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司
法

試
験

法
施

行
規

則
第

１
条

（
新

司
法

試
験

の
論

文
式

に
よ

る
筆

記
試

験
の

選
択

科
目

）
の

改
正

に
関

す
る

意
見

募
集

の
結

果
に

つ
い

て
（

提
出

意
見

一
覧

）
（

抜
粋

）

番
号

提
出

者
提

出
意

見
の

骨
子

提
出

意
見

８
大

学
関

係
者

改
正

の
必

要
は

な
新

司
法

試
験

の
選

択
科

目
に

お
け

る
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
に

つ
い

て
，

拙
見

を
申

し
上

げ
ま

す
。

い
。
国

際
関

係
法
（

公
日

本
に

お
い

て
は

，
一

部
の

弁
護

士
を

除
い

て
，

裁
判

官
を

始
め

と
す

る
多

く
の

法
曹

関
係

者
の

間
に

お
け

る
国

際
法

の
理

法
系

）
を

存
続

す
べ

解
不

足
が

指
摘

さ
れ

て
久

し
く

な
り

ま
す

。
法

科
大

学
院

の
設

置
に

基
づ

く
新

司
法

試
験

の
実

施
は

，
こ

の
よ

う
な

状
況

の
改

き
で

あ
る

が
，

出
題

善
に

ま
た

と
な

い
機

会
を

提
供

す
る

も
の

と
思

わ
れ

ま
し

た
が

，
選

択
者

数
の

低
迷

を
見

る
限

り
，

現
状

に
対

す
る

踏
み

込
ん

範
囲

を
縮

小
す

べ
き

だ
対

応
が

必
要

と
思

わ
れ

ま
す

。
で

あ
る

。
他

方
，

国
際

連
合

に
代

表
さ

れ
る

国
際

社
会

の
姿

勢
は

，
特

に
冷

戦
解

消
後

に
お

い
て

は
，

国
際

法
，

国
際

社
会

に
お

け
る

法
の

支
配

の
重

要
性

を
一

貫
し

て
強

調
す

る
も

の
で

あ
り

，
そ

れ
に

は
十

分
な

理
由

が
あ

る
と

い
え

ま
す

。
具

体
的

に
は

，
２

０
０

０
年

に
出

さ
れ

た
国

際
連

合
事

務
局

法
務

部
（

O
ff

ic
e

of
Le

ga
l

A
ff

ai
rs
）

の
部

長
（

事
務

次
長

：
U

nd
er

-S
ec

re
ta

ry
-G

en
er

al
；

法
律

顧
問

：
Th

e
Le

ga
lC

ou
ns

el
）

が
，

世
界

中
の

ロ
ー

・
ス

ク
ー

ル
の

部
長

（
D

ea
n）

に
宛

て
た

声
明

文
（

A
N

A
PP

EA
L

TO
TH

E
D

EA
N

S
O

F
LA

W
SC

H
O

O
LS

W
O

R
LD

W
ID

E
）
（

ht
tp

://
w

w
w

.u
n.

or
g/

la
w

/c
ou

ns
el

/a
pp

ea
l.h

tm
）

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

後
に

お
い

て
も

様
々

な
取

り
組

み
が

継
続

さ
れ

て
き

て
い

ま
す

。
こ

れ
ら

に
つ

い
て

は
，

次
の

サ
イ

ト
を

御
覧

く
だ

さ
い

。
ht

tp
://

w
w

w
.u

n.
or

g/
en

/la
w

/in
de

x.
sh

tm
l

ht
tp

://
w

w
w

.u
n.

or
g/

la
w

/p
ro

gr
am

m
eo

fa
ss

is
ta

nc
e/

こ
の

よ
う

な
国

際
社

会
の

動
き

に
鑑

み
れ

ば
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

を
選

択
科

目
か

ら
外

す
と

い
う

選
択

肢
は

論
外

で
あ

り
，

あ
り

得
ま

せ
ん

。
ま

た
，

選
択

者
数

を
大

幅
に

増
加

さ
せ

る
こ

と
が

強
く

求
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
り

，
そ

の
た

め
に

考
え

ら
れ

る
改

善
策

を
早

急
に

導
入

す
る

こ
と

が
不

可
欠

で
す

。
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
を

選
択

す
る

こ
と

に
対

す
る

躊
躇

の
理

由
に

は
多

々
あ

る
と

は
思

わ
れ

ま
す

が
，

大
き

な
理

由
の

一
つ

は
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

科
目

の
開

講
（

単
位

）
数

が
少

な
い

の
に

対
し

て
，

出
題

範
囲

が
大

変
に

広
い

（
少

な
く

と
も

そ
の

よ
う

な
印

象
を

持
た

れ
て

い
る

。
）

こ
と

に
あ

る
よ

う
に

理
解

し
て

い
ま

す
。

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

科
目

の
開

講
（

単
位

）
数

を
増

や
す

こ
と

に
は

様
々

な
困

難
が

あ
り

ま
す

が
，

国
際

法
の

基
本

的
理

解
と

能
力

の
点

検
と

い
う

司
法

試
験

と
し

て
不

可
欠

な
点

は
，
出

題
範

囲
を

縮
小

す
る

こ
と

と
十

分
に

両
立

す
る

と
考

え
ま

す
。

望
ま

し
い

出
題

範
囲

に
つ

い
て

は
別

途
慎

重
な

検
討

が
な

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
以

上
に

鑑
み

て
，

次
の

２
点

を
申

し
上

げ
ま

す
。

１
．

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

を
選

択
科

目
と

し
て

維
持

す
べ

き
で

あ
る

。
２

．
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
の

出
題

範
囲

を
現

在
よ

り
も

縮
小

す
べ

き
で

あ
る

。
御

賢
察

の
ほ

ど
，

よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。

１
０

法
科

大
学

院
生

改
正

の
必

要
は

な
司

法
試

験
の

選
択

科
目

に
つ

い
て

意
見

が
ご

ざ
い

ま
す

。
い

。
国

際
関

係
法
（

公
今

回
の

諮
問

に
お

い
て

は
，

特
に

選
択

科
目

の
変

更
に

つ
い

て
意

見
が

な
か

っ
た

よ
う

で
す

が
，

国
際

公
法

の
受

験
者

が
少

法
系

）
を

存
続

す
べ

な
い

こ
と

に
つ

い
て

懸
念

が
あ

っ
た

こ
と

と
理

解
し

て
い

ま
す

。
き

で
あ

る
。

委
員

の
方

々
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

，
国

際
公

法
関

係
は

グ
ロ

ー
バ

ル
化

す
る

国
際

社
会

の
中

で
益

々
重

要
性

が
ま

し
て

い
く

も
の

と
感

じ
て

お
り

ま
す

。
私

も
，

２
度

の
海

外
留

学
を

経
て

，
そ

の
こ

と
を

強
く

実
感

し
て

お
り

ま
す

。
国

際
公

法
の

受
験

者
が

少
な

い
の

は
，

恐
ら

く
法

科
大

学
院

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

問
題

や
，

司
法

試
験

合
格

後
の

就
職

活
動

ど
れ

だ
け

利
益

が
あ

る
か

，
外

国
語

の
能

力
へ

の
不

安
な

ど
が

あ
げ

ら
れ

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
，

決
し

て
国

際
公

法
の

重
要

性
が

低
下

し
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

と
思

い
ま

す
。

私
自

身
も

平
成

２
２

年
度

の
司

法
試

験
で

国
際

公
法

を
選

択
す

る
予

定
で

す
が

，
受

験
者

数
が

少
な

い
か

ら
と

い
っ

た
理

由
で

安
易

に
国

際
公

法
を

受
験

科
目

か
ら

外
す

よ
う

な
こ

と
が

な
い

よ
う

に
お

願
い

申
し

上
げ

ま
す

。

１
２

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

選
択

科
目

中
，
国

際
関

係
法

(
公

法
系

）
及

び
国

際
関

係
法

(
私

法
系

）
に

つ
い

て
，
科

目
廃

止
を

す
べ

き
で

は
な

い
。
特

に
，

い
。
国

際
関

係
法
（

公
公

法
系

(
国

際
法

）
に

つ
い

て
，

受
験

人
数

の
少

な
さ

を
理

由
に

廃
止

の
声

が
あ

る
と

も
聞

い
て

お
り

ま
す

が
，

受
験

人
数

を
法

系
，

私
法

系
）

を
基

準
に

す
る

こ
と

に
は

反
対

で
す

。
存

続
す

べ
き

で
あ

る
第

１
に

，
国

際
法

に
つ

い
て

は
，

試
験

範
囲

を
も

っ
と

絞
る

べ
き

で
す

。
他

の
選

択
科

目
の

多
く

が
本

来
の

範
囲

か
ら

す
れ

資料９



-
2

-

が
，

出
題

範
囲

を
縮

ば
相

当
狭

め
て

お
り

ま
す

が
，

国
際

法
は

，
当

初
，

広
げ

る
よ

う
な

発
表

を
し

て
お

り
そ

れ
が

解
消

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

学
生

小
す

べ
き

で
あ

る
。

の
多

く
は

，
範

囲
が

広
す

ぎ
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
範

囲
を

狭
め

た
と

し
て

も
十

分
能

力
を

見
る

こ
と

が
で

き
る

は
ず

で
す

。
第

２
に

，
学

生
の

多
く

は
，

国
際

法
が

国
と

国
と

の
関

係
を

規
律

し
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
，

将
来

の
法

曹
に

と
っ

て
無

関
係

で
あ

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

国
際

法
に

お
い

て
も

何
ら

か
の

形
で

私
人

(
自

然
人

・
法

人
）

が
関

係
す

る
部

分
が

相
当

あ
る

わ
け

で
す

か
ら

，
科

目
と

し
て

は
，

そ
れ

が
中

心
に

な
る

べ
き

だ
と

思
わ

れ
ま

す
。

国
際

法
の

理
解

に
は

国
家

間
の

訴
訟

或
い

は
紛

争
解

決
の

点
を

見
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

考
え

て
い

る
節

が
見

ら
れ

ま
す

が
，

受
験

科
目

の
範

囲
と

し
て

は
こ

だ
わ

る
必

要
が

な
い

よ
う

に
思

わ
れ

ま
す

。
若

干
の

言
い

過
ぎ

か
も

し
れ

ま
せ

ん
が

，
日

本
の

法
曹

に
な

る
こ

と
を

前
提

に
実

用
的

な
範

囲
に

限
定

し
て

も
良

い
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

第
３

に
，

国
際

法
に

関
す

る
事

案
は

随
分

と
増

加
し

て
お

り
ま

す
。

裁
判

で
扱

う
事

件
も

多
く

な
っ

て
お

り
ま

す
。

国
際

法
を

学
ぶ

こ
と

の
重

要
性

は
増

大
し

て
い

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

ま
せ

ん
。

そ
の

よ
う

な
状

況
の

中
で

選
択

科
目

か
ら

除
く

こ
と

は
逆

行
す

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
第

４
に

，
国

際
化

の
傾

向
の

中
で

，
将

来
国

際
的

に
活

躍
す

る
法

曹
が

次
第

に
増

え
て

い
く

も
の

と
思

わ
れ

ま
す

。
国

際
法

を
身

に
付

け
て

お
く

こ
と

の
重

要
性

に
対

す
る

認
識

を
削

ぐ
べ

き
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

１
３

法
科

大
学

院
生

改
正

の
必

要
は

な
要

旨
：

司
法

試
験

施
行

規
則

第
１

条
に

つ
い

て
，

今
回

は
改

正
の

必
要

は
な

い
と

の
考

え
に

賛
同

す
る

と
と

も
に

，
特

に
，

今
（

新
司

法
試

験
合

格
者

）
い

。
国

際
関

係
法
（

公
後

も
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
は

存
続

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

法
系

）
を

存
続

す
べ

以
下

，
若

干
の

理
由

を
述

べ
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
き

で
あ

る
。

(
1)

経
済

の
グ

ロ
ー

バ
ル

化
と

と
も

に
国

際
化

の
進

展
は

今
後

も
さ

ら
に

進
む

と
思

わ
れ

る
。

国
際

的
な

経
済

，
人

権
等

の
諸

事
項

に
関

す
る

紛
争

解
決

が
増

加
し

て
い

る
今

日
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

の
理

解
が

実
務

法
曹

に
と

っ
て

も
ま

す
ま

す
重

要
性

を
帯

び
て

く
る

よ
う

に
な

っ
た

。
(

2)
特

に
，

在
留

外
国

人
の

増
加

に
伴

い
，

国
際

人
権

法
の

分
野

に
お

い
て

は
，

現
実

に
条

約
の

解
釈

適
用

が
争

わ
れ

る
事

案
も

漸
増

し
て

い
る

。
人

権
関

係
諸

条
約

の
国

内
適

用
を

通
じ

た
法

律
ア

ド
バ

イ
ス

の
提

供
が

法
律

実
務

に
お

い
て

重
要

と
な

る
。

そ
の

た
め

，
国

際
人

権
法

を
法

科
大

学
院

時
代

か
ら

学
修

す
べ

き
で

あ
る

。
(

3)
今

後
，

国
際

的
な

個
人

通
報

制
度

へ
の

対
応

も
喫

緊
の

課
題

と
な

る
で

あ
ろ

う
か

ら
，

国
際

法
の

解
釈

，
特

に
人

権
条

約
に

関
す

る
幅

広
い

判
例

法
の

理
解

を
踏

ま
え

た
現

実
問

題
へ

の
対

処
が

実
務

家
と

し
て

も
不

可
欠

の
も

の
と

な
っ

て
い

る
。

(
4)

弁
護

士
活

動
の

一
環

と
し

て
，

国
際

機
関

や
途

上
国

に
お

け
る

人
権

活
動

へ
の

実
務

法
曹

の
貢

献
も

行
わ

れ
て

い
る

。
そ

の
中

で
，

法
曹

と
し

て
人

権
や

法
の

支
配

の
理

念
を

ア
ジ

ア
諸

国
と

の
間

で
享

有
し

て
い

く
こ

と
が

我
が

国
に

と
っ

て
は

必
要

で
あ

る
。

我
が

国
の

法
律

分
野

に
お

け
る

国
際

的
地

位
を

高
め

る
た

め
に

も
，

国
際

人
権

法
へ

の
理

解
は

必
須

で
あ

る
。

(
5)

新
司

法
試

験
に

お
け

る
選

択
科

目
中

に
お

い
て

本
科

目
の

選
択

者
が

少
数

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

は
，

国
際

公
法

は
英

語
が

必
要

だ
と

い
う

誤
っ

た
印

象
が

あ
る

の
も

一
因

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
よ

っ
て

，
出

題
範

囲
は

日
本

語
で

必
要

十
分

と
明

示
す

る
必

要
は

あ
る

。

１
４

そ
の

他
（

個
人

）
改

正
の

必
要

は
な

今
回

，
１

条
の

８
科

目
の

改
正

が
必

要
な

い
と

聞
い

て
安

心
し

ま
し

た
。

一
時

，
国

際
法

が
な

く
な

る
と

の
噂

が
あ

り
ま

い
。

国
際

関
係

法
を

し
た

が
，

そ
れ

は
時

代
に

逆
行

し
て

い
る

と
思

い
ま

し
た

の
で

，
コ

メ
ン

ト
し

て
い

ま
す

。
存

続
す

べ
き

で
あ

世
の

中
は

グ
ロ

バ
リ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
の

時
代

で
す

。
る

。
国

際
法

が
必

修
に

な
る

の
は

分
か

り
ま

す
が

，
な

く
す

の
は

絶
対

や
め

て
ほ

し
い

と
思

い
ま

す
。

１
７

団
体

改
正

の
必

要
は

な
平

成
２

１
年

９
月

１
８

日
付

け
の

司
法

試
験

法
施

行
規

則
第

1
条
（

新
司

法
試

験
の

論
文

式
に

よ
る

筆
記

試
験

の
選

択
科

目
）

（
国

際
法

学
会

）
い

。
国

際
関

係
法
（

公
の

改
正

に
関

す
る

意
見

募
集

に
関

し
て

，
平

成
２

１
年

１
０

月
９

日
の

国
際

法
学

会
理

事
会

の
決

定
に

基
づ

き
，

下
記

の
よ

う
法

系
，

私
法

系
）

を
に

意
見

を
提

出
す

る
。

存
続

す
べ

き
で

あ
る

１
．

今
回

司
法

試
験

法
施

行
規

則
第

1
条

の
改

正
の

必
要

は
な

い
と

す
る

司
法

試
験

委
員

会
の

結
論

を
支

持
す

る
。

が
，

出
題

範
囲

を
縮

２
．

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

を
選

択
科

目
と

し
て

継
続

し
て

い
く

と
い

う
結

論
は

甚
だ

合
理

的
で

あ
る

と
判

断
す

る
。

現
在

小
す

べ
き

で
あ

る
。

の
グ

ロ
ー

バ
ル

化
の

進
展

に
と

も
な

い
，

国
家

相
互

間
の

利
益

調
整

の
必

要
性

は
ま

す
ま

す
重

要
と

な
り

，
ま

た
，

国
境

を

資料９
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越
え

た
，

私
人

・
企

業
な

ど
に

か
か

わ
る

法
律

問
題

が
多

発
し

て
い

る
。

こ
う

し
た

状
況

に
お

い
て

，
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
の

重
要

性
は

ま
す

ま
す

高
ま

っ
て

き
て

い
る

。
実

務
的

な
重

要
性

や
社

会
に

お
け

る
ニ

ー
ズ

，
法

科
大

学
院

に
お

け
る

口
座

開
設

状
況

，
科

目
と

し
て

の
範

囲
の

明
確

性
や

体
系

化
・

標
準

化
の

状
況

，
新

司
法

試
験

の
実

施
状

況
や

出
題

内
容

の
独

自
性

な
ど

の
い

ず
れ

の
点

を
と

っ
て

も
，

選
択

科
目

と
し

て
残

す
べ

き
で

あ
る

と
判

断
す

る
。

３
．

国
際

関
係

法
（

私
法

系
）

を
選

択
科

目
と

し
て

継
続

し
て

い
く

と
い

う
結

論
も

ま
た

，
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
と

同
様

に
，

極
め

て
適

切
･
妥

当
な

判
断

で
あ

る
と

考
え

る
。

実
務

的
な

重
要

性
や

社
会

に
お

け
る

ニ
ー

ズ
は

改
め

て
強

調
す

る
ま

で
も

な
く

，
ま

た
，

法
科

大
学

院
に

お
け

る
講

座
開

設
数

も
多

く
，

か
つ

選
択

科
目

と
し

て
の

受
験

者
数

も
例

年
多

い
か

ら
で

あ
る

。
引

き
続

き
選

択
科

目
と

し
て

残
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

４
．

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

に
つ

い
て

は
出

題
範

囲
を

再
考

す
る

余
地

が
あ

る
と

判
断

す
る

。
現

在
，
「

国
際

法
を

中
心

と
し

，
国

際
人

権
法

及
び

国
際

経
済

法
に

つ
い

て
問

う
場

合
に

も
国

際
法

の
理

解
を

問
う

問
題

に
限

る
」

と
な

っ
て

い
る

が
，

他
の

選
択

科
目

と
比

較
し

て
，

範
囲

が
圧

倒
的

に
広

い
こ

と
は

否
め

な
い

。
こ

の
こ

と
が

例
年

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

を
選

択
科

目
と

し
て

受
験

す
る

者
の

数
が

少
な

い
こ

と
の

一
因

と
な

っ
て

い
る

と
み

な
さ

れ
る

。
そ

こ
で

，
国

際
法

の
中

の
幾

つ
か

の
分

野
を

除
外

し
て

，
出

題
範

囲
と

す
る

方
式

を
提

案
し

た
い

。
具

体
的

に
除

外
す

る
範

囲
と

し
て

は
，

次
の

よ
う

な
も

の
が

候
補

と
し

て
考

え
ら

れ
る

。
武

力
紛

争
法

，
中

立
法

，
国

際
機

構
法

，
宇

宙
法

，
国

際
環

境
法

な
ど

。
５

．
国

際
関

係
法

（
私

法
系

）
に

つ
い

て
も

出
題

範
囲

は
現

行
で

は
広

す
ぎ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

，
な

お
限

定
を

要
す

る
。

特
に

国
際

取
引

法
の

う
ち

，
海

商
法

と
関

わ
る

運
送

や
統

一
規

則
に

お
う

と
こ

ろ
の

多
い

決
済

部
分

を
省

き
，

実
定

法
と

し
て

そ
の

範
囲

の
明

瞭
な

国
際

売
買

法
に

の
み

限
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

２
０

そ
の

他
（

個
人

）
改

正
の

必
要

は
な

国
際

法
学

会
秋

季
大

会
の

告
知

で
，

こ
の

意
見

募
集

に
つ

い
て

知
り

ま
し

た
の

で
，

少
々

投
稿

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
と

思
い

。
国

際
関

係
法

を
い

ま
す

。
存

続
す

べ
き

で
あ

る
お

忙
し

い
と

こ
ろ

大
変

恐
縮

で
す

が
ご

ざ
い

ま
す

が
，

よ
ろ

し
く

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
が

，
更

に
受

験
者

が
【

意
見

要
旨

】
減

少
す

る
よ

う
で

あ
現

時
点

で
司

法
試

験
法

施
行

規
則

第
１

条
の

改
正

は
不

要
で

す
。

た
だ

し
，

将
来

改
正

す
る

場
合

に
は

，
国

際
関

係
法

の
公

れ
ば

，
公

法
系

・
私

法
系

・
私

法
系

を
統

合
し

出
題

範
囲

を
絞

り
込

む
こ

と
が

必
要

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
法

系
を

統
合

し
，

出
【

意
見

】
題

範
囲

を
限

定
す

べ
各

種
資

料
を

拝
見

し
ま

し
た

。
き

で
あ

る
。

現
時

点
で

は
規

則
第

１
条

改
正

の
必

要
は

な
い

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
な

ぜ
な

ら
，

深
い

専
門

知
識

を
有

す
る

多
様

な
法

曹
を

生
む

た
め

に
も

，
そ

の
ス

タ
ー

ト
ラ

イ
ン

で
あ

る
司

法
試

験
受

験
の

時
点

で
，
「

専
門

的
な

法
律

の
分

野
に

関
す

る
科

目
（

選
択

科
目

）
」

が
幅

広
く

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
自

体
に

利
益

が
あ

る
と

思
う

た
め

で
す

。
ま

た
，

新
司

法
試

験
が

開
始

し
て

か
ら

ま
だ

年
月

が
浅

く
，

あ
と

２
～

３
年

，
受

験
者

の
科

目
選

択
の

動
向

を
観

察
し

て
か

ら
で

も
対

応
と

し
て

必
ず

し
も

遅
く

は
な

い
と

思
う

た
め

で
す

。
た

だ
，

特
に

「
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
」

の
受

験
者

が
少

な
い

の
も

事
実

で
す

の
で

，
将

来
更

に
受

験
者

が
減

る
よ

う
な

こ
と

が
あ

れ
ば

，
規

則
を

改
正

す
る

必
要

が
出

て
く

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

改
正

す
る

場
合

の
具

体
的

な
内

容
に

関
す

る
個

人
的

な
意

見
で

す
が

，
現

在
規

定
さ

れ
て

い
る

８
科

目
の

う
ち

，
国

際
関

係
法
（

公
法

系
）
と

国
際

関
係

法
（

私
法

系
）
の

２
科

目
を

統
合

し
て
「

国
際

関
係

法
」
１

科
目

扱
い

と
し

ま
す

。
そ

れ
に

よ
り

，
他

の
科

目
（

倒
産

法
，

租
税

法
，

経
済

法
，

知
的

財
産

法
，

労
働

法
，

環
境

法
）

と
の

間
の

全
体

の
受

験
者

に
占

め
る

パ
ー

セ
ン

テ
ー

ジ
の

バ
ラ

ン
ス

を
保

つ
こ

と
が

必
要

だ
と

考
え

ま
す

。
現

状
で

は
，

各
科

目
の

受
験

者
数

に
大

き
な

開
き

が
出

過
ぎ

て
い

ま
す

。
各

科
目

ご
と

の
受

験
者

が
一

定
の

人
数

以
上

い
な

け
れ

ば
，

受
験

者
の

間
で

国
際

関
係

法
系

統
の

科
目

の
勉

学
に

対
す

る
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン

を
保

ち
に

く
く

な
り

ま
す

（
あ

た
か

も
，

周
囲

の
目

か
ら

見
て

，
自

分
が

重
要

度
の

低
い

科
目

の
受

験
勉

強
を

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
い

う
不

安
や

錯
覚

）
。
競

争
試

験
の

科
目

と
し

て
の

質
が

維
持

で
き

る
の

か
も

心
配

に
な

り
ま

す
。

万
が

一
２

科
目

を
統

合
し

た
場

合
は

公
法

系
よ

り
私

法
系

の
内

容
に

や
や

比
重

が
置

か
れ

る
の

が
，

実
務

の
傾

向
に

即
し

て
い

る
と

予
想

し
ま

す
。

受
験

生
の

負
担

を
考

慮
し

，
国

際
公

法
と

国
際

私
法

の
出

題
は

，
司

法
試

験
や

合
格

後
の

実
務

で
の

重
要

性
の

関
係

で
，

特
に

必
要

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

部
分

の
み

に
出

題
範

囲
を

明
確

に
限

定
し

，
出

題
し

な
い

部
分

は
受

験
生

に

資料９
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知
ら

せ
る

こ
と

も
必

要
だ

と
思

い
ま

す
。

他
の

科
目

と
比

較
し

て
「

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）
」

は
，

法
律

実
務

と
の

関
連

性
が

も
っ

と
も

想
像

し
に

く
い

こ
と

が
理

由
で

，
受

験
生

に
嫌

わ
れ

て
い

る
と

考
え

ま
す

。
で

す
の

で
，

国
際

公
法

の
出

題
範

囲
の

明
確

化
に

つ
い

て
は

，
特

に
①

実
務

と
関

連
し

や
す

い
最

重
要

部
分

で
，

実
際

の
現

役
実

務
家

や
研

究
者

の
最

先
端

の
関

心
事

に
合

致
す

る
項

目
②

国
際

法
の

発
想

の
基

礎
部

分
と

い
っ

た
点

に
，

積
極

的
に

絞
り

込
む

こ
と

が
適

切
と

考
え

ま
す

。
具

体
的

に
は

以
下

の
よ

う
な

項
目

だ
と

思
い

ま
す

。
国

際
人

権
法

（
Ｉ

Ｃ
Ｃ

Ｐ
Ｒ

）
な

ど
の

人
権

条
約

・
出

入
国

管
理

・
難

民
）

国
際

経
済

法
条

約
法

国
際

法
と

，
日

本
国

憲
法

及
び

そ
の

他
の

国
内

法
の

関
連

日
本

国
の

司
法

機
関

に
お

け
る

国
際

法
の

履
行

確
保

国
際

法
と

国
家

機
関

（
立

法
・

行
政

）
の

関
係

国
家

と
国

民
の

か
か

わ
り

方
・

・
・

国
籍

や
外

交
的

保
護

な
ど

国
家

主
権

・
国

家
領

域
（

領
土

，
領

海
，

領
空

）
に

つ
い

て
国

家
管

轄
権

・
・

・
属

地
主

義
，

属
人

主
義

，
保

護
主

義
，

世
界

主
義

国
際

組
織

法
の

基
礎

２
１

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

選
択

科
目

中
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

は
今

後
も

存
続

さ
せ

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

申
し

上
げ

る
も

の
で

す
。

い
。
国

際
関

係
法
（

公
グ

ロ
ー

バ
ル

化
・

諸
外

国
と

の
相

互
依

存
関

係
が

深
ま

る
現

代
の

国
際

社
会

に
お

い
て

，
国

際
関

係
法

（
公

法
）

の
基

本
的

法
系

）
を

存
続

す
べ

な
理

解
な

く
し

て
は

，
国

民
生

活
に

寄
与

す
る

法
律

実
務

は
な

し
え

な
い

も
の

と
考

え
ま

す
。

国
際

人
権

条
約

や
W

TO
諸

協
き

で
あ

る
。

定
・

二
国

間
の

FT
A

や
EP

A
等

，
国

民
生

活
に

多
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
条

約
が

日
々

多
数

締
結

さ
れ

て
い

る
ほ

か
，

科
学

技
術

・
IT

の
進

歩
に

伴
い

，
慣

習
国

際
法

規
の

形
成

も
加

速
化

の
度

合
い

を
増

し
て

い
る

分
野

が
少

な
く

な
い

よ
う

に
思

い
ま

す
。

こ
れ

ら
関

連
の

国
際

法
規

の
円

滑
・

適
切

な
解

釈
・

適
用

を
そ

つ
な

く
こ

な
し

得
る

法
曹

実
務

家
を

求
め

る
社

会
の

要
請

は
，

今
後

増
え

る
こ

と
が

あ
っ

て
も

減
る

こ
と

は
な

い
で

し
ょ

う
。

し
か

る
に

，
昨

今
，

一
部

の
偏

見
・

誤
解

か
ら

，
国

際
関

係
法

（
公

法
）

の
不

必
要

性
な

い
し

非
重

要
性

を
説

く
声

が
聞

か
れ

る
こ

と
は

誠
に

残
念

と
い

わ
な

く
て

は
な

り
ま

せ
ん

。
国

際
法

規
の

実
施

の
多

く
は

国
内

法
に

委
ね

ら
れ

て
い

る
一

方
で

，
国

内
法

の
域

外
適

用
や

在
留

外
国

人
へ

の
適

用
な

ど
，

国
内

法
が

国
際

的
な

文
脈

で
問

題
と

な
る

ケ
ー

ス
も

少
な

く
な

く
，

国
内

法
と

国
際

法
と

の
交

錯
現

象
は

今
後

も
ま

す
ま

す
多

く
見

出
さ

れ
る

の
は

必
至

で
す

。
こ

う
し

た
問

題
へ

の
対

処
を

怠
ら

な
い

た
め

に
も

，
国

際
関

係
法

（
公

法
）

の
素

養
を

十
分

に
備

え
た

法
律

実
務

家
が

強
く

求
め

ら
れ

ま
す

。
さ

ら
に

，
国

際
社

会
に

お
い

て
名

誉
あ

る
地

位
を

占
め

た
い

と
願

う
我

が
国

で
あ

れ
ば

こ
そ

，
な

お
の

こ
と

，
国

際
関

係
法

（
公

法
）

へ
の

理
解

・
認

識
を

深
め

，
こ

の
分

野
で

諸
外

国
を

リ
ー

ド
し

て
い

く
社

会
的

・
国

際
的

な
責

任
が

あ
る

と
思

い
ま

す
。

こ
の

点
で

は
，

国
を

挙
げ

て
，

国
際

関
係

法
（

公
法

）
教

育
の

充
実

を
図

る
施

策
が

必
要

で
あ

る
と

さ
え

考
え

ま
す

。
以

上
か

ら
，

標
記

選
択

科
目

中
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

は
今

後
も

是
非

存
続

さ
せ

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

申
し

上
げ

ま
す

。
も

っ
と

も
，

現
状

の
国

際
関

係
法

（
公

法
）

の
試

験
問

題
が

，
そ

の
内

容
・

難
易

度
の

点
に

お
い

て
，

適
切

な
も

の
で

あ
る

か
ど

う
か

は
別

途
議

論
の

余
地

が
あ

る
と

思
わ

れ
ま

す
。

新
司

法
試

験
制

度
導

入
以

降
の

国
際

関
係

法
（

公
法

）
の

出
題

は
，

い
た

ず
ら

に
難

解
な

問
題

が
含

ま
れ

て
い

る
も

の
が

少
な

く
な

い
よ

う
に

思
い

ま
す

（
恐

ら
く

，
そ

の
こ

と
が

，
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
選

択
者

数
の

著
し

い
減

少
を

招
い

て
い

る
も

の
と

思
料

い
た

し
ま

す
）
。

し
か

し
，

こ
れ

は
専

ら
出

題
サ

イ
ド

の
問

題
で

あ
っ

て
，

上
記

で
述

べ
た

国
際

関
係

法
（

公
法

）
の

必
要

性
・

意
義

を
何

ら
減

じ
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

試
験

問
題

の
内

容
・

難
易

度
の

適
切

性
に

つ
い

て
は

，
今

後
関

係
学

会
や

実
務

家
を

交
え

た
真

摯
な

議
論

を
し

て
い

た
だ

く
こ

と
を

強
く

要
望

い
た

し
ま

す
。

２
３

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

表
記

の
件

に
関

し
ま

し
て

国
際

関
係

法
（

公
法

）
の

存
続

を
以

下
の

理
由

に
よ

り
求

め
ま

す
。

い
。
国

際
関

係
法
（

公
【

理
由

】
法

系
）

を
存

続
す

べ
今

日
，

国
連

海
洋

法
条

約
の

実
施

措
置

に
伴

う
排

他
的

経
済

水
域

設
置

に
関

す
る

法
律

の
制

定
や

領
海

法
の

改
正

等
，

国
際

資料９
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き
で

あ
る

。
条

約
の

国
内

的
実

施
の

観
点

か
ら

国
際

公
法

の
知

識
は

国
内

各
分

野
ご

と
の

法
制

度
の

定
立

実
施

の
観

点
か

ら
必

須
で

す
。

同
様

の
例

は
，

国
内

裁
判

に
お

け
る

国
際

人
権

規
約

の
援

用
の

例
や

，
W

TO
ル

ー
ル

の
適

用
に

よ
る

一
部

酒
類

の
価

格
規

制
等

に
ま

で
及

ん
で

い
る

こ
と

は
周

知
の

と
お

り
で

す
。

こ
の

よ
う

に
国

際
法

と
国

内
法

と
の

相
互

浸
透

と
で

も
よ

ぶ
べ

き
現

象
に

鑑
み

，
国

際
法

に
関

す
る

知
識

は
必

要
な

分
野

で
あ

る
と

思
わ

れ
ま

す
。

そ
の

よ
う

な
次

第
で

，
国

際
関

係
法

（
公

法
）

の
学

習
は

司
法

試
験

制
度

に
と

っ
て

も
必

要
な

も
の

で
あ

る
と

考
え

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。

２
４

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

「
規

則
第

１
条

に
つ

い
て

，
今

回
は

改
正

の
必

要
は

な
い

」
と

い
う

御
判

断
で

す
が

，
特

に
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
に

つ
い

。
国

際
関

係
法
（

公
き

ま
し

て
，

司
法

試
験

委
員

会
の

委
員

の
諸

先
生

の
御

見
識

に
敬

服
い

た
し

ま
す

。
受

験
者

数
が

少
な

い
と

い
う

こ
と

と
，

日
法

系
）

を
存

続
す

べ
本

の
将

来
の

法
曹

育
成

に
と

っ
て

必
要

で
な

い
か

と
い

う
こ

と
と

は
別

の
問

題
で

あ
り

，
後

者
の

観
点

か
ら

は
，

国
内

実
定

法
き

で
あ

る
が

，
出

題
で

も
国

際
条

約
と

の
関

係
が

ま
す

ま
す

緊
密

化
し

て
い

る
現

在
，
国

際
条

約
を

ふ
く

む
国

際
法

に
つ

い
て

の
基

本
的

な
理

解
は

，
分

野
を

事
前

に
公

表
国

境
を

ま
た

が
る

私
人

間
あ

る
い

は
私

人
と

国
家

の
法

的
諸

関
係

に
つ

い
て

の
法

廷
の

議
論

を
適

正
な

水
準

に
維

持
す

る
た

め
す

る
な

ど
工

夫
す

べ
に

不
可

欠
で

あ
ろ

う
と

思
い

ま
す

。
国

際
的

感
覚

を
も

っ
た

法
曹

の
養

成
を

通
じ

て
，

日
本

の
国

内
裁

判
所

の
議

論
の

国
際

法
き

で
あ

る
。

的
な

質
が

向
上

す
れ

ば
，

外
国

の
裁

判
実

務
の

中
で

日
本

の
判

例
が

注
視

さ
れ

る
よ

う
に

な
り

，
そ

れ
だ

け
日

本
の

法
的

情
報

の
発

信
能

力
や

日
本

の
法

制
度

へ
の

諸
外

国
の

理
解

度
が

高
ま

り
，

ひ
い

て
は

日
本

の
将

来
的

な
国

益
の

増
進

に
も

，
繋

が
る

も
の

と
確

信
し

ま
す

。
受

験
者

が
少

な
い

の
は

，
恐

ら
く

国
際

法
の

分
野

が
多

岐
に

わ
た

る
こ

と
か

ら
く

る
勉

強
の

し
に

く
さ

に
根

本
的

な
問

題
が

あ
る

か
と

存
じ

ま
す

。
出

題
範

囲
に

つ
い

て
は

既
に

国
際

人
権

法
及

び
国

際
経

済
法

に
関

し
て

国
際

法
の

一
般

的
な

講
義

で
扱

わ
れ

る
範

囲
と

い
う

形
で

の
見

直
し

を
し

て
い

た
だ

き
ま

し
た

が
，

法
科

大
学

院
に

お
け

る
講

義
科

目
と

し
て

は
こ

れ
ら

が
そ

の
ま

ま
残

さ
れ

て
お

り
，

司
法

試
験

受
験

者
か

ら
み

れ
ば

，
全

部
を

履
修

し
て

い
な

い
と

不
安

が
残

る
で

し
ょ

う
。

他
方

，
全

部
を

十
全

に
履

修
す

る
だ

け
の

時
間

的
余

裕
は

な
い

の
が

実
際

で
し

ょ
う

。
加

え
て

，
国

際
法

の
資

料
に

は
基

本
と

な
る

国
際

判
例

で
す

ら
英

文
を

参
照

せ
ざ

る
を

え
な

い
と

い
う

の
が

実
情

で
す

。
現

在
基

本
的

国
際

判
例

の
翻

訳
が

進
め

ら
れ

て
い

ま
す

が
，

な
お

若
干

の
時

間
を

要
す

る
段

階
で

す
。

そ
れ

ゆ
え

判
例

資
料

と
し

て
は

国
内

判
例

や
要

約
版

の
国

際
判

例
に

た
よ

ら
ざ

る
を

得
ま

せ
ん

。
と

て
も

外
国

の
重

要
な

国
内

判
例

に
は

手
が

届
き

ま
せ

ん
。

そ
う

し
た

中
で

国
際

法
の

勉
強

を
進

め
て

い
る

受
験

者
に

と
っ

て
，

い
わ

ゆ
る

事
例

問
題

形
式

の
出

題
は

か
な

り
の

無
理

を
要

求
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
最

近
の

よ
う

に
具

体
的

な
内

容
の

枝
問

を
工

夫
す

る
こ

と
で

，
あ

る
程

度
の

改
善

は
図

れ
ま

す
が

，
国

内
裁

判
と

異
な

り
，

国
際

判
例

は
事

件
の

個
別

的
な

事
情

に
よ

る
制

約
も

大
き

く
，

ま
た

最
高

裁
判

所
に

よ
る

法
解

釈
の

有
権

的
な

確
定

と
い

う
こ

と
も

あ
り

ま
せ

ん
。

そ
こ

で
勉

強
の

し
に

く
さ

を
緩

和
す

る
た

め
に

便
宜

的
な

措
置

を
工

夫
す

る
と

い
う

こ
と

が
も

っ
と

も
有

効
で

あ
る

よ
う

に
思

い
ま

す
。

例
え

ば
，

事
例

問
題

の
出

題
分

野
（

例
え

ば
国

際
人

権
法

，
海

洋
法

，
国

際
刑

事
法

，
国

際
経

済
法

，
武

力
紛

争
法

・
人

道
法

の
中

の
一

又
は

二
）

を
毎

年
変

え
て

事
前

に
公

表
す

る
と

い
っ

た
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
よ

う
に

思
い

ま
す

。
も

ち
ろ

ん
事

例
問

題
で

す
か

ら
，

そ
の

分
野

だ
け

や
れ

ば
済

む
わ

け
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
，

一
又

は
二

つ
の

分
野

を
集

中
的

に
勉

強
し

な
が

ら
国

際
法

の
一

般
的

議
論

も
勉

強
す

れ
ば

，
国

際
法

の
理

解
も

相
当

に
進

む
よ

う
に

思
い

ま
す

。
国

際
法

の
概

念
を

ど
う

使
う

か
は

一
つ

の
分

野
で

習
熟

す
れ

ば
，

他
の

分
野

で
も

応
用

は
可

能
に

な
り

ま
す

。
そ

う
し

た
上

で
，

二
問

の
内

の
事

例
問

題
以

外
の

問
題

は
，

事
項

問
題

を
国

際
法

理
論

の
理

解
度

を
確

認
す

る
た

め
に

工
夫

し
て

出
題

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
て

も
よ

い
の

で
は

な
い

か
と

い
う

気
が

し
ま

す
。

２
６

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

司
法

試
験

施
行

規
則

第
１

条
に

つ
い

て
，

今
回

は
改

正
の

必
要

は
な

い
と

の
考

え
に

賛
同

す
る

。
い

。
国

際
関

係
法
（

公
特

に
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

は
，

存
続

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
る

法
系

）
を

存
続

す
べ

以
下

，
若

干
の

理
由

を
述

べ
る

。
き

で
あ

る
が

，
出

題
(

1)
国

際
関

係
の

緊
密

化
に

よ
り

，
国

際
的

な
文

脈
に

お
い

て
経

済
，

人
権

等
の

諸
事

項
に

関
す

る
紛

争
解

決
が

求
め

ら
れ

範
囲

を
縮

小
す

べ
き

て
い

る
今

日
，

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

の
理

解
が

実
務

法
曹

に
と

っ
て

も
ま

す
ま

す
重

要
性

と
な

っ
て

い
る

。
で

あ
る

。
(

2)
人

権
関

係
諸

条
約

の
国

内
適

用
を

通
じ

て
現

実
に

条
約

の
解

釈
適

用
が

争
わ

れ
る

事
案

も
漸

増
し

て
い

る
の

で
，

法
律

実
務

に
お

い
て

こ
の

科
目

の
重

要
性

が
今

後
も

増
す

と
思

わ
れ

る
。

(
3)

今
後

，
国

際
的

な
個

人
通

報
制

度
へ

の
対

応
も

喫
緊

の
課

題
と

な
る

で
あ

ろ
う

か
ら

，
国

際
法

の
解

釈
，

特
に

人
権

条
約

に
関

す
る

幅
広

い
判

例
法

の
理

解
を

踏
ま

え
た

現
実

問
題

へ
の

対
処

が
実

務
家

と
し

て
も

不
可

欠
の

も
の

と
な

っ
て

い

資料９
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る
。

(
4)

弁
護

士
活

動
の

一
環

と
し

て
，

国
際

機
関

や
途

上
国

に
お

け
る

人
権

活
動

へ
の

実
務

法
曹

の
貢

献
も

行
わ

れ
て

い
る

中
で

我
が

国
の

法
曹

と
し

て
人

権
や

法
の

支
配

の
理

念
を

ア
ジ

ア
諸

国
と

の
間

で
共

有
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

そ
の

場
合

に
，

国
際

法
の

理
解

は
不

可
欠

で
あ

る
。

(
5)

新
司

法
試

験
に

お
け

る
選

択
科

目
中

に
選

択
者

が
少

数
で

あ
る

の
は

，
出

題
範

囲
が

広
い

と
い

う
印

象
が

あ
る

の
も

一
因

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
あ

る
程

度
，

出
題

範
囲

を
絞

る
の

が
よ

い
と

思
わ

れ
る

。

２
８

大
学

関
係

者
改

正
の

必
要

は
な

「
今

回
は

改
正

の
必

要
は

な
い

」
と

の
意

見
に

賛
成

し
ま

す
。

と
り

わ
け

，
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
に

つ
い

て
は

，
国

際
い

。
国

際
関

係
法
（

公
経

済
法

を
出

題
範

囲
と

す
る

こ
と

を
含

め
，

現
状

を
維

持
す

べ
き

と
考

え
ま

す
。

法
系

）
を

存
続

す
べ

き
で

あ
る

。

３
０

そ
の

他
（

個
人

）
改

正
の

必
要

は
な

１
．

今
日

の
世

界
各

領
域

に
お

け
る

グ
ロ

ー
バ

リ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

と
市

民
生

活
の

国
際

化
が

顕
著

で
あ

る
こ

と
に

か
ん

が
み

，
我

い
。
国

際
関

係
法
（

公
が

国
法

曹
資

格
付

与
の

た
め

の
新

司
法

試
験

の
選

択
科

目
の

ひ
と

つ
と

し
て

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

及
び

国
際

関
係

法
法

系
，

私
法

系
）

を
（

私
法

系
）

の
２

科
目

が
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
こ

と
は

至
当

で
あ

り
，

今
後

と
も

両
科

目
が

維
持

さ
れ

る
よ

う
強

く
要

望
申

存
続

す
べ

き
で

あ
る

し
上

げ
ま

す
。

が
，

公
法

系
の

出
題

２
．

特
に

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

の
科

目
に

つ
き

ま
し

て
は

，
こ

れ
ま

で
同

科
目

の
受

験
者

数
が

他
の

科
目

に
比

し
非

常
に

範
囲

を
縮

小
す

べ
き

少
数

に
と

ど
ま

っ
て

い
ま

す
の

は
，

同
科

目
の

対
象

範
囲

が
，

国
際

法
，

国
際

人
権

法
，

国
際

経
済

法
の

３
科

目
に

わ
た

る
で

あ
る

。
こ

と
が

明
記

さ
れ

て
い

る
た

め
，

付
随

的
趣

旨
説

明
の

中
で

国
際

法
の

基
本

知
識

を
問

う
の

み
と

の
注

記
は

な
さ

れ
て

い
ま

す
も

の
の

，
関

心
を

有
す

る
受

験
生

に
対

し
，

同
科

目
受

験
準

備
の

た
め

に
は

，
こ

れ
ら

３
科

目
の

完
全

マ
ス

タ
ー

が
必

須
と

の
い

わ
ば

強
迫

観
念

を
与

え
，

こ
れ

を
回

避
な

い
し

遠
ざ

け
る

結
果

と
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

の
が

実
情

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
し

た
が

っ
て

，
国

際
関

係
法

（
公

法
系

）
の

科
目

の
規

定
の

仕
方

に
つ

き
配

慮
が

必
要

で
あ

り
，

是
非

出
題

範
囲

と
し

て
は

国
際

法
な

い
し

国
際

公
法

の
み

と
規

定
す

る
か

，
そ

れ
と

と
も

に
，

た
だ

し
書

と
し

て
例

え
ば

，
「

国
際

人
権

法
，

国
際

経
済

法
に

関
連

す
る

国
際

法
の

基
本

的
認

識
を

問
う

問
題

も
含

ま
れ

る
」

と
い

っ
た

表
現

の
仕

方
の

採
用

を
是

非
御

検
討

い
た

だ
き

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
３

．
我

が
国

司
法

裁
判

の
こ

れ
ま

で
の

判
例

に
お

い
て

，
国

際
法

，
国

際
人

権
法

に
関

す
る

理
解

が
不

十
分

と
の

批
判

的
見

方
が

識
者

よ
り

な
さ

れ
て

お
り

，
さ

ら
に

今
後

国
際

人
権

条
約

の
個

人
通

報
制

度
が

現
実

化
す

る
可

能
性

も
あ

り
，

我
が

国
裁

判
官

を
含

む
法

曹
の

国
際

法
に

関
す

る
知

識
は

益
々

必
要

と
な

っ
て

き
て

い
ま

す
。

よ
っ

て
，

我
が

国
法

曹
育

成
の

た
め

に
は

，
法

科
大

学
院

に
お

け
る

関
係

教
育

の
充

実
と

と
も

に
，

新
司

法
試

験
選

択
科

目
と

し
て

国
際

関
係

法
（

公
法

系
）

へ
の

関
心

，
受

験
者

数
を

増
大

さ
せ

る
こ

と
が

必
須

で
あ

る
と

考
え

ま
す

の
で

，
上

記
２

．
に

つ
い

て
の

御
検

討
を

強
く

要
望

い
た

し
ま

す
。
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