
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、 

法
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
追
究

　
「
法
人
類
学
」
は
、
文
化
人
類
学
の
面

か
ら
法
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
究
す
る
学
問

分
野
で
あ
る
。「
具
体
的
に
何
を
研
究
す
る

か
と
言
う
と
、
研
究
対
象
の
地
域
に
暮
ら

す
人
々
が
“
法
”
に
つ
い
て
ど
う
考
え
、

ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か
、
と
い
っ

た
こ
と
。
例
え
ば
、
争
い
事
や
も
め
事
の

解
決
で
法
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る

か
を
現
地
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）

し
て
研
究
し
、
法
と
そ
の
社
会
と
の
関
わ

り
を
見
つ
め
て
い
き
ま
す
」

　
「
法
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
も
再
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
、
と
先
生
。「
一
般
に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
条
文
に
な
っ
て
い

る
な
ど
国
家
に
よ
る
後
ろ
盾
が
あ
る
“
国

家
法
”
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
社
会

の
中
で
ル
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
法

に
は
、
特
に
条
文
な
ど
に
な
っ
て
い
な
く

て
も
そ
の
社
会
の
中
で
確
立
し
秩
序
の
維

持
に
利
用
さ
れ
て
き
た“
慣
習
法
”と
い
っ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
法
人
類
学
で
は
、

国
家
法
ば
か
り
で
な
く
慣
習
法
も
含
め
た

法
と
、
社
会
と
の
関
係
を
追
究
し
て
い
き

ま
す
」

　

先
生
が
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い

る
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
る
。「
法
人
類

学
に
お
い
て
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の

が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
ア
フ
リ
カ

と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
だ
っ
た
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
現
地
の

秩
序
を
利
用
し
な
が
ら
統
治
す
る
方
針
を

支
配
国
が
採
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
民
族
集

団
が
住
ん
で
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
秩
序

の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
を
形
成
し
て

い
る
の
か
と
い
っ
た
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
た
研
究
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
す
」
調
査
地

を
決
め
る
修
士
時
代
、
所
属
し
て
い
た
研

究
室
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
専
門
と
す
る
教

員
が
い
た
こ
と
も
あ
り
、
先
生
は
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
を
選
択
。特
に
関
心
の
あ
っ
た「
一

般
の
人
々
は
法
の
拠
点
で
あ
る
裁
判
所
を

ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か
」
を
調

査
・
研
究
す
る
た
め
、
北
ス
マ
ト
ラ
州

都
・
メ
ダ
ン
に
2
年
間
滞
在
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
少
知
識
が
あ
る
と
「
現

地
の
裁
判
所
は
危
険
」、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
人
権
意
識
の
浸
透
が
不
十
分
で
法
制
度

も
機
能
し
て
お
ら
ず
、
現
地
の
裁
判
所
は

時
に
汚
職
や
犯
罪
組
織
暗
躍
の
場
に
な

る
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
だ

と
い
う
。
し
か
し
現
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
人

か
ら
話
を
聞
き
、
法
や
裁
判
所
を
改
め
て

考
察
す
る
中
で
、
調
査
前
に
抱
い
て
い
た

印
象
と
は
全
く
異
な
る
姿
が
見
え
て
き

た
、
と
先
生
は
言
う
。「
法
制
度
の
存
在
感

で
き
る
だ
け
先
入
観
な
く
人
々
の
話
を
聞
き
、

思
い
込
み
か
ら
自
分
を
解
放
す
る
。

そ
の
向
こ
う
に
発
見
が
あ
る
。

高 野 さ や か 准 教 授

総 合 政 策 学 部

高
野
先
生
が
専
門
と
す
る
法
人
類
学
は
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
主
な
研

究
手
法
と
す
る
「
文
化
人
類
学
」を
基
盤
と
す
る
も
の
だ
。「
た
だ
資
料
を

読
む
だ
け
で
は
何
か
足
り
な
い
の
で
は
…
…
？
」そ
ん
な
疑
問
を
抱
い
て

い
た
大
学
時
代
、「
人
々
か
ら
話
を
聞
い
て
学
べ
る
」文
化
人
類
学
に
出

会
い
、興
味
を
持
っ
た
、と
先
生
は
キ
ャ
リ
ア
の
第
一
歩
を
振
り
返
る
。

そ
し
て
教
員
と
な
っ
た
現
在
、「
文
化
に
向
き
合
う
に
は
、先
入
観
を
手

放
し
、人
々
の
話
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
大
切
」と
学
生

に
伝
え
て
い
る
。先
生
が
こ
れ
ま
で
の
歩
み
の
中
で
培
っ
て
き
た
こ
の

姿
勢
に
、異
な
る
価
値
観
を
持
つ
者
同
士
が
対
話
す
る
カ
ギ
が
潜
ん
で

い
る
。



は
あ
る
し
、
裁
判
所
は
日
本
同
様
、
刑
事

裁
判
も
民
事
裁
判
も
行
っ
て
い
て
、
一
般

の
人
々
か
ら
も
土
地
の
登
記
な
ど
で
利
用

さ
れ
て
い
る
。
地
域
に
根
付
い
て
社
会
の

維
持
に
貢
献
し
て
い
る
様
子
が
見
え
て
き

ま
し
た
」
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
中
で
そ

う
し
た
発
見
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
先
生

は
研
究
を
進
め
て
い
っ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
慣
習
法 

「
ア
ダ
ッ
ト
」
の
実
態
を
模
索
し
て

　

先
生
の
研
究
の
中
で
代
表
的
な
も
の
の

一
つ
が
、「
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
法
と
社
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

あ
る
。
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
と
は
、
30

年
以
上
大
統
領
を
務
め
た
ス
ハ
ル
ト
が
辞

任
し
た
１
９
９
８
年
以
降
を
指
す
。
こ
の

時
期
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
急
速
に
民
主
化

し
、
法
整
備
の
改
革
も
国
外
か
ら
の
支
援

の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
中
で
先
生
が
着
目
し
た
の
が
「
Ａ

Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
き
）
の
活

用
」。
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は
、
あ
っ
せ
ん
や
調
停
、

仲
裁
と
い
っ
た
、
裁
判
以
外
の
手
法
で
も

め
事
を
解
決
す
る
方
法
で
あ
る
。「
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
法
制
度

の
流
れ
を
世
界
的
に
見
る
と
、
専
門
家
で

は
な
い
人
々
の
い
わ
ば
“
市
民
感
覚
”
を

ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
問
題
提
起
が

各
地
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
に
、
国

家
が
定
め
た
法
制
度
の
枠
組
み
に
沿
っ
て

専
門
家
が
善
悪
を
判
断
す
る
従
来
の
方
法

を
、
一
般
の
人
々
に
利
用
し
や
す
く
す
る

た
め
に
は
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
考
え
が

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
対
極
に
、
専
門

知
識
が
社
会
の
実
情
か
ら
離
れ
て
い
っ
て

い
る
現
状
は
望
ま
し
く
な
い
、
非
専
門
的

な
市
民
感
覚
を
む
し
ろ
積
極
的
に
法
制
度

に
取
り
入
れ
よ
う
、
と
い
う
動
き
が
あ
り

ま
す
。
後
者
の
流
れ
で
登
場
し
た
の
が
日

本
で
も
話
題
と
な
っ
た
裁
判
員
制
度
や
、

裁
判
に
頼
ら
ず
当
事
者
同
士
の
話
し
合
い

で
紛
争
解
決
を
図
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
っ
た
制

度
で
す
」

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合
、
社
会
維
持
の

た
め
の
秩
序
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
法

に
は
、
国
家
法
の
ほ
か
に
ア
ダ
ッ
ト
（
慣

習
法
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
存
続
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
集
団

が
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
の
中
で
培
っ
て
き
た
も

の
だ
。
こ
の
ア
ダ
ッ
ト
が
曲
者
で
、
明
文

化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
ど
の
よ
う
に
も
解

釈
で
き
、
紛
争
解
決
の
障
害
に
な
る
こ
と

メダンの裁判所で争われた裁判資料。公開されているのはほん
の一部であるため、取得にかなり苦労したとのこと。

東京大学教養学部超域文化科学科卒業。東京大
学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士

課程修了。東京大学大学院総合文化研究科助教、日本学術振興会特別研究員（PD）を経て、
2016年より中央大学総合政策学部准教授。専門は文化人類学、法と開発。

高野 さやか（たかの さやか）



が
あ
る
。「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
多
民
族
国
家

で
、
ア
ダ
ッ
ト
も
民
族
集
団
の
数
だ
け
あ

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
時
に
は
国
家
法
よ
り

優
先
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
地
域
の
実
情

を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
、
国
家
法

に
対
立
す
る
存
在
と
し
て
ア
ダ
ッ
ト
を
位

置
付
け
た
り
、
ア
ダ
ッ
ト
が
あ
る
の
だ
か

ら
国
家
法
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
捉
え

て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
地
域
の
文
化
を
踏

ま
え
た
上
で
ア
ダ
ッ
ト
の
実
態
を
つ
か
も

う
と
し
て
も
、“
ア
ダ
ッ
ト
と
は
こ
う
い
う
も

の
”
と
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。
け
れ
ど

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
で
そ
れ
が
重
要
な
こ

と
は
明
確
。
結
局
そ
の
存
在
が
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
化
し
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
て
い

ま
し
た
」

た
ど
り
着
い
た
結
論
― 

「
ア
ダ
ッ
ト
」
の
概
念
を
変
え
る

　

先
生
は
研
究
を
進
め
る
中
で
、「
ア
ダ
ッ

ト
に
つ
い
て
の
概
念
を
変
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
？
」
と
い
う
考
え
を
抱
い
た

そ
う
だ
。「
ア
ダ
ッ
ト
と
い
う
確
固
た
る
も

の
が
存
在
し
て
い
て
そ
の
内
実
を
明
ら
か

に
す
る
、
と
い
う
立
場
が
従
来
の
主
流
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
ア
ダ
ッ
ト
の
実

態
を
見
つ
め
る
と
、
社
会
の
動
き
や
国
家

法
の
影
響
ま
で
を
も
受
け
な
が
ら
、
適
宜

定
義
し
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
可
変
的

な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、

改
め
て
研
究
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
メ

ダ
ン
の
住
民
運
動
を
モ
チ
ー
フ
に
扱
い
な

が
ら
、
そ
の
よ
う
な
提
言
を
行
い
ま
し
た
」

　

博
士
時
代
に
始
め
ら
れ
た
こ
の
研
究
は

２
０
１
５
年
、
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
こ
の
『
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト

期
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
と
社
会
―
裁
く
こ

と
と
裁
か
な
い
こ
と
の
民
族
誌
』は
翌
年
、

日
本
法
社
会
学
会
学
術
大
会
に
お
い
て
第

17
回
日
本
法
社
会
学
会
奨
励
賞
（
著
書
部

門
）
を
受
賞
し
た
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
舞
台
に
、
法
と
社
会

と
の
関
わ
り
を
追
究
し
て
き
た
先
生
。
そ

の
眼
差
し
は
、
今
、
よ
り
大
き
な
フ
ィ
ー

ル
ド
へ
注
が
れ
て
い
る
。「
法
の
動
き
は
、

も
は
や
国
単
位
で
完
結
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合
、
そ

の
質
の
向
上
に
向
け
て
条
文
の
作
成
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
な
ど
、
日
本
や
欧
米
諸
国
が

国
際
協
力
の
形
で
関
わ
っ
て
い
ま
す
」

　

こ
う
し
た
支
援
は
、
そ
の
国
の
正
義
や

善
悪
の
確
立
に
も
関
わ
る
。
こ
の
よ
う
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も

た
ら
す
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
発
展

さ
せ
る
形
で
追
究
し
た
い
と
、
先
生
は
今

後
の
抱
負
を
語
っ
た
。

善
悪
正
否
の
決
め
つ
け
は 

発
見
や
対
話
の
障
害
と
な
る

　

法
人
類
学
を
は
じ
め
文
化
人
類
学
を
学

ぶ
面
白
さ
を
、「
見
方
が
変
わ
る
こ
と
」
だ

と
先
生
は
言
う
。「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

際
に
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
自
分
が

持
っ
て
い
る
善
悪
の
判
断
を
い
っ
た
ん
保

留
に
し
て
人
々
に
向
き
合
う
こ
と
。
お
話

を
伺
う
方
々
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
な

が
ら
、
こ
こ
で
何
が
起
き
て
い
る
か
、
そ

れ
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
聞
か
せ
て
も

ら
う
。“
こ
の
地
域
に
は
解
決
す
る
べ
き
問

題
が
あ
る
”と
先
入
観
を
抱
い
て
い
る
と
、

現
地
の
人
々
に
話
を
聞
い
て
も
そ
の
場
所

インドネシア・メダンでのフィールドワークの様子。

2016年には、優れた本を発表した若手・中
堅の研究者に贈られる日本法社会学会　奨
励賞（著書部門）を受賞。

現時点での研究の集大成ともいえる先生のご
著書。国家法と慣習法との関係を論じている。



の
日
常
的
な
姿
は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。 

い
ろ
い
ろ
な
人
の
考
え
を
知
り
、
そ
れ
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
自
分
の
見

方
も
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
偏
り
の
な
い
視

野
が
拓
け
て
く
る
。
そ
の
時
、
現
地
の
人

も
把
握
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
に
気
づ

い
て
、
新
た
な
何
か
を
提
示
す
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

現
在
、
善
悪
正
否
を
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
二
元
論
的
な
価
値
感
が
世
界
的
に
広

が
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
、
最
初
か
ら
相
手

を
悪
・
否
と
決
め
て
か
か
っ
て
は
、
実
り

あ
る
対
話
は
難
し
い
。
先
生
が
大
切
に
す

る
「
自
分
の
価
値
観
を
い
っ
た
ん
保
留
に

し
て
相
手
に
向
き
合
う
」
姿
勢
は
遠
回
り

に
思
え
る
け
れ
ど
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ

社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
ん

な
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
有
効
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

結
論
を
急
が
ず
、 

無
理
に
答
え
を
出
さ
ず

　

２
０
１
6
年
に
本
学
に
就
任
し
た
先
生

の
ゼ
ミ
で
は
少
人
数
制
の
環
境
を
活
か

し
、学
生
一
人
ひ
と
り
に
向
き
合
っ
て
じ
っ

く
り
話
を
聞
き
、
何
に
関
心
が
あ
る
か
を

一
緒
に
見
極
め
る
な
ど
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

を
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
と
に
か
く
の
び

の
び
学
ん
で
も
ら
い
た
い
、
と
先
生
。「
こ

ち
ら
か
ら
知
識
を
教
え
込
む
の
で
は
な

く
、
学
生
が
や
る
気
を
持
っ
て
研
究
を
進

め
ら
れ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
」

ゼ
ミ
に
所
属
す
る
学
生
の
関
心
は
、
開
発

援
助
や
社
会
問
題
の
解
決
、
異
文
化
理
解

な
ど
、「
文
化
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て

い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

　

学
生
た
ち
が
「
文
化
」
に
向
き
合
う
際

に
は
「
物
事
を
相
対
化
す
る
」
姿
勢
を
身

に
つ
け
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
、
と
先
生

は
話
す
。「
見
て
い
る
も
の
に
対
し
て
思
い

込
み
や
先
入
観
を
抱
い
て
い
な
い
か
自
分

を
顧
み
て
、
心
当
た
り
が
あ
れ
ば
そ
れ
を

手
放
す
よ
う
心
が
け
、
現
在
よ
り
も
も
う

少
し
高
い
視
点
か
ら
対
象
を
改
め
て
見
つ

め
る
。
文
化
人
類
学
に
取
り
組
む
上
で
、

相
対
化
の
姿
勢
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
」

　

そ
れ
は
決
し
て
物
事
を
斜
に
構
え
て
見

る
の
で
は
な
く
、
良
い
面
も
悪
い
面
も
あ

る
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
と
め
る
こ

と
だ
と
先
生
は
言
う
。「
現
代
は
白
黒
を
明

確
に
す
る
の
が
好
ま
れ
ま
す
が
、
文
化
人

類
学
で
は
す
っ
き
り
し
た
答
え
が
出
な
い

こ
と
も
多
い
。
結
論
を
急
が
ず
、
無
理
に

答
え
を
出
さ
ず
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
結
論
を
急
ぐ
と
事
実

を
つ
い
単
純
化
し
て
し
ま
い
が
ち
。
け
れ

ど
そ
の
際
に
切
り
落
と
し
た
枝
葉
末
節
に

思
え
る
こ
と
に
、
重
要
な
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
」

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　
「
高
校
で
世
界
史
を
選
択
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
文
化
人
類
学
を
専
攻
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
？
」「
興
味
が
あ
る
け
れ

ど
英
語
が
苦
手
で
…
…
」
と
い
っ
た
声
を

学
生
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

度
、「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
な
の
に
、
自
分

を
減
点
法
で
見
て
い
て
大
変
そ
う
だ
な
」

と
感
じ
ま
す
。

　

失
敗
や
挫
折
へ
の
不
安
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
ど
ん
な
経
験
も
ム
ダ
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
自
分
に
対
す
る
思
い
込
み
を

手
放
す
こ
と
を
、
ま
ず
始
め
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
す
る
と
楽
に
な
る
し
、
新
し

い
も
の
に
出
会
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
気
づ

か
ず
に
い
た
何
か
を
発
見
す
る
こ
と
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
先
入
観
に
囚
わ
れ
る
頑
な

さ
か
ら
自
分
を
解
放
し
て
、「
手
放
す⇒

発

見
す
る
」
と
い
う
心
躍
る
体
験
を
、
ぜ
ひ

味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

2年次生のゼミ風景。開設したばかりの少人数環境ながら、学生一人ひとりとじっくり対話する、
きめ細かな指導が行われている。


