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四
章 

 

日
韓
基
本
条
約 

 

１
．
民
族
の
異
質
性 

  一
九
七
二
年
、
朝
鮮
民
族
に
は
、
列
強
に
植
民
地
に
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
々
を
見
下
げ
る
習
性
が
あ
る
と

聞
い
た
が
、
「
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
列
強
の
原
料
供
給
地
に
さ
れ
、
植
民
地
化
さ
れ
た
」
「
エ
ジ
プ
ト
は
英
国

の
保
護
国
に
な
り
、
イ
ン
ド
は
英
国
の
原
料
供
給
地
と
経
済
市
場
に
さ
れ
た
」
と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

韓
国
は
、
日
本
に
植
民
地
に
さ
れ
た
が
、「
文
盲
率
が
急
激
に
改
善
し
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
共
に
会
社
が

建
設
さ
れ
、
経
済
基
盤
が
築
か
れ
て
い
っ
た
」
現
実
が
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
全
く
異
質
の
も
の
と
し
て
、

原
料
供
給
地
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る 

つ
ま
り
、
韓
国
は
、
植
民
地
に
な
っ
て
、
国
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
許
せ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

韓
国
が
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
違
う
と
言
い
た
い
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
ん
な
思
い
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
日
本
は
彼
ら
の
謝
罪
要
求
や
、
賠
償
に
何
度
も
応
え
て
き
た
。

し
か
し
、
謝
罪
や
賠
償
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
尚
一
層
、
植
民
地
に
さ
れ
た
こ
と
が
、
拭
い
去
る
こ
と
の

で
き
な
い
汚
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

彼
ら
は
、
儒
教
の
国
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
世
界
に
認
知
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
が
、
儒
教
が
偏
狭
だ
と

言
わ
れ
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
狭
い
心
を
諭
す
宗
教
な
ら
、
時
代
と
共
に
過
ぎ
去
っ
た
植
民
地

時
代
を
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
よ
う
に
堂
々
と
昇
華
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

ど
こ
の
国
も
同
じ
で
、
良
い
人
も
い
れ
ば
悪
い
人
間
も
い
る
が
、
少
な
く
と
も
国
民
の
心
が
、
日
本
に

限
ら
ず
、
植
民
地
に
さ
れ
た
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国

か
ら
親
し
ま
れ
る
日
は
永
遠
に
巡
っ
て
来
な
い
だ
ろ
う
。 

彼
ら
の
儒
教
は
、
先
祖
の
失
敗
は
、
絶
対
に
認
め
な
い
と
云
う
の
も
特
徴
で
あ
る
が
、
日
本
に
対
し
て

「
正
し
い
歴
史
認
識
を
」
要
求
す
る
前
に
、
先
祖
が
、「
元
寇
の
侵
略
」
で
日
本
人
を
大
虐
殺
し
、
日
本
を

苦
し
め
た
民
族
で
あ
る
こ
と
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

先
祖
が
罪
を
犯
し
た
後
の
時
代
に
、
植
民
地
に
さ
れ
た
恨
み
の
は
け
口
を
、
「
反
日
」
教
育
に
向
け
て

い
る
こ
と
を
恥
と
す
る
謙
虚
さ
が
な
け
れ
ば
、
韓
国
は
、
言
い
訳
が
多
く
、
ア
ジ
ア
で
親
し
ま
れ
な
い
、

ア
ジ
ア
の
異
端
児
の
ま
ま
過
ご
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

「
反
日
」
教
育
を
見
る
か
ぎ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
言
い
訳
や
誤
魔
化
し
は
、

北
朝
鮮
が
同
じ
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
見
る
と
惨
め
に
さ
え
な
っ
て
く
る
。 

「
核
を
持
つ
理
由
は
、
米
国
に
よ
る
軍
事
圧
力
に
対
抗
す
る
為
で
あ
り
、
米
国
が
北
朝
鮮
を
軍
事
脅
威
に

追
い
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」 

「
核
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
原
因
を
作
っ
た
の
は
米
国
だ
」
、
こ
れ
が

北
朝
鮮
の
言
い
分
で
あ
る
が
裏
が
あ
っ
た
こ
と
を
国
際
社
会
は
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 



 
北
朝
鮮
は
、
米
国
が
民
主
党
・
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
と
き
、
米
朝
・
二
国
間
条
約
で
「
核
開
発
中
止
の

代
償
」
に
軽
水
炉
を
建
設
し
て
も
ら
う
こ
と
が
決
定
し
、
完
成
す
る
迄
の
期
間
に
つ
い
て
、
米
国
が
年
間

５
０
万
ト
ン
の
重
油
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
り
、
実
行
さ
れ
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
が
北
朝
鮮
は
最
初
か
ら
約
束
を
守
る
気
は
な
か
っ
た
。
約
束
を
破
っ
て
い
た
こ
と
が
バ
レ
る
と

「
核
開
発
し
て
い
た
」
と
開
き
直
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
（
核
拡
散
協
約
機
構
）
を
脱
退
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
初
め
か
ら
予
想
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。 

だ
ま
さ
れ
た
米
国
は
重
油
供
給
を
停
止
し
た
が
、
北
朝
鮮
の
言
い
分
け
は
約
束
違
反
が
バ
レ
て
か
ら
の

発
言
で
あ
る
。
北
朝
鮮
は
明
ら
か
に
最
初
か
ら
米
国
を
騙
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、

計
画
的
犯
罪
が
常
道
の
国
柄
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。 

重
油
供
給
停
止
は
当
然
の
処
置
で
あ
り
、
軽
水
炉
建
設
も
、
中
断
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。

資
金
提
供
し
て
い
た
日
本
や
韓
国
も
騙
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
北
朝
鮮
は
謝
罪
の
一
言
も
な
い
ば
か
り

か
、
建
設
中
止
を
非
難
す
る
破
廉
恥
さ
は
、
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ん
な
神
経
を
し
て
い
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
が
、
こ
れ
も
、
彼
ら
の

民
族
性
の
表
れ
で
、
お
よ
そ
国
際
社
会
の
常
識
で
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
理
解
を

示
し
た
国
が
韓
国
な
の
で
あ
る
。
流
石
に
同
胞
と
言
う
べ
き
な
の
か
。 

 

０
６
年
１
０
月
９
日
、
北
朝
鮮
は
地
下
核
実
験
を
行
っ
た
と
発
表
し
た
。
実
験
は
必
ず
し
も
成
功
で
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
国
連
決
議
は
全
会
一
致
で
北
朝
鮮
の
制
裁
決
議
を
採
択
し
た
。
民
族
性
の
極
み
は

此
処
か
ら
で
、
悪
事
の
責
任
は
全
て
相
手
の
所
為
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

北
朝
鮮
は
ぬ
け
ぬ
け
と
反
論
し
た
「
我
々
が
核
開
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は

米
国
だ
」
「
米
国
が
軍
事
的
圧
力
を
掛
け
て
い
る
の
が
原
因
だ
」
と
言
う
。
「
歴
史
認
識
」
も
、
全
て
こ
の

調
子
で
、
自
ら
の
非
は
絶
対
に
認
め
な
い
し
、
謝
ら
な
い
の
が
彼
ら
の
特
異
性
な
の
で
あ
る
。 

北
朝
鮮
は
、
自
分
た
ち
が
、
米
朝
二
国
間
条
約
を
破
棄
す
る
原
因
を
作
っ
た
責
任
に
全
く
触
れ
な
い
。

お
よ
そ
、
「
反
省
」
と
い
う
言
葉
が
無
く
、
主
原
因
が
北
朝
鮮
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
が
な
い
の
は
、

人
間
と
し
て
の
常
識
と
自
然
の
摂
理
が
違
う
民
族
な
の
だ
ろ
う
。 

 

同
胞
だ
と
言
う
韓
国
が
「
元
寇
の
侵
略
」
で
日
本
人
を
虐
殺
し
た
歴
史
を
忘
れ
、「
植
民
地
」
に
さ
れ
た

こ
と
を
何
時
ま
で
も
持
ち
出
し
て
は
、
何
度
も
謝
罪
や
賠
償
を
強
請
る
破
廉
恥
さ
が
北
朝
鮮
の
言
い
訳
と

何
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
の
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。 

列
強
の
植
民
地
政
策
は
、
植
民
地
か
ら
物
資
を
得
る
こ
と
が
主
体
で
、
国
民
は
単
な
る
労
働
者
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
。
植
民
地
政
策
と
し
て
は
賢
い
や
り
方
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
合
理
的
な
国
の
や
り
方
の

真
骨
頂
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。 

 

合
理
的
で
は
な
く
、
心
情
を
お
も
ん
ぱ
か
る
日
本
が
行
っ
た
植
民
地
政
策
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
と
い
う

共
存
共
栄
の
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
、
当
時
の
台
湾
発
展
状
況
や
植
民
地
で
行
っ
た
教
育
や

戦
後
の
経
済
協
力
の
実
績
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
台
湾
の
有
識
者
が
語
っ
た
言
葉
だ
が
、
「
植
民
地
に
よ
る
近
代
化
で
、
日
本
と
同
等
の
生
活
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
も
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
云
っ
て
日
本
人
が
威
張
る
話
で
は
な
い
。 


