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一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
締
結
か
ら
、
あ
と
三
年
で
半
世
紀

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
安
全
保
障
・
沖
縄
・
基
地
問
題
に
象
徴

さ
れ
る
日
米
関
係
に
比
し
て
、
戦
後
の
対
韓
国
・
朝
鮮
外
交
の
問
題

は
実
証
研
究
の
面
で
は
ア
メ
リ
カ
史
料
に
偏
重
し
て
し
ま
う
状
況
が

続
い
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
日
韓
両
国
で
戦
後
外
交
史
料
の
公
開

が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
る
。

　

公
開
史
料
に
よ
り
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
戦
前
の
帝
国
時

代
に
形
成
さ
れ
た
官
民
の
複
雑
な
制
度
・
組
織
の
清
算
と
い
う
問
題

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
植
民
地
に
対
し
て
戦
中
に
行
わ
れ
た
ヒ
ト
と
モ

ノ
の
動
員
の
清
算
問
題
と
絡
ま
り
合
い
、
さ
ら
に
、
日
韓
関
係
全
体

が
、
連
合
国
と
の
間
で
の
賠
償
問
題
、
お
よ
び
日
本
国
民
の
戦
争
被

害
に
対
す
る
国
内
補
償
問
題
と
複
雑
に
連
動
し
て
い
た
。そ
れ
ら
は
、

通
常
の
国
家
間
関
係
を
前
提
と
し
た
外
交
と
い
う
範
疇
に
は
収
ま
り

に
く
い
。
敗
戦
を
契
機
と
し
た
国
家
分
離
問
題
で
あ
り
、
分
離
国
と

の
外
交
（
分
離
側
は
「
解
放
」
国
と
認
識
）
と
い
う
点
で
、連
合
国
・

史
料
が
語
る
日
本
外
交
●

大
韓
民
国
駐
日
代
表
部
公
使
金
溶
植

「
第
二
次
請
求
権
委
員
会
経
過
報
告
（
韓
国
語
）」

（
一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
）

日
韓
請
求
権
問
題
の

歴
史
的
起
源

共
通
の
足
場
か
ら
歴
史
問
題
を
見
つ
め
る
た
め
に
、

過
去
を
真
摯
に
検
証
す
る
。

中
京
大
学
教
授

浅
野
豊
美

6

あさの　とよみ　
1998年東京大学大学院総合文化研究科単位
取得退学。2005年より現職。著書に『帝国
日本の植民地法制』、共編として『歴史として
の日韓国交正常化―脱植民地化編』など。

あさの　とよみ　



85

分
離
国
・
敗
戦
国
間
で
の
戦
時
平
時
の
国
際
法
関
係
の
解
釈
論
争
と

い
う
性
格
を
帯
び
た
。
ま
た
、
国
際
と
国
内
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え

て
政
治
的
社
会
的
利
害
が
複
雑
に
展
開
し
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
国
境
自

体
が
政
治
問
題
化
す
る
政
治
問
題
（
在
日
の
法
的
地
位
、
漁
業
と
領

土
、在
外
財
産
）
を
抱
え
込
ん
だ
外
交
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
で
、

分
析
す
る
側
の
方
法
論
に
対
し
て
も
深
刻
な
挑
戦
を
迫
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
紙
面
の
関
係
上
、
そ
れ
ら
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
日
韓
双
方
の
感
情
的
・
政
治
的
対
立
の
起
源
と
な
っ

た
外
交
の
瞬
間
を
考
え
る
た
め
の
材
料
提
供
と
い
う
意
味
で
、
賠
償

問
題
に
対
す
る
日
本
側
の
基
本
方
針
と
韓
国
側
か
ら
の
反
発
を
中
心

に
紹
介
し
た
い
。

連
合
国
の
賠
償
請
求
と
外
務
省
の
方
針

　

占
領
下
の
一
九
四
七
年
七
月
、
日
本
の
外
務
省
は
賠
償
に
関
す
る

調
査
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
講
和
独
立
を
迎
え
る
日
を
念
頭
に
し
て

作
成
さ
れ
た
調
査
書
が
打
ち
出
し
た
論
理
は
、
領
土
か
ら
分
離
さ
れ

る
地
域
に
存
在
す
る
日
本
政
府
や
日
本
国
民
が
所
有
す
る
在
外
財
産

の
評
価
を
高
め
、
そ
れ
を
中
間
賠
償
と
し
て
日
本
本
土
か
ら
撤
去
さ

れ
る
べ
き
賠
償
物
資
の
方
に
組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

帝
国
の
時
代
、
現
地
に
築
か
れ
た
満
州
重
工
業
設
備
や
朝
鮮
の
鉱
山

な
ど
の
在
外
財
産
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
戦
後
日

本
か
ら
資
本
賠
償
と
し
て
撤
去
さ
れ
る
賠
償
物
資
の
量
を
規
定
す
る

重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
在
外
財
産
が
高
く
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
、
本

土
か
ら
撤
去
さ
れ
る
物
資
の
量
は
少
な
く
て
済
む
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
ど
こ
が
本
土
で
ど
こ
が
植
民
地
な
の
か
と
い
う
問
題
も
、
沖
縄

を
含
め
政
治
的
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
、
台
湾
や
樺
太
が
本

土
で
あ
っ
た
と
の
主
張
や
、
朝
鮮
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
等
し
い
と
の
主

張
も
展
開
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
周
辺
地
域
を
内
地
の
延
長
と
見
な
す

こ
と
で
、第
一
次
大
戦
時
の
ド
イ
ツ
私
有
財
産
接
収
の
事
例
に
従
い
、

在
外
私
有
財
産
の
日
本
人
に
よ
る
処
分
、
帯
出
を
認
め
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
こ
そ
が
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
の

第
三
次
日
韓
交
渉
時
の
「
久
保
田
発
言
」
の
背
後
に
あ
っ
た
。
滅
び

た
は
ず
の
帝
国
に
お
け
る
法
的
論
理
は
、
帝
国
清
算
問
題
を
左
右
し

賠
償
問
題
全
体
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

も
う
一
つ
の
重
要
な
政
策
は
、
敗
戦
国
の
立
場
と
限
界
を
認
識
し

つ
つ
も
、
私
有
財
産
を
含
め
た
全
在
外
資
産
の
接
収
追
認
を
不
可
避

的
に
迫
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
認
め
る
代
償
と
し
て
、
戦
争
や

戦
争
以
前
の
社
会
に
由
来
す
る
現
地
住
民
の
側
か
ら
の
「
一
切
の
請

求
権
を
打
ち
切
」
り
、
相
互
の
請
求
権
を
相
殺
せ
ん
と
し
た
政
策
で

あ
っ
た
。
統
治
機
構
や
産
業
基
盤
と
い
う
帝
国
清
算
問
題
を
、
帝
国

の
発
動
し
た
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
住
民
被
害
へ
の
補
償
と
相
殺
せ
ん

と
し
た
政
策
こ
そ
、
そ
の
後
の
交
渉
の
基
本
的
態
度
を
決
定
し
た
と
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言
え
る
。

　

ま
ず
、講
和
条
約
締
結
に
際
し
、日
本
側
は
こ
う
し
た
論
理
に
則
っ

て
、
日
韓
相
互
間
の
一
切
の
請
求
権
を
相
殺
す
る
こ
と
を
、
独
立
承

認
と
と
も
に
条
約
に
書
き
込
む
べ
く
ア
メ
リ
カ
に
働
き
か
け
た
。
そ

れ
は
韓
国
側
か
ら
の
拒
否
に
よ
り
実
現
さ
れ
ず
、
講
和
条
約
四
条
ａ

項
に
は
両
者
が
「
特
別
取
極
」
を
結
ぶ
こ
と
、
ｂ
項
に
は
米
軍
政
が

と
っ
た
財
産
処
分
の
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
の
み
が
規
定
さ
れ
た

が
、
日
韓
の
請
求
権
交
渉
は
、
そ
こ
か
ら
そ
の
「
特
別
取
極
」
を
め

ぐ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

日
韓
交
渉
で
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
米
軍
政
が
在
韓
日
本
人

私
有
財
産
を
軍
政
庁
に
「
帰
属
（V

est
）」
さ
せ
、
そ
れ
を
四
八
年

八
月
の
独
立
直
後
に
韓
国
政
府
に
引
き
渡
し
た
と
い
う
「
処
分
」
が

有
す
る
「
効
力
」
の
内
実
を
め
ぐ
り
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論

理
を
ぶ
つ
け
合
っ
た
。
韓
国
側
が
主
張
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
在
韓

日
本
財
産
の
「
帰
属
」
と
移
管
は
「
没
収
」
と
同
様
の
効
力
を
持
ち
、

そ
れ
に
異
議
が
あ
れ
ば
、
日
本
は
米
国
と
交
渉
す
べ
き
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
側
は
、
台
湾
引
揚
者
の
名
古
屋
大
学

の
国
際
法
学
者
山
下
康
雄
を
顧
問
に
迎
え
理
論
武
装
を
固
め
、「
帰

属
」
は
一
種
の
戦
時
中
の
強
制
信
託
行
為
に
す
ぎ
ず
、
ハ
ー
グ
陸
戦

協
定
に
よ
る
私
有
財
産
不
可
侵
原
則
に
反
す
る
よ
う
な
命
令
は
、
米

軍
政
が
出
し
得
な
い
も
の
で
、
米
軍
政
に
よ
る
私
有
財
産
処
分
の
効

力
を
認
め
て
も
、
第
三
者
に
対
す
る
売
得
代
金
に
対
し
て
、
引
揚
者

と
な
っ
た
日
本
人
元
所
有
者
は
請
求
権
を
有
す
る
と
し
た
。

日
韓
の
請
求
権
議
論
に
潜
む
歴
史
認
識
問
題

　

両
者
の
法
的
論
理
の
対
立
の
果
て
に
、
韓
国
側
が
打
ち
出
し
て
き

た
の
が
、
以
下
の
よ
う
な
、
在
韓
日
本
人
私
有
財
産
が
形
成
さ
れ
た

起
源
を
問
題
と
す
る
歴
史
認
識
に
係
る
問
題
で
あ
っ
た
。

  

「
韓
国
側
と
し
て
は
、
日
本
側
の
考
え
方
は
、
そ
の
根
本
に
お
い

て
い
ま
だ
旧
支
配
関
係
の
惰
性
か
ら
止
揚
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印

象
を
深
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
四
五
年
八
月
九
日
現
在
韓
国
の

富
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
の
所
有
で
あ
っ
た

事
実
を
、
日
本
は
正
当
な
る
状
態
と
し
て
、
こ
の
ま
ま
の
権
利
を
主

張
し
、
今
こ
れ
に
つ
い
て
韓
国
側
の
再
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
、
す

な
わ
ち
新
し
い
経
済
的
併
合
を
結
果
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
イ
ロ
宣

言
に
い
う
奴
隷
状
態
の
新
し
き
承
認
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
、
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
」

　

日
本
側
の
私
有
財
産
へ
の
請
求
権
主
張
を
、
帝
国
の
時
代
を
「
正

当
な
る
状
態
」
と
す
る
歴
史
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、

日
本
統
治
が
「
奴
隷
状
態
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
カ
イ
ロ
宣
言
」
で

日
本
も
追
認
し
た
と
し
て
、「
新
し
い
経
済
的
併
合
を
結
果
す
る
」

よ
う
な
主
張
を
や
め
よ
と
強
硬
に
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
反
発
の
背
後
に
は
、
い
く
つ
か
の
歴
史
認
識
の
断
層
が

あ
っ
た
。在
外
日
本
財
産
の
没
収
処
分
は
韓
国
側
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、

連
合
国
に
よ
る
世
界
的
な
次
元
で
展
開
さ
れ
た
侵
略
戦
争
へ
の
賠

償
・
懲
罰
の
一
環
で
あ
り
、
韓
国
で
米
軍
政
が
発
し
た
命
令
は
講
和

条
約
の
別
な
条
項
（
一
四
条
）
で
在
米
日
本
人
資
産
を
凍
結
・
接
収

し
た
こ
と
と
精
神
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
国
側

の
認
識
は
、
帝
国
と
し
て
の
日
本
全
体
に
対
す
る
世
界
的
制
裁
と
し

て
第
二
次
大
戦
が
戦
わ
れ
、
韓
国
は
最
も
日
本
帝
国
主
義
に
苦
し
め

ら
れ
て
き
た
国
で
あ
る
、
と
す
る
歴
史
認
識
を
前
提
と
し
て
い
た
。

　

交
渉
の
行
き
詰
ま
り
に
際
し
て
、
日
本
側
は
西
村
条
約
局
長
を
中

心
に
、
一
時
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ

を
提
訴
（
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
強
制
管
轄
権
を
受
諾
し
て
い
た
）
す

る
こ
と
も
真
剣
に
検
討
し
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
は
米
国
へ
の
仲
介

依
頼
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
解
釈
に

さ
え
関
わ
る
提
訴
可
能
性
と
、
日
本
人
の
反
米
感
情
拡
大
の
可
能
性

に
、
恐
ら
く
米
国
側
は
配
慮
し
、
そ
の
仲
介
案
は
、
在
韓
日
本
人
私

有
財
産
へ
の
日
本
側
の
請
求
権
を
認
め
な
い
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
財

産
取
得
と
韓
国
側
の
対
日
請
求
権
に
は「
関
係
が
あ
る（relevant

）」

と
し
、
部
分
的
相
殺
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
米
国
か
ら
の

折
衷
案
に
沿
う
形
で
、
一
九
五
三
年
の
久
保
田
発
言
で
断
絶
し
た
韓

国
と
の
交
渉
を
再
び
開
始
し
た
の
が
岸
信
介
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
韓
国
側
は
米
国
の
仲
介
案
そ
れ
自
体
を
理
念
と
し
て
受

け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
交
渉
は
、
朴
正
煕
政
権

の
登
場
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
ま
と
ま
っ
た
が
、
結
論
だ
け
を
取
り
上

げ
れ
ば
、
一
九
六
五
年
の
基
本
条
約
は
、
請
求
権
の
金
額
を
韓
国
側

の
主
張
に
合
わ
せ
る
一
方
、
経
済
協
力
と
い
う
名
目
は
日
本
側
の
主

張
に
合
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
側
は
在
韓
私

有
財
産
を
喪
失
し
た
日
本
人
引
揚
者
へ
の
国
内
補
償
義
務
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
特
別
な
意
味
と
価
値
を
持
っ
た
在

外
私
有
財
産
を
喪
失
し
た
引
揚
者
へ
の
慰
労
の
た
め
、
一
九
六
七
年

に
「
給
付
金
」
が
滞
在
年
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

戦
後
の
経
済
成
長
の
陰
に
隠
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
ゆ
が
め
ら
れ
政

治
化
さ
れ
て
き
た
問
題
を
、
今
こ
そ
実
証
的
な
手
法
で
解
き
明
か

し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
相
互
の
国
民
感
情
自
体
の
歴
史
的
起
源
に

迫
り
、
そ
れ
と
同
時
に
互
い
の
国
民
感
情
を
よ
り
高
い
次
元
か
ら
見

つ
め
つ
つ
相
手
の
そ
れ
に
も
共
感
し
合
え
る
よ
う
な
、「
地
域
」
的

と
も
い
う
べ
き
新
た
な
感
情
を
、
歴
史
研
究
と
記
憶
の
点
検
の
上
に

つ
く
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
帝
国
の
清

算
を
め
ぐ
る
周
辺
地
域
と
の
間
で
の
戦
後
外
交
の
研
究
は
、
資
料
の

公
開
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
緒
に
就
い
た
が
、
そ
れ
を
読
み
解
く
新
し

い
世
代
の
国
境
を
越
え
た
目
覚
め
に
期
待
し
た
い
。
■




