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日
本
社
会
と
、
中
国
、
韓
国
な
ど
の
近
隣

国
の
社
会
と
で
は
「
法
」
に
関
す
る
感
覚
が

違
う
、
そ
う
い
っ
た
漠
然
と
し
た
思
い
を
抱

い
て
い
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。

　

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
こ
ん
な
事
例

が
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
東
京
で
中

国
人
の
男
が
中
国
人
留
学
生
の
女
性
を
殺
害

す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
す
ぐ
に
犯
人

の
男
は
警
察
に
逮
捕
さ
れ
、
翌
年
一
二
月
に

は
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
日
本
で
は
あ
り
ふ
れ

た
殺
人
事
件
と
し
て
大
き
な
話
題
と
は
な
ら

な
か
っ
た
が
、
中
国
社
会
で
は
、
被
害
者
の

母
親
が
中
国
版
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
「
微

ウ
エ
イ
ボ
ー博」
を

通
じ
て
被
告
の
死
刑
を
求
め
る
署
名
活
動
を

展
開
し
、
四
〇
〇
万
人
を
超
え
る
署
名
を
集

め
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
の
関
心
を
呼

ぶ
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

　

東
京
地
裁
の
公
判
が
行
わ
れ
た
日
に
は
、

東
京
駐
在
、
あ
る
い
は
本
国
か
ら
駆
け
つ
け

た
中
国
メ
デ
ィ
ア
の
レ
ポ
ー
タ
ー
が
地
裁
前

に
詰
め
か
け
た
と
い
う
。
地
裁
が
被
告
に
懲

役
二
〇
年
を
言
い
渡
す
と
、
中
国
メ
デ
ィ
ア

は
被
告
の
死
刑
を
求
め
、
日
本
の
司
法
制
度

を
批
判
す
る
「
民
意
」
の
存
在
を
こ
ぞ
っ
て

伝
え
た
。

　

被
害
者
の
母
親
の
無
念
は
と
も
か
く
、
法

で
定
め
ら
れ
た
量
刑
に
従
っ
て
判
決
を
下
し
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た
司
法
制
度
を
批
判
し
、「
民
意
」
を
汲
む

形
で
死
刑
判
決
を
求
め
る
中
国
の
メ
デ
ィ
ア

や
市
民
た
ち
の
姿
勢
に
は
、
多
く
の
日
本
人

が
違
和
感
を
抱
く
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
犯
罪

者
と
い
え
ど
も
基
本
的
人
権
が
あ
り
、
法
律

に
基
づ
か
な
い
恣
意
的
な
「
民
意
」
に
よ
っ

て
裁
か
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
現

代
日
本
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
の

「
常
識
」
だ
か
ら
だ
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な

意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
日
本
社
会
と
中

国
社
会
に
お
け
る
「
法
」
と
い
う
も
の
の
位

置
づ
け
の
違
い
が
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
。

西
洋
の
「
ル
ー
ル
」、
中
国
の
「
公
論
」

　

京
都
大
学
な
ど
で
長
年
中
国
法
制
史
の
研

究
を
続
け
て
き
た
碩
学
、
寺
田
浩
明
氏
に
よ

る
待
望
の
単
著
『
中
国
法
制
史
』
は
、
明
清

期
契
約
文
書
の
解
読
を
通
じ
た
伝
統
中
国
に

お
け
る
法
制
度
の
分
析
を
ベ
ー
ス
に
、
西
洋

と
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
法
」
に
対
す

る
考
え
方
の
違
い
を
鋭
く
描
き
出
し
た
、
現

代
の
中
国
社
会
を
理
解
す
る
上
で
も
必
読
の

書
で
あ
る
。

　

同
書
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
伝
統
的

な
法
概
念
の
下
で
は
、
個
別
の
案
件
に
お
け

る
情
理
に
か
な
っ
た
公
平
な
「
裁
き
」
は
、

個
別
の
事
情
や
社
会
情
勢
に
よ
っ
て
異
な
る

べ
き
で
あ
り
、そ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
せ
ず
、

機
械
的
に
ル
ー
ル
＝
国
法
を
適
用
す
る
こ
と

は
む
し
ろ
忌
避
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
は
、世
の
中
の
道
理
を
わ
き
ま
え
、

「
み
ん
な
の
利
益
」を
実
現
す
る
す
べ
を
知
っ

て
い
る
公
平
有
徳
な
大
人
（
た
い
じ
ん
）
が
、

天
の
理
と
人
の
情
に
か
な
い
、
万
人
が
納
得

す
る
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
（
公
論
）
を
導
き
出

す
こ
と
こ
そ
が
理
想
的
な
「
裁
き
」
の
あ
り

方
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別

案
件
と
は
独
立
し
た
客
観
的
な
「
ル
ー
ル
」

が
存
在
し
て
お
り
、
裁
判
を
通
じ
て
そ
の
客

観
的
な
「
ル
ー
ル
」
が
個
別
事
案
に
適
応
さ

れ
、
強
制
的
に
実
現
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う

西
洋
近
代
に
お
け
る
「
法
」
概
念
と
は
著
し

い
対
照
を
な
す
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
伝
統

中
国
に
お
け
る
法
概
念
を
、
西
洋
由
来
の

「
ル
ー
ル
の
法
」
に
対
し
、「
公
論
と
し
て
の

法
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
本
書
が
中
国
理
解
の
た
め
に
必

読
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
「
法
」

の
社
会
に
占
め
る
位
置
づ
け
か
ら
生
じ
て
く

る
、
西
洋
あ
る
い
は
日
本
と
は
異
な
る
中
国

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
質
に
つ
い
て
も
、
子

細
に
こ
れ
を
記
述
し
、
分
析
を
加
え
て
い
る

点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
本
書
に
お
い
て
伝
統
中
国
の
社

会
秩
序
は
、
あ
く
ま
で
も
経
済
利
益
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
個
別
的
な
契
約
関
係
の「
束
」

と
し
て
形
成
さ
れ
、
強
固
な
団
体
的
な
結
び

つ
き
を
欠
い
た
「
持
ち
寄
り
型
の
秩
序
」
と

し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
伝
統
的
な
農
村

社
会
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
の
西
洋
な

ら
び
に
日
本
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
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な
「
村
落
共
同
体
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
契
約

関
係
を
「
持
ち
寄
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序

が
保
た
れ
て
い
る
社
会
の
あ
り
方
は
、
明
ら

か
に
「
法
」
が
個
別
の
事
情
や
社
会
情
勢
を

超
え
た
一
般
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る

契
機
を
欠
い
た
、
前
述
の
「
公
論
と
し
て
の

法
」
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
、こ
の
よ
う
な
社
会
秩
序
の
下
で
は
、

公
権
力
と
社
会
と
の
関
係
性
も
、
西
洋
社
会

に
お
け
る
そ
れ
と
は
自
ず
か
ら
違
っ
た
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者

で
は
社
会
の
中
に
あ
る
規
則
性
を
市
民
た
ち

が
自
覚
的
に
取
り
出
し
て
明
文
化
し
、
そ
れ

を
自
ら
も
従
う
べ
き
規
範
と
し
て
公
権
力
が

再
定
位
す
る
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
権

力
の
存
立
基
盤
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
西
洋
起
源
の
「
治
者
と
被
治
者
の
一
体

性
」
を
前
提
と
し
た
社
会
に
対
し
、
法
秩
序

が
あ
く
ま
で
も「
個
別
的
案
件
の
持
ち
寄
り
」

と
し
て
処
理
さ
れ
、
そ
の
「
公
平
性
」
の
よ

り
ど
こ
ろ
を
公
平
有
徳
な
大
人
、
と
い
う
個

別
的
・
属
人
的
な
存
在
に
依
拠
し
て
き
た
伝

統
中
国
社
会
で
は
、市
民
が
、一
般
的
な「
法
」

に
よ
っ
て
公
権
力
を
縛
る
、
と
い
う
発
想
自

体
が
生
ま
れ
よ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

「
専
制
国
家
」
論
の
現
代
的
射
程

　

さ
て
、近
代
国
家
が
成
立
す
る
に
つ
れ
て
、

も
ち
ろ
ん
中
国
社
会
で
も
近
代
法
が
導
入
さ

れ
る
が
、
そ
の
体
系
が
社
会
全
体
を
覆
い
、

万
人
を
納
得
さ
せ
る
ロ
ジ
ッ
ク
に
な
っ
て
い

る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
現
在
で
も
、
伝

統
中
国
に
お
け
る
「
公
論
と
し
て
の
法
」
の

名
残
は
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
垣
間
見

ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
指
導
者
の
意
向
を
反
映

し
た
政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
法
律
よ
り
も
効

力
を
発
揮
し
た
り
、「
公
正
」
さ
を
求
め
る

民
衆
の
直
接
行
動
が
法
廷
へ
の
提
訴
で
は
な

く
、
上
級
官
庁
・
中
央
官
庁
へ
の
陳
情
（
信

訪
）
と
い
う
形
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
は
そ

の
一
例
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
あ
げ
た
日
本
で
の
殺
人
事
件
に
関

す
る
判
決
に
対
し
、
中
国
の
市
民
た
ち
が
示

し
た
不
満
も
、
ル
ー
ル
を
機
械
的
に
当
て
は

め
、
具
体
的
な
当
事
者
の
思
い
や
「
情
理
」

に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
近
代
的
な
量
刑

法
定
主
義
に
対
す
る
根
強
い
不
信
を
表
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
よ

う
な
姿
勢
を
示
し
た
の
が
あ
る
程
度
の
学
歴

を
持
っ
た
都
市
に
お
け
る
中
間
層
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
問
題
の
深
刻
さ
を
物
語
っ
て

い
よ
う
。
そ
れ
は
近
年
の
中
国
社
会
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
人
権
派
弁
護
士
へ
の
弾
圧
の
苛

烈
さ
と
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
中
国
人
、
特

に
中
間
層
の
関
心
の
低
さ
と
表
裏
一
体
に

な
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
事
件
に
端
的
に
表
れ
て
い
る

日
本
社
会
と
は
異
質
な
「
中
国
の
論
理
」
を

理
解
す
る
上
で
、
本
書
以
外
に
も
日
本
に
お

け
る
中
国
史
研
究
の
成
果
か
ら
学
ぶ
べ
き
点

は
多
い
。
中
で
も
、
こ
の
た
び
復
刊
さ
れ
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た
足
立
啓
二
氏
の
『
専
制
国
家
史
論
』
は
、

一
九
九
八
年
の
旧
版
刊
行
以
来
、
中
国
社
会

の
本
質
を
鋭
く
切
り
取
っ
た
著
作
と
し
て
世

評
の
高
い
一
冊
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、

領
域
内
の
私
的
土
地
所
有
に
基
づ
く
社
会
勢

力
が
、
国
家
権
力
と
一
定
の
緊
張
関
係
を
保

ち
な
が
ら
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
の

「
自
治
」
を
行
っ
て
き
た
の
が
西
洋
・
日
本

の
前
近
代
に
お
け
る
「
封
建
社
会
」
の
基
本

的
な
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
中
国
は

歴
史
の
早
い
段
階
で
国
家
が
唯
一
の
権
力
基

盤
な
ら
び
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し

て
そ
び
え
た
ち
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
な

団
体
や
権
力
が
社
会
の
中
に
形
成
さ
れ
な
い

「
専
制
国
家
」
を
作
り
上
げ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
国
社
会
の
本
質
を
「
専
制

国
家
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し

も
「
中
国
停
滞
論
」
の
立
場
を
と
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。そ
れ
は
、中
国
が
今
な
お「
党
」

に
権
力
を
集
中
さ
せ
た
専
制
国
家
と
し
て
の

性
質
を
保
持
し
な
が
ら
、
自
由
闊
達
な
経
営

者
や
起
業
家
た
ち
を
輩
出
し
て
い
る
現
状
に

照
ら
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

根
幹
概
念
の
相
違
を
ふ
ま
え
て

　

超
大
国
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ

る
中
国
と
今
後
ど
う
付
き
合
っ
て
い
く
の

か
。
こ
の
難
問
を
考
え
る
上
で
は
ま
ず
何
よ

り
、
か
の
国
が
「
法
」
や
「
国
家
」「
権
力
」

と
い
っ
た
社
会
の
根
幹
を
な
す
概
念
の
と
ら

え
方
が
、
日
本
に
住
む
私
た
ち
が
な
じ
ん
だ

も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
、
一
筋
縄

で
は
い
か
な
い
「
他
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
深
く
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
●
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