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〈
国
際
共
同
研
究
〉

東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
l

日
本
と
韓
国
の
比
較
研
究
を
通
し
て
|
(
三
)

ま
え
が
き

以
下
に
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
高
麗
大
学
校
の
沈
在
字
教
授
の
、
大
韓
民
国
・
高
麗
大
学

校
法
学
研
究
所
刊
「
法
学
論
集
」
第
二
六
輯
(
一
九
九
一
年
、
四
七
頁
以

下
)
に
掲
載
さ
れ
た
近
稿
で
あ
り
、
や
は
り
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
札
幌
学
院
大
学
の
鈴
木
敬
夫
教
授
の
翻
訳
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

日
韓
比
較
法
文
化
研
究
会

内
容
的
に
は
、
見
ら
れ
る
通
り
、
抵
抗
権
に
つ
い
て
の
や
や
教
科
書
的

に
整
理
さ
れ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
読
者
の
中
に
は
、
本
論
文
の

背
後
に
あ
る
沈
教
授
の
本
来
的
意
図
に
つ
い
て
推
測
し
か
ね
る
向
き
も
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
論
文
を
執
筆
中
に
教
授
が
一
九

九
一
年
札
幌
学
院
大
学
文
化
講
演
会
(
一
一
月
)
で
行
な
わ
れ
た
『
人
間

の
尊
厳
と
抵
抗
権
』
と
い
う
、
本
論
文
と
密
接
に
関
連
す
る
極
め
て
興
味

深
い
講
演
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
コ
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料

メ
ン
ト
を
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
講
演
は
、

I
序
言
、

E
人
間
の
尊
厳
、
田
抵
抗
権
、
町
日
結
語
と
い

う
四
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
や
や
荒
っ
ぽ
く
い
っ
て
お
け
ば
、

こ
の

E
お
よ
び
皿
が
、
本
論
文
の
大
筋
を
要
約
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
I
序
一
一
言
」
に
お
い
て
、
沈
教
授
は
、
ま
ず
ご
く
最
近
ま
で
韓
国
に
お

い
て
見
ら
れ
た
「
大
学
生
と
警
察
が
戦
争
を
し
て
い
る
」
か
の
よ
う
な
「
デ

モ
の
光
景
」
に
触
れ
な
が
ら
、
国
家
が
基
本
権
を
尊
重
し
な
い
場
合
に
発

生
す
る
権
力
と
人
同
|
l
人
間
の
尊
厳
ー
ー
と
の
間
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
関

係
に
論
及
し
て
、
そ
こ
に
「
抵
抗
権
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
抵
抗
権
」
の
概
念
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣

言
や
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
基
本
法
に
お
け
る
抵
抗
権
規
定
な
ど

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
論
及
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
問
題
の
基
底
に
.

あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
問
題
に
議
論
を
移
さ
れ
る
。

「
E
人
間
の
尊
厳
」
に
お
い
て
、
教
授
は
、
主
と
し
て
カ
ン
ト
的
な
自

律
的
人
格
概
念
に
即
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」
を
論
じ
、
そ
こ
に
人
権
の
哲

学
的
根
拠
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
皿
抵
抗
権
」
に
お
い
て
、
「
抵

抗
権
」
と
は
、
国
家
権
力
が
人
聞
を
弾
圧
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
尊
厳

を
否
定
す
る
時
に
ま
さ
に
そ
れ
を
防
御
す
る
べ
く
発
動
さ
れ
る
権
利
だ
と

さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
広
い
意
味
で
の
「
抵
抗
権
」
と
い
う
概
念
が
、

本
論
文
で
も
展
開
さ
れ
る
「
予
防
的
抵
抗
権
」
と
「
回
復
的
抵
抗
権
」
、

資

「
憲
法
内
的
抵
抗
権
」
と
「
憲
法
外
的
抵
抗
権
」
へ
と
区
分
さ
れ
る
。
そ

の
区
別
は
、
「
批
判
権
」
と
「
抵
抗
権
」
(
狭
義
の
)
と
も
換
言
さ
れ
る
。

「
批
判
権
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
的
諸
権
利
と
自
由
が
憲
法
上
実
効

的
に
保
障
さ
れ
て
い
て
権
力
に
対
す
る
批
判
が
可
能
な
状
況
(
批
判
状
況
)

に
お
い
て
、
抗
議
・
糾
弾
・
反
対
・
示
威
等
の
形
態
を
通
し
て
、
そ
の
自

由
が
反
憲
法
的
な
状
態
を
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
権
力
に
対
し
て

予
防
的
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
狭
義
の
「
抵
抗
権
」
と
は
、
「
批
判
権
」
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従

っ
て
そ
れ
を
実
定
法
上
合
法
的
に
発
動
し
え
な
い
よ
う
な
状
況
(
抵
抗
状

況
)
の
中
で
、
権
力
に
対
抗
し
つ
つ
そ
の
よ
う
な
自
由
を
獲
得
す
る
た
め

の
闘
争
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
治
国
家
憲
法
が

実
効
性
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
こ
の
狭
義
の
意
味
で
の
「
抵
抗
権
」
を
発

動
す
る
こ
と
は
、
一
面
で
超
実
定
法
的
次
元
で
正
当
性
を
要
求
す
る
余
地

は
あ
る
と
し
て
も
、
他
面
で
法
的
安
定
性
を
否
定
・
破
壊
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
区
別
は
、
実
践

北法44(6・438)1850

的
に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

ほ
ぽ
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
後
の
「
町
結
語
」
に
お
い
て
、
教
授
は
、

例
え
ば
金
日
成
下
の
北
朝
鮮
は
「
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
せ
ず
に
国
民
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
奴
隷
に
作
り
上
げ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
「
典
型
的
な
抵
抗

状
況
下
」
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
韓
国
も
、
朴
正
照
・
全
斗
換
の
統
治



東アジア文化と近代法

時
代
に
は
「
抵
抗
状
況
下
」
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
し
、
一
九
八
八
年
の
慮
泰
愚
に
よ
る
六
・
二
九
民
主
化
宣
言
以
降
に

お
い
て
は
、
「
完
全
で
は
な
い
」
と
し
て
も
、
「
法
治
国
家
憲
法
が
再
び
そ

の
機
能
を
回
復
し
た
」
こ
と
、
従
っ
て
「
抵
抗
状
況
」
は
一
応
は
克
服
さ

れ
た
こ
と
、
を
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
教
授
に
と
っ
て
は
、
韓
国
の
「
政
治
状
況
」
が
「
憲
法

外
的
抵
抗
権
」
の
発
動
が
容
認
さ
れ
る
「
抵
抗
状
況
」
か
ら
「
憲
法
内
的

抵
抗
権
」
の
発
動
の
み
が
容
認
さ
れ
る
「
批
判
状
況
」
に
変
化
し
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
批
判
状
況
L

の
中
で
は
、

依
然
と
し
て
武
装
闘
争
を
展
開
し
て
い
る
韓
国
の
学
生
運
動
そ
の
他
の
運

動
は
、
も
は
や
「
不
法
国
家
に
対
す
る
抵
抗
権
」
の
発
動
を
意
味
し
え
ず
、

こ
れ
は
も
は
や
寸
法
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
革
命
的
闘
争
」
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
、
抵
抗
権
の
発
動
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
の
正
当
性
を
否
定
し
、

そ
の
運
動
形
態
を
批
判
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
沈
教
授
の
議
論
の
中
に
は
、
韓
国
に
お
け
る
法
治
国
家
体

制
が
か
な
り
の
程
度
安
定
的
な
も
の
と
し
て
回
復
さ
れ
、
基
本
的
諸
権
利

が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
も
は
や
武
装
抵
抗
は
、
上
述
の
区

別
を
否
定
し
、
そ
の
混
同
に
よ
っ
て
不
法
国
家
の
非
正
常
的
状
況
を
法
治

国
家
内
に
引
き
込
み
、
無
政
府
状
況
を
惹
起
し
て
、
現
在
の
法
的
安
定
性

を
破
壊
す
る
危
険
を
も
つ
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
抵
抗

は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
法
治
国
家
体
制
に
お
け
る
法
的

安
定
性
と
両
立
可
能
な
「
批
判
権
」
の
行
使
に
転
換
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
、

と
の
極
め
て
実
践
的
な
意
味
に
充
ち
た
主
張
を
窺
い
取
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
教
授
が
本
論
文
冒
頭
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
東
欧
体
制
の
崩
壊
|
|
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
を
含
め
た
|
|
、
と
り

わ
け
ル
ー
マ
ニ
ア
の
チ
ャ
ウ
シ
エ
ス
ク
独
裁
体
制
の
崩
壊
は
、
韓
国
人
で

あ
る
教
授
に
と
っ
て
は
、
他
人
事
で
は
あ
り
え
ず
、
直
接
的
な
実
践
的
課

題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
欧

体
制
の
崩
壊
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
と
い
う
一
連
の
事
態
と
韓
国
・
北
朝

鮮
の
現
実
的
状
況
と
の
聞
の
視
線
の
往
復
こ
そ
は
、
沈
教
授
の
本
論
文
を

支
え
て
い
る
基
本
的
視
点
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
教
授
の
実
践
的
問
題
関
心
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
成
立
し
て
き
た
抵
抗
権
の
理
論
を
あ
ら
た
め
て
概
観

さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
抵
抗
権
論
が
「
憲
法
外
的
」
な
も
の
か
ら
「
憲
法
内
的
」
な
も
の

と
な
り
、
更
に
は
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
権
利
に
ま
で
定
着
し
て
い

く
近
代
の
歴
史
は
、
い
わ
ば
教
授
に
と
っ
て
の
自
国
の
現
代
史
に
他
な
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

韓
国
の
法
文
化
に
接
し
て
、
と
り
わ
け
憲
法
論
上
の
議
論
に
接
し
て
、

北法44(6・439)1851



料

わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
感
じ
る
こ
と
は
、
抵
抗
権
論
に
対
す
る
問
題
関
心
の
強

さ
、
そ
し
て
そ
の
背
景
を
な
す
自
然
法
論
へ
の
問
題
関
心
の
強
き
で
あ
る
。

そ
し
て
悲
し
い
こ
と
だ
し
ま
た
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
韓
国
に
お
け
る
抵
抗
権
論
等
に
対
す
る
問
題
関
心
の
強
さ
に
対
し

て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
「
日
本
帝
国
主
義
」
の
歴
史
を
通
じ
て
、
決

定
的
な
「
寄
与
」
を
し
た
。
ま
た
、
南
北
の
分
断
国
家
と
そ
の
中
で
の
軍

事
的
専
制
体
制
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
も
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
は
、

根
底
的
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
中
で
、
韓
国
に
お
い
て
は
、

と
り
わ
け
権
力
と
個
人
と
の
聞
の
緊
張
関
係
が
鋭
し
意
識
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

資

無
論
、
そ
の
緊
張
関
係
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
同
一
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
韓
国
の
固
有
文
化
に
根
差
し
た
独
特
の
色
彩

に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
権

利
観
念
と
東
ア
ジ
ア
の
法
文
化
の
関
係
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
と
っ
て
の
最
重
要
の
課
題
が
深
刻
な
も
の
と
し
て
ひ
そ
ん
で
い
る
ご

と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
教
授
も
、

孟
子
の
易
姓
革
命
論
を
抵
抗
権
論
と
読
み
替
え
て
、
ヨ

l
ロ
y
パ
の
抵
抗

権
論
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
試
み
を
し
て
も
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

、「r
。こ

の
よ
う
に
考
え
て
見
た
時
、
本
論
文
は
極
め
て
新
鮮
な
も
の
と
し
て

現
わ
れ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ

が
享
受
し
て
い
る
諸
々
の
基
本
権
を
、
自
明
に
し
て
所
与
的
な
も
の
と
考

え
が
ち
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
権
利
の
政
治
に
対
す
る
プ
ラ
イ
オ

リ
テ
ィ
す
ら
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
論
理
的
・
解
釈

学
的
操
作
に
よ
っ
て
証
明
可
能
な
問
題
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
さ
え
語
ら

れ
る
。
し
か
し
、
沈
教
授
の
本
論
文
に
お
け
る
議
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由

権
は
、
皐
覚
す
る
と
こ
ろ
抵
抗
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
法
の
領
域
と

事
実
的
力
関
係
の
領
域
と
の
接
点
に
お
け
る
権
力
と
個
人
の
ぬ
き
さ
し
な

ら
ぬ
緊
張
関
係
を
突
き
抜
け
る
中
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
さ
れ
た
上
で
、
し
か
も
、
そ
の
体
験
か
ら
す

る
主
張
に
対
し
て
は
抑
制
的
な
構
え
を
維
持
し
な
が
ら
、
静
か
に
思
想
史

的
に
誇
り
出
そ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
教
授
が
、

否
岡
山
の
議
論
を
援
用
し
つ
つ
、
「
法
と
し
て
国
家
権
力
を
制
限
す
る
法
治

国
家
原
則
一
般
」
を
そ
れ
自
体
制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
深
い
印
象
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
た
め
て
権
利

な
る
も
の
の
原
点
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、

十
分
な
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。(

文
責

北法44(6・440)1852

今
井
弘
道
)


