
特集

戦後の日韓・
日
朝
関
係
を
考
え
る

今
日
か
ら
見
た
日
韓
会
談

―
そ
の
経
緯
と
今
日
的
意
義
―
　
　
　
　
吉
澤
文
寿

は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
は
、
今
日
行
わ
れ
て
い
る
日
朝
交
渉

及
び
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
(
以
下
「
北
朝

鮮
」
∵
韓
国
側
か
ら
の
戦
後
補
償
要
求
運
動
を
展
望

す
る
う
え
で
、
一
九
六
五
年
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
基

本
条
約
及
び
四
つ
の
協
定
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も

っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
に
日
韓
条
約
及
び
諸
協
定
の
法
的
見
地
か

ら
の
検
討
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
私
自
身
が
法
律
に

対
し
て
門
外
漢
で
あ
る
と
理
由
も
あ
り
、
本
稿
で
は

日
韓
会
談
の
交
渉
経
緯
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
今
日

的
意
義
を
問
い
直
す
こ
と
に
し
た
い
。
日
韓
会
談
は

表
面
的
に
は
日
韓
双
方
が
日
韓
間
の
諸
問
題
に
対
す

る
法
理
論
を
た
た
か
わ
せ
つ
つ
も
、
会
談
の
内
容
は

す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

見
地
か
ら
も
日
韓
会
談
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
こ
と

は
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
日
朝
交
渉
及
び

戦
後
補
償
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
、
最
も
重
要
な

争
点
と
思
わ
れ
る
点
を
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
、
日
朝
交
渉
の
場
合
は
①
日
本
に
よ
る
植
民
地

支
配
の
清
算
、
②
日
朝
経
済
協
力
の
可
能
性
、
③
北

朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
疑
惑
の
解
決
、
④
北
朝
鮮

の
ミ
サ
イ
ル
開
発
疑
惑
の
解
決
な
ど
で
あ
り
、
戦
後

補
償
の
争
点
は
①
日
韓
諸
条
約
に
よ
り
旧
朝
鮮
人
の

個
人
請
求
権
が
消
滅
し
た
の
か
、
②
日
本
の
植
民
地

支
配
が
国
際
法
的
に
不
法
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
日
朝
交
渉
に
お
け
る

日
本
人
拉
致
疑
惑
及
び
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
開
発
疑

惑
は
す
ぐ
れ
て
日
朝
交
渉
国
有
の
問
題
で
あ
る
が
、

他
の
問
題
は
全
て
日
韓
会
談
当
時
の
論
点
と
共
通
す

る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
財
産
請
求
権
及
び
基
本
関

係
の
問
題
と
の
関
連
に
集
中
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
諸
項
目
に
関
連
が
深
い
日
韓

基
本
条
約
及
び
　
「
日
韓
財
産
及
び
請
求
権
の
解
決
と

経
済
協
力
に
関
す
る
協
定
」
　
(
以
下
「
日
韓
協
定
L
)
の

交
渉
経
緯
を
検
討
し
、
一
定
の
間
瀬
提
起
を
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
を
め
ぐ
る
問
題

ま
ず
、
日
韓
会
談
を
論
じ
る
前
に
、
そ
の
法
的
前

提
と
な
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
つ
い

て
論
及
し
て
お
き
た
い
。
一
九
五
一
年
九
月
に
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
日
本
と
連
合
国
の
間
に
締
結
さ
れ

た
同
条
約
の
う
ち
、
朝
鮮
、
す
な
わ
ち
北
朝
鮮
と
韓

国
は
条
約
締
結
国
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
二

条
、
第
四
条
、
第
九
条
、
第
一
二
条
の
利
益
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
た
(
第
二
二
条
㌔
す

な
わ
ち
、
第
二
条
と
は
領
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

日
本
が
朝
鮮
半
島
及
び
そ
の
周
辺
諸
島
に
支
配
権
を

持
た
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
四
条

は
請
求
権
、
第
九
条
は
漁
業
協
定
、
第
二
一
条
は
通

商
航
海
条
約
に
つ
い
て
関
係
各
国
と
交
渉
す
る
こ
と

を
日
本
に
義
務
づ
け
る
条
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え

て
、
同
年
九
月
二
五
日
、
G
H
Q
の
シ
ー
ボ
ル
ト
外

交
局
長
が
日
本
の
独
立
に
伴
う
在
日
朝
鮮
人
の
法
的
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地
位
を
韓
国
政
府
と
話
し
合
う
よ
う
､
日
本
政
府
に

指
示
し
た
た
め
､
こ
の
問
題
も
日
韓
会
談
の
主
要
議

題
と
な
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
今
日
の
日
朝
交
渉
に

お
い
て
も
漁
業
協
定
の
締
結
や
朝
鮮
籍
の
在
日
朝
鮮

人
の
処
遇
な
ど
は
当
然
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
と
も
か
-
､
こ
こ
で
は
請
求
権
に
関
わ
る

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
4
条
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

第
四
桑

門財
産
】

盲

)

こ
の
条
の
(b
)
の

規
定
を
留
保
し
て
'

日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の

財
産
で
第
二
桑
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
る
も
の
並

び
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
請
求
権

(債
権

を
含
む
｡
)
で
現
に
こ
れ
ら
の
地
域
の
施
政
を
行

っ
て
い
る
当
局
及
び
そ
こ
の
住
民

(法
人
を
含

む
｡)
に
対
す
る
も
の
の
処
理
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
当
局
及
び
住
民
の
請
求
権

(債
権
を
含
む
｡)
の
処
理
は
､
日
本
国
と
こ
れ

ら
の
当
局
と
の
間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
｡

第
二
条
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
る
連
合
国
ま
た
は

そ
の
国
民
の
財
産
は
､
ま
だ
返
還
さ
れ
て
い
な

い
限
り
､
施
政
を
行

っ
て
い
る
当
局
が
現
状
で

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(国
民
と
い
う
語

は
､
こ
の
条
約
で
用
い
る
と
き
は
い
つ
で
も
､

法
人
を
含
む
｡
)

でb
)

日
本
国
は
､
第
二
桑
及
び
第
三
条
に

掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
合
衆
国
軍
政

府
に
よ
り
､
ま
た
は
そ
の
指
令
に
従
っ
て
行
わ

れ
た
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
の
処
理
の

効
力
を
承
認
す
る
｡

第
四
条
(
a
)
の
規
定
を
読
む
限
り
'
請
求
権
と
い

う
の
は
第
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
地
域

(朝
鮮
､
台
湾
､

樺
太
な
ど
)
の
政
府
及
び
そ
の
住
民
と
日
本
政
府
及

び
そ
の
住
民
に
そ
れ
ぞ
れ
請
求
権
の
存
在
が
想
定
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
O

こ
の
規
定
は
同
魔
約
第

一
四

秦
(
a
)
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
戦
争
中
に
生
じ

さ
せ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
義
務
づ
け
る
も
の
と

は
明
ら
か
に
異
な
り
､
朝
鮮
が
日
本
の
領
土
の

一
部

で
あ
っ
た
こ
と
を
前
程
と
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
､

日
韓
会
談
に
お
い
て
日
本
の
穂
民
地
支
配
に
よ
る
被

害
の
代
償
と
し
て
対
日
請
求
権
を
主
張
す
る
韓
国
政

府
か
ら
す
れ
ば
､
第
四
条
(
a
)
の
規
定
は
不
本
意
き

わ
ま
り
な
か
っ
た
｡

も
っ
と
も
'
韓
国
政
府
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
の
最
終
案
が
確
定
す
る
ま
で
'
米
国
'
英
国
'

中
国
な
ど
の
諸
政
府
に
は
た
ら
き
か
け
て
､
韓
国
が

連
合
国
と
し
て
対
日
平
和
条
約
に
署
名
し
､
第

1
四

条
に
基
づ
-
対
日
求
償
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
｡

し
か
し
な
が
ら
T
英
国
そ
し
て
日
本
か
ら
の
強
い
反

対
に
あ
っ
て
､
韓
国
は
連
合
国
と
し
て
の
資
格
を
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
た
だ
し
､
そ
の
代
償
と

し
て
ダ
レ
ス
塞
国
務
長
官
が
梁
裕
燦
駐
米
韓
国
大
使

に

｢
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
の
利
益
を
平
和
条
約
に
適
切

に
反
映
す
る
｣
と
述
べ
た
と
お
り
､
対
日
平
和
条
約

の
最
終
案
に
第
四
条
(b
)
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
(金
東
詐
(林
建
彦
訳
)
『韓
日
の
和
解

日
韓
交
渉

1

四
年
の
記
録
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
､
一
九
九
三
年
'
五
～
六

百
)｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
条
項
は
日
本
政
府
が
南
朝
鮮

に
進
駐
し
た
米
軍
政
庁
に
よ
る
日
本
人
財
産
の
処
理

の
効
力
を
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の

第
四
条

(b
)
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
､
初
期
の
日
韓
会

談
で
激
し
い
討
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

韓
国
側
の
対
日
請
求
権
の

全
体
的
性
格
を
め
ぐ
る
問
題

日
韓
会
談
の
本
会
談
は
一九
五
二
年
二
月
よ
り始

ま
り
'
一九
五
三
年
一〇
月
ま
で
三
次
に
わ
た
っ
て

開

催
さ
れ
た
o
そ
の
請
求
権
賓
農
会
に
お
いて
r
最

大
の

論
点
は
サ
ン
フ
ラ
ン
､ン
ス
コ
平
和
条約
第

四
条

(b
)
の

解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
った
｡
韓

国
側

は

こ
の
条
項

に
よ
っ
て
朝
鮮
に
あ
る日
本

人
財
産

に
対

す
る
請
求
権
が

交
渉
の
対
象外
と
な

っ
た
と
し

つ
つ
､

対
日
請
求
権

(｢韓

日
間財
産

及
び
請

求
権

協

定

要

綱
Lt
い
わ
ゆ
る

｢対
日
請
求

八
項
目
｣
)
を
主

張

し

た
｡

日
本
側
は
こ
の
韓
国
側
の
主
張

に
対

し
'
韓

国

に
対

す
る
請
求
権
を
主
張
し
､
交

渉
決
裂

の

一
因
を

つ
-

っ
た
｡
対
韓
請
求
権
の
論
理
的
核
心

は
先

に
示
し
た

同
条
約
第
四
条
(b
)
に
お
い
て
'

日
本
政
府

が
何

を

｢承
認
｣
し
た
の
か
と
い
う
点

に
あ

っ
た
｡

こ
の
点

に
つ
い
て
､
同
年
五
月

一
四
日

に
開

か
れ
た
参
議
院

外
務
委
員
会
に
お
い
て
､
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣

は
次

の
よ
う
に
発
言
し
た
｡

-
-
朝
鮮
の
米
軍
政
府
が
占

領

軍

と
し

て
日

本
の
私
有
財
産
に
つ
い
て
敵
産
管

理
的
処
分
を

..(.
･∴
一.=i･:.･
_
∴
-.I,
.4.
.
I.
'
･･･.･
･:.
]=･-]
:.=･
...j
l･.;
.
1

る
元
の
所
有
権
は
消
滅
し
な
い
'
例

え
ば
売
却

行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
売
却
の
処
分

は
承
認

す

る
け
れ
ど
も
､
そ
の
財
産
の
元
の
権
利

は
あ

る

の
で
売
却
に
よ
っ
て
生
じ
た
代
金
は
我

々
の
方
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で
請
求
で
き
る
-
-

(鹿
島
平
和
研
究
所
編

丁日

本
外
交
史
二
八
』
鹿
島
研
究
所
出
版
会
､

一
九
七
三

年
､

四
七
百
)

日
本
側
は

7
九
〇
七
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
ブ
で

調
印
さ
れ
た

｢陸
戦
ノ
法
規
慣
例

二
間
ス
ル
条
約
｣

を
援
用
し
て
､
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
四

秦
(b
)
は
私
有
財
産
の
没
収
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
と
し
て
'
米
軍
政
府
が
韓
国
政
府
に
払
い
下
げ

た
日
本
丸
財
産
の
代
金
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
o

L
か
し
､
韓
国
政
府
が
米
国
政
府
に
同
条
項
の
解

釈
を
要
請
し
た
結
果
､
米
国
政
府
が
提
出
し
た
回
答

に
よ
っ
て
､
日
本
側
の
対
韓
請
求
権
の
論
理
は
明
確

に
否
定
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
米
国
は
次
の
よ
う
に

述
べ
た
｡-

‥
二

九
五
二
年
四
月
二
九
日
付
'
駐
米
韓

国
大
使
に
送

っ
た
書
簡
の
な
か
で
'
米
国
務
省

は
対
日
平
和
条
約
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
O
米
国
は
対

日
平
和
条
約
第
四
条
b

項
及
び
駐
韓
粟
国
軍
政
庁
の
関
係
命
令
及
び
処

分
に
よ
っ
て
､
大
韓
民
国
の
管
轄
内
財
産
に
対

す
る
日
本
人
の
全
て
の
権
利
権
原
及
び
利
権
は

剥
奪
さ
れ
た
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
米
国
の
見
解
に
よ
れ
ば
日
本
は

そ
の
よ
う
な
資
産
ま
た
は
そ
れ
に
関
す
る
利
権

に
対
し
て
有
効
な
請
求
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
｡
し
か
し
米
国
の
見
解
に
よ
る
と
､
日

本
人
が
前
記
条
約
の
第
四
条
b
項
で
有
効

で
あ

る
と
認
定
し
た
か
よ
う
な
資
産
の
処
分

は

同

条

約
第
四
条
a
項
で
上
程
さ
れ
た
約
定
を

考

慮

す

る
こ
と
に
お
い
て
関
連
性
を
も
つ
と

考

え

る

(高
麗
大
学
ア
ジ
ア
問
題
研
究
所
『韓
日
関
係
資
料

集

7
i

l
九
七
六
年
'

二
二
六
h
')0

こ
こ
で
､
米
国
政
府
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
第
四
条
b
項
に
よ
っ
て
'
日
本
側
が
朝
鮮
半
島

に
あ
る
日
本
人
財
産
に
対
し
て

｢有
効
な
請
求
権
を

主
張
で
き
な
い
｣
と
断
言
し
た
｡
し
か
し
､
米
国
は

米
軍
政
府
に
よ
る
日
本
人
財
産
の
処
分
と
韓
国
の
対

日
請
求
権
と
の

｢関
連
｣
(re
lev
a
n
t
c
la
u
se
)
に
つ

い
て
明
確
な
判
断
を
避
け
た
の
で
あ
り
､
こ
の
こ
と

が
請
求
権
委
員
会
に
お
い
て
､
韓
国
側
の
対
日
請
求

権
が
日
本
人
財
産
処
分
に
よ
っ
て

｢相
殺
さ
れ
た
｣

と
い
う
･日
本
側
の
見
解
を
維
持
す
る
余
地
を
与
え
た

の
で
あ

っ
た
｡
言
い
換
え
る
と
､
こ
の
事
実
は
米
国

の
対
束
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
'
日
本
の
戦
後
復
興

が
重
視
さ
れ
た
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
O

結
局
日
韓
会
談
は
日
本
側
の
対
韓
請
求
権
及
び
､

第
三
次
会
談
首
席
代
表
久
保
田
雷

!
郎
の
発
言
に
対

し
て
韓
国
側
が
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
'

7
九
五
三
年

一
〇
月
か
ら
中
断
期
を
迎
え
た
｡
そ
の
後
､

一
九
五

七
年

二

一月
に
発
表
さ
れ
た
日
韓
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

に
よ
っ
て
､
日
本
側
が
対
韓
請
求
権
と
久
保
田
発
言

を
撤
回
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
で
､
日
韓
会
談
は
再

開
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
結
果
､
日
韓
会
談
の
請
求

権
委
員
会
で
は
韓
国
側
の
対
日
請
求
権
の
み
が
討
論

主
題
と
さ
れ
た
｡

し
か
し
､
第
五
次
会
談
以
降
の
請
求
権
委
員
会
に

お
い
て
も
､
日
本
側
は
引
き
続
き

｢関
連
｣
問
題
を

授
起
し
た
O
こ
の
点
に
つ
い
て
､
韓
国
政
府
は

｢韓

国
が
田
本
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
産
は
八

個
項
目
以
外
に
も
莫
大
な
も
の
だ
が
､
平
和
条
約
第

四
条
に
よ

っ

て

､

日

本

は

韓

国

内

の
旧

日

本

財
産
を

を
細
葉
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

点
を
充
分
に

考
慮
し
て

最

初

か

ら

重

要

な

も

の
の
み
を
八
か
項
目

と
し
て
提

出

し
た

L

(

大

韓

民

国
政
務
局
亜
州
課
『韓
日

会
談
の
概

観

及

び

諸

問

題

1

一
九
六
山
年
(推
定
)､

〓
7

0
-
二
二

百

)

と

い

う
･論
理
を
打
ち
出
し
て
'
対
日

請
求
権
の

み

を

討
論
の
対
象
と
す
る
姿
勢
を

一
貫
と

し
て
示
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う

に､
韓
国
の
対
日
請
求
権
そ
の
も
の
が

交
渉
の
過
程
を
通
し
て
徐
々
に
確
立
し
て
い
っ
た
も

の
で
あ
り
＼
外
交
交
渉
に
お
い
て
は
日
本

･
韓
国

･

そ
し
て
米
国
の
利
益
が
絡
ん
だ
政
治
的
な
色
彩
が
濃

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

日
朝
交
渉
に
お
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
'
解
放

後
に
北
朝
鮮

へ
進
駐
し
た
の
は
ソ
連
軍
で
あ
り

､
厳

密
に
い
う
と
対
日
平
和
条
約
第
四
条

(b
)
は
適
用

さ

れ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
日
朝
交
渉
で
は
同
条
約
第

四
条

(a
)で
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
日
本
側
と

北
朝
鮮
側
の
請
求
権
が

｢特
別
取
極
｣
の
主
題
と
な

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
現
在
の
日
本
政
府
が
北
朝
鮮

側
に
対
し
て
､
北
緯
三
八
度
線
以
北
の
旧
日
本
人
財

産

に
つ
い
て
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
常
識
的

に

考

え
に
-
い
｡
お
そ
ら
-
日
朝
交
渉
で
本
格
的

に
請

∴
･J.;･.･.･.i/:∵
､
.･∴
..:]･
iJ
･.
･‥､
㌧!
･･
:I..I..::

∴

'･･-J･･[:･･.I

の
み
を
討
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
が
､

そ
れ
は
日
韓
会
談
に
お
い
て
韓
国
側
が
ね
ぼ

り
強
ノト

準
賠
償
的
な
対
日
請
求
権
を
主
張
し
た
成
果

で
あ

る

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
｡
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個
人
請
求
権
の
取
扱
を

め
ぐ
る
問
題

つ
ぎ
に
､
今
日
の
戦
後
補
償
問
題
と
直
接
的
に関

連
す
る
'
韓
国
側
の
個
人
請
求
権
が
日
韓
会
談
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
か
を
確
認
し
た
い
｡

日
韓
会
談
自
体
は
一九
六
〇
年
四
月
に
李
承
晩
政
権

が
崩
壊
し
た
こ
と
で
一時
中
断
し
た
後
'
同
年

一
〇

月
二
五
日
か
ら
東
京
で
再
開
さ
れ
て
い
た
｡
韓
国
側

の
請
求
権
は
先
述
の

｢韓
日
間
財
産
及
び
請
求
権
協

定
要
綱
｣
(｢対
日
請
求
八
項
目
｣)
に
沿
っ
て
､
翌
月
か

ら
討
議
さ
れ
た
｡
そ
の
際
､

一
九
六

一
年
四
月
二
八

日
の

一
般
請
求
権
委
員
会
第

二

一回
会
合
に
お
い
て
､

次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
｡

日
本
側

∵
｣
の
項
目

(個
人
請
求
権
が
含
ま
れ

て
い
る

｢対
日
請
求
八
項
目
｣
の
第
五
項
-
筆
者

註
'
以
下
同
じ
)
は
私
的
な
請
求
が
大
部
分
だ
と

思
う
し
､
従
来
こ
の
よ
う
な
請
求
は
国
交
が
正

常
化
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
解
決
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
､
将
来
国
交
が
回
復

さ
れ
､
正
常
化
さ
れ
れ
ば
'
日
本
の

1
般
法
律

に
よ
っ
て
個
別
的
に
解
決
す
る
方
法
も
あ
る
と

考
え
る
が
､
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
｡

韓
国
側

‥
解
決
方
法
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
得
る
が
r
我
々
は
国
が
代
わ
り
に
解
決
し
よ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
こ
こ
に
提
示
さ

れ
た
請
求
は
国
交
回
復
に
先
行
し
て
解
決
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡

日
本
側

‥
請
求
内
容
に
も
よ
る
が
､
従
来
目

本
が
諸
外

国

と
の
関
係
解
決
に
お
い
て
､
も
と

よ
り
財
産

に

対
し
て
は
個
別
的
に
解
決
し
た
こ

と
が
多
い
｡

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
政
府
間
の
交
渉

を
契
機
と
す
る
が
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て

私
権
の
道
を
切
り
開
-
方
法
も
あ
る
O

韓
国
側

‥
我
々
と
し
て
は
国
交
回
復
に
先
行

し
て
解
決
し
た
い

(大
韓
民
国
政
務
部
政
務
局

『第
五
次
韓
日
会
談
予
備
会
談
会
議
録
』

一
九
二

～

一
九
三
百
)｡

こ
の
よ
う

に､
日
本
側
は
個
人
請
求
権
を
国
交
正

常
化
後
'
日
本
の
法
律
に
よ
っ
て
個
別
的
に
解
決
す

る
と
い
う
方
法
を
提
示
し
た
｡
こ
の
提
案
は
個
人
の

請
求
権
の
立
証
義
務
を
韓
国
側
に
押
し
っ
け
る
と
い

う

｢証
拠
主
義
｣
に
よ
っ
て
､
請
求
権
の
金
額
を
減

ら
す
と
こ
ろ
に
第

一
の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

し
た
が
っ
て
'
韓
国
側
は
日
本
側
の
提
案
を
拒
否

し
､
日
韓
会
談
で
個
人
請
求
権
の
議
論
を
終
わ
ら
せ
､

請
求
権
の
名
目
で
日
本
か
ら
資
金
を
受
け
よ
う

と

し

た
｡
た
だ
し
､
こ
の
韓
国
側
の
態
度
も
日

本
か
ら
で

き
る
だ
け
多
-
の
資
金
を
導
入
し
て
'
経
済
開
発
を

推
進
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
､
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
後
の

一
九
六

一
年

一
〇

月
か
ら
再
開
さ
れ
た

一
般
請
求
権
委
員
会
に
お
け
る

討
議
内
容
を
検
討
し
た
い
｡
｢対
日
請
求
八
項
目
｣
の

う
ち
､
個
人
請
求
権
に
関
わ
る
の
は
ま
ず
第
二
項
の

i
部
､
逓
信
局
関
係
の
請
求
で
あ
り
､
こ
の
請
求
は

さ
ら
に
①
郵
便
貯
金
､
振
替
貯
金
､
為
替
貯
金
な
ど
､

②
国
債
及
び
貯
蓄
債
権
な
ど
'
③
簡
易
生
命
保
険
及

び
郵
便
年
金
関
係
､
④
海
外
為
替
貯
金
及
び
債
権
な

ど
に
分
け
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
､
｢対
日
請
求
八
項
目
｣

の
第
五
項
は
ほ
ぼ
個
人
に
関

わ
る
請
求

で
あ
り
r
①

有
価
証
券
､
②
日
本
系
通
貸
､
③
被
徴
摺
韓

国
丸

の

未
収
金
'
④
戦
争
に
よ
る
被
徴

用
者

の
被

害

に
対

す

る
補
償
､
⑤
韓
国
太
の
対
日
本
政
府

請
求

(恩
給
関

係
及
び
そ
の
他
)､⑥
韓
国

人

の
対

日
本

人

ま
た
は
法

人
請
求

(韓
国
人
の
日
本
の

生
命
保
険
会
社
に
対
す
る

請
求
な
ど
)
に
分
け
ら
れ
て
い
た
｡
日
本
側
は
こ
れ
ら

の
請
求
権
を
お
お
む
ね
認

め
た
も

の

の
､

た

と
え
ば

恩
給
に
つ
い
て
は
日
本
の
恩
給

法

に
基

づ

い
て
､

日

本
国
籍
保
持
者
に
直
接
渡
す
こ
と

に
な

っ
て

い
る

こ

と
を
理
由
に
､
恩
給
の
支
払
い
を
認

め
な

か

っ
た
｡
ま

た
､
有
価
証
券
に
つ
い
て
も
請
求
者

個

人

が
有

価

証

券
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
よ
う

に
要

請

す
る
な
ど
､
日
本
側
は
相
変
わ
ら
ず
厳
密

な

｢
証
拠

主

義
｣
で
臨
ん
だ
(大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『第

六
次
韓
日
会
談
会
議
録
(I
)㌔

7
七
1
-

l
七
六
百
)
0

た
だ
し
､
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
韓
国
側

が
提

示
し
た
資
料
が
ど
れ
ほ
ど
検
討
さ
れ
た
の
か
と

い
う

こ
と
で
あ
る
｡

一
九
六
二
年
二
月

二
二
日
よ
り
請

求

権
委
員
会
と
は
別
に
'
韓
国
側
が
提
示
し
た
賓
料
を

検
討
す
る
た
め
の
専
門
委
員
会
が
開
か
れ
た
｡
し
か

し

'
こ

の
委
員
会
が
正
式
に
開
か
れ
た
の
は
わ
ず
か

四

回

で

あ

り

､
し
か
も
翌
月
の
日
韓
外
相
会
談
が
請

求
権
の
規
模
を
討
議
す
る
と
い
う
目
的
を
持

っ
て
い

た
た
め
､
二
月
二
七
日
に
同
委
員
会
は
う
ち
切
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
二
週

間
で
資
料
の
検
討
が
充
分
に
尽
-
さ
れ
た
と
は
言
い

難
い
で
あ
ろ
う
｡

も
う

一
つ
指
摘
し
て
お
-
べ
き
こ
と
は

｢対
日
請

求
八
項
目
｣
の
第
六
項
に
示
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
｡
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す
な
わ
ち
'韓
国
側
の
説
明
に
よ
る
と
､
｢韓
国
人
(自

然
人
'
法
人
)
の
日
本
政
府
ま
た
は
日
本
人
に
対
す

る
個
別
的
権
利
行
使
に
関
す
る
項
目
｣
と
題
さ
れ
た

こ
の
請
求
は
日
韓
国
交
正
常
化
後
も
､
日
韓
会
談
で

提
起
さ
れ
な
か
っ
た
対
日
請
求
権
を

｢当
然
の
権
利

と
し
て
L
韓
国
人
が
個
別
的
に
行
使
で
き
る
よ
う
に

す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

o

L
か
し
､
日
本
側
は
こ
の
韓
国
側
の
請
求
に
異

議
を

唱
え
､
韓
国
人
及
び
法
人
の
請
求
権
問
題

は
日
韓
会

談
で

一
切
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た

(大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『第
六
次
韓
日
会
談

会
議
録

(平
和
線
二

般
請
求
権
･
船
舶
)
委
員
会
会
議

録

二

二
月
二
二
日
現
在
)』
二
五
六
-
二
五
七
貰
)O
お

そ
ら
-
韓
国
政
府
は
今
日
の
日
本
軍
慰
安
婦
問
題
な

ど
の
よ
う
な
問
題
が
､
日
韓
国
交
正
常
化
後
に
現
れ

る
こ
と
を
充
分
予
測
し
て
､
こ
の
よ
う
な
項
目
を
た

て
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
は
協
定
文
の
作
成
過
程

で
再
び
討
論
の
佳
苫
州と
な
る
｡

以
上
の
よ
う
な
討
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
､
次
の

よ
う
な
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
､

韓
国
政
府
は
当
初
よ
り
対
日
請
求
権
の
最
も
重
要
な

要
素
と
し
て
個
人
請
求
権
を
主
張
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
｢証
拠
主
義
｣
と
日
韓
国
交
正
常
化
に
よ

る
請
求
権
間
者
の
完
全
解
決
を
迫
る
日
本
側
の
姿
勢

に
譲
歩
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
韓
国
側
の

経
済
開
発
の
早
急
性
を
に
ら
み
つ
つ
､
対
韓
投
資
に

意
欲
を
見
せ
た
日
本
政
府
の

｢外
交
的
勝
利
｣
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
.､
そ
の
結

果､

日
本
側
が
問
題
に
し
た
資
料
検
討
も
お
ざ
な
り

にさ

れ
た
ま
ま
､
請
求
権
問
題
の
焦
点
が
供
与
の
名

目及

び
そ
の
金
額
に

賛
小
化
さ
れ
て
し
ま
い
'
一九
六
二

年

一
一
月

に
｢大
平
･金
メ
モ
｣が
取
り
交
わ
さ
れ
た

後
､
請

求
権
委
員
会
は
植
民
地
支
配
の
清
算
と
い
う

本

来
の
目
的
と
は
ま
っ
た
-
か
け
離
れ
て
､
経
済
協

力
の
条
件
に
議
論
の
焦
点
を
移
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡

経
済
協
力
と
請
求
権
と
の

関
連
を
め
ぐ
る
問
題

結
局
日
韓
会
談
に
お
け
る
請
求
権
交
渉
は
日
本
が

無
償
三
億
ド
ル
､
有
償
二
億
ド
ル
の
対
韓
経
済
協
力

に
加
え
て
商
業
借
款
を
提
供
す
る
と
い
う
か
た
ち
で

決
着
が
は
か
ら
れ
た
｡
問
題
は
こ
れ
ら
の
経
済
協
力

と
請
求
権
と
の
関
連
で
あ
り
､
い
い
か
え
る
と
､
ど

の
よ
う
な
名
目
で
日
本
政
府
が
韓
国
政
府
に
経
済
協

力
を
行
う
の
か
と
い
う

こ

と

で

あ

っ
た
｡
そ
れ
は
日

韓
協
定
の
条
文
を
め

ぐ

る

議

論

に

直
接
反
映
さ
れ
た
O

ま
ず
､
条
文
の
文
言
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
｢日

韓
財
産
及
び
請
求
権
の
解
決
と
経
済
協
力
に
関
す
る

協
定
｣
は
序
文
に

｢大
韓
民
国
と
日
本
国
は
両
国
及

び
両
国
国
民
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す

る
こ
と
を
希
望
し
'
と
も
に
合
意
し
た
｣
と
あ
る
の

み
で
､
日
本
の
対
韓
経
済
協
力
の
概
要
を
示
し
た
'

そ
の
第

一
条
第

一
項
の
末
尾
に
は

｢前
記
提
供
及
び

借
款
は
大
韓
民
国
の
経
済
発
展
に
役
に
立
つ
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
書
か
れ
て
お
り
､
請
求
権

と
経
済
協
力
と
の
直
接
的
な
関
連
を
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
さ
ら
に
､
問
題
は
第
二
条
第

一
項
だ

が
､
そ
の
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

蘭
締
約
国
は
両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民

(法

人
を
含
む
)
の
財
産
､
権
利
及
び
利
益
並
び

に

両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
の
間
の
請
求
権

に
関

す
る
問
題
が
､
一
九
五
一
年
九

月

八
日

に
サ

ン
･
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
署
名

さ
れ
た
日
本
国

と
の
平
和
条
約
第
四
条

(
a
)

に
規
定
さ
れ
る

も
の
を
含
め
て
､
完
全
に
そ
し
て
最
終
的

に
解

決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡

こ
こ
に
先
ほ
ど
検
討
し
た
韓
国
側

の

｢
対
日
請
求

八
項
目
｣
に
お
け
る
第
六
項
の
提
案
が
完
全

に
否
定

さ
れ
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
､

請
求
権
の
代
価
と
し
て
経
済
協
力
が
行
わ
れ
る
の
か

否
か
と
い
う
点
と
関
連
し
て
'
そ
の
条
文
化
を
め
ぐ

っ
て
､
日
韓
の
立
場
は
明
確

に
対
立
し
て
い
た
｡
た

と
え
ば
､

一
九
六
二
年

一
一
月

二
二
日

の
第

二
ハ
次

予
備
折
衝

(請
求
権
問
題
の
大
枠
が
決
ま

っ
た
交
渉
で

あ
る
)
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
な
議
論

が
な
さ
れ
た
｡

｢
.･･､･3･.
‥

,･･
∴∵[･.I
.
...=
_

.
･..･
;

･,

;
:..

項
に
関
し
て
は
後
で
話
を
す
る
が
'
第

山
項
を

金
部
長
が
提
案
し
た
と
お
り

｢
韓

日
間

の
請
求

権
問
題
を
解
決
し
て
､
韓
日
間

の
経
済
協
力
を

増
進
さ
せ
る
た
め
に
｣
と
規
定
す
る
と
同
時

に
f

末
尾
に

｢韓
国
政
府

は
以
上

の
処
置

と
し
て
韓

日
両
国
間
の
請
求
権
問
題
が
解
決
さ
れ
た
こ
と

と
見
な
す
｣
と
規
定
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
､
解

決
す
る
の
が
い
い
と
考

え
る
｡

杉
首
席

=
そ
こ
に
請
求
権

と
書
-

の
は
日
本

側
と
し
て
は
難
し
い
と

い
う

の
だ
｡

後
宮
局
長

‥
金
鍵
泌
部
長
が
提
案
し
た
の
は

｢韓
日
間
の
請
求
権
問
題
を
解
決
し

て
､
韓

日

間
の
経
済
協
力
を
増
進

さ
せ
る
た
め

に
｣

と
衰

19 今日から見た日韓会談-その経線と今日的意義-



現
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
､
し
た
が

っ
て
目
的
の
第

一
は
請
求
権
を
解
決
す
る
た
め

で
あ
り
､
第
二
に
経
済
協
力
の
た
め
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
解
決
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ

と
に
な
れ
ば
､
請
求
権
解
決
の
た
め
の
金
額
は

い
-
ら
か
と
い
う
質
問
が
必
ず
出
る
だ
ろ
う
し
､

こ
れ
に
よ
っ
て
金
額
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
批
判

を
は
じ
め
と
し
て
､
在
韓
国
日
本
財
産
は
ど
う

な
っ
た
の
か
と
い
う
批
判
､
以
北
に
関
す
る
部

分
は
ど
う
な
っ
た
の
か
な
ど
の
批
判
が
出
て
-

る
だ
ろ
う
(李
度
巌
r実
録

朴
正
照
と
韓
日
会
談

五
･
1
六
か
ら
調
印
ま
で
』
寒
松
図
書
出
版
､

1

九
九
五
年
､

7
四
九
百
).

こ
の
よ
う
に
､
韓
国
側
が
請
求
権
と
い
う
用
語

を
条
文
に
盛
り
込
も
う
と
す
る
の
に
対
し
て
'
日
本

側
は
国
会
に
お
け
る
説
明
に
困
る
こ
と
を
理
由
に
請

求
権
の
代
価
と
し
て
経
済
協
力
を
行
う
と
読
め
る
よ

う
な
条
文
を
拒
否
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
両
者
の
立
場

の
差
違
を
前
提
と
し
て
､
国
内
的
に
お
互
い
の
主
張

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
､
ま
さ
に
要
義
煩
が

提
案
し
た
の
が

｢韓
日
両
国
は
韓
日
両
国
間
の
請
求

権
問
題
が
完
全
に
'
そ
し
て
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
す
る
｣
と
い
う
文
案
の
挿
入
で
あ
っ
た
｡

こ
の
文
案
は
そ
の
ま
ま
日
韓
協
定
第
二
条
第

一
項
に

挿
入
さ
れ
た
｡

問
題
は
こ
の
条
文
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る

が
､
そ
の
内
実
が
請
求
権
と
は
分
離
さ
れ
た
経
済
協

力
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
､
韓
国
政
府
は
対
日
請

求
権
を
放
棄
し
て
経
済
協
力
を
受
け
入
れ
た
と
解
釈

す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
韓
国
政
府
が

日
韓
国
交
正
常
化
以
後
､
国
内
で
補
償
措
置
を
施
し

て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
､
韓
国
政
府
は
日
本
と

の
外
交
交
渉
に
お
い
て
請
求
権
を
放
棄
し
た
も
の
の
､

個
人
が
持
つ
請
求
権
の
有
効
性
を
認
め
て
国
内
問
題

と
し
て
個
人
請
求
権
問
題
を
処
理
し
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
｡

栢
仙民
地
支
配
の
合
法
性
を

め
ぐ
る
問
題

最
後
に
､
と
り
わ
け
最
近
の
戦
後
補
償
を
要
求
す

る
運
動
に
お
い
て
挙
論
さ
れ
て
い
る
､
植
民
地
支
配

の
法
的
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
き
た
い
｡

一
九

一
〇
年
に
日
本
と
大
韓
帝
国
と
の

間
に
締
結
さ
れ
た

｢韓
国
併
合
に
関
す
る
条
約
｣
を

は
じ
め
と
し
て
､
そ
れ
以
前
に
両
国
間
に
締
結
さ
れ

た
諸
条
約
の
国
際
法
的
有
効
性
に
関
わ
る
問
題
は
日

韓
基
本
条
約
の
第
二
条
を
め
ぐ
る
討
論
で
取
り

上

げ

ら
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢
.f
九

1
0
年
八
月
二

二

日

以

前
に
大
日
本
帝
国
と
大
韓
帝
国
と
の
間
で
締

結

さ
れ

た
全
て
の
条
約
及
び
協
定
は
､
も
は
や
無

効

で

あ

る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｣
と
い
う
条
文
を
め

ぐ

っ

て
､

日
本
政
府
と
韓
国
政
府
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な

っ

た
解
釈

を
し
て
い
る
｡

日
本
の
外
務
省
は

l
九
六
五
年
1

1

月
に
発
行
し

た

『日
韓
諸
条
約
に
つ
い
て
』
と
い

う
･小
冊
子
に
お

い
て
'
こ
の
条
文
に
つ
い
て

｢併
合
条
約
は
大
韓
民

国
が
独
立
し
た
と
き
に
効
力
を
失
い
併
合
以
前
の
諸

条
約
'
協
定
は
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
条
約
の
成
就
ま
た

は
併
合
条
約
の
発
効
と
と
も
に
失
効
し
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｣
と
解
釈
し
た
｡
つ
ま
り
'

｢
こ
れ
ら
の
条
約
及
び
協
定
が
か
つ
て
は
効
力
を
有

し
て
い
た
｣
と
い
う
わ
け
で
あ
る

(外
務
省

『日
韓
諸

条
約
に
つ
い
て
』
四
貢
)0

こ
れ
に
対
し
て
T
韓
国
政
府
が
同
年
三
月
に
発
行

し
た

『韓
日

会

談

白
書
』
に
よ
れ
ば
'
｢無
効
の
･時
期

に
関
し
て
は

｢

無

効
L
と

い
う
用
語
自
体
が
別
段
の

表
現
が
付
帯
さ
れ
な
い
限
り
､
原
則
的
に

｢当
初
よ

り
｣効
力
が
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
｢す

で
に
｣
と
強
調
さ
れ
て
い
る
以
上
遡
及
し
て
無
効

(N
u〓

an
d

V
o
id
)
で
あ
る
｣

と
説
明
し
､
｢韓
国
併

合
に
関

す
る
条

約

｣

以

下

の
諸

条

約
自
体
が
無
効
で

あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

(大
韓
民
国
政
府

丁韓
日
会

談
白
書
A
l
九
頁
)｡
つ
ま
り
､
こ
の
間
題
に
つ
い
て
日

韓
会
談
で
は
末
だ
合
意
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

現
在
の
と
こ
ろ
､
こ
の
問
題

につ
い
て
の
議
論
が

断
片
的
に
垣
間
見
え
る
の
は

山

九五
二
年
二
月
の
第

1
次
会
談
の
基
本
関
係
分
科
委
員
会
の
も
の
の
み
で

あ
る
｡
同
年
三
月
五
目
に
韓
国
側
が
提
出
し
た

｢大

韓
民
国
と
日
本
国
と
の
間
の
基
本
条
約
案
｣
の
第
三

条
に

｢大
韓
民
国
と
日
本
国
は

一
九

一
〇
年
八
月
二

二
日
以
前
に
旧
来
韓
帝
国
と
日
本
国
と
の
間
に
締
結

さ
れ
た
全
て
の
条
約
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
｣
と
う
た
わ
れ
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
日
本
側

は
日
本
国
民
の
感
情
を
刺
激
す
る
な
ど
の
理
由
を
挙

げ
て
､
第
三
条
の
削
除
を
求
め
た
後
､
日
本
側
が
提

出
し
た
修
正
案
の
前
文
に
お
い
て
'
韓
国
案
の
第
三

条
が
削
除
さ
れ
た
代
わ
り
に
'
｢
日
本
国
と
旧
大
韓
帝

国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
全
て
の
条
約
及
び
協
定
が

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
関
係
を
規
制
す
る
も
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の
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
｣
と
い
う

心
筋
を
入
れ

た
｡
し
か
し
'
結
局
両
者
の
意
見
は
接
近
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る

(高
崎
宗
司
cl検
証

日
韓
会
談
』
岩
波
書

店

(新
書
)､

一
九
九
六
年
'
三
四
～
三
五
頁
)0

こ
の
両
者
間
に
お
け
る
意
見
の
差
違
を
埋
め
合
わ

せ
た
の
が
基
本
条
約
第
二
衆
に
お
け
る

｢も
は
や
｣

と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
､

条
約
が
無
効
に
な
っ
た
時
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
で

解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
O

と
こ
ろ
で
､
当
時
の
韓
国
政
府
が
韓
国
併
合
条
約

等
を
不
法
と
見
な
す
根
拠
を
充
分
提
示
し
得
た
か
と

い
う
と
､
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
も
そ

も

｢旧
条
約
無
効
条
項
｣
を
条
約
と
し
て
明
記
す
る

意
味
と
い
う
の
も
､
｢両
国
間
の
過
去
の
関
係
を
清
算

す
る
と
い
う
こ
と
を
も

っ
と
も
特
徴
的
に
表
す
も

の
し

と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
(前
出
F韓
日
会
談
白
書
㌦

1
五
頁
)o
L

か
し
､
今
田
問
題
と
さ
れ
て
い
る

｢植
民
地
支
配
不

法
論
｣
と
い
う
の
は
そ
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
く
､
ま
さ
に
日
本
政
府
が
朝
鮮
人
に
補
償
を

す
べ
き
根
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
O

二
〇
〇
〇
年

〓

山月
に
東
京
で
行
わ
れ
た

｢女
性
国

際
戦
犯
法
廷
｣
と
い
う
模
擬
裁
判
に
お
い
て
も
､
朝

鮮
の
南
北
共
同
検
事
団
が
作
成
し
た
｢共
同
起
訴
状
L

は
日
本
の
朝
鮮
支
配
を

｢軍
事
的
強
占
｣
で
あ
る
と

規
定
し
て
､
昭
和
天
皇
裕
仁
を
は
じ
め
と
す
る
日
本

軍
関
係
者
に
戦
争
犯
罪
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
こ
れ
か
ら
こ
の
間
題
は
､
歴
史
学
で

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
国
際
法
の
分
野
な
ど
か
ら
も

広
範
且
つ
厳
密
に
検
討
し
､
血
走

の
結
論
を
出
す
必

要が
あ
る
と
い
え
よ
う
Q

今
後
の
課
題

本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
から
も
明

ら
か
な
よ
う
に
､
日
韓
会
談
は
植
民
地
支
配
の
清
算

や

植
民
地
支
配
の
法
的
効
力
の
確
認
な
ど
､
山九
四

五
年
以

後
の
日
韓
関
係
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
を
扱

っ
た
の
で
あ

り
､
し
か
も
そ
れ
ら
の
討
論
は
合
意
に

適
し
た
と
い
う

よ
り
は
双
方
が
自
前
の
解
釈
を
可
能

と
す
る
よ
う
な
条
文

を
作成

す
る
こ
と
で
､
い
わ
ば

先
送
り
の
か
た

ち

で

日

韓

国

交

正
常
化
が
実
現
さ
れ

た
の
で
あ
る
O

そ

し

て

､

仙

九

六
五
年
の
段
階
で
先

送
り
さ
れ

た

問

題が

戦

後

補

償

裁
判
と
い
う
か
た
ち

で
､
今
日

に

至

る

ま

で

引

き

続
き
議
論
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り

P

日

韓

会

談

に

お

け
る
諸
議
題
が
日
本
と

北
朝
鮮
と
の

関

係

の

根

幹

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ

と
は
論
を
待

た

な

い

｡

こ
う
し
た
点
を

ふ

ま
え
つ
つ
､
田
朝
交
渉
を
展
望

し
て
み
る
と
､
ま
ず
植
民
地
支
配
の
清
算
に
つ
い
て

は
､
日
本
側
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
北
朝
鮮
側
に

i

定
金
額
を
供
与
す
る
こ
と
で
決
着
す
る
だ
ろ
う
O
た

だ
し
'
北
朝
鮮
側
が
個
人
の
請
求
権
を
立
証
す
る
だ

け
の
物
的
証
拠
を
準
備
で
き
る
か
疑
問
で
あ
る
た
め
r

日

韓

会
議
と
同
様
に
法
理
論
的
な
議
論
を
経
た
後
に

｢政
治
決
着
｣
が
は
か
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
｡
さ

ら
に
､
今
年

一
月
の
金
正
日
国
防
委
員
長
の
上
海
視

察
が
示
唆
す
る
よ
う
に
､
北
朝
鮮
が
本
格
的
な
資
本

主
義
経
済
導
入
を
志
向
す
る
な
ら
ば
､
ま
さ
に
日
韓

会
議
に
お
け
る

｢経
済
協
力
方
式
｣
が
蒋
現
さ
れ
る

か
も
し
れ
な

い
O
そ
の
際

に
亜
要
な

こ
と
は
､

日
本

が
北
朝
鮮

に
与
え
る
資
金
が
日
本

の
朝
鮮
支
配

に
基

づ
-
請
求
権

の
代
償
と
し
て
支
払

わ
れ
る
と

い
う

こ

と
を
明
文
化
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
'
同
時

に
日
本

と

北
朝
鮮

の
政
府
が
協
力

し

て
､

そ
の
資
金

が
北
朝
鮮

の
国
民
に
対
す
る
補
償

と
し

て
使
用

さ
れ
る
よ
う
な

･ン
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ

る
こ
と
で
あ

る
｡
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欝
委
員
会
に
お
い
て
､
当
時

の
柳
井
俊

二
外
務
省
条

約
局
長
が
日
韓
協
定

の
解
釈

に

つ
い
て
､
外
交
保
護

棒
の
行
使
と
い
う
観
点

か
ら

｢
い
わ
ゆ
る
個
人

の
請

求
権
そ
の
も
の
を
国
内
法
的

な
意
味

で
消
滅

さ
せ
た

と
い
う
も
の
で
は
な
い
｣

と
発
言
し
た

こ
と
も
あ
り
､

個
人
の
請
求
権
は
日
朝
交
渉

よ
り
も
む
し
ろ
法
廷
闘

争
を
中
心
に
争
わ
れ
る

こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な

い
｡

そ
の
際
､
個
々
の
請
求
権

に
お
け
る
物
的
証
拠

も
さ

る
こ
と
な
が
ら
､
原
告
側
が
日
本

の
韓

国
併
合

を
国

際
法
的
に
不
法
で
あ
る
と

い
う
論

理
を
貫
徹

で
き
る

か
と
い
う
と
こ
ろ
が
最
大

の
焦
点

に
な

る
だ

ろ
う
0

仮
に
貫
徹
さ
せ
た
場
合
､
ひ

い
て
は
日
韓
基
本
条
約

第
二
条
の
条
文
が
再
検
討
さ
れ
る
こ
と

に
な

る
と

い

う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

最
後
に
日
朝
交
渉
及
び
戦
後
補
償
運
動
を
注
視

す

る
立
場
か
ら
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
な
ら
ば
､
ま

ず
竃
本
及
び
韓
国
政
府
に
対
し
て
､
日
韓
会
談

に
関

す
る
未
公
開
の
外
交
文
書
を
開
示
す
る
よ
う
求

め
て

い
-
こ
と
が
重
要
で
あ
り
P
同
時
に
日
本

の
額
鮮
支

配
を
清
算
す
る
も
っ
と
も
望
ま
し
い
補
償

の
あ
り
方

を
講
究
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

(よ
し
ぎ
わ

･
ふ
み
と
し
/

心
機
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)

21 今日から見た日韓会談-その経緯と今日的意義-




