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認 本 求
定 に 権
し 法 協
ま 的 定
し 賠 の
た 償 対

'の 象
た.責 外
だ 任 で
｀が あ

徴‐残 り
用 る

｀

■1 と 日

進
協
定
文
書
に
そ
の
記
述
が
訪
る

こ
と
か
ら
、
対
日
請
求
権
は
消
滅

し
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え

ず
、
補
償
は
韓
国
政
府
が
行
な
う

と
明
言
し
た
の
で
す
」
（韓
国
紙

東
京
特
派
員
）

虜
政
権
は
リ
ベ
ラ
ル
色
の
強
い

政
権
で
、植
民
地
統
治
な
ど
、
日
本

の
歴
史
認
識
に
最
も
厳
し
い
目
を

‥
，

多
升
・・〓
〓″́
曇
多象
″
多
【多

か
し
く
¨

注
い
で
い
た
ｏ
そ

‐の‐慮

政
権
で‐‐す
ら
、
「■
木

に
徴
用
工
の
賠
償
責
任

は
■

い
」

‐
と
樹
・む
た
の

だ
「
そ
の
事
実‥
‐ま
‐
‐

重

い
●

で
は

妨
一げ

ら

れ

実
は
日
本
政
府
に
は
ヽ
こ

屁
を
利
用
ｔ
た
過
去
が

‥あ
る
‐
‐
。

「５６
年
の
ロ
ソ
共
同
宣
言
で
、　

‐日‐‥

ソ
両
国
世
鶴
償
蒲
求
堆
を
倣
豪
ｔ

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
シ
ベ
リ

抑
留
者
が

な
か
つ
た
と

す
が
、

038

「後
ろ
め
た
い
事
情
」
を
抱
え
て

い
る
。

五

も
■

，
■

，
年
の
■
韓
請
求
権
協

定
に
よ
り
、

渡
せ

一

ぱ
い
い
の

な
か

っ
た
。
ダ
ム

に
そ
の
ほ
と

ｔ
ゼ
を

っ

ま
し
た
。

７７
年

お

‐
金‐
は
し
つ
か

，
仏

っ
て
い
る
ず
徴
用
正
に

ち
一な
み
に
、

‐‥国会
答
弁
で
認
め
て
い
ま
す
「
安

倍
首
相
が
『完
全
か
つ
最
維
的
に

解
決
し
た
」
と
‐、
個
人
請
求
権
も

含
め
て
す
べ
て
消
滅
し
た
か
の
よ

う
に
説
朗
一す
る
の
は
、
■
ヽ
ス
リ‐
■

デ
ィ
ン
グ
で
し
ょ
う
」

の
権
利
つ
こ
と
。

と

ま

放
棄
し
て
い
な
い
の
で
自
力
で
回

ンヽ

耳
を

‐
‐
貸
さ
‐な

は
今
の
韓
国

の
“
自
ヶ
が

え
な
い
』

こ
れ
で
は
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
言
わ
れ
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
」
（全
国
紙
司
法
記
者
）

で
は
、
「国
際
法
に
照
ら
し
て

も
あ
り
え
な
い
判
断
」
と
い
う
安

倍
首
相
の
言
い
分
も
怪
し
い
？

よ
う
な
重
い
人
権

し
た
と
し
て
も
、
本
人
の
承
諾
な

し
に

一
方
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
〈
フ
の

・だ
が
一方
で
（
日
本
政‐
庁
に
も

「‐後‐‐
ろ
め
‐‐た‐
い
事
‥情

一
■

，
‘
一

雌
毯
補
償
職

‐‐判‐■
手
が
■
で
き
■

た
の
は
外
交
的
保
護
権
だ
け
で
、

個
人
請
求
権
は
残
っ
て
ぃ
る
ん

‐で

す
。
そ
の
こ
と
は
日
韓
政
府
と
も

お
金
が
渡
ら
な
か
っ

の
は
韓
国
政
府
の
せ

た

と
は
、
自
国
の
国
民
が
外
国
で
国

い

際
法
違
反
に
よ
っ

な
の
だ
。
な
の
に
、
ど

う
し
て
ま
た
・支
払
い
を

命
じ
ら
れ
な
く
て
は
い

け
な
い
の
か
。
日
本
の

怒
り
は
当
然
だ
。

た

と

多
一
、

・

た
だ
け
で
、

も
は
や
万‐‥事
体
す
「
世

界
の
誰
か
ら‐‐も
相
手
に

」
し
た
の
で

徴
用
一
一
補
償

‐
金
が

一侵
害
で
生
む

ほ
と
ん
ど

て

い
な

請
求
権
は
ヽ

いが
明
る
み

に
出

れ
ば

、・

国
際
人
権
法
の
潮
流

で
一歯
憔
琺

る用意がある」
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