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む
す
び
に
か
え
て 

 

は
じ
め
に 

 　

地
域
的
人
権
保
障
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
つ
ね
に
準
拠
枠
組
み
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。 

 　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
地
域
秩
序
そ
れ
自
体
が
憲
法
秩
序
化
し
て
い
る
と
表
現
で
き
る
段
階
に
達
し
て
い
る(1)

。
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
E
U
）
条
約(2)

改
正
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
発
効
）
に
よ
っ
て
、E
U
は
自
ら
、あ
る
種
の
基
本
的
諸
価
値
、

す
な
わ
ち
民
主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配
な
ど
に
基
礎
を
お
く
と
誇
示
し
て
い
る
（
二
条
）。
こ
う
し
た
諸
価
値
の
承
認
は
、
観
念

的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
著
し
く
侵
害
し
た
加
盟
国
に
対
す
る
制
裁
制
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
（
七
条
）。

従
来
か
ら
、
E
U
司
法
裁
判
所
は
、
E
U
の
行
為
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
者
に
訴
権
を
認
め
、
ま
た
E
U
法
の
解
釈
に
つ
い
て
先

行
判
決
を
与
え
て
き
た
が
（
一
九
条
）、
基
本
権
憲
章
が
、
E
U
条
約
と
同
等
の
法
的
効
力
を
得
た
（
六
条
1
項
）
こ
と
に
よ
り
、

人
権
規
範
に
よ
る
司
法
的
救
済
制
度
が
確
立
し
た
。
さ
ら
に
意
義
深
い
の
は
、
E
U
自
身
が
人
権
保
護
の
た
め
の
外
部
の
制
度
、

す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
E
U
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約(3)

に
加
入
す
る
と
規
定
さ
れ
た
（
六
条
2
項
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
権
利
の
侵

害
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
個
人
か
ら
の
申
立
を
受
理
し
（
同
条
約
三
四
条
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
義
務
的
管
轄
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
こ
の
条
約
の
シ
ス
テ
ム
は
、
個
人
に
自
ら
の
人
権
を
確
保
す
る
た
め
の
裁
判
的
保
障
を
与
え
る
点
で
、
人
権
保
障
制
度
の

最
も
完
璧
な
モ
デ
ル
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
が(4)

、
こ
の
評
価
は
、
E
U
制
度
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
人
権
保
障
制
度
に
つ
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い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
で
は
、
米
州
、
ア
フ
リ
カ
と
も
異
な
っ
て
、
地
域
的
人
権
保
障
制
度
が
存
在
し
な
い(5)

。
も
っ
と
も
、
ア

ラ
ブ
地
域
お
よ
び
最
近
で
は
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
は
、
下
位
地
域
（Sub-regional

）
人
権
保
障
制
度
が
発
足
し
て
い
る
。 

 　

ア
ラ
ブ
人
権
憲
章(6)

は
、
二
〇
〇
四
年
の
改
訂
テ
キ
ス
ト
が
二
〇
〇
八
年
三
月
一
五
日
に
発
効
し
た
と
さ
れ
る
が(7)

、
こ
れ
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
人
権
委
員
会
（A

rab H
um

an R
ights C

om
m

ittee

）
の
活
動
の
情
報
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
い(8)

。
同
憲
章
に
つ

い
て
は
、
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
死
刑
を
課
し
う
る
と
い
う
規
定
（
七
条
1
項
）
な
ど
、
普
遍
的
な
人
権
基
準
と
合
致
し
な
い

と
い
う
指
摘
も
あ
り(9)

、
実
際
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
の
見
通
し
も
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 　

A
S
E
A
N
（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
）
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
発
効
し
た
A
S
E
A
N
憲
章
に
よ
っ
て
、
人
権
機
構
を
設
立

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
（
一
四
条
）、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
A
S
E
A
N
外
相
会
議
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
、
A
S
E
A
N

政
府
間
人
権
委
員
会
（A

SEA
N

 Intergovernm
ental C

om
m

ission on H
um

an R
ights

）
の
付
託
事
項
（Term

s of R
eference

(10)

）

を
承
認
し
た(11)

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
同
委
員
会
は
A
S
E
A
N
加
盟
国
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
各
加
盟
国
が
同
委
員
会
へ
の
一
名
の
代

表
を
指
名
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
五
項
）。
人
権
の
保
護
お
よ
び
促
進
を
目
的
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
一
・
一
項
）、
実
際

の
任
務
（M

andates and Functions

）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、人
権
の
促
進
（prom

otion

）
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
（
四

項
）、
と
く
に
、「
A
S
E
A
N
人
権
宣
言
」
の
考
案
（
四
・
二
項
）、
人
権
義
務
の
実
効
的
実
施
の
た
め
の
能
力
開
発
の
促
進
（
四
・

四
項
）、国
際
人
権
文
書
へ
の
参
加
を
考
慮
す
る
こ
と
の
奨
励
（
四
・
五
項
）、A
S
E
A
N
に
お
け
る
特
定
の
人
権
問
題
（them

atic 

issues of hum
an rights

）
の
研
究
の
準
備
（
四
・
一
二
項
）
が
注
目
さ
れ
る
。 

 　

A
S
E
A
N
政
府
間
人
権
委
員
会
は
、
二
〇
一
〇
年
三
・
四
月
に
第
一
回
会
合
を
開
催
し
た(12)

。
こ
れ
ま
で
に
各
四
日
程
度
の
会
合

を
年
四
回
程
度
開
催
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
か
ら
は
、
こ
れ
ら
本
会
合
と
は
別
に
「
A
S
E
A
N
人
権
宣
言
に
関
す
る
会
合
」
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を
開
催
し
、
二
〇
一
二
年
中
の
同
宣
言
の
作
成
を
目
指
し
て
い
る(13)

。 

 　

A
S
E
A
N
の
人
権
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
全
体
や
東
ア
ジ
ア
で
の
で
の
人
権
保
障
制
度
の

可
能
性
を
展
望
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
背
景
も
含
め
よ
り
一
層
の
研
究
が
求
め
ら
れ
よ
う(14)

。
し
か
し
、
実
際
の
制
度
と
し
て
は
、
未

だ
そ
の
実
効
性
を
評
価
で
き
る
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

 　

東
ア
ジ
ア
は
、
地
域
全
体
に
つ
い
て
の
人
権
保
障
制
度
が
存
在
し
な
い
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
下
位
地
域
制
度
を
展
望
す
る
の
に

最
も
困
難
な
下
位
地
域
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
世
界
経
済
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
位
置
は
、
著
し
く
高
ま
っ
て
お
り
、

と
く
に
中
国
は
世
界
貿
易
を
牽
引
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
下
位
地
域
に
す
べ
て
の
人
間
の
「
恐
怖
と
欠
乏
か
ら

の
自
由
」
の
観
念
に
基
づ
く
人
権
保
障
制
度
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
全
体
へ
の
大
き

な
貢
献
と
な
る
で
あ
ろ
う(15)

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
地
域
的
人
権
保
障
制
度
が
機
能
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
か

を
明
ら
か
に
し
、
こ
う
し
た
条
件
を
整
え
る
た
め
の
実
際
的
提
言
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
の
地
域
に
住
む
者
の
共
通
の
課
題
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。 

 　

右
に
み
た
よ
う
に
、
地
域
的
人
権
保
障
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
到
達
点
を
機
械
的
に
並
べ
て
比
較
す
れ
ば
、（
東
）
ア
ジ
ア
に
お
け
る
状
況
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
モ
デ
ル
」
か
ら
み
て
単
純
に

遅
れ
た
段
階
に
あ
る
と
し
か
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
こ
の
比
較
を
よ
り
意
味
の
あ
る
形

で
試
み
た
い
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
憲
法
秩
序
化
を
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
要
因
が
絡
み
合
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と

考
え
、
そ
う
し
た
要
因
が
東
ア
ジ
ア
で
ど
れ
ほ
ど
成
熟
し
て
い
る
の
か
、
を
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
因
の
う

ち
で
最
も
基
底
的
な
も
の
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
地
域
的
な
経
済
的
相
互
依
存
関
係
と
そ
れ
に
伴
う
法
の
ハ
ー
モ
ナ

イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
続
い
て
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
他
の
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要
因
に
照
ら
し
て
検
討
し
た
い
。 

 

一　

東
ア
ジ
ア
地
域
秩
序
の
可
能
性 

 

1　

経
済
的
相
互
依
存
の
深
化 

 　

ア
ジ
ア
は
、
人
口
面
で
世
界
最
大
の
地
域
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
に
は
、
E
U
を
凌
駕
し
合
衆
国
に
な
ら
ぶ
巨
大
消
費
市
場
と

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る(16)

。
ア
ジ
ア
の
製
造
業
の
付
加
価
値
は
、二
〇
〇
四
年
以
来
E
U
を
越
え(17)

、す
で
に
世
界
最
大
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
通
商
白
書
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ア
ジ
ア
は
す
で
に
「
世
界
の
工
場
」
で
あ
り
、
ま
た
「
世
界
の
大
消
費
市
場
」

に
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 　

よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ジ
ア
域
内
の
経
済
的
結
び
付
き
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
域
内
貿
易
額
の
同
総
貿
易
額
に
占
め
る
割
合

は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
着
実
に
増
加
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
五
三
・
二
％
に
達
し
て
い
る(18)

。
E
U
に
つ
い
て
の
対
応
す
る
数
字
が

六
三
・
九
％
、
北
米
自
由
貿
易
地
域
（
N
A
F
T
A
）
は
四
〇
・
〇
％
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
、
ア
ジ
ア
は
、
密
度
の

高
い
一
つ
の
貿
易
地
域
と
い
う
る
。 

   　

域
内
投
資
も
増
加
し
て
い
る
。 

図
1 

は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
向
け
対
外
直
接
投
資
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
頃
か
ら
、

日
本
の
ア
ジ
ア
向
け
投
資
は
急
速
に
増
加
し
、
現
在
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
お
よ
び
北
米
向
け
の
そ
れ
と
同
等
か
わ
ず
か
な
が
ら

上
回
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
は
、
投
資
の
面
で
も
一
つ
の
単
位
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 
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も
と
も
と
日
本
の
中
国
へ
の
直
接
投
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

「
東
ア
ジ
ア
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、
現
在
再
編
成
さ
れ
つ
つ

あ
る(19)

。
そ
こ
で
は
、
生
産
と
消
費
の
両
面
で
中
国
の
存
在
感
が
増

し
、
日
本
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
る
。『
通
商
白
書
』
の
分
析
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
最
近
の
日
本
企
業
の
海
外
進
出
と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
中
国
と
日
本
と
い
う
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
キ
ー
・
ア
ク
タ
ー
が
、
生
産
、
消
費
お
よ
び
企

業
内
取
引
を
通
じ
て
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
い
え
る
。 

 

2　

法
の
改
革
と
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン 

 　

一
九
八
〇
年
代
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
で
権
威
主
義
体
制
が

崩
壊
し
た
。
ま
た
、
権
威
主
義
体
制
そ
れ
自
体
が
残
っ
た
国
々
も

含
め
、
冷
戦
の
終
焉
は
、
民
主
化
な
い
し
統
治
の
改
革
へ
の
動
き

を
加
速
化
し
、
多
く
の
国
で
基
本
的
法
律
の
制
定
と
徹
底
的
な
改

革
を
も
た
ら
し
た
。 

  　

表
1 

は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
主
要
立
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
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15,000
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5,000
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（100万ドル）
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アジア 北アメリカ ヨーロッパ
（年）

図1　日本の対外直接投資（国際収支ベース，ネット，フロー）
資料：http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi/［最終確認日：2012年3月17日］
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る
。
こ
こ
か
ら
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
も
共
通
の
傾
向
が
看
て
取
れ
る
。 

 　

第
一
に
、
お
お
む
ね
一
九
九
〇
年
以
降
、
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
立
法
の
時
代
に
突
入
し
た
。
国
民
形
成
の
時
代
か
ら
数
え
て
二
度
目

の
法
改
革
の
波
が
多
く
の
国
に
押
し
寄
せ
て
い
る
。
中
国
は
、
こ
の
二
〇
年
間
に
二
〇
以
上
の
基
本
的
法
律
を
制
定
し
て
い
る
。 

 　

第
二
に
、
最
近
の
立
法
の
ほ
と
ん
ど
が
、
市
場
経
済
を
機
能
さ
せ
る
必
要
性
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
民
法
関
係
諸
法
、
会

社
法
や
民
事
訴
訟
法
が
、
市
場
経
済
の
た
め
の
基
本
的
規
範
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
多
く
が
、
国
際
的
文
脈
の
な
か
で
、
つ

ま
り
、
外
国
や
国
際
機
関
の
か
ら
の
援
助
や
圧
力
を
受
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る(20)

。
中
国
が
W
T
O
に
加
盟
し
た
二
〇
〇
一
年

前
後
の
諸
立
法
が
そ
の
典
型
で
あ
る(21)

。
W
T
O
へ
の
加
盟
過
程
が
、
多
く
の
新
規
加
盟
国
の
法
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と

は
特
筆
に
値
す
る
。 

 　

第
三
に
、市
場
経
済
と
の
関
連
は
、立
法
が
私
法
分
野
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
国
の
立
法
リ
ス
ト
は
、

と
く
に
近
年
に
お
い
て
行
政
法
分
野
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
外
国
の
立
法
、
と
く
に
先
進
国
の
そ
れ
を
参
考
に

し
て
作
ら
れ
た(22)

。
こ
う
し
た
状
況

は
、
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。 

 　

私
法
の
み
な
ら
ず
公
法
分
野
に

お
け
る
法
の
改
革
と
ハ
ー
モ
ナ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
主
と
し
て
西
側

の
タ
イ
プ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

り
、
た
し
か
に
、
国
民
国
家
を
越

表1　 1990年以降の中国の主
要立法

1991 民事訴訟法
1993 会社法［1994年施行］
1994 国家賠償法［1995］

労働法［1995］
仲裁法［1995］

1995 担保法
保険法

1996 行政処罰法
1998 証券法［1999］
1999 行政不服審査法

会社法改正
2001 信託法

著作権法改正
商標法改正

2003 行政許可法［2004］
2005 会社法改正［2006］

証券法改正［2006］
2006 企業破産法［2007］
2007 物権法

民事訴訟法改正

（資料： 「現代中国基本法令年表」
木間正道ほか2009『現代中
国法入門〔第5版〕』有斐閣）
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え
る
人
権
保
障
制
度
の
強
固
な
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、地
域
人
権
保
障
制
度
は
、法
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
直
接
生
ず
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
全
く
な
い
。
こ
う
し
た
制
度
が
作
ら
れ
る
具
体
的
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な

る
か
を
探
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
験
を
参
考
に
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

二　

地
域
的
な
憲
法
秩
序
化
の
条
件 

 

1　

関
連
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
教
訓 

 　

冒
頭
で
述
べ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
憲
法
秩
序
化
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
過
程
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
比
較

的
詳
し
く
叙
述
し
た
の
で(23)

、
こ
こ
で
は
、
多
少
強
引
で
は
あ
る
が
、
そ
の
要
因
を
引
き
出
し
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 　

第
一
に
、
地
域
内
の
知
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
結
束
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
先
験
的
に
備
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
第
二
次
世

界
大
戦
と
冷
戦
の
産
物
で
あ
る
。 

 　

二
つ
の
世
界
大
戦
、
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
そ
の
苛
烈
さ
や
期
間
の
み
な
ら
ず
地
理
的
範
囲
に
お
い
て
他
の
戦
争
と
区
別

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
じ
ゅ
う
に
深
刻
な
惨
害
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
第
二
次
大
戦
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
精
神
面
に
お
い
て
も
荒
廃
さ
せ
た
。
甚
だ
し
い
暴
力
と
侵
略
の
罪
を
犯
し
た
ナ
チ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
西
洋
文
明
の

内
側
か
ら
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 　

戦
争
と
暴
力
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
作
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
和
解
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
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こ
の
点
で
鍵
と
な
る
問
題
の
一
つ
は
、
こ
の
二
つ
の
国
の
国
境
付
近
に
あ
る
戦
略
的
資
源
の
管
理
で
あ
っ
た(24)

。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ソ
連
の
よ
う
な
よ
り
大
き
な
経
済
的
単
位
が
も
た
ら
す
規
模
の
利
益
を
感
じ
て
い
た(25)

。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
合
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
成
長
し
て
き
た
。 

 　

精
神
的
結
束
は
、戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
そ
の
後
の
展
開
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
は
、他
方
に
お
い
て
、広
大
な
「
人

民
民
主
主
義
諸
国
」の
領
域（
後
の「
コ
ミ
ニ
ュ
ス
ト
・
ユ
ー
ロ
ッ
プ
」）を
作
り
出
し
た
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
対
す
る
過
去
と
現
在
の
挑
戦
に
直
面
し
て
、
法
の
支
配
、
人
権
お
よ
び
民
主
主
義
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
自
ら
の

伝
統
に
根
ざ
す
も
の
と
し
て
擁
護
し
た
の
で
あ
る(26)

。 

 　

第
二
に
、
意
図
的
と
い
う
よ
り
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
秩
序
化
は
、
単
一
の
次
元
で
統
一
的

に
進
ん
だ
の
で
は
な
く
、
機
能
的
に
分
化
し
た
諸
組
織
が
互
い
に
自
立
し
つ
つ
も
利
用
し
合
う
関
係
の
進
展
と
し
て
進
ん
だ
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
構
造
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
と
社
会
に
も
と
も
と
根
強
く
存
在
す
る
重
層
性
を
基
盤
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。 

 　

と
く
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
制
度
と
E
U
制
度
と
の
間
の
分
業
と
相
互
依
存
、
そ
の
意
味
で
の
パ
ラ

レ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。 

 　

E
U
の
前
身
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（European C

om
m

unities, EC

）
は
、
一
九
五
二
年
に
創
設
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石

炭
鉄
鋼
共
同
体
（
E
C
S
C
）
を
嚆
矢
と
し
、
同
じ
加
盟
国
の
範
囲
を
有
す
る
一
九
五
八
年
設
立
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
（
E

E
C
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
子
力
共
同
体
（
ユ
ー
ラ
ト
ム
）
と
あ
わ
せ
て
、
一
体
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
三
共
同
体
を
指
し
て

い
う
が
、「
超
国
家
」
と
も
形
容
さ
れ
た
高
度
な
統
合(27)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
へ
の

言
及
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
条
約(28)

に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
先
立
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
運
動
の
産
物
で
あ
る
一
九
四
七
年
の
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
（
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
協
力
な
ら
び
に
集
団
的
自
衛
に
関
す
る
条
約(29)

）
や
一
九
四
九
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
評
議
会
規
程(30)

が
、
法
の
支
配
、
人
権
お
よ
び
民
主
主
義
に
言
及
し
て
き
た
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
考
え
方
の
重
大
な
変
更
と
も
い

う
こ
と
が
で
き
る
。 

 　

他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
枠
組
み
で
締
結
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
、
自
由
権
と
手
続
的
権
利
を
人
権
の
カ
タ
ロ
グ

と
い
う
高
度
に
抽
象
的
な
理
念
の
形
で
示
す
が
、
弱
い
執
行
シ
ス
テ
ム
し
か
有
し
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
確
定
判
決
は

法
的
拘
束
力
を
有
す
る
が
（
同
条
約
四
六
条
1
項
）、
こ
れ
は
国
際
法
的
次
元
に
お
け
る
拘
束
力
で
あ
り
、
国
内
法
上
の
拘
束
力
は

保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
確
定
判
決
後
の
手
続
き
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
加
盟
国
の
外
務
大
臣
（
の
代
理
者
）
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
閣
僚
委
員
会
に
よ
る
執
行
の
監
視

0

0

が
あ
る
が
（
同
2
項
）、
こ
れ
は
か
え
っ
て
確
定
判
決
が
執
行
力
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。 

 　

要
す
る
に
、
社
会
経
済
的
目
的
を
も
っ
た
高
度
に
統
合
し
た
共
同
体
（
E
C
／
E
U
）
と
、
人
権
保
護
に
特
化
し
た
象
徴
的
で
全

く
非
超
国
家
的
な
制
度
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
）
と
の
間
で
、
一
種
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
が
継
続
的
に
働
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
E
C
／
E
U
の
側
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
い
う
形
で
人
権
保
護
を
外
部
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
大

な
責
務
と
権
限
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た(31)

。
他
方
、
人
権
条
約
の
側
は
、
経
済
的
利
害
と
は
離
れ
て
シ
ン
ボ
ル

的
秩
序
と
し
て
純
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 　

冒
頭
で
み
た
よ
う
に
今
日
両
制
度
の
間
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
形
式
的
関
係
も
設
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
パ
ラ

レ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
実
現
し
た
あ
る
種
の
「
接
近
」
で
あ
り
、
近
い
将
来
両
者
が
統
合
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
展
望

は
も
ち
え
な
い
。 

 　

第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
憲
法
秩
序
化
が
実
現
し
た
の
は
、
そ
の
「
外
部
」
に
対
す
る
差
別
化
意
識
、
具
体
的
に
は
、「
対

抗
」
か
ら
あ
る
程
度
の
「
懐
柔
」
へ
と
い
っ
た
対
応
が
直
接
の
契
機
を
構
成
し
て
い
る
。 
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元
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
実
施
シ
ス
テ
ム
で
は
、
個
人
の
申
立
権
お
よ
び
人
権
裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
は
選
択
条
項

（
旧
二
五
条
、旧
四
六
条
）が
あ
り
、そ
れ
ら
を
受
諾
し
た
締
約
国
に
つ
い
て
の
み
個
人
の
申
立
の
司
法
的
処
理
が
保
障
さ
れ
た
。
よ
っ

て
同
条
約
が
司
法
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
選
択
条
項
を
廃
止
し
た
第
一
一
議

定
書
（
一
九
九
四
年
採
択
、一
九
九
八
年
発
効
）
に
よ
る
改
正
後
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、中
東
欧
諸
国
が
評
議
会
に
加
盟
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
加
入
し
つ
つ
あ
る
そ
の
時
に
実
現
し
た
。
実
際
そ
れ
は
、
等
比
級
数
的
に
増
加
す
る
申
立
を
、
相
対
的
に

少
人
数
の
機
関(32)

に
よ
り
効
率
的
か
つ
シ
ン
プ
ル
に
処
理
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た(33)

。 

 　

冒
頭
で
紹
介
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
改
正
に
よ
る
E
U
法
秩
序
の
へ
の
人
権
・
民
主
主
義
と
い
っ
た
価
値
の
導
入
は
、
実
は
、

多
く
の
新
規
加
盟
国
を
も
た
ら
し
た
E
U
の
東
方
拡
大
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
外
部
に
適
用
さ
れ
て
い
た
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た(34)

。

 

＊　

＊　

＊ 

　

こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
憲
法
秩
序
化
の
主
な
要
因
と
し
て
、
○1
知
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
結
束
、
○2
重
層
的
公
共

圏
の
展
開
、
○3
外
部
へ
の
差
別
化
意
識
、
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
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2　

東
ア
ジ
ア
へ
の
適
用 

 　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
秩
序
化
の
さ
ら
に
基
礎
に
は
、
多
く
の
所
見
が
一
致
す
る
よ
う
に
、
国
の
単
位
を
越
え
る
経
済
的
に
密
接
な

関
係
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

一 

で
み
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
間
の
絆
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
準
に
、
少
な
く
と
も
統
合
の
初
期

段
階
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
、
ア
ジ
ア
の
人
権
保
障
制
度
の
構
想
を
論
じ
、
そ
れ
を
描
く

こ
と
も
、
今
や
可
能
で
あ
る
。 

 　

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
高
度
な
経
済
統
合
が
そ
れ
自
体
で
付
随
的
な
人
権
保
障
制
度
を
自
動
的
に
も
た
ら
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
の
憲
法
秩
序
化
は
、
高
度
に
経
路
依
存
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
右
に
指
摘
し
た
三
つ
の
要
因
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
で
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
を
欠
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
発
展
が
大

き
く
遅
れ
て
い
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
地
域
的
人
権
保
障
制
度
を
構
築
す
る
道
に
は
多
く
の
困
難
が
待
っ

て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
比
較
は
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
通
じ
て
、

そ
う
し
た
困
難
を
い
か
に
克
服
す
る
か
、
構
築
さ
れ
る
べ
き
制
度
の
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 （
1
）
知
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
結
束
の
強
化 

 　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
教
訓
と
し
て
人
権
が
重
要
で
あ
る
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
冷
戦
の
過
程
で
強
化
さ
れ
た
。
ア
ジ
ア
で
は
、
戦
争
そ
の
も
の
は
、
多
く
の
甚
だ
し
い
人
権
侵
害
を
生
み

出
し
た
が
、
そ
の
戦
争
の
主
原
因
の
一
つ
が
、
市
民
的
・
社
会
的
権
利
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
日
本
の
近
代
化
に
あ
る
、
と
い
う
考
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え
は
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
一
つ
に
は
、
戦
争
か
ら
歴
史
的
教
訓
を
引
き
出
す
共
同
の
努
力
が
、
ア

ジ
ア
の
地
に
根
を
張
っ
た
人
権
の
概
念
を
形
成
す
る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。 

 　

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
の
歴
史
的
和
解
に
相
当
す
る
も
の
は
、
ア
ジ
ア
で
は
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
と
日
本
の
古
く
か

ら
の
敵
対
関
係
は
、消
え
去
っ
て
は
い
な
い
。
両
国
間
で
近
年
聞
か
れ
る
友
好
の
言
葉
は
、経
済
界
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
思
想
や
考
え
方
に
つ
い
て
の
親
近
感
か
ら
と
は
い
い
が
た
い(35)

。 

 　

も
っ
と
も
、
知
的
結
束
の
基
盤
と
な
り
う
る
協
力
関
係
が
、
民
間
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
交
流
と
し
て
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
否
定
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
今
日
、
法
制
度
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
れ
を
促
進
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
、
日
常
的
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
法
制
度
の
基
礎
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
（
東
）
ア
ジ
ア
人
の
生
活
様
式
と
そ
れ
を
支

え
る
生
き
た
思
想
の
共
通
性
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る(36)

場
と
も
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 （
2
）
地
域
公
共
圏
の
重
層
化 

 　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
公
共
圏
は
、
そ
の
大
き
さ
に
お
い
て
ま
た
職
能
的
に
多
層
化
さ
れ
て
い
る
。
基
礎
自
治
体
や
州
の
自
治
の
伝

統
は
、
相
対
的
に
強
い
。
外
交
会
議
・
会
談
と
と
も
に
、
議
員
、
政
府
専
門
家
、
専
門
職
業
人
の
会
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
公
的
関

心
の
下
に
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
的
問
題
を
議
論
し
て
い
る
。
対
照
的
に
、
ア
ジ
ア
で
は
、
決
定
作
成
が
国
の
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
集
中
し

て
い
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
上
述
し
た
経
済
的
相
互
依
存
の
進
展
は
、
政
府
お
よ
び
民
間
レ
ヴ
ェ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
ア
ジ
ア

に
お
い
て
作
り
だ
し
、
活
性
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
の
第
六
回
東
ア
ジ
ア
首
脳
会
議
に
だ
け
言
及
し
て

お
こ
う(37)

。
こ
の
会
議
は
、
す
で
に
発
足
六
年
を
迎
え
て
い
る
。「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
の
構
想
は
、
か
な
り
腰
が
引
け
た
態
度
で
で
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は
あ
る
が
、
い
ま
や
日
本
政
府
に
よ
っ
て
も
公
式
に
支
持
さ
れ
て
い
る(38)

。 

 　

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
基
礎
の
上
に
人
権
保
障
制
度
を
作
る
の
が
簡
単
で
は
な
い
か
と
考
え
る
む
き
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
共
同
体
と
シ
ン
ボ
ル
的
制
度
と
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
積
極
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
た

こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
権
保
障
制
度
を
作
る
た
め
に
共
同
体
の
形
成
を
待
つ
必
要
は
な
い
。
人
権

保
障
制
度
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
経
済
協
力
な
い
し
統
合
の
枠
組
み
か
ら
距
離
を
お
い
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
人
権
は
、（
そ
う
し
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
）
経
済
的
支
配
の
道
具
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
経
済
的

協
力
の
進
展
の
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
め
の
組
織
の
初
期
の
段
階
で
は
、
国
の
統
治
の
基
本
原
則
に
関
わ
る
分
野
で
責
務

を
引
き
受
け
る
こ
と
は
避
け
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
権
は
ま
さ
に
こ
の
分
野
に
必
然
的
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文

脈
で
、
機
能
主
義
の
論
理
は
、
な
お
有
効
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 　

重
層
化
さ
れ
た
公
共
圏
は
、
人
権
保
障
制
度
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
良
好
な
条
件
を
作
り
出
す
。
学
界
や
法
曹
界
か
ら
の
支
持
や

建
設
的
批
判
が
あ
れ
ば
、
政
府
が
そ
れ
を
非
難
し
た
と
し
て
も
、
生
き
残
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
機
能
を
果

た
す
学
界
や
法
曹
界
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
地
域
的
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
作
り
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 （
3
）「
外
部
」
と
の
差
別
化
意
識 

 　

地
域
的
結
束
と
実
際
に
は
表
裏
一
体
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
外
部
」
に
対
す
る
比
較
的
強
い
対
抗
感
覚
な
い
し
差
別

化
意
識
が
、
人
権
の
シ
ン
ボ
ル
化
と
制
度
の
司
法
化
に
寄
与
し
て
い
た
。 

 　

ア
ジ
ア
で
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
友
好
関
係
は
必
ず
し
も
優
先
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
選
好
は
、
市
民
社
会
の
感
情
の

レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
で
な
く
、産
業
界
の
計
算
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。 
表
2 

は
、日
本
の
ア
ジ
ア
向
け
投
資
と
比
較
し
て
、
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ド
イ
ツ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
直
接
投
資
の
圧
倒
的
な
比
率
を
示
し
て
い
る
。 

 　

そ
う
す
る
と
、
さ
き
に
ア
ジ
ア
を
一
つ
の
「
単
位
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
表
現
し
た
が
、
そ
の

稠
密
性
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
た
し
か
に
、最
近
の
経
済
的
関
係
は
、

状
況
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
知
的
・
文
化
的
交
流
の
一
層
の
促
進
が
、
そ
の
変
化
を
着

実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。 

 　

こ
の
関
連
で
、
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
普
遍
主
義
的
な
主
張
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
地
域

主
義
に
い
つ
で
も
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、警
戒
の
念
を
も
っ
て
臨
む
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
域
主
義
は
、
経
済
的
危
機
の
時
代
に
お
け
る
食
糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

の
問
題
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
発
達
さ
せ
る
べ
き
合
理
性
を
有
し
て

い
る
。 

 （
4
）
司
法
的
シ
ス
テ
ム
は
（
東
）
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
望
ま
し
い
か 

 　

最
後
に
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
の
具
体
化
と
し
て
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
司
法
的
シ
ス
テ
ム
の
優
位
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。 

 　

少
な
く
と
も
当
分
の
間
は
ア
ジ
ア
で
は
司
法
化
さ
れ
た
人
権
保
障
制
度
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
致
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
実
的
で
も
実
際
的
で
も
な
い
。
A
S
E
A
N
政
府
間
人
権
委
員
会
の
よ
う
な
人
権
の
伸
長
の
た
め
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
東
ア
ジ
ア
全
体
に
と
っ
て
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
高
度
に
政
府
間
的
な
性
格
の
機
関

だ
け
で
十
分
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。 

 　

さ
ら
に
、
長
期
的
に
も
、
司
法
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
、
問
題
で
あ
る
。
個
人
の
不
服
そ
れ
自
体
を
取
り
扱

表2　 ドイツと日本の域内投資（国際収支
ベース，ネット，フロー）（％）

2009年 2010年
ドイツ 88.6 72.3

日本 27.6 38.7

（資料： http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/
fdi/;http://www.jetro.go.jp/world/japan/
stats/fdi/［最終確認日：2012年3月17日］）
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わ
ず
、
法
的
に
拘
束
的
な
決
定
を
下
す
わ
け
で
も
な
い
ア
ジ
ア
の
制
度
も
、
十
分
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
司
法
化
さ

れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
む
し
ろ
偶
然
の
産
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
す
る
の
は
、
歴
史
の
「
創
造
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
対
審

的
議
論
を
経
た
上
で
の
独
立
し
た
権
威
あ
る
法
律
家
集
団
の
判
断
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
断
を
法
的
拘
束
力
あ
る
も
の
と
す
る
か

ど
う
か
は
、
実
は
決
定
的
重
要
性
を
も
た
な
い
。
国
際
法
的
制
度
に
お
い
て
は
、
法
的
拘
束
力
は
通
常
、
法
的
な
執
行
力
を
伴
う
も

の
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
判
断
が
実
際
に
実
施
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
は
政
治
過
程
に
お

け
る
議
論
と
権
力
状
況
に
、
あ
げ
て
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
が
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
二
次
的
な
重

要
性
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る(39)

。法
律
的
判
断
の
優
位
性
は
、ま
ず
は
、そ
の
職
能
的
な
説
得
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
も
、「
個
人
の
不
服
の
司
法
的
処
理
」を
目
的
と
す
る
制
度
の
副
作
用
を
免
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
、
未
処
理
事
件
が
膨
大
に
積
み
上
が
っ
て
い
る
こ
と(40)

、
お
よ
び
、
構
造
的
問
題
と
結
び
つ
い
た
事
件
に
つ

い
て
の
判
決
が
執
行
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る(41)

。
こ
う
し
た
副
作
用
は
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
地
域
的
人

権
に
つ
い
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
む
で
あ
ろ
う
。 

 

結
び
に
代
え
て
―
人
権
の
現
象
学
に
向
け
て 

 　

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
験
を
突
き
放
し
て
観
察
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
優
れ
た
制
度
を
不
必
要
に
傷
つ
け
る

試
み
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、も
と
よ
り
筆
者
の
意
図
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
、と
く
に
東
ア
ジ
ア
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
化
の
影
響
を
構
造
的
に
は
受
け
な
か
っ
た
世
界
的
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
（
下
位
）
地
域
で
あ
る
。
そ
う
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し
た
地
域
で
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
こ
な
か
っ
た
地
域
人
権
保
障
制
度
を
展
望
す
る
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
結
果
的
に
到
達
し

て
い
る
現
時
点
の
制
度
を
静
態
的
に
観
察
し
て
、そ
れ
と
単
純
に
比
較
し
て
構
想
す
る
の
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
ま
ず
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
制
度
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
歴
史
構
造
を
分
析
し
た
上
で
、
比
較
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
一

つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
経
験
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
人
権
の
国
際
的
保
障
に
向
き
合
う
た
め

の
、
一
つ
の
基
本
的
態
度
を
提
唱
す
る
こ
と
で
結
び
に
代
え
た
い
。 

 　

筆
者
は
、
法
学
研
究
科
修
士
課
程
教
育
の
一
環
と
し
て
こ
の
間
主
に
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
留
学
生
向
け
の
「
国
際
人
権
法
」
の
授

業
を
受
け
持
っ
て
き
た
。
そ
の
経
験
か
ら
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
一
般
に
「
国
際
人
権
法
」
の
普
及
の
難
し
さ
を
痛
切
に
感
じ
て

き
た
。
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
は
、「
人
権
」
と
は
、
帝
国
主
義
的
干
渉
を
覆
い
隠
す
美
辞
麗
句
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
直
感
的
警
戒
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
す
ら
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
る
と
一
般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
特
定
の
地
域
や
国
の
制
度
に
根
ざ
し
た
考
え
方
を
無
媒
介
に
語
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
特
別
の
注
意
が
必
要
だ
と
感
じ

て
き
た
。
彼
ら
は
、
た
と
え
ば
国
連
理
事
会
の
普
遍
的
定
期
審
査
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
自
国
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
、
雄
弁
に

反
駁
す
る
。
他
方
で
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
人
権
観
念
に
基
づ
く
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
彼
ら
は
強
い
印

象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。 

 　

結
局
の
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
あ
る
種
の
人
権
観
念
に
照
ら
せ
ば
、
す
べ
て
の
国
が
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
権
は
、

神
秘
化
さ
れ
た
呪
文
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
人
権
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
は
、
極
め
て
多
様
で
、
人
権
に
つ
い
て
の
歴
史

は
、
幸
か
不
幸
か
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
で
き
る
こ
と
は
、
人
権
観
念
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。
筆
者

自
身
は
、
人
権
は
、
他
の
す
べ
て
の
法
概
念
と
同
じ
く
、
人
間
の
よ
り
良
い
生
活
の
た
め
の
知
恵
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
拙
論
が
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の
人
権
に
つ
い
て
の
紋
切
り
型
の
考
え
か
ら
の
脱
却
に
少
し
で
も
貢
献
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
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幸
い
で
あ
る
。 

注
⑴ 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
照
：
小
畑
郁
「
欧
州
評
議
会
・
欧
州
人
権
条
約
か
ら
み
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
秩
序
」
中
村
民
雄
＝
山
元
一
（
編
）『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
憲
法
の
形
成
と
各
国
憲
法
の
変
化
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
二
二
頁
以
下
。 

⑵ 　

 O
fficial Journal of the European U

nion , 2010 C
 83/13. 

⑶ 　

原
条
約
の
テ
キ
ス
ト
は
、 U

nited N
ations Treaty Series , Vol. 213, p. 221ff

．〔
以
下
、213  U

N
TS  221

の
要
領
で
引
用
す
る
。〕
改
正
も
含
む
現

在
の
テ
キ
ス
ト
は
、〈http://w

w
w

.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/H
tm

l/005.htm

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
〇
日
）。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
戸
波
江
二
ほ
か
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

⑷ 　

Frédéric SU
D

R
E [1990],  La C

onvention européenne des droits de l ’hom
m

e , 8èm
e éd. (PU

F, C
ollection de 〈Q

ue sais-je?

〉, 2010), p. 1

〔
第

三
版
（
一
九
九
四
年
）
の
日
本
語
訳
：
建
石
真
公
子
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
』
有
信
堂
、
一
九
九
七
年
、
一
頁
〕。 

⑸ 　
（
東
）ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
制
度（
構
想
）に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、国
際
法
学
の
立
場
か
ら
の
主
な
日
本
語
文
献
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
山
崎
公
士
＝
阿
部
浩
己
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
構
想
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
香
川
法
学
五
巻
三
号
一
頁
以

下
、
六
巻
3
号
一
頁
以
下
、
七
巻
一
号
二
三
頁
以
下
（
一
九
八
五
―
八
七
年
）、
山
崎
公
士
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
権
対
話
と
国
際
機
構
」

内
田
久
司
先
生
古
稀
記
念
『
国
際
社
会
の
組
織
化
と
法
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
四
一
五
頁
以
下
、
同
「
ア
ジ
ア
人
権
機
構
を
め
ざ
し
て
」
自
由
と

正
義
六
二
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
〇
頁
以
下
、
阿
部
浩
己
「
地
域
人
権
機
構
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
」
世
界
法
年
報
一
六
号
（
一
九
九
七
年
）
三
四
頁
以

下
、
芹
田
健
太
郎
「
東
ア
ジ
ア
人
権
委
員
会
設
立
の
提
案
」
田
畑
茂
二
郎
先
生
追
悼
『
二
一
世
紀
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
と
平
和
：
国
際
法
の
新
し
い

発
展
を
め
ざ
し
て
（
下
）　

現
代
国
際
法
に
お
け
る
人
権
と
平
和
の
保
障
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
二
七
頁
以
下
、 
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⑹ 　

筆
者
も
利
用
し
た
英
文
テ
キ
ス
ト
は
、〈http://w

w
w

1.um
n.edu/hum

anrts/instree/loas2005.htm
l

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
四
月
一
〇
日
）． 

⑺ 　
M

erivat R
ISH

M
AW

I, “The A
rab C

harter on H
um

an R
ights and the League of A

rab States: A
n U

pdate ”,  H
um

an Rights Law
 Review

 , 

Vol. 10 (2010), p. 169ff. at p. 169. 

⑻ 　

公
式
の
情
報
と
し
て
、
見
よ
：〈http://w

w
w

.arableagueonline.org/w
ps/portal/las_en/hom

e_page/

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
二
月
五
日
）．

N
G
O
経
由
の
比
較
的
詳
し
い
情
報
と
し
て
、
見
よ
：R

ISH
M

AW
I,  supra  note 7, p. 172, 174f. 

⑼ 　

 Ibid ., p. 171f. 

⑽ 　

 Avaiable  at: 〈http://w
w

w
.asean.org/publications/TO

R
-of-A

IC
H

R
.pdf

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
四
月
一
〇
日
）． 

⑾ 　

Joint C
om

m
uniqué of the 42nd A

SEA
N

 Foreign M
inisters M

eeting “A
cting Together to C

ope w
ith G

lobal C
hallenges ”, Phuket, 

Thailand, 20 July 2009,  available  at: 〈http://w
w

w
.asean.org/22686.htm

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
二
月
一
三
日
）．
こ
の
委
員
会
に
つ
い
て

日
本
語
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
参
照
：
上
柳
敏
郎
「
ア
セ
ア
ン
政
府
間
人
権
委
員
会
の
設
立
と
そ
の
役
割
・
地
域
拡
大
の
可
能
性
」
自
由
と
正
義
六
二

巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
七
頁
以
下
。 

⑿ 　

Press Statem
ent by the C

hair of the A
SEA

N
 Intergovernm

ental C
om

m
ission on H

um
an R

ights on the First M
eeting of the A

SEA
N

 

Intergovernm
ental C

om
m

ission on H
um

an R
ights, A

SEA
N

 Secretariat, 1 A
pril 2010,  available  at: 〈http://w

w
w

.asean.org/24445.htm

〉（
最

終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
二
月
一
九
日
）． 

⒀ 　

Press R
elease of the First M

eeting of A
SEA

N
 Intergovernm

ental C
om

m
ission on H

um
an R

ights on the A
SEA

N
 H

um
an R

ights 

D
eclaration, Siem

 R
eap, C

am
bodia, 8 

― 9 January 2012,  avaiable  at: 

〈http://w
w

w
.asean.org/26769.htm

〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
二
月

一
九
日
）． 

⒁ 　

注
目
さ
れ
る
研
究
と
し
て
、TA

N
 H

sien-Li,  The ASEAN
 Intergovernm

ental C
om

m
ission on H

um
an Rights  (C

am
bridge U

P, 2011) 

が
挙
げ
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ら
れ
る
。 

⒂ 　

市
場
や
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
世
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
公
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
規
制
を
強
め
る
必
要
性
が
あ
る
。
他
方
、一
国
的
規
制
は
、ま
す
ま
す
実
効
的
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
企
業
活
動
に
対
す
る
一
国
の
一
方
的
規
制
は
、

「
空
洞
化
」
を
も
た
ら
し
、世
界
市
場
で
の
そ
の
国
の
地
位
の
喪
失
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
小
さ
い
消
費
市
場
し
か
も
た
な
い
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、

単
純
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
世
界
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
市
場
の
規
制
の
た
め
の
実
効
的
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
。
世
界
貿
易
機
関

（
W
T
O
）
は
、「
公
正
」
貿
易
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
が
、
せ
い
ぜ
い
「
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
」
を
提
供
す
る
だ
け
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
市
場
そ
の
も
の
が
機
能
す
る
た
め
の
最
低
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
際
連
合
（
国
連
）
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
は
注
目

す
べ
き
試
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
市
民
社
会
」
と
は
、
主
と
し
て
相
対
的
に
健
全
な
企
業
の
間
の
コ
ン
パ
ク
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
権
条
約
機

関
や
普
遍
的
定
期
審
査
（U

niversal Periodic R
eview

）
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
私
人
を
規
制
す
る
に
は
あ
ま
り
に
弱
い
（
普
遍
的
定
期
審
査
に
つ
い

て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
照
：
小
畑
郁
「
国
連
人
権
理
事
会
に
お
け
る
普
遍
的
定
期
審
査
」
芹
田
健
太
郎
ほ
か
編
『
講
座
国
際
人
権
法
4　

国
際
人
権
法
の

国
際
的
実
施
』
信
山
社
、二
〇
一
一
年
、一
〇
八
頁
以
下
）。
そ
れ
ら
の
場
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
は
、か
つ
て
の
高
レ
ヴ
ェ
ル
の
議
論
の
産
物
で
あ
っ

て
、
地
域
社
会
の
今
日
的
ニ
ー
ズ
の
反
映
の
度
合
い
は
小
さ
い
。
少
な
く
と
も
、
人
々
は
自
ら
の
生
活
か
ら
隔
絶
し
た
世
界
で
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る

と
感
じ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
地
域
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
公
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
上
記
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
効

力
を
失
っ
た
一
国
的
統
治
と
遠
く
て
非
実
効
的
な
世
界
的
規
制
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。
相
当
規
模
の
消
費
市
場
を
も
つ
地
域
は
、

商
品
の
質
に
対
す
る
実
効
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
て
こ
う
し
た
地
域
的
規
格
は
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状

況
は
、
当
該
地
域
か
ら
の
輸
出
に
有
利
な
条
件
を
作
り
出
す
。
と
い
う
の
は
、
企
業
は
、
自
ら
が
属
す
る
地
域
の
規
格
に
よ
り
早
く
ま
た
容
易
に
適
応
す

る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
世
界
市
場
で
の
競
争
は
、
規
格
の
普
遍
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
展
開
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
し
た
努
力
が
人
権
保
障
の

た
め
の
草
の
根
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
と
結
合
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ポ
ス
ト
国
民
国
家
時
代
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
巨
大
な
格
差
が
生
み
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出
す
不
正
義
を
是
正
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
段
で
あ
ろ
う
。 

⒃ 　

経
済
産
業
省
『
通
商
白
書
二
〇
一
〇
』
一
八
六
頁
。 

⒄ 　

同
右
、
一
七
〇
頁
。 

⒅ 　

経
済
産
業
省
『
平
成
二
二
年
版　

通
商
白
書　

概
要
』（ available  at:

〈http://w
w

w
.m

eti.go.jp/report/tsuhaku2010/2010honbun_p/2010_00c.

pdf

〉、
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
二
月
二
九
日
）
一
〇
頁
。 

⒆ 　

以
下
に
つ
い
て
は
、
参
照
：
前
掲
『
通
商
白
書
二
〇
一
〇
』
一
七
〇
頁
以
下
。 

⒇ 　

一
九
九
九
年
の
あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
九
か
国
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
中
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ラ
オ
ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
）
に
対
し
て
、
計
一
四
一
件
の
法
関
連
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
見
よ
： Bulletin on Law

 and Policy 

Reform
 1999  (A

sian D
evelopm

ent B
ank),  passim

  .

21 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
と
く
に
参
照
：
川
島
富
士
雄
「
中
国
に
よ
る
W
T
O
上
の
義
務
・
約
束
の
履
行
状
況
」
佐
分
晴
夫
ほ
か
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な

か
の
法
整
備
支
援
』（
名
古
屋
大
学
法
政
国
際
教
育
協
力
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
三
頁
以
下
。 

21 　

見
よ
：M

A
 H

uaide, “China ’s Reference to Extraterritorial Experience in its Thirty Years of R
ule of A

dm
inistrative Law

”, in:  Transform
ation 

of Adm
inistrative Law

 under G
lobalization and Transition: In Search of the Theory for C

om
parative Adm

inistrative Law
-M

odels and 

C
om

m
on Principles; C

ollection of Papers  (Faculty of H
um

anities, Law
 ＆

 Econom
ics, M

ie U
niversity, etc., 2010). 

こ
の
報
告
書
は
、
三
重

大
学
で
開
催
さ
れ
た
同
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
で
あ
る
。
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
ス
ピ
ー
カ
ー
が
招
か
れ
た
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
自
体
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
行
政
法
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

23 　

小
畑
・
前
掲
註
⑴
、
二
九
―
四
〇
頁
。 

24 　

こ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
見
よ
：
鴨
武
彦
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
二
年
）
七
六
―
八
四
頁
。 
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25 　

た
と
え
ば
見
よ
：W

olfgang FR
IED

M
A

N
N

,  The C
risis of N

ational State  (M
acm

illan, 1943), pp. 109 

― 111, 139 

― 149. 
26 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
参
照
：
小
畑
・
前
掲
註
⑴
、
三
〇
頁
。 

27 　

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
認
識
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
見
よ
：Pierre PESC

ATO
R

E,  Le droit de l ’integration 

（Sijthoff, 1972

）〔
日

本
語
訳
：
大
谷
良
雄
・
最
上
敏
樹
訳
『
E
C
法

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
法
構
造

―
』
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
〕
お
よ
びR

. S. R
. F. M

ATH
IJSEN

, 

 A G
uide to European C

om
m

unity Law
 , 3rd ed.（Sw

eet ＆
 M

axw
ell, 1980

）〔
日
本
語
訳
：
山
手
治
之
監
訳『
E
C
法
入
門
』有
斐
閣
、一
九
八
二
年
〕。 

28 　

原
諸
条
約
の
テ
キ
ス
ト
は
、261  U

N
TS  140; 294  U

N
TS  3; 294  U

N
TS  259. 

29 　

原
条
約
の
テ
キ
ス
ト
は
、19  U

N
TS  52. 

30 　

原
規
程
の
テ
キ
ス
ト
は
、87  U

N
TS  103. 

31 　

基
本
権
憲
章
の
法
的
効
力
の
承
認
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
へ
の
加
入
に
は
、
現
在
で
も
な
お
そ
れ
ら
が
E
U
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
の

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
E
U
条
約
六
条
）
に
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

32 　

旧
シ
ス
テ
ム
が
維
持
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
権
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
も
ま
た
実
質
的
に
フ
ル
タ
イ
ム
の
機
関
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
構
成
員
の
数
は
、
合
計
し
て
締
約
国
数
の
ほ
ぼ
二
倍
、
す
な
わ
ち
八
〇
人
か
ら
九
〇
人
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
交
渉
過
程
で
財
政
負

担
が
懸
念
材
料
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。 

33 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
次
も
見
よ
：
小
畑
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
実
施
手
続
の
司
法
的
純
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
八
巻

一
＝
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
五
三
―
一
五
四
頁
、
一
五
五
頁
註
（115）
。 

34 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、さ
し
あ
た
り
参
照
：
小
畑
郁
「
E
C
／
E
U
法
に
お
け
る
人
権
規
範
の
展
開
」
本
誌
二
二
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
二
七
頁
以
下
。 

35 　

現
駐
中
国
日
本
大
使
の
ポ
ス
ト
が
、
経
済
界
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
る
、
丹
羽
宇
一
郎
・
前
伊
藤
忠
商
事
会
長
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
こ
の
点
で
象
徴
的
で
あ
る
。 
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36 　
（
東
）
ア
ジ
ア
の
共
通
の
価
値
と
い
う
の
は
、
外
か
ら
当
然
こ
れ
を
持
つ
べ
き
だ
と
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
現
実
に
は
精
神
的
・
物

質
的
に
貧
し
い
面
も
多
く
あ
る
（
東
）
ア
ジ
ア
の
人
々
の
生
活
か
ら
単
に
「
発
見
」
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
一
方

で
は
、
人
権
概
念
の
基
盤
と
し
て
極
め
て
重
要
で
言
説
の
上
で
は
普
遍
化
し
つ
つ
あ
る
が
、（
東
）
ア
ジ
ア
に
お
い
て
本
当
に
血
肉
化
で
き
る
か
ど
う
か

疑
問
が
も
た
れ
る
概
念
、
た
と
え
ば
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
っ
た
も
の
に
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、（
東
）

ア
ジ
ア
の
美
徳
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
あ
る
種
の
共
同
体
優
先
の
思
想
、
た
と
え
ば
「
調
和
」
と
い
っ
た
も
の
に
無
条
件
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、

埋
め
込
ま
れ
た
少
数
派
抑
圧
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
き
た
日
本
の
歴
史
を
顧
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
。「
共
通
価
値
」
と

い
う
も
の
は
、（
東
）
ア
ジ
ア
の
人
々
の
知
的
交
流
の
中
か
ら
、
確
認
さ
れ
て
い
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
知
的
交
流
そ
の
も
の
を
一
層
活

性
化
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
。 

37 　

見
よ
：C

hairm
an ’s Statem

ent of the 6th East A
sia Sum

m
it, B

ali, Indonesia, 19 N
ovem

ber 2011,  available at : 〈http://w
w

w
.m

ofa.go.jp/

region/asia-paci/eas/pdfs/state111119.pdf
〉（
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
二
年
三
月
一
六
日
）． 

38 　

見
よ
：
外
務
省
『
外
交
青
書
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
年
版　

第
五
四
号
）』
六
三
頁
。 

39 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
cf.
：
小
畑
・
前
掲
註
33
、
一
五
三
頁
。 

40 　

二
〇
一
一
年
に
お
け
る
、
裁
判
体
に
割
り
当
て
ら
れ
た
申
立
と
処
理
さ
れ
た
申
立
の
差
（
い
わ
ば
毎
年
発
生
す
る
「
赤
字
」）
は
、
約
一
二
、三
〇
〇

件
で
あ
る
。
見
よ
：European C

ourt of H
um

an R
ights,  Analysis of Statistic 2011  (Jan. 2012),  avaiable at : 

〈http://w
w

w
.echr.coe.int/N

R
/

rdonlyres/11C
E0B

B
3-9386-48D

C
-B

012-A
B

2C
046FEC

7C
/0/STATS_EN

_2011.PD
F

〉, p. 6. 

前
者
の
数
は
毎
年
増
加
し
て
い
る
か
ら
、
処
理

数
を
画
期
的
に
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
、
未
処
理
事
件
が
膨
大
に
積
み
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

41 　

さ
し
あ
た
り
参
照
：
小
畑
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
実
施
シ
ス
テ
ム
の
歩
み
と
展
望
」
戸
波
江
二
ほ
か
編
・
前
掲
註
⑶
、
八
頁
。 
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論　　説

  〔
付
記
〕 

本
稿
は
、
佐
分
晴
夫
教
授
の
退
職
を
記
念
し
、
同
教
授
へ
の
言
葉
に
尽
く
せ
ぬ
感
謝
の
念
を
込
め
て
献
呈
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
筆
者
（
小
畑
）
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
二
五
日
、
明
治
大
学
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
国
際

法
学
会
日
本
協
会
研
究
大
会
に
お
い
て
、“Perspectives for a R

egional H
um

an R
ights R

egim
e in East A

sia: H
ow

 should 

A
sians Interpret the H

istory of European R
egional C

onstitutionalization? ”

と
題
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
報

告
の
た
め
に
準
備
し
た
ペ
ー
パ
ー
を
基
礎
に
、
ア
ジ
ア
の
状
況
に
つ
い
て
の
記
述
を
中
心
と
し
て
再
構
成
の
上
加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。
も
と
よ
り
佐
分
教
授
の
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
洞
察
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
拙
い
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
あ
る
程
度
発
表
さ

れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
、一
定
の
形
で
残
し
て
お
く
責
任
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
る
の
で
、こ
の
段
階
で
公
刊
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
改
稿
の
過
程
で
、
V
・
カ
ヴ
リ
ー
ロ
フ
（Vyacheslav G

AV
R

ILO
V

）
教
授
（
極
東
連
邦
大
学
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
）

と
の
議
論
が
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。
同
教
授
の
関
連
文
献
と
し
て
、
拙
訳
「
人
権
の
普
遍
性
と
人
権
に
つ
い
て
の
地
域
主
義

―

共
通
の
土
俵
を
求
め
て
」
本
誌
二
四
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
八
三
頁
以
下
、
が
あ
る
。
も
と
よ
り
本
稿
の
記
述
に
つ
い
て
の
責
任

は
、
筆
者
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
る
。 


