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か
で
果
た
し
て
65
年
に
結
ん
だ
あ

の
条
約
の
仕
組
み
・
シ
ス
テ
ム
を

こ
れ
か
ら
も
維
持
し
て
い
く
の

か
、
再
検
討
す
る
の
か
、
と
い
う

時
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

短
期
的
に
み
る
と
、
オ
バ
マ
か

ら
ト
ラ
ン
プ
に
代
わ
っ
て
ア
メ
リ

カ
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
が
変
化
し
、

中
国
が
台
頭
し
、
ま
た
韓
国
と
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の
関

係
も
動
き
出
し
て
き
て
東
ア
ジ
ア

地
域
の
安
全
保
障
環
境
が
変
わ

る
、
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
日
韓
関
係
を
み
る
と
、
戦

後
初
め
て
若
者
の
交
流
が
深
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
冷
戦
時

代
に
結
ん
だ
65
年
条
約
を
ど
う
考

え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

人
び
と
の
交
流
の
深
ま
り
を
基
礎

と
し
て
戦
後
初
め
て
日
本
が
か
つ

て
植
民
地
支
配
を
し
て
い
た
国
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
、
そ
の
こ
と
に
本
格
的

に
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
、

こ
う
し
た
こ
と
が
今
回
の
問
題
の

根
っ
こ
に
あ
る
問
題
状
況
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

植
民
地
支
配
の
反
省
が

欠
如
し
た
安
倍
談
話

Ｑ　

複
雑
な
戦
後
体
制
の
到
達
点
が

顕
在
化
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

し
ょ
う
か
？　

ま
た
、
安
倍
談
話

を
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
か
？

　

東
西
冷
戦
と
い
う
国
際
情
勢
・

国
際
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は

こ
れ
か
ら
研
究
が
進
ん
で
い
く
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
戦
後
の
世

界
情
勢
と
い
う
の
は
東
西
冷
戦
と

い
う
要
素
の
み
で
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
同
時

に
、
か
つ
て
帝
国
主
義
諸
国
が

持
っ
て
い
た
植
民
地
を
ど
の
よ
う

に
解
放
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い

は
植
民
地
・
従
属
国
の
独
立
や
、

そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
の

要
求
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て

い
く
の
か
と
い
う
脱
植
民
地
化
と

い
う
要
素
も
あ
る
わ
け
で
す
。
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
脱
植
民
地
化

の
過
程
が
あ
る
意
味
で
は
う
ま
く

い
か
ず
、
最
後
ま
で
戦
後
処
理
や

植
民
地
解
放
に
と
も
な
う
諸
問
題

の
清
算
、
分
断
国
家
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
冷
戦
構
造
が
残
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。
１
９
８
９
年
を
境
と
す

る
「
冷
戦
の
終
結
」
と
い
う
の
は

戦
後
の
国
際
情
勢
の
一
つ
の
到
達

点
で
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

こ
と
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
植
民

地
支
配
の
清
算
・
解
決
と
い
う
こ

と
が
依
然
あ
い
ま
い
な
ま
ま
残
さ

れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
の

も
う
一
つ
の
「
到
達
点
」、
あ
る

い
は
現
状
に
向
か
い
合
わ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
点
で
い
う
と
ご
質
問
の
安

倍
談
話
の
評
価
に
つ
い
て
で
す

が
、あ
の
談
話
が
「
国
策
の
誤
り
」

と
い
う
こ
と
を
ど
う
い
う
文
脈
で

言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
戦

前
の
国
際
秩
序
の
な
か
に
う
ま
く

日
本
が
入
っ
て
い
け
な
く
な
り
、

孤
立
の
道
を
歩
ん
だ
と
い
う
論
理

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ

に
は
中
国
、
韓
国
の
こ
と
は
あ
ま

り
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
植

民
地
支
配
そ
の
も
の
が
非
常
に
問

題
で
あ
る
い
う
こ
と
は
認
識
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
植
民
地
を
持
っ
て

い
る
諸
国
の
国
際
秩
序
、
帝
国
主

義
諸
国
の
国
際
関
係
に
う
ま
く
乗

れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
反
省

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
思
い
ま

す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
植
民
地
支
配

に
つ
い
て
の
清
算
が
あ
い
ま
い
に

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
安

部
談
話
に
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て

い
る
と
言
え
ま
す
。

徴
用
工
問
題

個
人
請
求
権
は
存
在

Ｑ　

徴
用
工
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

　

大
前
提
と
し
て
植
民
地
支
配
を

ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
、
と
い

う
問
題
が
あ
っ
て
、
多
く
の
優
れ

た
歴
史
研
究
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

な
か
な
か
日
本
社
会
の
共
通
理
解

と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と

し
て
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
直
接
的

な
徴
用
工
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題

や
裁
判
の
経
緯
、
外
交
関
係
に
つ

い
て
は
、
最
近
、
弁
護
士
を
中
心

に
し
て
『
徴
用
工
裁
判
と
日
韓
請

求
権
協
定
』（
現
代
人
文
社
）
と

い
う
す
ぐ
れ
た
解
説
と
問
題
提
起

の
本
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

徴
用
工
問
題
に
つ
い
て
は
い
く

つ
か
の
論
点
が
あ
る
の
で
す
が
、

先
ほ
ど
の
べ
た
冷
戦
時
代
に
結
ば

れ
た
日
韓
基
本
条
約
の
位
置
づ
け

と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、

一
つ
に
は
法
律
・
条
約
の
解
釈
を

め
ぐ
る
問
題
が
よ
く
日
本
社
会
に

知
れ
渡
っ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題

で
は
、
個
人
の
請
求
権
が
残
る
か

ど
う
か
が
一
つ
の
争
点
で
す
が
、

日
本
政
府
は
あ
る
時
期
ま
で
個
人

の
請
求
権
は
消
滅
し
な
い
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
個
人

の
請
求
権
は
消
滅
し
な
い
け
れ
ど

も
、
請
求
権
協
定
で
は
、
請
求
に

か
か
わ
る
外
交
保
護
権
を
互
い
に

放
棄
し
た
と
い
う
立
場
で
す
。
日

本
政
府
が
そ
れ
を
ど
う
い
う
意
味

れ
だ
と
言
え
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ

現
在
の
政
治
的
・
外
交
的
事
態
に

対
す
る
若
者
た
ち
の
直
接
の
リ
ア

ク
シ
ョ
ン
は
大
き
な
声
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
政
治

的
・
外
交
的
、
あ
る
い
は
経
済
的

な
対
立
や
競
合
関
係
に
は
あ
る
け

れ
ど
、
韓
国
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
う
し
た
関
心
が
今
後
ど
う

な
っ
て
い
く
の
か
は
分
か
ら
な
い

で
す
が
、
韓
国
に
行
く
こ
と
に

よ
っ
て
現
地
の
人
び
と
と
直
接
に

触
れ
合
う
、
当
然
、
韓
国
の
人
び

と
が
背
負
っ
て
い
る
歴
史
的
経
験

と
か
、
現
代
韓
国
社
会
の
実
態
と

か
い
う
も
の
を
否
が
応
で
も
知
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
若

い
世
代
が
韓
国
の
人
び
と
と
交
流

す
る
と
い
う
こ
と
が
増
え
て
き
た

こ
と
は
日
韓
関
係
を
と
ら
え
る
視

点
と
し
て
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ

と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
世
界
史
的
な
動

向
と
言
い
ま
す
か
、
冷
戦
構
造
の

激
変
・
崩
壊
と
い
っ
た
事
態
の

影
響
で
す
。
長
い
視
野
で
み
れ

ば
、
１
９
４
５
年
以
来
の
東
西
冷

戦
と
い
う
世
界
の
枠
組
み
が
崩

れ
、
あ
る
い
は
変
容
す
る
な
か

で
、
韓
国
で
は
軍
事
独
裁
か
ら
民

主
化
運
動
を
へ
て
新
し
い
政
治
社

会
の
仕
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
で

韓
国
の
人
び
と
も
よ
り
自
由
に
自

分
の
声
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
他
方
、
日
本
も
冷

戦
以
後
の
国
際
秩
序
を
模
索
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に

な
っ
た
と
き
、
日
韓
関
係
で
一
番

焦
点
に
な
っ
て
く
る
の
は
冷
戦
時

と
経
済
成
長
の
時
代
に
結
ば
れ
た

１
９
６
５
年
の
日
韓
基
本
条
約
の

位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
条
約
締
結
の
時

か
ら
み
れ
ば
、
日
本
社
会
も
韓
国

社
会
も
、
ま
た
世
界
情
勢
も
大
き

く
変
化
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
な

日
韓
関
係
を
み
る

二
つ
の
論
点

Ｑ　

今
日
の
日
韓
関
係
を
ど
の
よ
う

な
視
点
で
と
ら
え
る
べ
き
で
し
ょ

う
か
？

　

今
日
の
日
韓
関
係
を
と
ら
え
る

視
点
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と

き
、
少
し
広
い
視
野
を
と
っ
て
み

る
と
二
つ
の
論
点
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

一
つ
は
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
の

両
面
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
と
韓

国
と
の
交
流
、
特
に
若
い
世
代
の

交
流
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い

う
問
題
で
す
。
気
楽
に
観
光
旅

行
に
行
く
と
か
、
Ｋ
・
Ｐ
Ｏ
Ｐ

や
「
韓
流
ド
ラ
マ
」
が
人
気
だ
と

か
、
多
分
こ
れ
は
戦
後
か
つ
て
な

い
く
ら
い
に
若
い
世
代
が
い
ろ
い

ろ
な
面
で
韓
国
の
こ
と
に
興
味
を

お
ぼ
え
、
知
ろ
う
と
し
て
い
る
表
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若者の動向に注目すべき

今後の日韓関係

【
２
面
に
続
く
】
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