
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
司
法
改
革
（
2
）

日
本
の
法
学
教
育
と
グ
ロ
ー
バ
ル

●

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

は
じ
め
に

ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
・
テ
イ
ラ
ー

　
不
況
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
一
〇
年
を
越
す
昨
今
、
日
本
の
企
業
統
治
の
あ
り
方
や
金
融
規
制
、
会
計
や
法
的
サ
ー
ビ
ス

が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
達
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
が
流
行
と
な
っ
て
い
る
。
著
し
い
経
済
的
変
化
の
時
代
に

日
本
は
「
法
的
能
力
」
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
国
内
外
の
批
判
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
の
一
つ
が
、
二
〇
〇
一
年
の
司
法
制
度

改
革
審
議
会
の
報
告
書
で
あ
っ
た
。

　
報
告
書
の
核
心
は
、
日
本
の
法
曹
の
養
成
、
専
門
職
と
し
て
の
研
修
と
雇
用
に
対
す
る
徹
底
的
な
変
革
の
勧
告
で
あ
る
。
報
告
書
の

意
味
は
、
読
む
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
法
領
域
に
新
し
い
経
済
学
の
通
説
を
適
用
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
考

え
る
。
現
在
台
頭
し
つ
つ
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
…
ド
」
と
い
う
発
想
は
こ
の
通
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
理
解
の
一
部
で
あ

る
。
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
報
告
そ
れ
自
体
は
、
日
本
の
法
曹
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
達
成
さ
せ
る
と
い
う
目
標
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を
明
白
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
比
較
分
析
の
大
部
分
と
結
論
の
あ
る
部
分
に
暗
黙
の
内
に
示
さ
れ
て

い
る
。

　
本
稿
は
、
日
本
の
法
学
教
育
の
将
来
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
せ
、
「
法
学
教
育
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
何
か
」

と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
が
、
報
告
書
の
勧
告
は
、
す
べ
て
で
な
い
に
し
て
も
か
な
り
の
部
分
が
実
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

四
年
ま
で
に
日
本
型
「
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
」
、
「
法
科
大
学
院
」
が
出
現
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
二
〇
〇
四
年
以
降
の
法
学
教
育
の
仕

組
み
と
評
価
の
あ
り
方
が
あ
る
程
度
変
更
さ
れ
る
が
Y
急
進
的
観
念
的
な
変
化
は
直
ち
に
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
話

を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
議
論
が
、
ど
の
よ
う
に
「
法
科
大
学
院
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
計
す
る
の
か
、
新
し

い
改
革
努
力
か
ら
簡
単
に
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
外
部
要
素
、
た
と
え
ば
現
存
の
学
部
と
し
て
の
法
学
部
、
司
法
試
験
と
予
備

校
産
業
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
学
者
や
実
務
家
は
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ら
し
い
ロ
i
・
ス
ク
ー
ル
の
成
功
を
も

た
ら
し
た
要
素
は
何
で
あ
る
か
と
、
解
剖
す
る
こ
と
に
非
常
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。
ア
イ
ビ
ー
・
リ
ー
グ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
卒

業
生
は
母
校
の
美
徳
を
称
賛
す
る
が
、
合
衆
国
内
に
い
る
多
く
の
人
々
に
と
り
、
ニ
ュ
i
・
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
自
覚
的

に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
と
変
身
し
た
と
い
う
「
話
」
こ
そ
、
こ
の
一
〇
年
の
法
学
教
育
に
関
す
る
も
っ
と
も
興
味

深
い
話
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
有
名
な
ロ
i
・
ス
ク
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
し
て
法
学
教
育
産

業
と
し
て
成
功
し
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
日
本
の
法
学
教
育
改
革
に
対
す
る
処
方
箋
と
な
る
わ
け
で

も
な
い
。
む
し
ろ
、
過
去
一
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
、
ど
こ
の
先
進
諸
国
の
法
学
教
育
も
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
共
通
の
挑
戦
を
指
摘

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
共
通
す
る
最
大
の
問
題
は
、
大
学
外
か
ら
、
政
治
的
経
済
的
な
要
請
に
も
っ
と
よ
く
対
応
す
る
よ
う
、
法
学

教
育
を
作
り
直
す
よ
う
に
と
い
う
圧
力
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
政
府
は
法
学
教
育
機
関
が
も
っ
と
効
率
よ
く
、
も
っ
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と
多
く
の
学
生
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
や
、
提
供
す
る
教
育
の
種
類
に
関
し
て
も
、
教
育
が
経
済
に
与
え
る
影
響
に
関
し
て
も
、
説
明
責

任
を
負
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
企
業
は
、
卒
業
し
た
ら
す
ぐ
に
仕
事
が
バ
リ
バ
リ
で
き
る
、
つ
ま
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
実
に
つ
い
て

把
握
し
、
法
が
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
を
理
解
し
て
い
る
卒
業
生
を
求
め
て
い
る
。
法
曹
自
身
は
、
伝
統
的
な
ス
キ
ル
を
き
っ
ち
り

と
身
に
付
け
て
い
る
と
同
時
に
、
最
近
の
法
律
問
題
、
た
と
え
ば
知
的
財
産
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
証
券
規
制
、
独
占
禁
止
法
な

ど
に
も
通
じ
た
質
の
高
い
、
ご
く
少
数
の
卒
業
生
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
要
求
を
推
し
進
め
て
い
る
の
は
、
技
術
の
変
化
、

地
域
的
あ
る
い
は
多
方
向
の
法
形
成
、
知
識
を
基
盤
と
す
る
経
済
に
お
け
る
取
引
の
複
雑
さ
と
、
国
際
化
し
た
世
界
に
お
け
る
よ
り
効

率
的
な
危
険
管
理
の
必
要
な
ど
を
含
め
、
世
界
の
規
制
の
あ
り
方
が
相
当
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
要
求
は
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
も
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
で
も
、
東
京
で
も
、
表
面
的
に
は
似
て
い
る
が
、
そ

の
対
応
は
、
政
治
的
文
化
的
経
済
的
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
わ
ず
か
な
が
ら
異
な
る
傾
向
が
あ
る
。
法

学
教
育
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
化
の
方
向
に
向
か
わ
さ
れ
て
い
る
共
通
要
因
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
の
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
を
真
似
し
た
同
質
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
教
授
方
法
で
は
な
く
、
法
学
教
育
が
直
面
し
て
い
る
一
連
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
は
、
自
ら
の
規
範
的
な
視
座
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
筆
者
が
よ
く
知
っ

て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
内
部
で
優
位
に
あ
る
二
つ
の
異
な
る
見
方
を
、
以
下
に
お
い
て
概
観
す

る
こ
と
に
す
る
。
最
初
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
を
経
済
政
策
、
公
共
政
策
の
道
具
と
し
て
取
り
扱
い
、
法
学
教
育
は
一
種
の
技
術
で
あ

る
と
見
る
。
こ
れ
を
法
学
教
育
に
関
す
る
「
技
術
者
」
の
視
点
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
を
市
場
に
お
い

て
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
、
技
術
的
な
サ
ー
ビ
ス
に
過
ぎ
な
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
学
教
育
は
幅
の
狭
い
専
門
技

術
者
の
た
あ
の
通
過
儀
礼
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
と
社
会
の
本
質
を
問
う
知
的
な
営
み
の
一
部
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
こ
れ
を
「
社
会

制
度
と
し
て
の
法
」
の
視
点
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
法
学
教
育
に
対
す
る
見
方
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
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法
と
社
会
の
性
質
や
、
法
学
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
法
学
教
育
修
了
後
も
、
ど
の

よ
う
に
し
た
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
法
と
社
会
に
つ
い
て
の
見
方
を
実
現
で
き
る
の
か
に
関
す
る
最
善
の
手
法
に
お
い
て
、
相
対
立
す
る
見
解

と
し
て
交
差
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
相
対
立
す
る
視
点
に
関
す
る
主
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
同
じ
ア
メ
リ
カ
の
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ロ
ー
．
ス

ク
ー
ル
の
中
に
共
存
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
教
授
が
そ
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
も
っ
と
も
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
専
門
職
と
し
て
の
法
実
務
の
た
め
の
ス
キ
ル
を
基
礎
と
す
る
学
習
を
強
調
す
る
職
業
訓
練

学
校
と
い
う
側
面
が
、
大
学
に
お
け
る
ど
の
学
問
分
野
と
比
較
し
て
も
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
知
的
に
洗
練
さ
れ
、
学
問
的
に
厳
密

で
あ
る
、
と
い
う
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
主
張
と
ぎ
こ
ち
な
く
同
居
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
学
教
育
に
お
け
る
内
部
矛
盾
に
つ

い
て
は
、
膨
大
な
量
の
文
献
が
あ
る
。
英
米
法
圏
に
お
い
て
法
学
者
が
経
験
し
て
い
る
役
割
の
衝
突
は
深
刻
で
あ
り
、
解
決
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
緊
張
状
態
は
、
少
な
く
と
も
、
拡
散
す
る
個
人
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
職
業
上
の
要
請
と
を
そ
れ
な
り
に
上
手
に

こ
な
し
て
い
る
若
手
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
身
動
き
を
で
き
な
く
さ
せ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
筆
者
か
ら
す
る
と
、
技
術
者
的
な
見
方
も
、
社
会
制
度
と
し
て
の
法
と
い
う
見
方
も
、
法
実
務
に
対
し
て
、
そ
し
て
、
法
学
教
育
に

対
し
て
出
現
し
つ
つ
あ
る
問
題
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
「
日
本
に
対
す
る
示
唆
」
の
箇

所
に
お
い
て
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
何
で
あ
る
か
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
な
ぜ
、
日
本
の
よ
う
に
、
転
換
期
に
あ
る
法
学
教
育
制
度
に

と
り
重
要
で
あ
る
か
を
説
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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現
在
、
日
本
が
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
種
類
の
法
学
教
育
改
革
に
は
、
過
去
一
五
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

お
け
る
制
度
の
見
直
し
を
含
め
、
無
数
の
先
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
法
学
教
育
と
法
曹
の
規
制

に
対
す
る
経
済
分
析
の
枠
組
み
の
適
用
で
あ
る
。

　
多
く
の
経
済
学
者
の
考
え
で
は
、
法
実
務
の
本
質
は
法
的
な
ル
ー
ル
を
認
識
し
、
作
り
出
し
、
解
釈
し
、
操
作
す
る
こ
と
に
あ
る
。

多
く
の
経
済
学
者
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
は
代
替
可
能
で
あ
り
、
市
場
に
基
づ
く
価
格
設
定
に
対
し
て
最
小
限
の
歪

曲
を
許
容
す
る
よ
う
な
開
か
れ
た
、
競
争
的
な
市
場
を
通
じ
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
司
法
制
度
改

革
審
議
会
の
最
終
報
告
書
に
先
行
し
て
公
表
さ
れ
た
経
済
産
業
白
書
は
、
日
本
の
法
曹
を
「
法
サ
ー
ビ
ス
産
業
」
と
性
格
づ
け
た
が
、

そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
し
っ
か
り
根
差
し
て
い
る
。
経
済
産
業
省
の
政
策
立
案
者
も
、
他
の
多
く
の
経
済
分
析
に
携
わ
る

経
済
学
者
と
同
様
（
少
な
く
と
も
、
暗
黙
の
う
ち
に
）
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
し
て
伝
承
で
き
る
技
術
の
【
種
と
し
て
法
を
性
格
づ
け
る

　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
法
学
教
育
と
法
的
訓
練
と
は
、
最
大
の
効
率
を
も
っ
て
機
能
す
べ
き
生
産
の
態
様
と
な
る
。
多
く
の
経
済

学
者
が
主
張
す
る
法
と
法
律
家
に
つ
い
て
の
機
能
的
な
見
解
と
、
多
く
の
法
形
式
主
義
者
の
自
己
認
識
と
の
間
に
交
差
点
を
見
い
だ
す

の
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
何
が
出
現
す
る
か
と
い
う
と
、
法
と
法
律
家
に
つ
い
て
の
技
術
者
的
な
見
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
法
学
教
育
の
議
論
の
場
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
表
面
化
し
て
い
る
。
法
の
技
術
者
的
見
解
の
代
替
指
標
の
一
つ
は
、
法
的
な

ス
キ
ル
を
伸
す
必
要
と
独
り
立
ち
で
き
る
前
の
法
律
家
の
卵
に
こ
れ
ら
を
も
っ
と
包
括
的
に
、
も
っ
と
効
率
よ
く
教
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
が
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
英
米
法
圏
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
た
理
論
的
学
問
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
向
い
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
要
請
に
は
あ
ま
り
適
切
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。

　
法
律
家
に
技
術
的
な
ス
キ
ル
を
教
え
る
の
に
大
学
が
適
任
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
脇
に
置
く
と
、
法
律
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
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と
も
っ
と
も
普
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
技
術
的
な
「
ス
キ
ル
」
は
、
実
は
あ
ま
り
賞
味
期
限
が
長
く
な
く
、

と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

社
会
制
度
と
し
て
の
法
”
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
者
の
教
育

い
つ
ま
で
も
利
用
で
き
る
　
6
6

東洋文化研究4号

　
法
律
家
の
機
能
を
、
経
済
的
サ
ー
ビ
ス
と
す
る
見
解
の
対
極
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
、
「
社
会
制
度
と
し
て
の
法
」
と
い
う
見
方
で

あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
法
曹
の
自
立
性
を
、
倫
理
と
専
門
職
上
の
規
範
と
い
う
共
通
の
絆
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
、
自
治
的
職
業
団
体
と

し
て
強
調
す
る
。
こ
の
見
解
は
ま
た
法
律
家
の
役
割
が
、
統
治
機
構
の
う
ち
、
立
法
府
と
行
政
府
の
監
視
役
で
あ
る
こ
と
と
、
企
業
に

と
っ
て
効
率
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は
有
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
に
も
望
ま
し
い
政
策
変
革
の
旗
振
り
役
で
あ
る

こ
と
も
強
調
す
る
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
法
律
家
は
国
家
と
個
人
と
の
間
の
（
そ
し
て
、
昨
今
で
は
個
人
と
企
業
と
の
間
の
）
緩
衝

と
し
て
役
に
立
つ
重
要
な
中
間
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
の
中
で
活
躍
す
る
法
律
家
、
こ
の
よ
う
な
感
性
を
共
有
す
る
法
律

家
は
、
取
引
を
重
視
す
る
法
技
術
者
の
視
点
に
た
つ
人
々
と
伝
統
的
な
ス
キ
ル
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
と
く
に
口
頭
で
の
弁
論
の
訓
練

の
必
要
性
を
、
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昔
か
ら
の
ス
キ
ル
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
よ
う
な
法
律
家
の
役
割
像
に
と
っ
て

は
不
十
分
で
あ
る
。
伝
統
的
な
ス
キ
ル
の
定
義
は
、
法
律
家
が
法
廷
に
お
い
て
法
律
家
同
士
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
試
さ
れ
る
と
い
う

発
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
優
れ
た
法
律
家
と
い
う
の
は
、
法
廷
に
お
け
る
対
立
構
造
を
前
提
と
す
る
状
況
に
お
い
て
成
功
す
る
人
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
々
の
役
に
立
つ
こ
と
を
め
ざ
す
「
社
会
制
度
派
」
法
律
家
の
多
く
は
裁
判
所
と
頻
繁

に
接
触
す
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
将
来
の
法
律
家
の
大
部
分
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
正
式
に
訴
訟
事
件
を
処
理
す
る
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
規
制
官
庁
と
交
渉
し
、
人
と
人
と
の
間
の
対
立
を
調
停
す
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
関
心
を
払
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う



で
あ
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
一
連
の
ス
キ
ル
は
将
来
法
律
家
の
機
能
が
ど
う
な
る
と
か
ん
が
え
る
の
か
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
再
検
討
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
一
連
の
ス
キ
ル
は
次
の
よ
う
に
し
て
法
技
術
者
的
な
見
方
に
も
社
会
制
度
的

な
見
方
に
も
役
に
立
っ
て
い
る
。

〈
法
的
調
査
、
法
的
分
析
と
法
律
文
書
起
草
に
関
す
る
科
目
〉

　
法
律
文
書
起
草
と
調
査
に
関
す
る
科
目
は
、
正
式
の
一
年
生
向
け
科
目
で
あ
り
、
通
常
は
判
決
や
制
定
法
を
読
む
こ
と
で
、
法
的
分

析
の
認
識
論
的
枠
組
み
を
学
生
に
提
供
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
科
目
で
は
ま
た
学
生
に
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
文
書
の
ジ
ャ
ン

ル
ー
覚
書
や
摘
要
、
依
頼
者
に
対
す
る
意
見
書
、
裁
判
所
に
提
出
す
る
準
備
書
面
1
の
違
い
に
つ
い
て
も
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ロ

ー
・
ス
ク
ー
ル
は
、
普
通
、
法
的
調
査
と
文
書
起
草
に
関
し
て
か
な
り
の
投
資
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
問
題
を
法
的
議
論
の
枠
組
み

と
し
て
構
成
し
、
さ
ら
に
「
法
律
」
文
書
と
し
て
作
成
す
る
能
力
こ
そ
が
、
法
律
家
と
法
律
家
で
は
な
い
唱
道
者
を
区
別
す
る
目
安
で

あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
多
分
に
あ
る
。
昨
今
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
補
強
科
目
と
い
う
言
い
換
え
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
科

目
は
一
種
の
補
講
的
教
育
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
有
力
な
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
国
外
か
ら
の
留
学
生
の
数
が

増
加
す
る
に
つ
れ
、
英
語
が
母
国
語
で
は
な
い
学
生
に
対
す
る
補
助
が
あ
る
程
度
必
要
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
英
語
を
母
国
語

と
し
て
い
て
も
大
学
時
代
の
専
攻
が
科
学
で
あ
っ
た
り
、
数
学
で
あ
っ
た
り
し
た
人
々
は
、
し
ば
し
ば
文
法
、
作
文
と
論
理
的
文
書
に

関
す
る
促
成
の
授
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
法
技
術
的
ス
キ
ル
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
人
々
は
、
訴
訟
に
関
連
し
た
文
書
の
起
草
の
習

得
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
、
社
会
制
度
派
は
、
法
の
政
策
分
析
や
き
ち
ん
と
し
た
調
査
に
基
づ
く
理
論
的
に
洗
練
さ

れ
た
分
析
と
い
っ
た
、
訴
訟
に
と
ら
わ
れ
な
い
文
書
の
書
き
方
の
必
要
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
。
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〈
模
擬
裁
判
〉

　
模
擬
裁
判
は
英
米
法
圏
の
法
学
教
育
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
魔
法
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
。
端
的
に
い
う
と
、
実
際
の
法
廷
に
お
い

て
法
律
家
が
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
外
見
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
建
物
に
は
そ
の
た
め
に

わ
ざ
わ
ざ
つ
く
ら
れ
た
模
擬
法
廷
が
あ
り
、
模
擬
法
廷
の
裁
判
長
と
し
て
、
し
ば
し
ば
本
物
の
裁
判
官
を
招
い
て
い
る
。
法
技
術
者
と

す
れ
ば
、
模
擬
裁
判
は
法
廷
に
お
け
る
口
頭
弁
論
と
い
う
、
法
実
務
の
も
っ
と
も
上
等
な
部
分
を
、
上
手
に
航
海
す
る
学
生
の
ス
キ
ル

を
試
す
も
の
で
あ
る
。
社
会
制
度
理
論
家
に
と
り
、
模
擬
法
廷
は
理
論
と
実
務
と
の
間
の
分
断
を
消
滅
さ
せ
、
学
生
に
法
律
家
と
し
て

の
自
覚
を
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
先
進
工
業
国
に
お
け
る
実
証
的
デ
ー
タ
か
ら
す
る
と
、
紛
争
の
う

ち
、
裁
判
所
が
解
決
す
る
の
は
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
模
擬
裁
判
の
た
め
に
膨
大
な

空
間
と
手
間
暇
を
か
け
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
近
の
現
象
と
し
て
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
は
模
擬
裁
判
と
競
合
す
る
活
動
が
学
生
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、

学
生
は
依
頼
者
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
仲
裁
、
契
約
書
起
草
と
い
っ
た
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
も
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
模
擬
裁
判
は
今
日
で
も
法
的
な
ス
キ
ル
の
中
核
を
形
成
す
る
場
と
し
て
優
位
を
保
っ
て
い
る
。

東洋文化研究4号

〈
臨
床
実
務
教
育
〉

　
臨
床
実
務
教
育
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
。
本
物
の
依
頼
者
と
の
直
接
交
渉
、
公
的
機
関
や
民
間
機
関
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
、
そ
し
て
、
法
的
な
「
ス
キ
ル
」
を
形
成
し
、
試
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
た
授
業
な
ど

で
あ
る
。

　
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
最
上
の
臨
床
実
務
教
育
を
提
供
す
る
場
と
し
て
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
は
、
狭
い
意
味
で
の
ス
キ
ル
（
た
と



え
ば
依
頼
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
技
能
の
練
習
と
い
う
意
味
で
の
）
訓
練
の
場
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
理
想
的
に
は
、
あ
る
特
定

の
法
の
分
野
に
つ
い
て
理
論
的
に
洗
練
さ
れ
た
理
解
と
、
実
際
の
事
件
に
お
け
る
戦
略
的
な
判
断
形
成
、
文
書
作
成
と
口
頭
弁
論
術
を

実
践
的
に
練
習
す
る
機
会
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
臨
床
実
務
教
育
経
験
の
核
心
は
、
専
門
職
の
自
覚
的

な
構
成
員
と
し
て
学
者
と
学
生
が
実
務
家
と
共
有
す
る
倫
理
、
価
値
と
行
動
様
式
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
伝
達
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
大
変
に
費
用
の
か
さ
む
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
提
供
す
る
の
は
、
実
務
指
向
の
技
術
専
門
家
を
訓
練
す
る
場
所
と
し

て
の
正
当
性
を
補
強
し
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
あ
る
分
野
に
お
け
る
も
っ
と
も
望
ま
し
い
実
務
の
あ
り
方
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
よ

う
と
す
る
野
心
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
暗
黙
で
あ
る
か
明
示
的
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
市
場
に
お
け
る
実
務
の
や
り
方
に
対
す
る
挑

戦
と
な
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
社
会
に
貢
献
で
き
る
、
あ
る
種
の
技
術
的
な
熟
練
や
政
治
的
な
見
識
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
技
術
者
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
、
学
生
を
「
実
社
会
」
に
備
え
さ
せ
、
学
生
に
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
職
に
就

い
て
か
ら
の
訓
練
の
範
囲
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
魅
力
的
で
あ
る
。
社
会
制
度
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
し
ば

し
ば
交
渉
や
調
停
の
よ
う
な
「
裁
判
で
は
な
い
」
ス
キ
ル
を
教
授
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
法
廷

の
影
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
主
要
な
ロ
i
・
ス
ク
ー
ル
が
、
裁
判
と
な
る
こ
と
は
決

し
て
な
い
で
あ
ろ
う
複
雑
な
取
引
や
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
リ
ス
ク
分
析
を
中
心
と
し
た
取
引
に
関
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
設
け
は
じ
め
た

の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

〈
情
報
技
術
〉

　
法
を
学
ぶ
学
生
は
、
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今
日
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
法
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
中
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
で
　
6
9



長
時
間
を
費
や
し
て
お
り
、
実
務
家
は
誰
で
も
多
様
な
範
囲
の
公
共
や
民
間
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
使
い

こ
な
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
情
報
技
術
を
巧
み
に
利
用
す
る
能
力
は
、
ま
す
ま
す
法
的
調
査
を
行
う
能
力
と
区
別
し
に
く
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
法
律
家
に
対
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
を
前
提
と
す
る
訓
練
に
与
え
ら
れ
て
い
る
重
要
性
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、

そ
の
重
要
な
推
進
力
と
し
て
の
、
レ
キ
シ
ス
や
ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
の
よ
う
な
、
民
間
企
業
の
所
有
す
る
法
情
報
へ
の
依
存
を
作
り
上
げ
て

い
る
多
国
籍
出
版
社
の
役
割
は
見
過
ご
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
情
報
技
術
に
対
す
る
技
術
者
的
な
反
応
は
、
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
望
ま
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
社
会
制
度
派
は
（
デ
ー
タ
に
対

し
て
同
等
の
ア
ク
セ
ス
の
な
い
人
々
に
つ
い
て
指
摘
す
る
）
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

言
論
の
自
由
や
技
術
を
支
配
す
る
企
業
の
独
占
力
に
言
及
し
つ
つ
、
利
用
で
き
る
技
術
を
批
判
的
に
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
中
の
い
く
つ
か
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
技
術
提
供
を
す
る
よ
り
大
き
な
企
業
と
の
知
的
財
産
に
関
す
る
紛
争
に
か
か

わ
る
小
規
模
な
企
業
や
個
人
を
援
助
す
る
と
い
う
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
、
法
と
技
術
に
関
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
設
立
し
て
い
る
。
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〈
伝
統
的
な
一
連
の
ス
キ
ル
に
関
す
る
問
題
〉

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
話
に
は
無
駄
が
な
か
っ
た
。
技
術
者
的
な
世
界
観
か
ら
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
ス
キ
ル
に
熟
練
す
れ
ば
有
能
な

法
律
家
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
お
け
る
基
本
的
な
問
題
は
、
法
の
認
知
領
域
（
あ
る
い
は
、
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
）
を

専
門
職
的
法
実
務
の
主
要
な
道
具
と
い
う
高
い
地
位
に
お
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
技
術
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
没
落

の
基
礎
を
同
時
に
準
備
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
分
析
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
非
常
に
形
式
的
な
場
合
で
も
、

内
在
的
な
柔
軟
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
法
的
思
考
の
天
才
的
な
と
こ
ろ
は
、
思
い
つ
き
や
出
来
事
、
命
題
を
概
念
化
し
、
分
類
し
、

区
別
す
る
と
い
う
能
力
に
あ
る
。
形
式
的
な
法
の
世
界
に
お
い
て
さ
え
、
従
来
と
は
異
な
る
説
明
を
提
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る



だ
け
で
な
く
、
期
待
さ
れ
て
も
お
り
、
通
説
を
と
る
場
合
に
も
、
異
説
の
主
張
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
学
的
な
法
の
世
界
、

異
端
の
社
会
思
想
を
許
し
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
法
の
世
界
で
は
、
政
治
、
経
済
、
歴
史
と
偶
然
が
法
を
形
成
す
る
影
響
に
つ
い
て
明
確

に
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
柔
軟
で
合
理
的
な
組
織
的
秩
序
の
形
成
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
現
在
の
経
営
学
が
「
リ
ス

ク
管
理
」
と
呼
ぶ
も
の
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
、
企
業
の
た
め
に
従
来
と
は
異
な
る
シ
ナ
リ
オ
を
最
初
に

提
供
し
た
の
は
、
取
引
を
専
門
と
す
る
法
律
家
だ
っ
た
。

　
現
在
流
行
し
て
い
る
法
思
考
の
補
強
手
段
は
経
済
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
経
済
学
が
政
策
形
成
、
紛
争
解
決
と
予
測
の
た
め
の
支
配

的
な
認
識
枠
組
み
と
し
て
台
頭
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
学
問
領
域
と
し
て
の
法
は
、
「
法
と
経
済
学
」
を
法
学
教
育
の
一
部
と

し
て
作
り
上
げ
採
用
し
た
こ
と
で
、
あ
る
程
度
こ
の
動
き
に
対
応
し
た
が
、
今
日
の
大
部
分
の
先
進
工
業
国
で
法
学
を
専
攻
し
、
最
近

卒
業
し
た
人
た
ち
が
経
済
学
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
は
か
な
り
の
誇
張
で
あ
る
。
明
ら
か
に
一
定
の
規
範
を
背
負
い
込
ん

で
い
る
の
で
、
決
し
て
中
立
的
で
科
学
的
な
認
識
手
段
と
は
い
え
な
い
経
済
理
論
の
役
に
も
立
た
な
い
繰
り
返
し
に
反
論
す
る
た
め
だ

け
だ
と
し
て
も
、
経
済
学
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
必
要
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　
伝
統
的
な
ス
キ
ル
に
対
す
る
第
二
の
挑
戦
は
そ
の
賞
味
期
限
で
あ
る
。
法
学
教
育
は
、
法
律
家
が
今
日
し
て
い
る
こ
と
や
一
〇
年
前
、

二
〇
年
前
に
し
て
い
た
こ
と
を
基
準
に
、
法
的
な
ス
キ
ル
は
こ
れ
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
法
律
家
が
公
証
人
と
し
て
、

法
廷
に
お
け
る
弁
論
人
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
か
ら
、
法
学
教
育
の
相
当
部
分
は
法
律
文
書
の
起
草
と
口
頭
弁
論
の
訓
練
に
費
や
さ
れ

て
い
る
。
「
技
術
的
分
野
で
の
起
業
へ
の
助
言
」
と
い
っ
た
新
し
い
科
目
で
さ
え
、
そ
の
時
代
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
年
後
に
ど

の
よ
う
な
種
類
の
ス
キ
ル
が
必
要
に
な
る
か
を
予
測
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
市
場
の
崩
壊
に
従
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
法
的
な
ス
キ
ル
を
狭
く
理
解
し
、
簡
単
に
複
製
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
続
け
る
か
ぎ
り
、
法
は
他
の
専
門
職
集
団
に
よ
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る
植
民
地
化
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
情
報
技
術
の
管
理
は
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
法
律
図
書
館

職
は
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
た
学
問
分
野
で
あ
り
、
そ
の
中
で
法
情
報
に
関
す
る
専
門
家
は
、
一
緒
に
働
く
法
学
教
授
よ
り
も
複
雑
で

込
み
入
っ
た
法
的
調
査
を
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
。
あ
る
比
較
法
専
門
家
は
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
対
す
る
法
の
依
存
を
認
識
し
、

自
ら
の
こ
と
を
「
法
情
報
技
術
者
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
法
情
報
技
術
と
は
別
な
ス
キ
ル
を
備
え
た
法
律
家
と
し

て
、
単
な
る
法
情
報
技
術
者
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
他
の
領
域
出
身
の
専
門
家
に
乗
っ
取
ら
れ
る
と
い
う
危
険
を
冒

し
て
い
る
。

　
法
は
、
教
授
と
分
析
の
手
段
で
あ
る
言
語
が
多
く
の
人
が
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
他
の
領
域
の
専
門
家
に
よ
る
植
民
地
化

の
危
険
が
あ
る
。
法
的
認
識
の
「
ス
キ
ル
」
を
、
後
に
非
常
に
高
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
用
い
る
た
め
に
は
練
習
と
才
能
と
が
必
要
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
自
身
、
短
期
間
で
取
得
す
る
の
が
難
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
司
法
試
験
（
と
、
世
界
中
に
あ
る
類
似
の
仕
組
み
）
の
機
能
の

一
つ
は
法
的
認
識
ス
キ
ル
の
信
用
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
た
め
で
あ
る
。
司
法
試
験
が
一
般
論
と
し
て
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
や
法
曹
が
圧
倒

的
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
る
ス
キ
ル
を
試
験
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
（
ア
メ
リ
カ
の
ロ
：
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
の
た

め
の
ピ
ω
〉
↓
試
験
が
、
実
務
上
、
学
問
上
の
成
功
を
予
測
す
る
指
標
と
し
て
の
有
用
性
は
疑
わ
し
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
逆
も

ま
た
本
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
）
司
法
試
験
は
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
「
ス
キ
ル
」
の
伝
達
に
関
す
る
客
観
的
な
尺
度
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
、
市
場
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
に
関
し
て
の
保
証
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る

種
の
情
報
に
関
す
る
代
理
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
（
法
に
関
す
る
認
知
ス
キ
ル
を
実
質
に
取
得
し
た
と
い
う

だ
け
の
状
態
と
対
比
さ
れ
る
）
法
に
お
け
る
正
式
な
資
格
に
は
ま
だ
商
品
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
法
的
な
思
考
枠
組
み
の
柔
軟
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
お
い
て
法
学
教
育
を
、
卒
業
後
最
初
の
五
年
く
ら
い
は
法
実
務
に
従
事
す
る

と
し
て
も
、
法
以
外
の
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
あ
る
種
の
一
般
的
な
準
備
に
適
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
今
日
の
英
米
法
圏
の
ロ
ー
・
ス

72東洋文化研究4号



ク
ー
ル
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
の
領
域
の
専
門
家
（
あ
る
い
は
、
法
学
が
学
部
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
国
々
で

は
複
数
の
学
位
を
め
ざ
す
学
生
）
の
数
が
ど
ん
ど
ん
増
加
し
て
お
り
、
彼
ら
が
法
と
科
学
、
医
学
、
工
学
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
経
済
学
と
を

混
ぜ
合
わ
せ
、
知
的
財
産
管
理
、
保
健
衛
生
管
理
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
リ
ス
ク
管
理
と
い
っ
た
新
し
い
実
務
領
域
を

作
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
複
数
の
法
律
協
会
が
複
合
的
領
域
実
務
（
法
律
家
と
非
法
律
家

と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
）
に
反
対
し
続
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
に
お
い
て
大
変
な
抵
抗
に
遭
っ
て
い
る
。
反
対
す
る
表
向

き
の
理
由
は
利
害
関
係
の
抵
触
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
法
的
な
仕
事
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
役
割
、

構
成
に
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
な
他
の
法
域
で
は
こ
の
問
題
は
す
で
に
解
決
済
み
で
あ
り
、

複
合
的
な
領
域
に
及
ぶ
実
務
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
律
家
は
他
の
専
門
職
と
同
じ
よ
う
に
独
占
禁
止
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
領
域
が
法
の
方
向
へ
移
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
学
教
育
の
自
己
基
準
的
な
性
質
を
強
化

す
る
。
ご
く
最
近
ま
で
英
米
法
圏
の
伝
統
の
下
で
、
ロ
i
・
ス
ク
ー
ル
は
、
伝
統
的
な
（
正
式
な
法
律
文
書
の
起
草
と
法
廷
で
の
弁
論

と
い
う
）
法
実
務
以
上
の
準
備
が
卒
業
生
に
必
要
と
さ
れ
る
な
ど
と
真
剣
に
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
の
前
提
は
、
ロ
ー
・
ス
ク

ー
ル
へ
の
入
学
者
が
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
日
本
を
含
め
主
要
な
海
外
の
法
域
に
お
け
る
改
革
が
海
外
か
ら
の
留
学
生
の
も
た
ら
す
収
入

の
流
れ
を
変
更
す
る
蓋
然
性
が
あ
り
、
法
実
務
の
性
質
が
ま
だ
ま
だ
変
化
し
つ
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
法
学
教
育
と
い
う
市
場
に
お
い
て
、
現
在
再
評
価
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
の
変
化
の
例
は
沢
山
あ
る
。
比
較
的
狭
い
ス
キ
ル
の
軌
道
に
沿
っ
て
査
定
し
た
と
し
て
も
、
ご
く
普
通
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
を
担
当
す
る
法
律
家
で
す
ら
、
複
雑
な
銀
行
取
引
や
金
融
取
引
、
企
業
合
併
や
併
合
、
破
産
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
に
は
数
字
と
経
済
学
に
関
し
て
今
ま
で
以
上
に
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
取
引
が
国
外
で
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
国
際

法
や
比
較
法
の
難
解
な
側
面
（
た
と
え
ば
慣
習
法
や
イ
ス
ラ
ム
法
）
や
海
外
に
お
け
る
政
治
情
勢
の
動
向
は
、
多
く
の
国
際
的
な
取
引
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に
関
与
す
る
法
律
家
に
と
っ
て
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
技
術
に
関
す
る
起
業
や
知
的
財
産
管
理
も
ま
た
法
的
な
ル
ー
ル
の
、

白
黒
が
は
っ
き
り
し
た
単
純
な
適
用
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
つ
ま
り
、
組
織
力
学
や
技
術
の
性
質
、
継
続
的
な
関
係
を
前
提
と
し
た
契

約
な
ど
に
つ
い
て
の
独
創
的
な
理
解
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
に
述
べ
る
の
は
伝
統
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
一
連
の
ス
キ
ル
に
対
す
る
、
よ
り
改
善
さ
れ
た
一
連
の
ス
キ
ル
の
提
案
で
あ
る
。

　
．
（
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
情
報
源
で
あ
る
か
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
情
報
源
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
大
量
の
情
報
を
迅
速
に
理

　
　
解
し
、
有
用
な
情
報
と
信
用
で
き
な
い
情
報
と
を
区
別
す
る
能
力

　
・
自
ら
調
査
検
索
を
行
い
、
新
鮮
な
情
報
を
収
集
し
、
効
果
的
に
分
析
す
る
能
力

　
・
法
以
外
の
領
域
の
情
報
の
熟
知
、
精
通

最
後
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
改
善
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
法
情
報
専
門
家
は
情
報
を
選
り

す
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
情
報
を
最
終
的
に
有
用
に
す
る
の
は
、
情
報
を
「
理
解
す
る
」
と
い
う
法
律
家
の
能
力
だ

か
ら
で
あ
る
。

　
国
際
取
引
と
は
無
関
係
な
国
内
法
専
門
の
法
律
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
に
重
要
な
ス
キ
ル
は
な
い
と
い
う
ほ
ど
重
要
な
「
新
し
い
」

ス
キ
ル
は
対
人
的
な
ス
キ
ル
で
あ
る
。
つ
ま
り
非
常
に
異
な
る
状
況
に
お
か
れ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
理
解
し
あ
う
能
力
、
あ
る
い

は
、
な
じ
み
の
な
い
背
景
出
身
の
人
々
や
法
律
家
で
は
な
い
専
門
家
、
非
常
に
異
な
っ
た
考
え
を
有
す
る
依
頼
者
と
効
果
的
に
仕
事
が

で
き
る
よ
う
に
と
、
自
ら
の
文
化
や
環
境
に
拘
泥
し
な
い
能
力
で
あ
る
。
国
内
法
専
門
の
法
律
家
で
あ
っ
て
も
、
国
際
的
な
問
題
を
主

に
処
理
す
る
法
律
家
で
あ
っ
て
も
、
法
律
家
は
自
ら
と
は
非
常
に
異
な
る
依
頼
者
に
対
し
て
助
言
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
多
種
多
様
な
学
問
背
景
を
持
っ
た
専
門
家
や
規
制
者
と
交
渉
す
る
必
要
が
あ
る
。
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ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
「
ス
キ
ル
」
は
、
専
門
職
に
関
す
る
倫
理
の
最
初
に
あ
る
専
門
職

と
し
て
の
連
帯
の
感
覚
で
あ
る
。
法
的
訓
練
を
受
け
た
人
の
数
が
増
え
る
と
、
法
律
家
協
会
の
よ
う
な
単
一
の
専
門
職
団
体
が
法
律
家

の
活
動
す
べ
て
を
監
視
し
、
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
専
門
職
と
し
て
の
法
律
家
は
政
府
と
社
会
に
対
し
て
、
法
律
家
は
個

人
と
し
て
も
、
ま
た
専
門
職
組
織
を
通
じ
て
も
、
自
治
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
学
教
育
の
も

っ
と
も
早
い
段
階
か
ら
倫
理
規
範
を
形
成
し
、
尊
重
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
卒
業
生
が
専
門
職
と
し
て
の
仕
事
の
領
域
に
対
す
る

攻
撃
に
も
耐
え
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

日
本
に
対
す
る
示
唆

　
法
学
教
育
を
改
革
す
る
必
要
に
直
面
し
た
国
々
は
、
日
本
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
最
上
の
慣
例
」
と
さ
れ
て
い
る
例
、
し
ば
し

ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
手
本
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
う
す
る
に
あ
た
り
、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
き
、
高
く
評
価
さ
れ
た
手
本
と

い
う
の
は
す
で
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
大
部
分
の
機
構
に
お
け
る
改
革
の
遅
延

は
、
「
有
言
不
実
行
」
が
普
通
で
あ
り
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
教
育
手
法
は
望
ま
し
い
と
思
う
手
法
に
は
到
底
及
ば
な
い
。

　
私
が
描
写
し
た
「
対
人
的
な
ス
キ
ル
」
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
多
く
の
ロ
ー
・
ス
ク
！
ル
で
は
ま
だ
公
然
と
発
展
さ
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

伝
統
的
な
ス
キ
ル
と
比
較
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
大
切
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
し
て
、
法
学
者
す
べ
て
が
意
識
的
に
強
調

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
説
明
す
る
。

　
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
変
化
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
短
期
的
に
見
る
と
相
対
的
に
些
細
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
と
こ

ろ
、
日
本
の
法
律
家
の
圧
倒
的
に
優
れ
た
ス
キ
ル
は
受
験
技
術
で
あ
る
。
司
法
試
験
と
日
本
に
お
け
る
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
選
抜
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と
が
切
断
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
様
々
に
異
な
る
種
類
の
法
律
家
の
仕
事
に
関
し
て
、
本
当
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
ス
キ
ル
は
何
な
の
か

に
関
す
る
賢
明
な
議
論
を
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
の
「
法
科
大
学
院
」
計
画
の
限
界
の
一
つ
は
、
将
来
の
法
律
家
に
と
っ
て
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
学
際
的

教
育
を
作
り
出
す
困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
を
学
ぶ
学
生
の
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
％
が
法
以
外
の
学

位
（
し
ば
し
ば
博
士
号
ま
で
）
取
得
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
法
学
を
経
済
学
、
科
学
、
社
会
学
、
心
理
学
そ
の
他
と
よ
り

効
率
的
に
結
合
さ
せ
る
必
要
性
に
、
日
本
の
政
策
形
成
者
の
全
員
が
気
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
だ
が
こ
れ
ら
の
内
省
は
、
日
本
に
お
い
て
時
間
が
経
て
ば
よ
り
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
点
に
関

し
て
、
筆
者
は
楽
観
的
で
あ
る
。
こ
の
制
度
改
革
の
た
め
の
非
常
に
短
い
時
間
の
枠
組
み
の
中
で
、
そ
し
て
、
そ
の
改
革
自
身
が
外
部

か
ら
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
る
と
、
間
違
い
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
し
、
結
果
は
完
全
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
比
較
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
外
国
の
「
モ
デ
ル
」
も
そ
う
で
あ
る
。
わ
か
っ

て
い
る
こ
と
は
、
将
来
の
教
育
改
革
は
避
け
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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注
（
1
）
　
「
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
に
お
い
て
の

　
　
理
解
と
異
な
り
、
大
学
院
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
教
育
で
は
な
く
、
学

　
　
部
段
階
の
教
育
機
関
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、

　
　
一
般
的
な
意
味
で
の
法
学
教
育
機
関
と
し
て
「
ロ
ー
。
ス
ク
ー

　
　
ル
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
2
）
　
法
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
経
済
産
業
省
の
見
解
に
は
独
特
の

　
　
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
、
商

　
　
取
引
上
の
問
題
、
と
く
に
知
的
財
産
に
つ
い
て
の
問
題
を
争
い
、

　
　
統
制
す
る
法
的
な
場
に
関
す
る
国
家
規
模
で
の
能
力
と
自
給
自

　
　
足
と
に
非
常
な
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



キ
ー
ワ
ー
ド

法
学
教
育

技
術
と
し
て
の
法

制
度
と
し
て
の
法

学
際
領
域
の
統
合

対
人
的
、
心
理
的
ス
キ
ル
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Legal　Reforms　in　the　Asia－Pacific　Area（2）

Global　Standards　for　Japanese　Legal　Education

Veronica　Taylor

Key　words：legal　education，1aw　as　technology，　law　as　social

institution，　disciplinary　migration，　people　skill，　affective　skill

　The　2001　Judicial　System　Reform　Council　report，　at　its　core，

recommends　sweeping　changes　to　the　education，　professional

training　and　employment　of　legal　professionals　in　Japan，　applying

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii



anew　economic　orthodoxy　to　the　domain　of　law．　There　are　some

common　challenges　for　legal　education　across　illdustrialized　countries

that　have　emerged　in　the　last　10　years　or　so，　because　of　significant

changes　in　how　the　world　is　regulated．

　　Within　American　and　Australian　legal　education　and　within

those　most　concerned，　there　coexist　two　different　viewpoints：law

as　technology　and　law　as　social　institution，　But　these　views　and

the　skills　they　identify　are　not　sufficient　to　face　these　challenges．

The　traditional　skill－set　and　its　training　do　not　serve　future　lawyers

for　they　shall　face　the　rise　of　other　disciplines，　parlicularly

economics　in　their　policy－and　decision－making　process，　for　their

skills　use－by　date　does　not　match　demands　in　twenty－years　time，

and　law　as　a　single　discipline　will　not　be　able　to　keep　up　with

coming　changes．　In　addition　to　the　refinement　to　the　traditional

skill　set，　lawyers　will　be　expected　to　acquire　the　ability　to　commu・

nicate　with　a　wide　range　of　people。

　　Although　the　present　arguments　on　Japanese　legal　education

reform　do　not　consider　much　of　these　issues，　we　know　that　future

educational　ch母nges　in　any　country　are　unavoidable．
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