
社
会
の
変
化
に
、
法
学
は 

い
か
に
対
応
し
て
い
く
か

　

堤
先
生
の
お
話
は
、「
法
律
」
で
は
な
く

時
代
状
況
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
２
つ
を
結
ぶ
こ
と
こ
そ
、
先
生
の
研
究

の
真
髄
な
の
だ
。

「
総
合
政
策
学
部
が
創
設
さ
れ
た
１
９
９

３
年
は
、
国
際
的
に
は
東
西
冷
戦
が
終
わ

り
、
国
内
的
に
は
バ
ブ
ル
経
済
が
終
わ
っ

た
す
ぐ
後
で
し
た
。
そ
の
後
、
国
内
で
は

95
年
に
阪
神
淡
路
大
震
災
や
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
01
年
に
９
・

11
事
件
が
起
き
、
今
も
08
年
の
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
は
続
い
て
い
ま
す
」

　

総
合
政
策
学
部
創
設
後
を
み
て
も
、
世

界
は
ま
さ
に
激
動
の
時
代
に
あ
っ
た
が
、

法
制
度
は
そ
う
し
た
動
き
と
無
縁
で
は
な

い
、
と
堤
先
生
は
語
る
。

「
東
西
冷
戦
の
終
焉
と
民
族
紛
争
は
テ
ロ

の
あ
り
方
を
変
え
、
バ
ブ
ル
の
処
理
で
み

ら
れ
た
不
祥
事
は
日
本
の
金
融
規
制
を
変

え
、〝
失
わ
れ
た
10
年
（
バ
ブ
ル
終
焉
に
始

ま
る
不
況
期
）〟
へ
の
評
価
は
商
法
に
代

わ
る
会
社
法
制
定
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

ま
た
、
社
会
の
安
全
へ
の
関
心
は
防
犯
カ

メ
ラ
の
設
置
や
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
増

加
を
生
ん
で
い
ま
す
」

　

変
化
の
激
し
い
こ
の
時
代
に
、
世
界
が

向
か
う
方
向
は
未
知
数
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
が
法
律
か
ら
み
え
て
く
る
と
い
え
ば
、

皆
さ
ん
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。

「
こ
こ
10
年
間
の
法
制
度
改
革
だ
け
を
み

て
も
、
そ
の
評
価
や
位
置
づ
け
が
日
本
を

方
向
づ
け
、
世
界
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。加
え
て
、変
容
を

続
け
る
社
会
で
、
現
在
の
法
制
度
の
見
直

し
も
予
想
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、グ
ロ
ー
バ

ル
化
、ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
進
む
な
か
、文

化
や
法
体
系
を
異
に
す
る
国
や
地
域
が
協

力
す
る
た
め
に
、
法
制
度
の
面
か
ら
手
当

て
で
き
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

総
合
政
策
学
部
は
（
複
数
の
学
問
分
野

に
ま
た
が
る
）
学
際
的
な
研
究
が
一
つ
の

特
徴
だ
が
、
法
学
を
、
そ
う
し
た
研
究
の

一
分
野
と
捉
え
る
の
も
堤
先
生
な
ら
で
は

の
発
想
で
あ
る
。
そ
の
手
法
こ
そ
が
「
法

学
は
今
、
装
い
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
堤
先
生
の

研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
。

　

今
あ
る
制
度
を
前
提
に
精
緻
な
ル
ー
ル

体
系
を
導
き
出
す
「
日
本
の
正
統
な
法

学
」。
そ
れ
に
対
し
堤
先
生
は
、
自
身
を

法
学
研
究
の
道
に
導
い
た
初
代
学
部
長
の

渥
美
東
洋
先
生
の
言
を
引
用
し
つ
つ
、
学

際
的
な
法
学
研
究
に
よ
る
〝
新
た
な
法
学

の
装
い
〟
に
つ
い
て
語
る
。

「
現
行
の
法
制
度
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
に

適
合
し
て
い
る
の
か
、
適
合
す
る
に
は
ど

う
す
べ
き
か
。
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る
考
察
が

一
つ
の
国
の
出
来
事
が
、世
界
を
揺
る
が
す
動
き
に
つ
な
が
る
よ
う
な

大
き
く
激
し
い
う
ね
り
を
見
せ
る
時
代
の
な
か
に
あ
っ
て
、法
学
だ
け
が

法
律
と
い
う
厳
重
な
壁
の
な
か
で
守
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

堤
和
通
先
生
は
、法
学
を
時
代
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
考
え
方
か
ら

見
つ
め
る
。そ
れ
は
、堤
先
生
に
と
っ
て
法
学
の
「
装
い
を
新
た
に
す
る

こ
と
」だ
。

従
来
の
法
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
、人
間
的
な
深
み
の
あ
る
世
界
に

堤
先
生
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
言
葉
が
出
合
わ
せ
て
く
れ
る
。

法
の
世
界
だ
け
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
、

“
新
し
い
装
い
の
法
学
”
を
目
指
す
。

そ
れ
は
、
法
と
時
代
と
、
人
間
を

結
び
つ
け
る
こ
と
だ

堤  和 通 教 授

総 合 政 策 学 部



法
学
に
求
め
ら
れ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

渥
美
東
洋
先
生
は
『
足
に
合
わ
せ
て
靴
を

選
ぶ
よ
う
に
、
社
会
の
あ
り
よ
う
に
合
わ

せ
て
法
を
考
え
る
』
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

今
の
法
制
度
は
、
18
世
紀
後
半
に
登
場

し
た
思
想
や
哲
学
を
母
体
と
し
ま
す
が
、

19
世
紀
末
に
は
、
古
典
近
代
の
社
会
か
ら

の
変
容
が
論
じ
ら
れ
、現
在
に
至
る
ま
で
、

都
市
化
、
大
衆
化
、
国
際
化
、
情
報
化
、

液
状
化
な
ど
、
社
会
構
造
の
変
化
を
語
っ

た
用
語
が
多
数
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
変
化
に
法
制
度
が
ど
う
応

え
、
適
合
し
て
い
く
か
を
考
え
る
に
は
、

法
体
系
ご
と
に
閉
じ
た
思
考
で
は
な
く
、

社
会
の
変
化
を
捉
え
、
人
間
の
あ
り
様
を

描
く
社
会
科
学
と
人
文
学
に
教
え
を
請
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
様
々
な
学
問
の
知
見

を
学
び
、
法
の
解
釈
と
立
法
を
考
え
る
の

が
、
装
い
を
新
た
に
し
た
法
学
で
す
」

「
法
の
原
理
」
と
は
、 

い
ま
社
会
が
何
を
考
え
て 

い
る
か
を
考
え
る
こ
と

　

堤
先
生
に
よ
れ
ば
、
社
会
科
学
や
人
文

学
な
ど
他
分
野
と
連
動
し
た
法
学
は
既
に

存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
米
国
で
は
「
法

と
経
済
学
」、「
法
と
文
学
」
な
ど
様
々
な

学
際
的
な
法
研
究
が
あ
る
。
そ
う
し
た
研

究
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
か
。
堤

先
生
の
授
業
に
あ
る
「
法
の
原
理
」
は
、

法
分
野
の
み
を
学
ぶ
よ
う
に
思
え
る
が
、

他
分
野
と
は
連
動
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
一
言
で
い
え
ば
〝
法
の
機
能
と
構
造
〟

を
考
え
る
授
業
な
の
で
、
あ
る
意
味
で
は

法
分
野
の
み
を
学
ぶ
よ
う
に
思
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
や
、
広
く
人
類
社
会
が
育
ん
で
き

た
〝
価
値
〟
が
沈
殿
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
価
値
を
す
く
い
出
し
現
代
社
会
に
還

元
す
る
こ
と
が
法
の
重
要
な
機
能
と
い
え

ま
す
。

　

近
代
法
で
は
自
由
、
正
義
、
平
等
な
ど

が
、
そ
の
価
値
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
金
融
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
つ
い
て

立
法
す
る
際
は
、
シ
ス
テ
ム
の
目
標
達
成

の
た
め
の
ル
ー
ル
が
そ
う
し
た
価
値
を
損

な
わ
な
い
か
見
極
め
ま
す
。
ま
た
、
裁
判

で
種
々
の
紛
争
を
解
決
す
る
と
き
に
は
、

衝
突
す
る
価
値
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
図
ろ

福岡県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。最終学歴
は中央大学大学院法学研究科刑事法専攻博士後期課程。

中央大学総合政策学部助教授を経て現在に至る。専門分野は犯罪統御、犯罪法。「アメリカ合衆
国の経済刑法―経済刑法の刑罰―」など、論文・著書は多数。

堤 和通（つつみ かずみち）

マレーシア ･ サバ州 コタキナバルの市場にて。
文化人類学の宮本 勝先生代表の調査（原住民裁判所での紛争解決）で
訪れた。



う
と
し
ま
す
。

　

以
上
が
〝
法
の
機
能
〟
か
ら
の
取
り
組

み
と
す
れ
ば
、も
う
一
つ
の
〝
法
の
構
造
〟

と
は
、
そ
う
し
た
機
能
を
法
が
果
た
す
と

き
に
、
法
に
関
わ
る
人
々
の
間
で
共
有
さ

れ
て
い
る
考
え
方
の
枠
組
み
を
い
い
ま

す
。
例
え
ば
『
同
様
の
事
例
は
同
様
に
処

す
べ
き
で
あ
る
』
と
か
『
権
力
に
は
濫
用

の
危
険
が
あ
る
』、『
国
家
に
は
地
理
的
な

境
界
が
あ
る
』
な
ど
の
考
え
方
は
共
有
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　
〝
法
の
機
能
と
構
造
〟
と
は
、
社
会
で

人
々
が
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
価
値
を

扱
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
法

学
が
自
分
に
グ
ッ
と
近
づ
く
感
じ
が
す

る
。

「
法
体
系
内
で
論
理
を
分
析
し
て
ル
ー
ル

を
導
き
出
す
、
と
い
う
伝
統
的
な
法
学
で

は
足
り
な
い
の
で
す
。焦
点
は
、法
に
沈
殿

し
て
い
る
価
値
が
何
で
、
全
体
と
し
て
ど

う
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
か
で
す
。

　

シ
ス
テ
ム
の
目
標
の
達
成
な
ど
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
歴
史
や
社
会
情
勢

を
抜
き
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
真
空
の
世

界
を
想
定
し
た
よ
う
な
抽
象
論
で
は
無
理

な
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
『
現
実
の
社
会

に
適
合
さ
せ
る
』
と
い
う
視
点
は
法
の
考

察
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

　

人
々
の
価
値
観
が
年
々
変
化
し
、
高
校

生
と
そ
の
親
世
代
の
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん

大
き
く
違
う
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
こ
そ

学
際
的
な
学
び
が
必
要
に
な
る
と
堤
先
生

は
提
案
す
る
。

「
新
た
な
価
値
意
識
と
、
ど
う
折
り
合
い

を
つ
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
取
り
込
む
の

か
も
常
に
問
わ
れ
る
の
で
す
が
、
新
た
な

価
値
意
識
の
分
析
や
評
価
に
こ
そ
学
際
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
欠
か
せ
な
い
の
は
明
ら

か
で
す
ね
。最
近
の
例
で
い
え
ば
、刑
事
裁

判
へ
の
被
害
者
参
加
や
、
市
民
が
加
わ
る

裁
判
員
制
度
の
評
価
な
ど
が
他
分
野
を
活

か
し
た
テ
ー
マ
に
有
効
に
な
る
で
し
ょ
う
」

犯
罪
を
起
こ
さ
な
い
仕
組
み
を 

共
に
考
え
て
い
く 

「
犯
罪
統
御
」
と
は

　

堤
先
生
の
授
業
に
「
犯
罪
統
御
」
が
あ

る
。
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
が
大
半
だ
ろ

う
が
、
も
と
は
英
語
の
表
現
で
１
９
９
０

年
代
に
登
場
し
た
言
葉
だ
そ
う
だ
。

「
犯
罪
が
起
き
た
と
き
に
は
、
警
察
が
捜

査
し
、
検
察
官
が
起
訴
し
、
法
廷
で
公
判

が
開
か
れ
、
裁
判
所
が
裁
判
を
下
し
、
刑

が
執
行
さ
れ
る
、
と
い
う
順
序
は
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
で
ご
存
知
で
し
ょ
う
。こ
れ
を『
刑

事
司
法
』と
い
い
ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、

犯
罪
を
刑
罰
で
終
了
さ
せ
る
仕
組
み
で
す

ね
。
従
来
の
刑
事
法
の
な
か
で
も
、
刑
事

司
法
制
度
の
終
着
点
で
あ
る
刑
罰
の
考
察

は
あ
り
ま
し
た
。『
犯
罪
統
御
』の
関
心
は
、

現
行
の
刑
罰
制
度
の
理
念
や
実
際
の
動
き

を
十
分
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、
刑
事
司
法

の
枠
組
み
と
な
る
基
本
的
な
概
念
を
批
判

的
に
考
察
し
、
さ
ら
に
刑
事
司
法
の
枠
組

み
か
ら
離
れ
た
犯
罪
へ
の
対
処
を
考
え
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
」

　

そ
れ
で
は
、
刑
事
司
法
の
基
本
的
な
概

念
を
批
判
的
に
考
察
す
る
、
と
は
具
体
的

に
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「『
犯
罪
の
モ
デ
ル
論
』
と
い
う
分
野
が
あ

る
の
で
す
が
、現
行
法
制
の
視
点
で
は
『
犯

罪
は
特
定
の
日
時
・
場
所
と
い
う
点
で
完

結
す
る（
主
と
し
て
）一
人
の
人
間
の
行
為
』

が
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
や
犯

罪
組
織
、
さ
ら
に
は
国
外
の
犯
罪
組
織
や

国
内
の『（
暴
力
団
と
共
生
す
る
）共
生
者
』

と
日
本
の
暴
力
団
の
連
携
な
ど
を
、
そ
の

実
態
に
合
わ
せ
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
は
一
つ
ひ
と
つ
の

暴
行
を
問
題
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
加

害
者
と
被
害
者
の
関
係
に
着
目
し
た
暴
力

問
題
と
し
て
扱
う
べ
き
と
考
え
ま
す
」

　

犯
罪
を
一
人
の
行
為
と
捉
え
る
、
な
ど

と
聞
く
と
確
か
に
刑
事
司
法
と
現
実
の
開

き
を
感
じ
る
。
で
は
、
刑
事
司
法
の
枠
組

み
か
ら
離
れ
た
犯
罪
と
は
、
何
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

「『
犯
罪
予
防
』と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

多くの文献にあたり、先生への質問を通して理解を深めていく。



犯
罪
が
起
き
た
と
き
の
適
切
な
事
後
対
処

が
重
要
で
あ
る
の
は
当
然
で
す
が
、
犯
罪

学
は
事
後
的
な
対
処
で
は
カ
バ
ー
で
き
な

い
多
く
の
犯
罪
遠
因
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。
そ
れ
が
犯
罪
の
予
防
に
つ
な
が
る
の

で
す
。

　

例
え
ば
、
経
営
陣
が
規
律
を
欠
き
態
勢

整
備
を
抑
え
込
む
よ
う
な
企
業
組
織
、
教

育
・
雇
用
で
の
差
別
、
地
縁
の
希
薄
化
、

子
ど
も
が
社
会
化
し
て
い
く
う
え
で
絆
を

結
ぶ
大
人
の
不
在
、
責
任
感
を
醸
成
し
意

義
あ
る
時
間
を
過
ご
さ
せ
る
家
庭
や
職
場

に
居
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
る
事
情
な
ど

が
最
近
、
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
れ

も
、
刑
事
司
法
の
み
の
考
え
方
で
処
理
で

き
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
機
関
の
連

携
や
民
間
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

を
組
み
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要

で
す
」

　

社
会
的
な
ひ
ず
み
が
人
に
犯
罪
を

起
こ
さ
せ
る
。
確
か
に
ニ
ュ
ー
ス
を

聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
、
今
の
時
代

状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

先
生
は
既
に
犯
罪
者
と
な
っ
た
人
間

に
も
目
を
向
け
る
。

「
そ
も
そ
も
犯
罪
を
起
こ
さ
な
い
仕

組
み
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
。
た

だ
、
刑
務
所
に
は
何
ら
か
の
ハ
ン

デ
ィ
を
抱
え
た
受
刑
者
、
言
い
換
え

れ
ば
福
祉
機
関
や
病
院
の
手
助
け
を

必
要
と
す
る
者
が
い
る
こ
と
や
、
少

年
院
の
な
か
に
は
、
虐
待
を
受
け
た

り
Ｄ
Ｖ
を
間
近
に
見
て
育
っ
た
者

や
、
成
績
不
良
な
ど
で
打
ち
ひ
し
が

れ
て
い
る
多
く
の
者
が
い
る
こ
と
を
想
起

す
る
視
点
は
、
犯
罪
が
起
き
る
前
に
犯
罪

遠
因
を
考
え
る
の
と
同
じ
意
味
が
あ
り
、

再
犯
の
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
の
両
者
の
中
間
に
、
刑
罰
に
よ
ら
な

い
事
後
対
処
策
の
模
索
が
あ
り
ま
す
。
刑

罰
や
少
年
院
送
致
が
、
犯
罪
予
防
の
唯
一

の
策
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
も
皆

さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」

　

確
か
に
「
犯
罪
予
防
」
は
、
犯
罪
自
体

か
ら
は
離
れ
る
が
、
犯
罪
を
こ
れ
以
上
増

や
さ
な
い
た
め
の
重
要
な
要
素
だ
。
そ
し

て
、そ
れ
は
ま
さ
に
先
生
の
言
う
「
法
律
」

と
時
代
状
況
の
考
察
か
ら
始
ま
る
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

中
央
大
学
の
大
先
輩
で
も
あ
る
堤
先
生

に
、
高
校
生
へ
の
皆
さ
ん
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
も
ら
っ
た
。

「
大
学
に
進
む
ま
で
大
い
に
ガ
リ
勉
を
し

て
く
だ
さ
い
。
大
変
古
い
Ｃ
Ｍ
の
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
『
柔
ら
か
頭
』
と
い
う
の

が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
ゼ
ミ
の
モ
ッ
ト
ー

は『
ガ
リ
勉
を
し
て
柔
ら
か
頭
に
な
ろ
う
』

で
す
」

　

最
後
に
堤
先
生
は
、
恩
師
・
渥
美
東
洋

先
生
と
の
出
会
い
を
交
え
、
次
の
よ
う
に

語
っ
た
。

「
大
学
３
年
の
時
に
渥
美
先
生
に
出
会
い

ま
し
た
。
先
生
の
『
刑
事
訴
訟
法
』
を
受

け
た
と
き
の
衝
撃
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

総
合
政
策
学
部
は
、
学
際
的
で
複
眼
的
な

思
考
を
通
じ
社
会
問
題
を
解
決
す
る
と
い

う
理
念
で
始
ま
り
ま
し
た
。
渥
美
先
生
の

教
え
を
受
け
た
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
構
想

が
先
生
の
不
断
の
省
察
か
ら
生
ま
れ
た
こ

と
を
理
解
す
る
で
し
ょ
う
。
日
本
の
法
実

務
を
け
ん
引
さ
れ
学
会
を
代
表
す
る
論
議

を
進
め
ら
れ
た
先
生
が
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
と
世
界
に
必
要
な
存
在
と
し
て
創
設
に

携
わ
れ
た
学
部
な
の
で
、
不
肖
の
弟
子
と

し
て
学
部
の
メ
ン
バ
ー
で
い
る
こ
と
は
大

き
な
喜
び
で
す
。

　

皆
さ
ん
に
も
、
将
来
を
決
め
る
豊
か
な

出
会
い
が
あ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
こ
れ

も
古
い
こ
と
わ
ざ
に
『
弟
子
の
用
意
が
で

き
た
と
き
に
師
が
現
れ
る
』が
あ
り
ま
す
。

大
学
進
学
ま
で
大
い
に
ガ
リ
勉
を
し
、
進

学
後
も
ガ
リ
勉
を
続
け
て
く
だ
さ
い
」

法律の勉強をしながら論理的思考力を養う。よく頭を使った後で清々しい表情。


