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(
四
)

ア
ジ
ア
的
近
代
化
の
第

〆戸、、、

) 

一
段
階
と
司
法

巾固における「生ける法」と「ロj法」を通し亡の法形成の可能性げ 7e) 

|
|
コ
メ
ン
ト
一
官
僚
的
社
会
形
成
か
ら
司
法
的
社
会
形
成
へ
|
|

β、， 

井

5ム

道

け
本
の
近
代
化
を
組
う
た
円
本
の
「
明
，

m国
家
」
は
、
川
閣
発
独
裁
体
制
の
原
型
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
|
|
例
え
ば
斡
国
の
朴
正

旧
大
統
領
が
白
ら
の
体
制
を
「
明
治
国
家
一
に
な
そ
ら
、
え
て
「
維
抗
体
制
一
と
傑
袴
し
た
こ
と
を
想
起
せ
よ
|
|
c
ま
た
、
社
会
主
義
体
制

が
、
機
能
的
に
は
「
刷
発
独
裁
体
制
」
の
代
終
物
と
し
て
の
音
官
味
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
一
円
う
こ
と
に
は
、
佳
論
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
事
態
の
一
端
を
言
い
当
て
て
い
る
こ

と
も
、
台
ど
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
明
治
M
門
家
」
、
「
閃
党
独
裁
体
制
」
、
そ
し
て
「
非
丙
欧
的
社
会
↓
丁
義
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
対
外
的
に
は
、
泌
刻

な
危
機
状
態
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
υ

そ
れ
は
、
従
コ
て
何
よ
り
も
、
政
治
拡
力
の
集
権
化
を
第
義
的
な
川
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
の
い
わ
ば
、
「
民
権
」
を
強
く
制
約
し
な
が
ら
、
「
国
権
」
を
重
視
し
拡
大
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
は

日
本
の

「
明
治
国
家
」
を
含
め
て
、
す
べ
て
が
、
当
然
に
彼
進
国
で
あ
っ
た
っ
従
う
て
、
国
家
や
社
会
の

諸
制
度
が
、
対
外
的
危
機
に
対
応
し
な
が
ら
、
急
速
に
繋
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
来
は
民
間
社
会
が
担
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な

機
能
も
、
凶
家
官
僚
に
よ
っ
て
上
か
ら
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
υ

こ
の
よ
う
な
宅
態
を
、
オ
イ
ゲ
ン
・
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ

エ
ー
ル
リ
ソ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
「
川
門
家
一
は
、
起
源
か
ら
一
甘
え
ば
「
市
事
的
川
体
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
起
淑
を
も
っ

凶

(
ロ
ロ
出
合
E
R
E
-
=
F
)

の
枠
組
を
借
り
て
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
つ

「
国
家
一
の
「
法

と
は
、
反
日
や
暴
動
か
ら
秩
序
を
古
る
た
め
の
命
令
、
行
政
的
あ
る
い
は
川
事
的
な
命
令
、
そ
し
て
「
後
税
」
に
関
わ
る
胤
則
の
こ
と
で
あ
っ

た
そ
の
よ
う
な
「
川
A

ゑ
法
」
は
「
社
会
」
に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
行
政
的
・
刑
事
的
な
胤
則
や
法
は
、
「
什
会
」
あ
る
い

の
「
生
活
一
を
恭
慌
に
し
た
「
本
来
の
志
味
で
の
法
一
と
は
明
確
に

μ別
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
c

は
「
民
間

五

工

1
ル
リ
ヴ
ノ
ヒ
は
、
「
本
米
の
立
昧
で
の
法
」
は
、
「
生
け
る
法
」
|
|
社
会
の
巾
で
の
日
々
の
生
活
慣
習
の
中
に
生
き
て
い
る
規

範
的
意
識
と
い
う
意
味
で
の

「
止
け
る
法
」
|
|
に
基
礎
を
置
く
も
の
、
と
考
え
て
い
た
υ

こ
の
「
牛
け
る
法
」
と
は
、
法
以

F

川
の
山
川
範
志

誠
、
道
徳
な
ど
と
の
融
合
状
態
に
あ
ワ
て
未
分
の
規
範
意
識
、
人
び
と
の
日
常
的
な
行
為
を
浮
く
規
範
意
識
の
こ
と
で
あ
る
c

そ
れ
こ
そ
は
、

本
来
的
な
意
味
で
の

「↑ぃ、、γt
v
L

「
非
国
家
法
」
|
|
朱
蘇
力
教
授
が
百
う
意
味
で
の
「
民
間
法
」
|
|
が
成
I

止
す
る
基
憶
で
あ
る
〈
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ムノ、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
川
家
法
」
と
「
社
会
法
」
と
を
区
別
し
た
c

私
は
、
こ
の
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
の
区
別
は
、
米
訴

力
教
授
の
づ
一
勺
つ
「
国
家
渋
」
と
「
民
間
法
」

の
区
別
と
大
き
な
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の

巾固における「生ける法」と「ロj法」を通し亡の法形成の可能性げ 7e) 

エ
ー
ル
リ
y
ヒ
の
区
別
を
前
提
に
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
明
治
国
家
」
や
「
開
発
独
裁
体
制
」
、
そ
し
て
「
非
丙
欧
的
什
会
、
土
義
」
は
、
「
国

家
法
一
を
中
心
と
し
て
法
を
理
解
し
、
法
を
形
成
し
て
い
っ
一
た
。

こ
う
し
て
、
例
え
ば
明
治
則
の
日
本
は
、
「
追
い
つ
け
追
い
越
せ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
近
代
化
に
い
そ
し
ん
だ
の
そ
れ
を
指
導
L

た
の
が
、
「
国
家
」

で
あ
り
、
行
僚
層
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
期
の
円
本
で
は
、
「
国
家
」
が
銀
ノ
什
を
作
り
、
ド
ム
場
を
造
り
、
市
場
を
作
っ
た
。
ま
た
「
同
家
」
が
学
校
を
作
り
、
教
科
書
も
す

べ
て
「
凶
門
家
一
が
作
っ
た
。
「
文
化
一
も
「
国
家
一
が
作
っ
た
。
川
氏
の
粘
神
的
な
支
え
と
な
る
も
の
は
天
皇
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
、
そ
の
天
皇
制
を
作
り
、
!
大
斗
制
の
教
義
を
作
っ
た
の
国
の
た
め
に
戦
死
し
た
兵
±
を
ま
つ
る
宗
教
施
設
も
作
っ
た
c

民
法
を
合
的

て
、
す
べ
て
の
法
を
作
っ
た
の
も
、

桁川
弘
川
、
国
'
主
で
あ
っ
た
コ

う
し
て
日
本
で
は
、
「
国
家

」
そ
が
、
近
代
化
を
進
め
る
上
で

い
わ
ば
最
大
の
生
産
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
c

日
本
の

七
近
代
化
は
、
国
家
の
行
政
を
通
し
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
〔
そ
の

「
判
家
」
は
、
西
欧
を
模
倣
し
て
、
法
体
系
を
整
備
し
、
司
法
制
度

を
作
り
卜
げ
て
い
っ
た
υ

丙
欧
で
は
国
家
か
ら
独
1
4
し
て
成
育
し
た

「
民
間
法
」
起
源
の
法
も
、
因
不
が
作
っ
た
コ

こ
の
よ
う
に
し
て
法
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
極
端
な
青
い

h
を
す
れ
ば
、
そ
の
法
体
系
は
、
全
体
と
し
て
つ
の
行
政
法
で

あ
っ
た
ロ

ノ¥

や
が
て
経
治
と
社
会
が
独
肖
の
発
展
傾
向
を
示
し
始
め
る
。
そ
う
す
る
と
、

エ
ー
ル
リ
ソ
ヒ
が
一
言
、
つ
「
社
会
」
を
基
幣

し
か
し
、

北法S8(3.441)lSOi
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に
す
る
法
の
あ
り
方
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
く
る
c

ま
た
、
国
家
的
干
渉
は
、
次
第
に
不
要
に
な
り
、

や
が
て
は
発
展
の
問
者
物
に
な
っ

て
い
く
つ

例
え
ば
、
こ
こ

l
数
年
の
日
本
で
は
、
政
治
改
革
・
行
政
改
革
が
叫
ば
れ
、
ま
た
司
法
改
u
中
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
発
展
の

阻
碍
物
と
な
る
に
雫
っ
た
国
家
主
義
と
い
う
貝
物
の
除
去
を
第
の
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
c

九

こ
こ
に
兄
ら
れ
る
傾
向
は
、
大
づ
か
み
に
百
う
こ
と
が
司
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
因
不
行
政
↓
T
導
型
の
社
会
」
か
ら
、
「
民
間
社
会

主
導
型
の
牡
会
」

へ
の
転
換
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
υ

そ
し
て
、
民
間
主
将
型
の
什
会
は
、
他
山
で
は
、
司
法
社
会
で
あ

る
。
即
ち
、
民
間
社
会
の
中
で
牛
じ
る
紛
争
を
不
断
に
解
決
す
る
こ
と
を
通
し
て
湾

2
E
Z
F
を
牛
み
だ
し
、
そ
れ
を
紛
苧
解
決
の
規
ホ

と
し
、
解
釈
と
適
用
を
繰
り
返
し
て
い
く
中
で
そ
れ
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
司
法
社
会
で
あ
る
の

。
こ
こ

l
数
年
の
日
本
で
の
政
治
改
苧
・
行
政
改
京
、
ま
た
司
法
改
u
中
の
試
み
は
、
基
本
的
に
、
こ
の

「
国
家
行
政
手
導
則
の
社

会
一
か
ら
「
民
間
社
会
、
土
、
導
型
の
社
会
一
へ
の
転
換
、
「
(
円
僚
と
行
政
の
社
会
一
か
ら
「
法
門
と
司
法
の
社
会
一
へ
の
転
換
に
対
応
し
て
い
る
c

こ
の
よ
う
な
転
換
は
、

日
本
に
続
い
て
、
韓
判
に
お
い
て
も
、
台
湾
に
お
い
て
も
生
じ
つ
つ
あ
る
の
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
転
換
に
内
た

る
も
の
が
、
巾
川
に
お
い
て
も
お
き
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
コ
尻
在
の
巾
川
に
お
け
る
「
法
治
」
論
の
多
く
は
、
下
と
し
て
「
同
家
的
制
定

法

「
支
配
」
と
い
う
柿
端
な
「
制
定
法
五
証
王
義
」

そ
れ
は
、
こ
の
転
換
の
困
難
さ
を

の
法
理
解
に
7
4
脚
し
て
↓
下
核
さ
れ
て
い
る
が
、

の

表
現
し
て
い
る
c

つ
ま
り
、
こ
の
転
換
の
意
味
を
分
に
は
一
丙
い
当
て
て
い
な
い
仁

「
法
治
」
と
は
、
本
末
、
椋
端
な
「
制
定
法
実
証
主
義
」

の
法
理
解
に
立
脚
し
た
「
因
不
的
制
定
法
」

σ) 

「
支
配
」
と
い
う
こ

ItiJと58(3・442)1日併3



と
な
の
で
は
な
い
c

本
米
的
な
「
法
治
」
と
は
、
「
国
家
行
政
↓
丁
導
型
の
社
会
」
か
ら
「
民
間
社
会
、
土
導
砲
の
社
会
」

へ
の
転
換
、
「
官
僚
と

行
政
の
社
会
」
か
ら
「
渋
曹
と
司
法
の
社
会
」

へ
の
転
換
の
卜
に
一
川
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
張
践
報
行
は
、
こ
の
白
'
を
渋
哲
学
的
次
元
で

巾固における「生ける法」と「ロj法」を通し亡の法形成の可能性げ 7e) 

山
明
断
に
口
覚
し
た
上
で
、
こ
の
「
法
，
m

L

観
念
の
松
底
を
な
す
法
的
判
断
の
あ
り
『
力
に
即

L
て
、
「
判
例
」

の
問
題
を
考
え
て
い
る
つ

ま
た
、
蘇
力
報
告
は
、
こ
の
よ
う
な
転
換
期
と
い
う
こ
と
を
明
停
に
し
た
卜
で
、
「
党
一
が
君
臨
し
て
司
法
を
も
L
じ
か
ら
作
り
出
し
て
い
っ

た
体
制
を
、
歴
史
的
に
相
刻
化
し
な
が
ら
、
中
国
の
丘
史
と
社
会
に
内
在
的
な
観
占
、

n
c
E
Z
Z己
な
観
点
か
ら
、
冷
静
に
一
計
何
し
て
い
る
の

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
表
而
L
L

は
冷
静
な
批
判
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
私
の
見
る
と
こ
ろ
、

い
わ
ゆ
る
「
欠
如
即
人
一
F
的
な
批
判
よ
り
も

数
等
深
い
批
判
で
あ
り
え
て
い
る
。

同
み
に
、
「
欠
如
理
論
一
と
は
、
校
内
問
日
本
の
近
代
主
義
者
の
議
論
を
川
内
総
す
る
均
台
に
用
い
ら
れ
た
川
話
で
、
丙
欧
近
代
を
規
範
化
し

日
口
本
に
は
あ
れ
が
な
い
、
こ
れ
も
な
い
、
こ
れ
が
起
り
な
い
と
い
う
こ
と
を
数
え
上
げ
る
こ
と
を
、
思
想
的
説

た
卜
で
、
そ
れ
を
規
平
に
、

涯
と
心
得
る
立
場
と
い
う
こ
と
を
草
昧
し
て
い
る
υ

こ
の
よ
う
な
私
の
感
想
が
、

一
一
人
の
報
告
者
白
身
の
本
米
の
意
図
と
完
全
に
致
す
る
も
の
か
と
う
か
は
、
私
に
は
分
か
ら
な

い
の
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
で
き
る
こ
と
な
ら
、
こ
の
私
の
コ
メ
、
〆
ト
に
対
し
て
、

コ
メ
ン
ト
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
c

し
か
し
、
私
は
、
以
よ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
に
、

H
本
、
巾
同
、
韓
川
、
ム
口
浩
な
と
の
東
ア
ジ
ア
の
同
家
に
共
通
す
る
法
学
的
な
課
遮

が
汗
か
ぴ
上
が
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
、
ー
と
考
え
て
い
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
束
ア
ジ
ア
諸
叶
に
お

け
る
「
困
A

本
行
政
、
一
下
導
型
の
社
会
一
か
ら
「
民
間
社
会
主
導
型
の
社
会
一
へ
の
転
換
、

J
E
僚
と
行
政
の
社
会
一
か
ら
「
法
曹
と
司
法
の
社
会
一

へ
の
転
換
の
諸
相
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
、
そ
の
上
で
こ
の
転
換
を
よ
り
い
っ
そ
う
円
滑
に
し
て
い
く
実
践
的
方
向
件
を
考
え
る
こ
と
は
、

椋
め
て
重
要
な
、
し
か
も
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
法
学
的
な
課
題
だ
と
一
円
い
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
朱
妹
力
・
張
娯
両
教
授
に
は
、

北法58(3-44:;)1509
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こ
の
よ
う
な
動
向
に
も
限
を
向
け
て
理
論
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
指
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
右
り
難
い
、

と
思
っ
て
い
る
υ
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