教
育
を
断
念
し
た
り
、
夜
間
へ
の
進

学
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
就
学
の
形
態
が
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
青
年
の
現
状
を
、
ど
う
認
識
し
て
い
る

か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
就
学
困
難
な
条
件
に
あ
る
青
年
を
援
助
す
る
制
度
、
政
府
と
し
て
の
諸
施
策
を
示
さ
れ
た

い
。

（
三
）

学
費
負
担
が
軽
減
で
き
る
こ
と
を
大
き
な
理
由
に
進
学
者
が
集
ま
っ
て
い
る
大
学
が
、
大
幅
に
定
員
を
減
ら
し
、

門
戸
を
狭
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
か
。

三

定
数
削
減
計
画
の
立
案
、
実
行
に
関
わ
る
手
続
き
の
問
題
に
つ
い
て

名
工
大
で
は
今
回
の
定
員
大
幅
縮
小
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
へ
の
来
年
度
概
算
要
求
を
行
っ
た
あ
と
に
初
め
て
教
授
会

に
報
告
さ
れ
、
大
学
自
治
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
べ
き
学
生
が
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
事
実
上
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
を

七



通
じ
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
相
当
以
前
か
ら
二
部
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
、
文
部
科
学
省
と
も
前
年

の
早
い
時
期
か
ら
話
し
合
っ
た
結
果
、
了
承
を
得
て
、
来
年
度
の
概
算
要
求
に
至
っ
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
学
内
の
意
志
決
定
と
し
て
き
わ
め
て
非
民
主
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
本
来
の
社
会
的
使
命
と
い
う
観

点
か
ら
も
、
看
過
で
き
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

近
年
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
夜
間
大
学
の
閉
鎖
等
が
あ
い
つ
ぎ
、
現
在
で
は
名
工
大
二
部
は
東
海
四
県
下
で
唯
一
の
技
術
系

夜
間
大
学
と
な
っ
て
い
る
。
も
の
づ
く
り
の
拠
点
と
称
さ
れ
る
愛
知
県
を
は
じ
め
と
し
た
東
海
圏
は
、
大
手
企
業
と
と
も
に

生
産
の
広
大
な
裾
野
を
な
す
中
小
企
業
群
が
立
地
し
、
そ
れ
ら
に
多
く
の
青
年
が
従
事
す
る
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
大
学
の
存
在
意
義
は
、
地
域
全
体
に
と
っ
て
き
わ
め
て
貴
重
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
質
問
す
る
。

（
一
）

こ
の
た
び
の
名
工
大
二
部
の
大
幅
定
員
削
減
に
つ
い
て
、
そ
の
検
討
経
過
を
文
部
科
学
省
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
際
、
大
学
当
局
に
よ
る
計
画
の
発
表
、
学
生
へ
の
説
明
等
の
経
緯
を
含
め
、
時
系
列
的

に
経
過
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

大
学
当
局
は
学
生
へ
の
説
明
会
で
「
二
部
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
は
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
と
聞
い

八



て
い
る
が
、
実
際
に
は
当
初
、
廃
止
を
申
請
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
聞
き
及
ん
で
い
る
。
廃
止
に
つ
い
て
文
部

科
学
省
へ
の
打
診
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
か
。
そ
の
真
相
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
）

前
記
（
二
）
の
よ
う
に
廃
止
を
指
向
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
二
部
の
定
数
を
七
分
の
一
に
ま
で
削
減
す
る
現
計

画
も
、
名
工
大
二
部
の
存
在
意
義
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
、
見
解
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

九


