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筆
者
は
、
タ
イ
を
中
心
に
ア
ジ
ア

諸
国
の
法
制
度
研
究
を
専
門
と
し
て

い
る
。
法
学
は
文
献
調
査
の
占
め
る

割
合
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
司
法
関

係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
裁
判
傍

聴
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
法
律

の
条
文
だ
け
か
ら
は
分
か
ら
な
い
制

度
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
は
、
特
定
の
法
律
の
制
定
に

関
わ
っ
た
人
や
、
制
度
の
運
用
・
実

務
に
詳
し
い
人
、
た
と
え
ば
、
裁
判

官
、
検
察
官
、
弁
護
士
と
い
っ
た
法

曹
、
法
学
者
、
司
法
省
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な

ど
を
対
象
と
し
て
き
た
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
う
う
え
で
筆
者
が
考
え

て
い
る
点
を
二
つ
ほ
ど
あ
げ
よ
う
。

　

第
一
は
、
タ
イ
や
他
の
開
発
途
上

国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で

は
、
そ
の
人
を
誰
が
紹
介
し
て
く
れ

た
か
が
結
果
の
良
し
悪
し
を
左
右
す

る
こ
と
が
ま
だ
多
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
筆
者
は
省
庁
で
あ
れ
ば

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
時
に
は
電
話
を

使
っ
て
直
接
自
分
で
ア
ポ
を
取
る
こ

と
も
あ
る
が
、
特
定
の
人
に
会
い
た

い
と
き
は
必
ず
人
に
紹
介
し
て
も
ら

う
こ
と
に
し
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な

ル
ー
ト
が
あ
る
の
だ
が
、
一
番
頼
り

に
し
て
い
る
の
は
、
筆
者
が
一
九
九

〇
年
代
半
ば
に
最
初
に
タ
イ
に
滞
在

し
た
と
き
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い

る
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
や
チ
ュ
ラ
ー
ロ

ン
コ
ー
ン
大
学
の
研
究
者
で
あ
る
。

タ
イ
の
学
者
は
社
会
的
地
位
が
高
い

ほ
か
、
プ
ロ
ボ
ノ
指
向
が
強
く
Ｎ
Ｇ

Ｏ
と
の
交
流
が
深
い
人
が
多
い
。
何

よ
り
も
あ
り
が
た
い
の
は
、
あ
る
研

究
を
行
う
際
に
何
に
焦
点
を
あ
て
、

ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に
会
え
ば
良
い

の
か
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て

く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
と
の

交
流
は
、
筆
者
の
研
究
面
で
の
最
大

の
資
産
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け

る
相
手
の
「
持
ち
味
」
を
引
き
出
す

よ
う
な
質
問
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
人
に
尋
ね
る
べ
き

内
容
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
さ
き
、

ほ
か
で
も
聞
け
る
よ
う
な
話
は
最
小

限
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア

ジ
ア
経
済
危
機
の
頃
で
あ
る
が
、
あ

る
日
本
人
研
究
者
の
調
査
に
同
行
し

て
大
手
法
律
事
務
所
を
訪
問
し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
研
究
者
が
破
産
・

会
社
更
生
手
続
に
つ
い
て
の
質
問
に

多
く
の
時
間
を
と
る
の
を
み
て
、

も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
た
。
法
律
を

読
め
ば
す
ぐ
に
分
か
る
内
容
で
あ

り
、
大
学
や
裁
判
所
で
も
詳
し
く
聞

け
る
話
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

欧
米
系
の
法
律
事
務
所
は
危
機
後
の

会
社
更
生
案
件
を
多
く
取
り
扱
っ
て

お
り
、
手
続
き
を
進
め
る
う
え
で
実

務
上
生
じ
て
い
る
問
題
点
や
、
手
続

き
に
参
加
す
る
利
害
関
係
者
の
動
向

な
ど
に
踏
み
込
ん
だ
質
問
す
る
方
が

有
益
で
あ
り
、
情
報
提
供
者
の
持
ち

味
を
生
か
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
基

本
的
な
こ
と
や
同
じ
こ
と
を
質
問
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
複
数
の

人
に
聞
く
こ
と
で
、
意
見
の
相
違
点

が
明
確
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。ま
た
、

研
究
者
側
の
研
究
の
進
み
具
合
に

よ
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
力
点
も
変

わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
筆
者
も
新
し

い
イ
シ
ュ
ー
に
取
り
組
む
と
き
は
、

法
律
の
条
文
の
自
分
の
理
解
が
正
し

い
か
ど
う
か
確
認
す
る
た
め
、
法
学

者
や
実
務
家
に
基
本
的
な
事
項
を
聞

く
こ
と
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
さ
ら

に
目
を
通
す
べ
き
文
献
、
法
令
、
判

例
や
掘
り
下
げ
る
べ
き
論
点
が
分

か
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

●
裁
判
所
は
面
白
い
！

　

司
法
制
度
の
研
究
に
お
い
て
、
筆

者
が
用
い
て
い
る
も
う
一
つ
の
手
法

と
し
て
裁
判
傍
聴
が
あ
る
。
難
し
そ

う
に
聞
こ
え
る
が
、
訴
訟
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の

か
、
裁
判
所
に
行
っ
て
自
分
の
目
で

確
か
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
で
は
裁
判
員
制
度
が
始
ま
っ
た

こ
と
で
司
法
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
多
く
の
人
に

と
っ
て
裁
判
所
は
縁
遠
い
と
こ
ろ
、

で
き
れ
ば
一
生
関
わ
り
た
く
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
は
他
の

ア
ジ
ア
諸
国
で
も
変
わ
り
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

筆
者
を
含
め
て
ア
ジ
ア
法
の
研
究

者
は
「
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
西
洋
由

来
の
公
式
の
法
制
度
が
根
付
い
て
い

な
い
」
と
い
う
見
方
を
よ
く
強
調
し

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
各
国
の
裁
判

所
の
活
況
ぶ
り
を
見
る
と
、
こ
う
し

た
見
方
が
あ
ま
り
そ
ぐ
わ
な
い
気
が

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
各
国
の
裁
判

所
は
た
く
さ
ん
の
人
で
あ
ふ
れ
、
あ

る
種
の
活
気
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

裁
判
所
と
聞
く
と
、
ス
ー
ツ
を
着

た
弁
護
士
や
検
察
官
が
闊
歩
し
て
い

裁
判
傍
聴
に
行
き
ま
せ
ん
か
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る
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
実
の
裁
判
所
に
は
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ

ル
に
ジ
ー
ン
ズ
姿
の
若
者
な
ど
普
段

着
を
着
た
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
来
て

い
る
の
で
あ
る
。
刑
事
事
件
の
被
告

人
の
家
族
、
あ
る
い
は
被
害
者
や
そ

の
家
族
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

相
続
し
た
親
の
財
産
を
争
う
兄
弟
か

も
し
れ
な
い
。

　

司
法
制
度
を
研
究
す
る
人
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
他
分
野
の
研
究
者
も

ぜ
ひ
一
度
裁
判
所
に
足
を
運
ん
で
み

て
欲
し
い
と
思
う
。多
く
の
国
は「
裁

判
公
開
の
原
則
」
を
採
用
し
、
少
年

事
件
や
家
事
事
件
な
ど
を
除
く
と
、

外
国
人
で
も
自
由
に
傍
聴
が
認
め
ら

れ
る
国
が
多
い
（
そ
う
で
な
い
国
も

あ
る
の
で
下
調
べ
は
必
要
）。
ふ
ら

り
と
立
ち
寄
っ
て
事
件
を
観
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
出
張
し
た
時

に
ア
ポ
が
入
ら
ず
空
い
て
し
ま
っ
た

時
間
を
つ
ぶ
す
の
に
便
利
と
い
う
面

も
あ
る
。

　

裁
判
所
の
ロ
ビ
ー
ま
た
は
各
法
廷

の
前
に
は
そ
の
日
行
わ
れ
る
審
理
の

リ
ス
ト
が
掲
示
し
て
あ
る
の
で
、
そ

こ
か
ら
好
み
の
事
件
を
選
ぶ
の
が
良

い
。
最
近
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
事
前

に
確
認
で
き
る
裁
判
所
も
あ
る
。
民

事
事
件
は
書
面
手
続
が
多
く
、
弁
護

士
同
士
が
文
書
を
交
換
す
る
だ
け
の

と
き
も
あ
る
か
ら
、
刑
事
訴
訟
の
方

が
見
て
分
か
り
や
す
い
と
思
う
。

　

民
事
訴
訟
や
刑
事
訴
訟
の
基
本
的

な
考
え
方
は
各
国
で
似
て
い
る
の

で
、
細
か
な
手
続
や
使
用
し
て
い
る

言
語
が
分
か
ら
な
く
と
も
、
何
が
進

行
し
て
い
る
か
は
あ
る
程
度
は
推
測

で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
背

景
を
知
ら
な
い
訴
訟
の
議
論
を
追
う

の
は
難
し
い
と
思
う
。
そ
ん
な
時
は

裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て

構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、

そ
こ
で
人
々
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し

て
い
る
か
と
い
う
点
に
目
を
向
け
る

の
が
良
い
と
思
う
。
人
に
よ
っ
て
観

察
ポ
イ
ン
ト
は
違
っ
て
く
る
が
、
筆

者
の
場
合
、
外
国
の
裁
判
所
を
訪
問

す
る
と
き
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

注
目
し
て
い
る
。

　

第
一
は
、裁
判
所
の
建
物
で
あ
る
。

タ
イ
の
場
合
、
首
都
バ
ン
コ
ク
に
あ

る
中
核
的
な
裁
判
所
に
は
、
太
い
柱

で
支
え
ら
れ
た
巨
大
な
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
を
構
え
た
威
圧
的
な
建
物
が
多

い
。
裁
判
の
厳
粛
さ
を
演
出
す
る
に

は
こ
の
威
圧
感
が
必
要
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
地
方
で
は
タ
イ
寺
院
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
白
壁
に
赤
い
屋
根
の

タ
イ
風
の
庁
舎
が
ま
だ
標
準
的
な
よ

う
だ
が
、
ど
う
も
最
近
は
地
方
で
も

威
圧
的
な
庁
舎
が
増
え
て
い
る
よ
う

に
感
じ
て
い
る
。

　

第
二
は
、法
廷
内
の
様
子
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
原

告
、
弁
護
士
、
被
告
人
、
書
記
官
等

の
席
が
ど
う
配
置
さ
れ
る
か
見
て
お

き
た
い
。
配
置
は
訴
訟
に
対
す
る
考

え
方
を
反
映
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
裁
判
官
が
い
わ
ば
両
者
の

聞
き
役
に
徹
す
る
「
当
事
者
主
義
」

で
は
、
被
告
人
と
検
察
官
の
席
は
対

等
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。他
方
、

裁
判
官
が
良
い
解
決
を
得
る
よ
う
に

積
極
的
に
働
き
か
け
る「
職
権
主
義
」

で
は
、
検
察
官
は
裁
判
官
の
補
助
者

と
し
て
の
側
面
を
持
ち
、
裁
判
官
に

よ
り
近
い
場
所
に
座
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
、
職
権
主
義
的
な
民
事
訴

訟
を
と
る
メ
キ
シ
コ
の
グ
ア
ダ
ラ
ハ

ラ
州
の
事
例
で
は
、
法
廷
と
い
う
部

屋
す
ら
存
在
し
な
い
。
完
全
な
書
面

手
続
き
中
心
で
あ
り
、
必
要
が
あ
れ

ば
裁
判
官
が
そ
の
執
務
室
に
お
い
て

当
事
者
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
裁
判
の
場
を
象
徴
す
る

い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
テ
ム
に
も
目
を
向

け
た
い
。
タ
イ
の
場
合
、
裁
判
官
の

背
後
に
必
ず
国
王
の
写
真
が
掛
け
ら

れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
は
王
権
が
司

法
を
司
り
、
現
代
の
憲
法
に
お
い
て

も
裁
判
は
「
国
王
の
名
」
に
よ
っ
て

行
う
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
反

映
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
イ
を
は
じ
め

多
く
の
国
に
お
い
て
も
「
天
秤
」
が

司
法
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
曹
の
服
装
も

見
逃
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
旧

英
領
諸
国
で
裁
判
官
が
「
か
つ
ら
」

や
ガ
ウ
ン
を
つ
け
る
こ
と
は
有
名
で

あ
る
。
タ
イ
に
お
い
て
は
さ
す
が
に

か
つ
ら
を
つ
け
る
こ
と
は
な
い
が
、

検
察
官
も
弁
護
士
官
も
法
廷
内
で
は

黒
い
ガ
ウ
ン
を
着
用
す
る
決
ま
り
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
裁
判
所
を
訪
問
し
た
と
き
は
、「
タ

ガ
ロ
グ
語
」
を
解
さ
な
い
当
事
者
や

証
人
の
た
め
に
通
訳
が
法
廷
に
い

た
。
法
廷
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
多
言

語
文
化
を
垣
間
見
せ
る
場
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。

　

法
廷
で
奇
妙
な
光
景
に
出
く
わ
す

こ
と
も
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
タ

イ
で
は
じ
め
て
裁
判
傍
聴
し
た
と
き

は
、
次
の
事
件
の
被
告
人
が
傍
聴
席

に
座
っ
て
待
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚

い
た
こ
と
が
あ
る
。
オ
レ
ン
ジ
っ
ぽ

い
囚
人
服
を
着
て
、
手
か
せ
足
か
せ

を
さ
れ
た
被
告
人
が
自
分
の
す
ぐ
隣

に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
同
じ
よ

う
な
光
景
を
他
の
国
で
も
目
に
し

た
。
ど
う
も
タ
イ
だ
け
の
慣
行
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
裁
判
所
は
何
度

通
っ
て
も
飽
き
な
い
場
所
で
あ
る
。
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