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東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
会
社
法
の
現
状
と
発
展
の
潮
流

朱　
　
　

大　

明

通
訳
・
翻
訳　

金　
　

安　

妮  

　　　

西
本
学
長
、
中
村
副
学
長
、
池
田
先
生
、
そ
し
て
竹
之
内
先
生
、
本
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
北
京
大
学

に
勤
め
て
お
り
ま
す
、
朱
大
明
と
申
し
ま
す
。
池
田
先
生
に
は
、
本
日
の
よ
う
な
、
皆
様
と
交
流
す
る
貴
重
な
機
会
を
頂
戴
し
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
の
本
日
の
講
演
テ
ー
マ
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
会
社
法
の
現
状
と
発
展
の
潮
流
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
私
の
専
門
分
野
は
、
会
社
法
・
証
券
法
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、
会
社
法
の
世
界
に
お
い
て
、

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
関
す
る
研
究
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
主
流
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
テ
ー

マ
で
皆
様
に
ご
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
た
理
由
は
、
第
一
に
、
池
田
先
生
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
ご
要
望
を
い
た
だ
い

た
か
ら
で
す
。
第
二
に
、
昨
年
、
中
国
で
開
催
さ
れ
た
「
一
帯
一
路
」
に
関
す
る
研
修
会
に
お
い
て
、
中
国
会
社
法
の
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、「
中
国
の
経
済
発
展
の
中
で
、
会
社
法
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
の
か
。
そ
し
て
、
中
国
の
会
社
法
は
、
一
帯
一
路
の
沿
線
国
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
経
験
を
提
供
し
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
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く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

皆
様
ご
存
じ
の
と
お
り
、
二
〇
一
四
年
頃
に
、
中
国
政
府
は
、
国
家
政
策
と
し
て
「
一
帯
一
路
」
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
こ
の

「
一
帯
一
路
」
と
い
う
政
策
は
、
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
中
東
・
東
南
ア
ジ
ア
等
の
約
六
四
か
国
を
対
象
と
し
て
、
提
携
・

取
引
等
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
中
国
国
内
に
お
い
て
は
、
多
く
の
学
者
が
、
様
々
な
視
点
か
ら
「
一
帯
一

路
」
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
私
も
、
昨
年
か
ら
、
一
帯
一
路
に
お
け
る
会
社
法
制
に
関
す
る
研

究
課
題
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
制
に
関
し
て
比
較
研
究
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
日
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
に
お
け
る
会
社
法
の
現
状
と
発
展
の
潮
流
」
を
テ
ー
マ
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
に
関
す
る
研
究
の
所
感
を
、
皆
様
に

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

外
国
法
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
研
究
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
先
ほ
ど
池
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
共
生
と
支
援
」
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
、
私
も
強
く
賛
成
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
制
を
研
究
す
る
上
で
、
各
国
の
法
制
度
に
お
け
る
共
通
点
を
重
視
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
そ
の
相
違
点
を
重
視
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

と
し
て
は
、
経
済
発
展
の
観
点
か
ら
、
最
終
的
に
は
、「
共
生
」
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
・
A
S
E
A
N
は
、
一
〇
か
国
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
〇
か
国
の
会
社
法
を
見
て
い
く
際
に
、

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
数
多
く
存
在
し
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
も
あ
る
た
め
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
問
題
の
み
を
取
り

上
げ
て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
会
社
の
類
型
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
社
の
類
型
に

つ
い
て
、
伝
統
な
会
社
法
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
会
社
の
形
態
と
し
て
、
有
限
責
任
会
社
・
株
式
有
限
会
社
等
が
あ
る
ほ
か
、
閉
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鎖
会
社
と
公
開
会
社
と
い
う
よ
う
に
分
類
す
る
国
も
存
在
し
ま
す
が
、
現
在
、
中
国
で
は
、
新
た
な
経
営
形
態
が
数
多
く
出
現
し

て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
ア
リ
バ
バ
」
と
い
う
有
名
な
中
国
の
会
社
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
す
。
ア
リ
バ
バ
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
を
提
供
す
る
会
社
と
し
て
、
世
界
的
に
も
有
名
な
会
社
で
す
。
中
国
で
は
、
数
百
万
の
会
社
な
い

し
個
人
が
、
ア
リ
バ
バ
の
提
供
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
に
出
店
し
、
物
品
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
経
営
組
織
が
会
社
を
設
立
す
る
場
合
、
伝
統
的
な
会
社
と
比
較
す
る
と
、
オ
フ
ィ
ス
を
必
要
と
せ
ず
、
必
ず
し
も
多
く
の
資
本

金
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
ゆ
え
に
、
会
社
法
の
立
法
に
際
し
て
は
、
伝
統
的
な
会
社
理
論
を
維
持
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
新
し
い

経
営
組
織
を
会
社
と
し
て
承
認
す
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
従
来
の
経
営
組
織
と
区
別
し
て
、
立
法
を
行
う
の
か
（
会
社
登
記
だ

け
で
は
な
く
、
課
税
等
の
問
題
を
含
む
）
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
中
国
の
経
験
を
紹

介
す
れ
ば
、
新
し
い
経
営
組
織
の
よ
う
な
新
興
事
業
に
対
し
て
、
政
府
は
、
厳
し
い
制
限
を
設
け
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り

容
認
す
る
態
度
を
取
る
ほ
う
が
、
当
該
事
業
の
発
展
に
有
利
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
会
社
法
に
お
い
て
、
会
社
の
機
関
設
置
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
に
関
連
す
る
重
要
な
問
題
と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
社
の
機
関
設
置
に
関
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ベ
ト
ナ
ム
等
の
会
社
法
で
は
、
経
理
（
会
計
上
の
経

理
で
は
な
く
、
会
社
の
執
行
役
に
相
当
す
る
）
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
マ
レ
ー
シ
ア

等
の
国
の
会
社
法
で
は
、
会
社
秘
書
（
一
般
の
秘
書
で
は
な
く
、
会
社
の
情
報
開
示
を
担
当
す
る
高
級
管
理
職
）
と
い
う
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
監
査
役
制
度
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
国
も

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
独
立
監
査
役
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
機
関
設
置
の
延
長
と
し
て
、
取
締
役
の

責
任
に
つ
い
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
タ
イ
・
ブ
ル
ネ
イ
等
の
国
の
会
社
法
に
は
、
取
締
役
が
無
限
責
任
を
負
う
、
と
い
う
き
わ
め
て

特
殊
な
制
度
が
存
在
し
ま
す
。
最
後
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
会
社
法
の
特
徴
的
な
点
と
し
て
は
、
会
社
の
「
社
会
的
責
任
」
が
明
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文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
会
社
法
七
四
条
参
照
）。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会

社
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
源
が
異
な
る
た
め
、
会
社
法
の
基
本
的
な
制
度
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
果
た
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
制
に
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
の
か
、
そ

れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
中
で
、
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目
指
し
て
発
展
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
は
、
大
き
く
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
英
米
法
の
影
響
を
強
く
受
け

た
国
、
も
う
一
つ
は
、
大
陸
法
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
・
日
本
・
中
国
等
の
影
響
を
強
く
受
け
た
国
で
す
。
い
ず
れ
の
類
型
に
属
す

る
国
で
あ
っ
て
も
、
諸
外
国
の
制
度
を
た
だ
継
受
す
る
の
で
は
な
く
、
自
国
の
問
題
を
解
決
し
う
る
法
制
度
を
設
計
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
に
お
け
る
問
題
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
各
国
国
内
に
存
在
す
る
立
法

事
実
や
各
国
の
発
展
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
、
各
国
独
自
の
事
情
を
最
優
先
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
例

と
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
で
は
、
ド
イ
ツ
・
日
本
・
イ
ギ
リ
ス
等
の
先
進
国
の
会
社
法
と
同
様
に
、「
支
配
株
主
の
抑
制
」

が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
発
展
が
、
現
段
階
に
お
け
る
最
重
要
事
項
で
あ
る
と
す
れ
ば
、（
従
業
員
の
保
護
を
含

む
）「
支
配
株
主
の
抑
制
」
よ
り
も
、「
株
主
の
利
益
保
護
」
を
優
先
的
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た

多
く
の
法
制
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
各
国
の
問
題
解
決
に
際
し
て
、
果
た
し
て
有
益
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
会
社
法
が
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
展
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き

に
は
、
下
記
の
三
点
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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第
一
に
、
先
進
国
を
含
め
て
、
各
国
の
会
社
法
に
共
通
す
る
法
制
度
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
各
国
の
会
社
法
に
お
い
て
、
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
法
制
度
を
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
な
い
だ
け
の

十
分
な
合
理
性
と
妥
当
性
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
に
お
い
て
、
特
別
な
理
由
な
く
し
て
、
世
界
共
通
の
制

度
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

第
二
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
会
社
法
の
多
く
は
、
発
展
が
比
較
的
後
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
反
面
、
後
進
国
と
し

て
、
現
代
的
な
新
し
い
問
題
を
取
り
上
げ
て
立
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
新
興
事
業
に
関
す
る
立
法
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
展
を
促
進
さ
せ
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
中
国
の
経
験
を
一
つ
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販

売
の
新
興
事
業
の
発
展
を
促
進
す
る
政
策
が
採
ら
れ
て
お
り
、
ア
リ
バ
バ
・
京
東
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
を
業
と
す
る
会
社

が
急
速
に
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
日
本
の
皆
様
も
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
リ
バ
バ
は
、
一
一
月
一
一
日
と
い
う
日
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
の
日
と
定
め
て
、
多
く
の
割
引
サ
ー
ビ
ス
を
顧
客
に
与
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
の
一
一

月
一
一
日
、
ア
リ
バ
バ
一
社
の
売
上
だ
け
で
、
一
八
七
億
ド
ル
を
記
録
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
数
多
く
の
中
級
国
家
に
お
け
る
一

年
分
の
売
上
に
相
当
し
、
多
く
の
国
か
ら
注
目
さ
れ
、
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
新
興
事
業

を
促
進
さ
せ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
三
に
、
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
の
会
社
法
に
お
い
て
は
、
近
年
、
規
制
緩
和
を
重
要
な
発
展
方
向
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り

ま
す
が
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
必
ず
し
も
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
と
同
様
に
規
制
緩
和
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
新
興
事
業
の
推
進
等
を
考
慮
し
て
、
一
部
の
規
制
を
厳
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
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例
を
挙
げ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
の
事
業
を
行
う
会
社
の
資
本
金
・
登
記
の
場
所
を
、
一
般
会
社
と
区
別
し
、
厳
格
な
要

件
を
課
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
日
本
と
中
国
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
会
社
法
の
発
展
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
べ
き

な
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
少
し
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
日
本
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
非
常
に
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
中
国
も
、

二
〇
一
四
年
に
一
帯
一
路
の
政
策
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
国
と
さ
ら
に
緊
密
な
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ゆ
え
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
会
社
法
制
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
と
中
国
に
よ
る
合

理
的
か
つ
適
切
な
支
援
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
支
援
を
行
う
際
に
は
、
技
術
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
先
ほ

ど
池
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
「
共
生
」
と
い
う
理
念
を
、
日
中
両
国
は
、
十
分
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
報
告
時
間
の
関
係
上
、
私
の
報
告
は
、
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
様
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。


