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報
告

4
一
韓
国
思
想
と
法
哲
学
の
課
題

第
一
章

序
吾ι
同開

東アジア文化と近代法

東
洋
人
、
韓
国
人
の
視
点
で
法
哲
学
を
考
え
て
み
る
と
き
、
法
の
普
通

性
と
特
殊
性
の
中
で
今
ま
で
(
西
洋
的
)
普
遍
性
を
強
調
し
た
反
面
、

(
民
族
的
)
特
殊
性
に
対
し
て
は
関
心
が
不
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
法

多
元
主
義
宏
明
白

J
E
E
-
-的
自
)
と
比
較
法
哲
学
(
〈
旬
開

-
Z
F
g含
牢
円

FZ-

司

Z
。∞岳
F
5
)

が
主
張
さ
れ
て
い
る
現
在
、
あ
る
い
は
、

H

ポ
ス
ト
・
モ
タ

ニ
ズ
ム
H

時
代
に
民
族
的
伝
統
を
再
解
釈
し
世
界
法
文
化
の
隊
列
に
参
与

し
て
、
受
容
(
河
内

N
3
E
E
)
の
主
体
者
と
し
て
こ
の
伝
統
を
行
使
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
哲
学
の
面
か
ら
見
る
と
き
、
来
た
し
て
民

崖

克鍾

訳

彦庫

岡

族
伝
統
の
思
想
史
の
中
か
ら
何
を
法
哲
学
の
領
域
に
引
き
入
れ
、

N

法
哲

学
化
μ

な
い
し

H

法
思
想
化
μ

す
べ
き
な
の
か
、
こ
れ
を
牽
強
附
回
あ
る

い
は
我
田
引
水
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
J
論

理
u

と
理
論
で
も
っ
て
可
能
な
の
か
、
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
た
法
哲
学
を
持
つ
た
め
に
は
、

換
言
す
れ
ば
、
西
洋
の
学
問
を
学
ん
だ
法
律
家
、
識
者
層
だ
け
の
法
哲
学

に
な
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
に
は
、
で
き
れ
ば
我
々
の
用
語
と
内
容

で
出
来
上
が
っ
た
か
韓
国
μ

法
哲
学
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
。

韓
国
に
は
、
古
来
か
ら
豊
富
な
宗
教
と
精
神
的
伝
統
が
あ
る
。
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム

(ωZ呂
田
口
伝
吉
)
か
ら
始
ま
っ
て
、
檀
君
神
話
、
仏
教
、
儒
教
、
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料

道
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
東
学
、
強
山
教
、
な
ど
の
ぷ
不
一
教
u

と
呼
ば
れ
る

思
想
財
と
、
地
理
風
水
、
鄭
鑑
録
、
土
亭
秘
訣
な
ど
の
人
間
の
心
を
捕
ら

え
る
精
神
的
な
脈
絡
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
精
神
的
な

食
べ
物
を
豊
富
に
整
え
ら
れ
た
宴
の
食
卓
に
座
っ
て
い
る
。
李
恒
寧
博
士

は
宗
教
に
つ
い
て
多
食
主
義
者
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
も

ち
ろ
ん
信
仰
の
対
象
と
し
て
多
食
主
義
者
に
な
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、

大
体
は
一
つ
の
信
仰
に
満
足
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
学
問
的
な
面

で
は
こ
の
よ
う
な
韓
国
的
宗
教
混
合
(
「
己
記

3
5
aロ
円
『
め
ま
互
の
現
象
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
却
っ
て
韓
国
の
独
特
な
思
想
構
造

を
発
見
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

資

第
二
章

韓
国
法
思
想
の
模
索
過
程

韓
国
的
な
法
思
想
を
模
索
し
た
数
名
の
学
者
達
の
関
心
と
方
法
論
を
整

理
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

李
恒
寧
の
風
土
法
論

元
老
法
哲
学
者
李
恒
寧
(
一
九
一
五

i
)
は
法
哲
学
を

H

法
の
哲
学
N

で
は
な
く
て

N

法
を
通
じ
て
成
立
す
る
普
遍
的
社
会
の
哲
学
H

つ
ま
り
、

法
哲
学
を
社
会
哲
学
の
総
合
体
と
し
て
把
握
し
世
界
史
の
時
間
的
構
造
と

空
間
的
構
造
に
分
け
て
各
々
の
法
文
化
圏
に
適
し
た
法
理
念
を
設
定
し
、

そ
れ
に
一
致
さ
せ
て
こ
れ
を
説
明
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
韓
国
は
東
方

社
会
と
し
て
、
古
代
に
は
農
耕
社
会
、
中
世
に
は
郡
県
社
会
、
近
代
に
は

民
族
社
会
、
現
代
に
は
人
倫
社
会
と
し
、
そ
の
理
念
は
、
古
代
に
は
自
然

法
、
中
世
に
は
儒
教
法
、
近
代
に
は
道
義
法
、
現
代
に
は
平
和
的
法
理
念

を
指
向
す
る
法
文
化
圏
に
属
す
る
と
い
う
。
風
土
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な

区
別
に
従
っ
て
花
郎
道
思
想
の
敬
天
、
平
和
、
護
国
の
理
念
を
韓
国
法
の

(1) 

理
念
と
し
て
上
げ
て
い
る
。
李
博
士
は
花
郎
道
思
想
が
東
学
に
つ
な
が
っ

た
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
化
郎
道
思
想
は
韓
国
に
だ
け
可
能
な
も
の
で
は
な
く
て
、
東
方
的

風
土
性
を
持
つ
国
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
共
通
の
思
想
が
存
在
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
東
方
の
法
思
想
(
文
化
)
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
韓
国
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で

H

風
土
d

は
民
族
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
。
唯
気

史
観
に
立
脚
し
て
世
界
史
の
流
れ
を
時
間
的
・
空
間
的
に
類
型
化
す
る
こ

と
に
図
っ
て
成
立
し
た
こ
の
風
土
法
論
は
、
東
洋
法
を
論
じ
る
整
地
作
業

と
し
て
の
意
義
は
大
き
い
け
れ
ど
も
、
韓
国
法
を
論
じ
る
独
自
性
の
間
口

(2) 

は
狭
い
よ
う
で
あ
る
。

北法44(4・244)922



東アジア文化と近代法

黄
山
徳
の
法
道
具
論

故
黄
山
徳
(
一
九
一
七
j

一
九
八
九
)
は
仏
教
信
仰
に
立
脚
し
、
す
な

わ
ち
、
法
の
概
念
を
否
定
し
空
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
「
あ
る
と
も
言
え
ず
、

な
い
と
も
言
え
な
い
」
た
だ
、
道
具
と
し
て
の
法
だ
け
を
認
め
る
。
自
然

法
が
も
し
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
役
割
さ
え
も
な
し
得
な
い

の
で
、
自
然
法
が
存
在
し
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
あ
る
と
も

言
え
ず
、
な
い
と
も
言
え
な
い
」
こ
と
を
仏
教
学
者
達
も
必
エ
d

(
出
口
口
可
巳
担
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
空
の
道
理
を
も
ち

(3) 

い
て
我
々
は
自
然
法
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
法
観
に

従
っ
て
黄
博
士
に
は
東
洋
法
で
あ
れ
西
洋
法
で
あ
れ
韓
国
法
で
あ
れ
、
そ

こ
に
は
何
等
の
区
分
が
な
い
。
彼
の
「
仏
教
的
自
然
法
論
(
?
)
」
は
あ

る
面
で
見
れ
ば
、
空
の
法
思
想
な
い
し
、
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
法
を
正

当
化
し
得
る
高
度
の
法
実
証
主
義
あ
る
い
は
法
多
元
主
義
の
よ
う
で
も
あ

り
、
理
解
し
に
く
い
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
の
法
哲
学
者
に
よ
っ

て
特
徴
的
な
法
哲
学
が
現
れ
た
こ
と
自
体
が
韓
国
法
思
想
史
に
意
義
の
あ

(
4
)
 

る
こ
と
だ
と
恩
わ
れ
る
。

回
鳳
徳
の
嶋
田
的
自
然
法
論

韓
国
法
史
家
で
あ
る
回
鳳
徳
(
一
九
一

o
j
)

は
韓
国
法
史
の
伝
統
か

ら
韓
国
人
の
法
思
想
を
抽
出
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
韓
国
法
の
本
質
は
社

会
秩
序
の
妥
当
性
を
自
然
秩
序
に
基
底
し
て
い
る
天
人
相
奥
の
信
念
に
あ

る
と
見
て
、
正
法
(
己
円
E
C
間
内
田
河
巾
円
宮
門
)
で
は
な
く
善
法
(
悶
5
2
河
2
F
C
の

理
念
を
指
向
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
彼
は

m
i
r
(
ホ
ン
)
が
韓
国
の

固
有
の
法
概
念
で
あ
り
、

H
4
叶」一

F
(天
)
と

J
o判
“
(
経
緯
)
が
韓
国

(
5
)
 

人
の
法
感
情
で
あ
る
と
言
う
。
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
思
想
的
モ
チ
ー

フ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
論
理
と
し
て
発
展
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
田
博
士
の
韓
国
法
史
観
は
伝
統
法
の
長
所
と
短

所
を
明
快
に
か
つ
批
判
的
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
に
功
績
を
築
い
た
が
、
よ

り
一
層
の
学
問
的
活
動
を
通
し
た
理
論
化
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
物
足
り
な
き
が
あ
る
。
朴
乗
濠
(
一
九
一
一
一
一

j
)

の
よ
う
な
後

輩
学
者
が
こ
の
よ
う
な
作
業
を
続
け
て
い
る
が
、
法
史
観
が
必
ず
し
も
一

(
6
)
 

致
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

劉
基
天
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
法
理
論

刑
法
学
者
で
あ
る
劉
基
天
(
一
九
一
五

i
)
は
一
九
五
六
年
エ

l
ル
大

学
の
学
位
論
文
「
韓
国
文
化
と
刑
事
責
任
」

(E『

g
ロ

PRE「町
g
a
pヶ

E
E
-
m
g宮
口
巴

E
5
)
で
韓
国
法
文
化
の
特
徴
を
分
析
し
、
こ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
刑
事
理
論
を
模
索
し
よ
う
と
心
を
砕
い
た
。
彼
は
文
化
研
究
で

の
場
の
理
論
(
『
戸
市

E
p
g「
可
)
を
強
調
し
韓
国
文
化
の
特
性
を
追
求
し
な

が
ら
も
、
い
つ
も
自
由
社
会
寄
2
8
2
2三
と
い
う
理
念
型
と
の
比
較

四

北法44(4・245)923



4
ル
l

ゆ
方
ι

を
通
じ
て
普
遍
性
と
特
殊
性
の
問
題
を
相
関
的
に
説
明
す
る
方
法
を
取
っ

て
い
る
。
劉
博
士
が
把
握
し
た
韓
国
文
化
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
的
文
化
複
合
体
(
目

E
B
B
E
R
E
-
z
E
S自
立
巾
と
と
い
う
事

実
で
あ
り
、
法
言
語
で
も
っ
て
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
的
要
素
が
現
れ
る
と
一
言
う
。
こ
の
よ
う
な
言
語
の
分
析
で
韓
国
人
の
規

範
意
識
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
韓
国
人
の
人
格
的
非

人
格
性

e
q
M
O
z
-
-
B官
ZOE--き
の
共
同
体
規
範

(
g
g
g
E巳
ロ
D

『ヨ)

(7) 

を
持
っ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
こ
こ
で
彼
は
韓
国
人
の
独
特
な
親
族
観
と

縁
故
主
義
か
ら
法
的
身
分
性
、
集
団
性
、
複
合
性
を
基
礎
と
し
て
刑
事
責

任
と
刑
事
理
念
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
劉
博
士
の

よ
う
な
文
化
人
類
学
的
・
心
理
学
的
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
法
理
論
も
彼
の
海

外
滞
在
の
長
期
に
伴
っ
て
韓
国
学
会
と
の

H

断
絶
H

で
も
っ
て
映
し
出
さ

れ
て
い
る
。
後
輩
刑
法
学
者
に
こ
の
よ
う
な
学
風
が
継
承
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

資

成
乗
春
の
儒
教
法
文
化
論

故
成
乗
春
(
一
九
三
二

i
一
九
八
二
)
は
方
法
論
的
に
は
法
社
会
学
的
・

法
人
類
学
的
接
近
か
ら
、
韓
国
人
の
法
思
想
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
儒
教

の
影
響
を
深
く
受
け
た
文
化
と
し
て
、
西
洋
の
法
律
的
文
化

(
Z
包

rEn

g
-
Z
Z
)
と
対
照
さ
せ
た
非
法
律
文
化
(
同
一
巾
何
回

-EH円
円

ロ

-ZZ)
と
し
て
把

五

(8) 

援
す
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
韓
国
法
文
化
論
は
西
洋
諸
で
書
か
れ
て
お
り

西
側
の
学
界
に
も
多
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
儒
教
を
過
度
に
強

調
し
す
ぎ
る
感
が
な
く
は
な
い
。
現
代
社
会
で
の
儒
教
法
文
化
を
発
展
さ

せ
る
現
代
的
方
法
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
彼
の
長
男
、
成
在
鳳
博
士
が

こ
の
よ
う
な
関
心
で
政
治
哲
学
者
な
い
し
法
哲
学
者
と
し
て
活
動
し
て
お

(9) 

り
、
期
待
が
大
き
い
。

北法44(4・246)924

第
三
章

韓
国
法
の
思
想
的
基
礎

以
上
の
よ
う
な
試
み
が
韓
国
法
思
想
の
模
索
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た

価
値
あ
る
努
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
一
方
で
は
学

者
の
法
哲
学
の
体
系
構
成
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
他
方
で

は
韓
国
文
化
一
面
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
方
法
論
的
に
不
本
意

に
限
定
さ
れ
て
い
る
感
じ
を
持
つ
。
筆
者
は
却
っ
て
韓
国
の
精
神
的
思
想

財
を
開
放
的
に
包
括
し
そ
の
思
想
財
の
特
徴
と
長
短
所
を
抽
出
し
て
法
と

連
結
さ
せ
る
作
業
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、

韓
国
の
思
想
史
の
中
で
法
哲
学
な
い
し
法
思
想
史
と
関
連
し
発
展
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
素
材
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
幾
っ
か
を
選
び

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
七

0
年
代
に
ド
イ
ツ
で
展
開
さ
れ
た
基
本
価

値
論
争
(
の

E
E耳
R
Z己
2
5
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
表
現
を
借



り
れ
ば
、
次
に
列
挙
し
た
思
想
財
は
韓
国
法
の
基
本
価
値
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。弘

益
人
間
思
想

檀
君
神
話
か
ら
由
来
す
る
こ
の
思
想
は
李
氏
朝
鮮
五

O
O年
、
日
帝
時

代
を
経
て
今
日
で
も
教
育
法
第
一
条
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
韓
国
人
の
理

想
像
で
あ
る
O

H

普
く
利
益
を
与
え
る
人
間
μ

の
理
念
は
利
己
主
義
を
克

服
し
共
同
福
利
(
の

2
2口
君
。
さ
を
指
向
す
る
社
会
人
と
し
て
の
理
想
型

(
印
)

で
あ
る
。
韓
国
法
の
理
想
精
神
で
あ
り
人
間
像
の
大
前
提
が
弘
益
人
間
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
過
度
な
個
人
主
義
的
・
資
本
主
義
的
法
規
は
止
揚
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
北
統
一
に
向
か
う
立
法
で
は
さ
ら
に

一
層
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

東アジア文化と近代法

在
世
理
化
思
想

檀
君
神
話
か
ら
由
来
す
る

J
」
の
世
を
理
化
す
る
H

と
い
う
こ
の
思
想

も
と
て
も
偉
大
な
思
想
で
あ
る
。
人
聞
が
生
き
る
こ
の
世
を
何
よ
り
も
理

(
理
性
)
で
支
配
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

〈

R
ロ
==EF円
U
E
口
問
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
理
性
を
尊
重
す
る
民
族
文
化
は
過
度
な
尚
武
、
度
が
過

ぎ
た
感
情
至
上
主
義
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
李
氏
朝

鮮
の
性
理
学
で
も
理
を
強
調
し
た
け
れ
ど
も
、
理
性
を
愛
す
る
理
性
人
と

し
て
韓
国
人
の
法
文
化
を
整
え
る
こ
と
が
基
本
課
題
で
あ
る
。

三
善
利
悪
禍
思
想

H

善
を
行
う
こ
と
が
益
に
な
り
、
悪
は
禍
を
招
く
u

と
い
う
こ
の
思
想

は
檀
君
神
話
か
ら
由
来
し
な
が
ら
綿
々
と
韓
民
族
の
生
活
の
中
に
根
を
下

ろ
し
た
思
想
で
あ
る
。
蓄
を
行
い
悪
を
退
け
る
勧
善
懲
悪
の
考
え
は
古
今

の
自
然
法
の
原
理
で
あ
る
が
、
韓
国
人
も
早
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
善
志
向

的
法
原
理
を
想
定
し
て
い
た
。
後
に
述
べ
る
良
法
美
意
思
想
と
も
相
通
じ

る
よ
う
に
、

H
差
口
(
品
曲
目
。

Em)
の
思
想
は
西
洋
の
正
義
(
巳

g
E
n
E
C岡
市
ア

と
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
た
善
法
(
同
5
3
F
n
E
C
、
良
法
の
理
念
的
基

礎
を
築
く
の
で
あ
る
。

四

除
禍
召
福
思
想

韓
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
い
し
民
間
信
仰
の
基
底
を
成
す
思
想
構
造

は
H

禍
を
遊
け
て
福
を
招
く
H

と
い
う
考
え
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ

の
地
上
で
福
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
真
実
な
思
い
は
今
日
で

も
韓
国
人
が
新
年
に

H

福
を
多
く
受
け
て
下
さ
い
u

と
い
う
挨
拶
を
す
る

と
き
に
も
現
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
祈
福
信
仰
は
韓
国
人
の
宗
教

意
識
に
影
響
を
与
え
、
す
べ
て
の
宗
教
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
化
さ
れ
て
い

北法44(4・247)925



汁ル，
・叶脊什
1

る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
ほ
と
の
現
象
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
事
実
で

あ
る
と
す
れ
ば
事
実
通
り
に
直
視
し
、
法
で
も
っ
て
そ
れ
を
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
。
幸
福
追
求
権
が
憲
法
的
基
本
権
と
な
っ
て
い
る
が
、
国
民
の
幸

福
感
を
剥
奪
し
な
が
ら
規
制
す
る
法
令
は
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

資

下
化
衆
生
思
想

仏
教
、
特
に
韓
国
の
大
乗
仏
教
で
は

H

上
求
菩
提
下
化
衆
生
u

の
理
念
、

す
な
わ
ち
、
衆
生
が
平
和
な
世
界
を
作
る
と
い
う
思
想
が
強
い
。
新
羅
の

名
僧
元
暁
は
多
く
の
戒
律
を
再
解
釈
し
て
仏
教
的
法
理
論
を
構
成
し
た
の

で
あ
る
が
、
高
麗
時
代
以
後
の
仏
教
の
衰
退
に
よ
っ
て
こ
れ
は
国
民
的
法

原
理
に
ま
で
生
活
化
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
的
思
想
財
は
韓
国

人
の
宗
教
性
に
相
当
密
着
し
て
い
る
。
憲
法
は
平
和
主
義
を
志
向
し
て
い

る
が
韓
国
社
会
は
平
和
と
寛
容

(40-2SN)
が
と
て
も
物
足
り
な
い
の
が

現
実
で
あ
る
。
南
北
統
一
を
念
頭
に
置
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
国
に
下
化
衆

生
の
理
念
を
法
を
通
じ
て
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
至
上
課
題
で
あ

る。
五六

修
己
治
人
思
想

儒
教
倫
理
か
ら
現
れ
た

H

自
身
を
修
め
た
後
に
他
人
を
治
め
よ
M

と
い

う
思
想
は
韓
国
人
の
生
活
哲
学
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
修
身
斉
家
治
国

平
天
下
と
も
表
現
さ
れ
る
。
西
洋
で
は
個
人
倫
理
と
社
会
倫
理
、
心
情
倫

理
と
責
任
倫
理
(
玄
信
者
巾
宮
こ
に
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
韓
国
人
に
は

そ
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
法
治
主
義
制
度
尊
重
の
思
想
を
悶

害
し
人
治
主
義
や
徳
治
主
義
へ
と
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
韓
国
人
は
今
も
自
己
を
修
養
で
き
な
い
者
が
他
人
を
治
め
る
技
術
(
能

力
)
の
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
容
認
し
な
い
と
い
う
考
え
が
支
配

的
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
公
職
者
倫
理
法
の
基
礎
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
、
法
治
主
義
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
今
日
も
今
だ
に
妥
当
な
要
請

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

北法44(4・248)926

七

良
法
美
意
思
想

「
経
国
大
典
」
(
一
四
六
九
年
)
の
除
居
正
の
序
文
な
ど
李
氏
朝
鮮
時
代

の
文
献
に
よ
く
現
れ
て
い
る
良
法
美
意
と
い
う
表
現
は
、
法
も
須
ら
く
美

し
い
民
意
を
盛
り
込
ん
だ
良
い
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
を

表
し
て
い
る
。
西
洋
に
も
中
世
に
間
E
Z田
町
一
門
司
印
河

R
Z
の
観
念
が
大
き
く

作
用
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
良
法
美
意
は
韓
国
法
の
か
あ
る
べ
き
姿
H

と

(
日
)

し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
(
朴
乗
濠
)
。
良
法
と
な
る
た
め
の
条
件
と
し
て

は
王
権
に
よ
る
朝
令
暮
改
で
は
な
く
て
善
良
な
民
衆
の
意
思
を
基
礎
に
置

い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
素
朴
な
民
主
主
義
的
思
想
を
内

包
し
て
い
る
。
美
意
は
衆
愚
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
権
力
に



よ
っ
て
も
歪
曲
造
作
さ
れ
な
い
良
法
美
意
の
立
法
と
執
行
は
現
在
も
生
命

力
の
あ
る
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

過
失
相
規
思
想

郷
約
を
通
じ
て
朝
鮮
朝
一
六
世
紀
か
ら
保
存
さ
れ
た
こ
の
思
想
は
李
退

渓
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
郷

約
の
徳
業
相
勧
、
礼
俗
相
交
、
患
難
相
岨
を
教
化
事
業
に
委
ね
過
失
相
規

だ
け
を
自
治
法
化
し
、
上
・
中
・
下
罰
で
も
っ
て
処
罰
す
る
よ
う
に
礼
安

(ロ)

郷
約
を
作
成
し
た
。
郷
約
と
は
儒
教
理
念
に
よ
る
教
化
規
範
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
民
衆
が
抵
抗
な
し
に
従
順
し
た
自
治
規
範
で
も
あ
っ
た
。
中
央
集

権
的
国
家
法
規
範
だ
け
で
法
治
主
義
は
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
人
民

の
自
発
的
な
参
与
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、
草
の
根
民
主
主
義
と

共
に
地
方
自
治
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
施
行
が
困
難
な
現
実
の
中

で
さ
ら
に
切
実
に
感
じ
る
課
題
だ
と
い
え
る
。

J¥ 

東アジア文化と近代法

九
崇
徳
廃
業
思
想

H

徳
を
崇
尚
し
な
が
ら
業
を
広
め
る
H

と
い
う
こ
の
思
想
は
、
士
農
工

商
の
職
業
観
と
一
見
背
馳
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
が
ら
も
、
我
々
民
族
の

職
業
倫
理
と
し
て
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
で
あ
る
。
韓
国
儒

教
が
文
治
主
義
に
流
れ
、
弊
害
は
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
精
神
は
や

は
り
崇
徳
庚
業
で
あ
り
、
務
実
力
行
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
労
働
法
、

経
済
法
な
ど
の
法
域
が
発
展
し
て
い
る
法
体
系
の
中
に
企
業
が
占
め
て
い

る
比
重
が
大
き
く
な
り
、
企
業
が
利
潤
追
求
だ
け
で
な
く
社
会
的
責
任
と

公
共
の
福
利
の
た
め
の
企
業
倫
理
を
持
た
な
い
と
き
、
国
民
経
済
に
ど
れ

ほ
ど
大
き
な
災
い
を
も
た
ら
す
か
を
知
っ
て
い
る
。
個
人
も
科
学
文
明
の

利
器
に
よ
っ
て
益
々
便
利
と
享
楽
を
追
求
し
や
す
い
現
代
に
お
い
て
、
健

全
な
勤
労
倫
理
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
法
も
こ
れ
を
支
援

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

+
敬
と
誠
の
思
想

退
渓
李
混
(
一
五

O
一
i
七
五
)
は
人
間
生
活
の
根
本
原
理
は
敬
と
誠

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
す
べ
て
致
知
と
力
は
、
敬
を
持
ち
誠
を
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
西
洋
で
も
信
義
誠
実
(
↓
『

2
5
ι
2
2
F
B
)

の
原
理
が
あ
り
、
我
が
民
法
で
も
信
義
を
無
視
し
誠
実
に
行
わ
れ
な
い
法

律
行
為
は
無
効
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
条
理
と
い
う
法
源
も
あ

る
け
れ
ど
も
韓
国
人
の
法
意
識
は
敬
と
誠
、
す
な
わ
ち
信
義
誠
実
に
違
反

し
た
法
律
行
為
を
無
効
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
拒
否
感
を
感
じ
な
い
。

我
々
は
法
理
論
に
お
い
て
形
式
主
義
と
意
思
主
義
に
つ
い
て
我
々
な
り
の

基
準
を
模
索
す
る
根
拠
を
、
こ
こ
に
探
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

北法44(4・249)927



料

十
一
礼
主
法
従
思
想

H

礼
が
主
で
あ
り
、
法
は
従
で
あ
る
u

と
い
う
思
想
、
ま
た
は
か
徳
主

刑
輔
μ

H

違
礼
入
律
μ

の
思
想
は
、
朝
鮮
王
朝
を
風
廃
し
た
思
考
方
式
で

あ
る
。
東
方
礼
儀
之
国
と
自
任
し
た
朝
鮮
で
、
札
が
広
範
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
が
韓
国
法
思
想
史
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
礼
だ
け

を
守
れ
ば
あ
る
程
度
法
を
守
り
道
徳
を
も
充
足
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
礼
主
法
従
の
思
想
は
や
や
も
す
る
と
法
発
展
を
阻
害
す
る

可
能
性
も
あ
る
が
、
礼
と
道
徳
の
基
礎
と
目
的
か
ら
離
れ
た
法
に
な
ら
な

い
よ
う
に
と
い
う
理
念
を
提
示
し
て
く
れ
る
点
で
は
間
違
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
万
能
主
義
の
思
考
方
式
で
法
を
む
や
み
に
作
り

数
多
く
の

μ

悪
法
μ

を
量
産
し
て
持
て
余
し
た
現
実
へ
の
恐
ろ
し
い
教
訓

と
な
る
。
そ
し
て
札
が
崩
れ
た
国
民
生
活
に
お
い
て
は
法
治
主
義
は
困
難

で
あ
る
と
い
う
教
訓
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

資

十

二

人

乃

夫

思

想

東
学
で
は
、
人
乃
天
な
い
し
人
心
天
心
の
思
想
が
主
張
さ
れ
人
間
尊
重

の
韓
国
的
表
現
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
す
る
理

論
的
な
議
論
が
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
韓
国
人
も

H

人
間
ら
し
い
生
存
u

(
E
g
M
n
v
g者
巴
『
島
高

2
0
8
2ロ
)
の
保
障
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
法
的
要
請
の
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
は
価
値
の
あ
る
思
想
で
あ
る
と
い

え
る
。
韓
国
憲
法
に
も
こ
れ
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
完
全
に
実
現

し
よ
う
と
す
れ
ば
各
法
な
い
し
は
法
執
行
に
お
い
て
多
く
の
改
善
の
余
地

を
抱
え
て
い
る
。
韓
国
で
の
人
権
富
市
宮
与
2
2
S
Z
)
保
障
の
理
想
と
も

い
え
る
こ
の
思
想
は
、
南
北
韓
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
克
服
す
る
と
き
に
も

指
標
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
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解
怨
相
生
思
想

美
晴
朗
山
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
こ
の
か
怨
恨
を
解
い
て
、
共
に
生
き
よ

う
u

と
い
う
こ
の
思
想
は
、
韓
国
人
の
共
存
共
栄
と
秩
序
思
想
を
示
し
て

く
れ
る
。
韓
国
人
は
儒
教
倫
理
の
間
違
っ
た
解
釈
に
よ
っ
て
、
怨
恨
と
復

讐
の
感
情
を

H

美

化
μ

さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
は
西
洋
の
神
の
平
和

(の
C
吉
田
町
己
主
巾
)
運
動
の
よ
う
に
、
復
讐
行
為
を
制
限
し
公
刑
罰
に
服
従

す
る
契
機
が
な
か
っ
た
た
め
で
で
あ
る
。
美
羽
山
の
教
え
は
盟
山
教
の
特

定
の
教
理
と
し
て
の
み
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
全
国

民
が
怨
恨
感
情
を
醇
化
さ
せ
合
理
精
神
で
共
存
す
る
秩
序
社
会
を
作
る
よ

う
に
努
力
す
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
で
、
刑
法
と

訴
訟
法
な
ど
の
法
制
に
も
配
慮
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

十十
四
敬
天
愛
人
思
想

天
を
恭
敬
し
人
を
愛
す
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
と



し
て
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
韓
国
人
の
宗
教
心
の
基
本
は
敬
天

2
5自

己
的
〈
巾
『
巾

F
「
口
口
問
)
に
あ
り
(
叶
O
B
g
o
y
豆
、
隣
人
同
志
愛
を
分
け

与
え
て
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
遠
く
か
ら
来
た
客
人
を
冷
遇
し
て
は
な
ら

な
い
(
柔
遠
之
仁
)
と
い
う
精
神
も
あ
る
。
韓
国
法
は
基
本
的
に
こ
の
よ

う
な
人
間
愛
と
連
帯
性
(
∞

D
E
R
-
g
c
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

極
端
な
個
人
主
義
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
主

義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
念
は
韓
国
法
の
基
本
価
値
だ
と
言
わ
れ
、
法

が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
や
や
も
す
る
と
無
視
さ
れ
が
ち
な
も
の
と
し
て

こ
れ
は
自
省
の
契
機
で
も
あ
る
。

東アジア文化と近代法

n
i
L
U
(
ホ
ン
)
思
想

法
に
該
当
す
る
純
ハ
ン
グ
ル
は

J
ア
(
ホ
ン
)
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

手
本
ど
お
り
に
習
う
、
見
本
を
示
す
、
そ
し
て
北
韓
で
は
今
も
使
っ
て
い

る。

d
z
l
L、川
μ

(

イ
ル
ボ
ン
セ
)
と
い
う
言
葉
の
そ
の

J
F
で
あ
る

O

N
i」

H

と
い
う
の
は
、
人
や
事
物
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
ど
お
り
に
存
在
し

て
い
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
が
、

P
E
と
的
。

=
2
を
合
致
さ
せ
た

十
五

ω
0
2
2品
。
∞
∞
包
ロ
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
や
カ
ウ
フ
マ

(
日
)

ン
(
〉
田
町
内

E
E
Sロ
)
の
西
側
の
法
哲
学
理
論
を
連
想
さ
せ
る
こ
の

iLH

と
い
う
言
葉
は
、
法
を
表
現
す
る
上
で
す
で
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
が
、
少
な
く
と
も
、
法
哲
学
的
に
は

J
F
の
思
想
を
匙
ら
せ
る
必

要
が
あ
る
。
韓
国
人
と
韓
国
社
会
に
は
H
H
τ
μ

の
法
哲
学
が
切
実
で
あ
る
。

十
六

謙
遜
の
法
思
想

ド
イ
ツ
の
河
』
町
内
コ
ロ
聞
は
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」

(
U旬
開
白
ヨ
又
己
目
的

河
内
内
さ
を
道
徳
的
な
義
務
で
あ
る
と
ま
で
讃
え
た
け
れ
ど
も
、
韓
国
人
は

権
利
が
あ
っ
て
も
譲
り
、
耐
え
て
、
忍
ぶ
余
裕
を
美
徳
と
し
て
考
え
て
き

た
。
謙
遜
は
、
西
洋
の
屈
従

3
2百
円
)
や
卑
屈

(FEB--
】
丘
一
。
ロ
)
と
し
て
翻

訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
独
特
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
東
洋
的
徳
目
で
あ
る
。

韓
国
人
の
権
利
義
務
観
念
は
根
本
的
に
こ
の
謙
遜
の
観
念
に
基
づ
い
て
お

(M) 

り
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
れ
ば
韓
国
人
の
法
思
想
の
基
礎
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
章

韓
国
法
哲
学
の
課
題
と
方
法

以
上
で
、
我
々
は
韓
国
人
が
法
哲
学
的
観
点
か
ら
発
展
さ
せ
得
る
思
想

財
(
の

E
E
Z口
間
三
)
を
紹
介
し
て
き
た
。
今
、
我
々
の
課
題
は
こ
の
よ
う

な
思
想
財
を
ど
の
よ
う
に
料
理
し
て
法
哲
学
化
さ
せ
る
か
に
あ
る
。
そ
の

(
日
)

方
法
論
と
概
念
・
理
論
構
成
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
み
よ
う
。

北法44(4・251)929

一
比
較
法
哲
学
の
可
能
性

H

韓
国
“
法
哲
学
を
試
み
る
と
き
、
最
も
は
じ
め
に
突
き
当
た
る
問
題



料

は
比
較
法
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
西
欧
中
心
の
法
哲
学
か
ら
、
現

(M) 

代
の
法
多
元
主
義
の
登
場
と
共
に
比
較
法
哲
学
の
重
要
性
が
本
格
的
に
論

議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
の
例
を
上
げ
れ
ば
、
ア
ル
ト

ア
・
カ
ウ
フ
マ
ン
(
〉
『
吾
ミ
同

E
E
Eロ
)
教
授
は
近
年
「
比
較
法
哲
学
・
・

古
典
的
中
国
法
文
化
と
西
洋
法
」
と
い
う
論
文
を
書
き

H

旅
行
の
法
哲
学
u

(
河
内

n
F
Z匂

E
O
M
C
Z
Z
由
民
間
包
括
ロ
)
と
い
う
表
現
を
使
い
な
が
ら
こ
の
方

(口)

向
性
の
意
義
を
明
確
に
強
調
し
た
。
そ
れ
以
前
に
す
で
に
ラ

l
ド
プ
ル
フ

も
比
較
法
哲
学
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
示
唆
し
た
。

「
二
つ
以
上
の
概
念
は
各
者
が
他
者
に
対
し
て
直
接
的
に
関
係
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
た
だ
間
接
的
に
、
す
な
わ
ち
、
各
者
が
第
三
の
概
念

資

を
通
じ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
も
関
係
を
持
つ
の
で

あ
る
。
:
:
:
国
家
的
法
体
系
自
体
を
こ
の
よ
う
な
共
通
的
関
係
点
宙
開

立
与

E
四
日
吉
ロ

Z
で
作
り
他
の
法
体
系
を
そ
れ
と
は
同
等
な
あ
る
い
は
相

異
な
も
の
と
し
て
追
求
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
、
国
家
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
た
関
心
以
外
に
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
的
関
心
の
法
比

較
を
目
標
と
す
る
た
め
に
は
、
共
通
の
関
係
点
で
も
っ
て
国
家
を
越
え
た

(
日
)

あ
る
法
体
系
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
こ
で
、
我
々
は
比
較
法
哲
学
か
ら
法
の
局
地
性
と
普
遍
性
の
問
題
を

再
び
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
各
法
文
化
が
保
持
し
て
い
る
特
殊
な
思
想
財

を
比
較
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、

普
遍
的
な
価
値
志
向
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
文

化
が
持
っ
て
い
る
特
殊
な
も
の
が
、
す
べ
て
良
い
も
の
と
し
て
正
当
化
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
普
遍
的
(
人
類
的
)
共
感
の
評
価
か
ら
意
味
あ

る
も
の
を
抽
出
し
、
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
我
々
は
多
元
主
義
と
相
対
主
義
の
問
題
を
正

し
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
西
洋
哲
学
の
議
論
か
ら
も
多
く

北法44(4・252)930

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

法
哲
学
の
実
践
性

西
側
の
法
哲
学
だ
け
で
な
く
韓
国
法
哲
学
あ
る
い
は
日
本
法
哲
学
を
議

論
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に

H

法
哲
学
の
実
践
μ

を
意
味
す
る
も
の
だ
と

言
え
る
。
韓
国
人
が
他
者
の
法
哲
学
で
は
な
く
自
身
の
法
哲
学
を
も
っ
と

き
、
法
文
化
を
生
命
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
韓
国
人
を
含
め
て
東
洋
人
は
古
来
か
ら
理
論
理
性

会

F
g「
巾
門
戸
三
宮
〈
巾
『
ロ

5
3
を
さ
ほ
ど
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
実
践
理
性

(
U
S
E
Z円
『
巾
〈
巾
『
ロ
E
口
止
)
に
お
い
て
は
西
洋
に
劣
ら
ず

(
刊
日
)

発
達
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
西
洋
の
黄
金
律
(
問
。

E
S

E-m)
の
よ
う
な
原
理
も
中
国
・
韓
国
・
日
本
で
は
一
般
人
の
生
命
の
中

に
実
践
的
に
指
向
さ
れ
て
き
た
生
活
原
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
西
側
の

法

哲

学

で

最

近

、

議

論

さ

れ

て

い

る

議

論

理

論

手

話
E
自

E
E
5
5
1



5
8ユ
巾
)
の
よ
う
な
も
の
も
言
語
を
媒
介
と
す
る
技
術
的
な
面
を
除
け

ば
、
自
然
法
で
も
な
く
法
実
証
主
義
で
も
な
い
実
践
的
過
程
と
し
て
東
洋

(
初
)

人
に
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
西
洋
的
意
味
の
法
と
法
理
で
は
な
く
、
自

分
な
り
の
規
範
的
な
実
践
意
志
を
哲
学
化
し
て
い
く
英
知
を
集
め
れ
ば
い

く
ら
で
も
韓
国
法
哲
学
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、

第
三
章
で
論
議
し
た
豊
富
な
思
想
財
は
法
哲
学
の
磁
石
に
な
り
得
る
の
で

あ
る
。

東アジア文化と近代法

法
概
念
と
法
理
論

韓
国
法
哲
学
で
あ
ろ
う
と
、
他
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
法
哲
学
は
法
の

概
念
・
本
質
・
目
的
・
論
理
な
ど
を
整
理
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
韓

国
人
が
法
と
い
う
一
言
葉
に
対
し
て
固
有
な

J
F
(
ホ
ン
)
と
い
う
言
葉

を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
言
語
の
重
要
性
が
再

び
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
法
概
念
を
伝
統
的
な
固
有
法
に
代
替
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
韓
国
人
の
思
惟
形
式
に
親
し
ん
だ

言
語
と
論
理
様
式
で
も
っ
て
韓
国
法
哲
学
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ヵ
ウ
フ
マ
ン
教
授
の
次
の
よ
う
な
例
示
は
重
要
な

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

「
我
々
(
西
洋
人
)
の
法
(
河
2
Z
)
は
優
先
的
に
法
律
(
の

2
2
N
)
の
形
態

で
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
独
特
な
言
語
形
式
、
す
な
わ
ち
法
律
言

語
(
の

g
m
R
g毛
『
白
岳
町
)
が
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
は
こ

の
法
律
言
語
を
無
味
乾
燥
性

(Ear-こ
、
無
情
緒
性
(
と
な
宮
町
「
g
F
Z
)
、

無
感
情
性
(
の
巾
E
E
M
-
o回
目
間
宮
芹
)
な
も
の
だ
と
表
現
し
た
が
、
そ
れ
は
法
律

言
語
が
す
べ
て
の
説
得
的
な
要
素
を
放
棄
し
て
教
訓
的
な
も
の
か
ら
解
放

さ
れ
特
別
な
美
的
価
値
に
傾
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
で
あ

る
。
:
:
:
中
国
の
法
言
語
を
こ
れ
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
視
覚
的
で
あ
り
、

具
体
的
で
あ
り
、
形
象
的
で
あ
り
、
教
訓
的
で
あ
っ
て
常
に
類
推

S
E
-

-o岡
田
巾
)
だ
と
言
え
る
ほ
ど
に
何
か
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
は
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
が
な
ぜ
に
極
東
の
国
々
で
最
も
知
ら
れ
た

西
側
の
法
哲
学
者
に
な
り
え
た
の
か
と
い
う

H

秘
密
u

が
説
明
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
今
世
紀
、
多
く
の
法
哲
学
者
と
法
理
論
家
が
形
式
的
な

テ

l
マ
、
た
と
え
ば
、
規
範
構
造
の
よ
う
な
も
の
に
鎚
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
に
対
し
て
ラ

l
ド
ブ
ル
フ
は
再
び
内
容
的
法
哲
学
を
発
展
さ
せ
た
先
駆

的
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
国
人
、
韓
国
人
、

日
本
人
は
何
か
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン

(Z-

宍
己
完
ロ
)
の
純
粋
法
理
論
(
河

2
5
F
s
z
r
F『
巾
)
は
、
よ
り
以
上
、
彼
ら

に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
が
概
念

的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
概
念
的
思

考
・
抽
象
化
さ
せ
た
思
考
に
留
ま
ら
ず
、
発
見
さ
れ
た
概
念
を
再
び
現
実

に
向
か
っ
て
開
放
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
類
推
論
的
で
あ
り
、

北法44(4・253)931 



料

類
推
的
思
考
で
あ
る
。
極
東
人
に
は
、
こ
の
言
語
が
大
部
分
の
法
律
書
に

書
か
れ
で
あ
る
形
式
的
、
抽
象
的
言
語
よ
り
も
は
る
か
に
接
近
し
や
す
い

の
で
あ
る
。
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
の
文
章
か
ら
我
々
は
極
東
の
ド
イ
ツ
語
を
学

(
幻
)

ぶ
の
だ
!
」

単
に
、
ラ

l
ド
ブ
ル
フ
だ
け
で
な
く
、
東
西
両
洋
人
が
共
感
し
得
る
言

語
と
法
哲
学
の
内
容
を
開
発
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
に
偉
大
な
法
哲

学
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

資

第
五
章

J士
小ロ
ヨム
面岡

韓
国
法
哲
学
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
決
し
て
自
己
優
越
的
・

国
粋
主
義
的
意
図
か
ら
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
世
界
法
文

化
と
法
哲
学
に
遅
れ
て
参
加
す
る
一
つ
の
新
生
国
家
の
知
的
自
覚
か
ら
で

あ
る
。自

己
の
伝
統
と
息
想
財
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
体
に
ふ

さ
わ
し
い
法
哲
学
を
探
そ
う
と
す
る
努
力
は
遮
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
然

的
発
想
で
あ
り
、
こ
れ
は
民
族
の
発
展
と
共
に
永
遠
に
受
け
継
が
れ
て
い

く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が

H

世
界
の
中
の
韓
国
H

法
哲
学
に

な
る
た
め
に
は
、
法
の
普
遍
性
と
特
殊
性
の
両
面
を
う
ま
く
考
慮
し
世
界

人
に
も
共
感
さ
れ
愛
さ
れ
る
法
哲
学
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

そ
れ
を
世
界
に
開
放
さ
せ
て
、
西
欧
法
哲
学
と
対
話
す
る
こ
と
が
で
き
る

概
念
と
論
理
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

点
で
、
こ
こ
で
試
論
と
し
て
指
摘
し
た
も
の
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
で
あ
り
、

(
辺
)

自
己
決
心
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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