
一 橋論叢 第七 十 二 巻 第
一

号 ( 78 )

日

本
の

｢

戦

後
処
理
+

に

お

け
る

｢

日

中
共
同

声
明
+

の

も
つ

意
味

7 ∂

一

ほ

じ

め
に

私
が

急

逝
さ

れ

た

村
松

祐
次

先

生
の

御

指
導
を

大

学
院
で

受
け

た

の

は
､

一

九
六

〇

年
か

ら

六

二

年
に

か

け
て

の

時
期
で

あ

っ

た
｡

六

〇

年
は

日

米
安
保

条
約
の

改
訂
の

年
で

あ

り
､

ま

た

六
二

年
に

私
が

大
学
を

離
れ

て

か

ら

間
も

な
い

頃
､

中

国
研

究
者
の

間
で

は
､

ア

メ

リ

カ

の

ア

ジ

ア

財
団

･

フ

ォ

ー

ド

財
団
の

資
金
を

め

ぐ
っ

て

〝

中

国
研

究
に

お

け

る

日

米
安

保
体

制
″

が

大
き

な

波

紋
を

な

げ

か

け
て

い

た
｡

私
が

大

学
を

離
れ

て

し

ま
っ

た

こ

と
は

､

こ

う
し

(

1
)

た

こ

と
と

い

ろ

ん

な

意
味
で

重

な

り

あ
っ

て

い

た
｡

修
士

論
文
の

審
査
に

あ

た

ら

れ

た

あ

る

教
授
は

､

｢

大
学
を

去
る

こ

と

に

ょ

っ

て

何
も

問
題
が

解

決

す
る

わ

け
で

は

な
い

｡

今
日

以

後
､

君
が

ど

う
生

き

る

か

に

よ

っ

て
､

通
が

分
か

れ

て

い

く
こ

と

を

忘
れ

な
い

田

中

宏

よ

う
に

…

…
+

と

の

忠

告
を

与

え

て

下
さ

っ

た
｡

私
は

､

大

学
の

学
部
時
代
に

お

世

話
に

な
っ

た

穂
積
先

生
の

勧
め

る

ま

ま
に

､

六

二

年
か

ら

満
一

〇

年
間
民

間
の

留
学

生

世

話
団

体
に

勤
務

し
､

主

と

し
て

東

南
ア

ジ

ア

か

ら

日

本
に

留
学

す
る

学
生

た

ち

と
の

日

々

を

送
っ

た
｡

当

初
は

､

言
葉

､

風
俗

､

習
慣

､

も

の

の

考
え

方
の

違
う

異
国
の

こ

と

故
､

留
学

生

は

何
か

と

不

憫
で

あ

ろ

う
し

､

で

き
る

だ

け

親
切

に

し

て

あ

げ
る

こ

と
が

必

要
で

あ

ろ

う
､

ぐ
ら
い

の

こ

と
が

､

仕
事
を

始
め

る

時
の

気
持
だ
っ

た

よ

う
に

思

う
｡

し
か

し
､

ア

ジ

ア

留
学
生
の

仕
事
は

､

そ

ん

な
生

易
し
い

こ

と

で

は

す
ま

さ

れ

な
い

こ

と

を

思
い

知
ら

さ

れ

る

こ

と

に

ぷ

つ

か

る

こ

と

し

ば

し

ば

と

な
っ

た
｡

そ

う
し

た
一

連
の

体

験
の

中
で

､

最

も

大
き

な

影
響
を

私
に

及

ぼ

し

た

き
っ

か

け

は
､

日

本
の

国

費
で

招
致
さ

れ

た

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

留
学
生
の

｢

身
分

打

切

り
･

大

学

除
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籍
事
件
+

で

あ
っ

た
｡

身
分

打
切

り

処
分

は

東
京
地

裁
に

留
学
生

が

提
訴

し

た

こ

と
か

ら

｢

留
学
生

裁
判
+

と

な

り
､

大
学
に

対

す

る

復
学

要
求

と

と

も
に

､

ア

ジ

ア

留
学
生

を

と

り

ま

く

巨
大

な

現

実
の

渦
の

中

に

私

は

身
を
お

い

て

い

た
｡

こ

の

事
件
そ

の

も

の

の

(

2
)

経

過
は

こ

こ

に

ふ

れ

る

こ

と

は

で

き

な
い

が
､

こ

の

事
件
を

通
じ

て

の

マ

ラ

ヤ

留
学
生

と
の

五

年
近
い

交
友
の

中
で

､

私
は

少
な

く

と

も
二

つ

ば
か

り

の

こ

と

の

発
見
を

強
い

ら

れ

た
｡

一

つ

は
､

ア

ジ

ア

留
学
生

が

日

本
に

お

い

て

こ

う

し

た

事
件
に

遭
遇
す

る

こ

と

を
､

歴
史
の

推
移
の

中
で

ど

う
と

ら

え

る

か

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

彼
ら
が

事
件
の

中
で

､

｢

日

本

は

六

〇

年

前

と

同

じ
こ

と

を

や

っ

て

い

る
+

と

語
っ

た

こ

と

か

ら
､

私

の

〝

発

見
〟

は

始
ま

っ

た

の

で

あ

る
｡

六

〇

年
前
の

こ

と

と

は
､

清
末
の

留
日

学
生
が

日

本
で

｢

中

国
革
命
同

盟
会
+

を

結
成

し
た

こ

ろ

で

あ

り
､

そ

の

頃
の

留
学
生

運

動
に

対

し
て

､

当

時
の

文

部

当

局
､

大

学

当

局
の

態

度
､

さ

ら
に

は

新

聞
な

ど

の

論
調
が

､

ど

う
で

あ

っ

た

か
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

日

露
戦
勝
に

興

奮

し

た

当

時
の

日

本

社

会
に

は
､

す
で

に

そ

の

後
の

ア

ジ

ア

侵
略
へ

の

路
線
が

し

か

れ

つ

つ

あ

っ

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

を

敏

感
に

読
み

と
っ

た

靖
国

留
学
生

､

さ

ら
に

は
ベ

ト

ナ

ム

留
学
生

､

朝

鮮

留
学
生

と

日

本

と

の

対

面
が

そ

こ

に

は

記
録
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

ア

ジ

ア

留
日

学
生

と

日

本
と
の

対

面
が

も
つ

歴
史
的

意
味
を

考
え

る

こ

と
を

私

は

迫
ら
れ

つ

つ
､

原

告
補
佐

人

と

し
て

留
学
生

裁

判
の

法

廷
に

立

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

留
学
生
の

視
線
に

答
え

る

た

め

に

も
､

私

は

み

ず
か

ら
の

た

め
に

ア

ジ

ア

留
日

学

生

史
の

輪
郭
を

つ

か

む

作
業
を

つ

づ

け

な
が

ら
､

目

前
の

留
学
生
の

仕
事
を

処

理

し
て

い

か

ざ

る

を

え

な

か

っ

た
｡

も

う
一

つ

ほ
､

留
学
生
の

出
身

地
マ

ラ

ヤ

と
日

本
と

の

近
い

過

去
の

関
係
と

事
実
を

､

恥
し
い

こ

と

な
が

ら
こ

の

事
件
の

中
で

知

っ

た

こ

と
で

あ

る
｡

私
は

留
学
生

裁
判
の

推

移
の

中
で

､

あ

る

留

学
生
か

ら

戦
時
中
の

日

本

軍
や

文

民

が

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

何

を

し

た

か

を

始
め
て

知
ら
さ

れ

た
｡

あ

の

〝

抗
日

華
僑
虐
殺
事
件
″

の

(

3
)

こ

と
､

｢

昭

南
日

本

学
園
+

を

中
心

と

し
た

日

本

語
強

要

運

動
の

(

4
)

こ

と
､

何
一

つ

と
っ

て

も
､

私
に

は

大

き

な

衝
撃
で

あ

っ

た
｡

留

学
生

裁
判
進
行

当

時
､

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

は
､

戦
時

中
の

日

本

軍

に

ょ

る

犠
牲
者
の

遺
骨
収

集
が

民

間
の

手

に

ょ

っ

て

な

さ

れ
､

｢

日

本

占

領
時

期
死

雉
人

民

紀
念
碑
+

の

除
幕
式
が

行

わ

れ

た

の

は
､

よ

う

や

く
一

九

六
七

年
二

月
一

五

日

で

あ

っ

た
｡

日

本
で

政

府
主

催
の

｢

全

国
戦
没

者

追
悼
式
+

が

始
ま
っ

た

の

は
一

九

六
三

年
､

戦
没

者
叙

勲
が

始
ま
っ

た

の

は
一

九
六

四

年
か

ら

で

あ

っ

た
｡

留
学
の

地

目

本
で

目

撃
す
る

こ

う

し
た

現

象
が

､

お

そ

ら
く

裁
判

乃
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を

契
機
に

や

や

深
い

交
り

を

も
っ

た
一

人
の

日

本
人

で

あ

る

私
に

､

前

述
の

よ

う
な

史
実
を

ぶ

つ

け

さ

せ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

と

の

関

係
で

は
､

こ

ん

な
こ

と
が

あ

っ

た

こ

と

も

知
る

に

及

ん

だ
｡

一

九
五

八

年
八

月
､

当

時
文

部
省
大
学

学
術

局

長
で

あ

っ

た

緒
方

信
一

氏

は
､

ジ

ュ

ネ

ー

ブ

の

教
育
会
議
に

出

席
し

た

帰
途

､

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

に

立

寄
っ

た

と
こ

ろ
､

中
国

系
住

民

の

は

げ

し
い

追
及
に

あ
っ

た

と

い

う
｡

緒
方

氏
は

戦
時
中
｢

昭

商
特
別

市

警
察
部

長
+

の

任
に

あ
っ

た

た

め
､

華
僑
虐
殺
の

責
任

を

問
わ

れ
､

そ

の

遺
体
め

埋

蔵
場
所
を

明

ら
か

に

し

ろ

と

迫
ら

れ

(

5
)

た

の

で

あ

る
｡

丁

度
私
の

高
校

時
代
に

あ

た

る

こ

の

頃
の

文

部
大

臣
ほ

大

連
茂
雄
氏

で

あ

っ

た

が
､

氏
ほ

ま

た

か

つ

て

｢

昭

南
特
別

市
長
+

で

も

あ

っ

た

人

で

あ

る
｡

六

〇

年
代
の

日

本
経

済
の

高
度
成

長
期
の

中
で

､

｢

マ

ヲ

γ

カ

海
峡
生

命
線
論
+

そ

れ

故
の

｢

マ

ラ

γ

カ

海
峡
防
衛
論
+

の

日

本

に

お

け
る

登

場
に

直
面

し

た

ア

ジ

ア

か

ら
は

､

期
せ

ず
し

て

｢

日

本
軍
国

主

義
復
活
論
+

と
い

う

対

日

警
戒

論
が

接
頭
し

て

き

た
｡

こ

う
し

た

声
は

､

在
日

ア

ジ

ア

留

学
生
か

ら
あ

ら
ゆ

る

形
で

私
に

提
示
さ

れ

て

い

た
｡

こ

う
し

た

中
で

､

私
は

彼
ら
の

声
と

国
元
の

そ

れ

と

の

間
の

異
同

を

知
り

た

い

と

思
い

､

途
中
か

ら
シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

発

行
さ

れ

て

い

る

華
字
紙
の

購
読
を

始
め
た

｡

東
京
に

お

け
る

留
学

生
の

肉

声
は

､

紙
上

に

登

場
す
る

さ

ま

ざ

ま

な

角
度
か

細

ら
の

対
日

評

論
と

同

質
の

も

の

を

共

有
し
て

い

る

こ

と

が

は
っ

き

り

と

読
み

と

れ

た
｡

こ

の

作
業
の

中
か

ら
､

私

は

主

要
な

評

論
を

ほ

ん

訳

紹

介
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

と

う
て

い

私

だ

け
で

は

持
ち

き
れ

な
い

課

題
を

一

般
の

日

本
人

の

も

と

に

手

渡
し
た

い

衝
動
に

(

6
)

か

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

こ

と

も
､

留
学
生
の

仕
事
の

不

可

分

な
一

部
だ

と

思
わ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た
｡

日

本
に

学
ぶ

ア

ジ

ア

留
学
生

と
の

日

常
的

交
友
は

､

ア

ジ

ア

か

ら
の

抗
し
が

た
い

現

実
の

対

日

観
を

知
る

場
で

も

あ

り
､

そ

れ

は

不

可

避

的
に

自
分
の

属
す
る

社
会

､

自
己
の

受
け
た

教
育

､

自
己

の

問
題
関
心

の

も

ち
方

に
､

根
漁
的

な

変
更

を

せ

ま

る

も
の

で

あ

っ

た
｡

例
え

ば
､

｢

経
済
の

高
度
成
長

期
に

入
っ

て
､

紙

幣
に

〝

伊

藤
博
文
″

を

も
っ

て

く
る

と

は

大

変
な

自
信
で

す
ね

…
…
+

と

言

い

放
た

れ

た

時
､

私
ほ

一

瞬
そ

の

意
を

測

り

か

ね

た
｡

約
一

〇

年

前
の

一

九

六
三

年
､

千

円

札
の

肖

像
に

伊
藤
博
文
が

聖

徳
太

子
の

そ

れ

に

と
っ

て

か

わ

っ

た

時
の

こ

と

で

あ

る
｡

伊
藤
は

初

代
韓
国

統
監
で

あ

る

が
､

そ

れ

を

｢

朝

鮮

圧

殺
の

元

兇
+

と
し

て

と

ら
え

る

か
､

｢

明
治
の

元

勲
+

と

し

て

と

ら
え

る

か
､

そ

こ

に

は

き

び

し
い

対

立
が

あ

る

こ

と

を

思
い

知
ら

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

伊
藤
が

一

九

〇

九

年
ハ

ル

ビ

ン

駅

頭
で

朝

鮮
の

民

族
主

義
者
安

重

横
に

ょ
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っ

て

暗

殺

さ

れ

た

史
実
の

意
味
を

､

全

く

無
視
し

て

い

る

こ

と

が

そ

こ

で

は

指

摘
さ

れ

て

い

た
｡

伊
藤
を

め

ぐ
る

〝

ア

ジ

ア

と

日

本

の

緊
張
″

の

歴
史
の

中
か

ら
､

何
か

を
つ

か

む
こ

と
が

求
め

ら
れ

て

は

い

な
い

だ

ろ

う
か

｡

｢

国
民

学
校
+

三

年
生
の

時
､

私
は

敗
戦
を

迎
え

､

そ

の

後
は

戦
後
の

民

主

教
育
の

中
で

育
っ

た
は

ず
で

あ

る
｡

〝

民

主

主

義
″

は

ア

メ

リ

カ

に

あ

り
〔

例
え

ば
リ

ン

カ

ー

ン

の

｢

人

民
に

ょ

る
､

人

民

の

た

め

の

人

民
の

政

治
+

と
い

う
名

言
に

甘

美
な
理

想
を

描

い

た

記
憶
は

､

今
も

鮮

明
に

残
っ

て

い

る
｡

文

部
省
窮

『

新
憲
法

の

は

な
し
』

と
い

う
副

読
本
に

あ
っ

た

〝

溶
鉱
炉
に

一

方
か

ら

軍

艦
や

戦
車
を

投
げ

込
む

と
､

も

う
一

方
か

ら

列
車
や

自
動
車
な

ど

が

生

産
さ

れ

て

く
る
″

さ

し

絵
も

､

民

主

教
育
を

象
徴
す
る

往
時

の

記
憶
の

一

コ

マ

で

あ

る
｡

ま
た

､

リ

ン

カ

ー

ン

の

名
言
に

匹

敵

す
る

名

句

と
し

て

｢

天
は

人
の

上
に

人

を

作
ら

ず
､

人
の

下
に

人

を

作
ら

ず
+

を

残
し

た

福
沢

諭

吉
の

こ

と

が

語
ら
さ

れ

た

時
は

､

日

本
人
の

中
に

そ

れ

を

発
見
し

え

た

童
心

の

喜
び

に

も

似
た

も

の

を

味
わ
っ

た
｡

し

か

し
､

そ

の

後
､

ア

ジ

ア

留
学
生

と

の

交
友

の

中
で

必

要
に

迫
ら
れ

て

ひ

も

と

く

う
ち
に

､

福
沢
の

｢

脱
亜

論
+

の

(

7
)

存
在
を

知
っ

た

時
の

衝

撃
は

あ

ま

り

に

も

大

き
か

っ

た
｡

い

わ

く
､

｢

我

国
は

隣
国
の

開
明
を

待
て

共
に

亜

細
亜

を

興

す
の

猶

予
あ

る

可

ら

ず
｡

寧

ろ

其
伍
を

脱
し

て

西

洋
の

文

明

国
と

進

退

を

共
に

し
､

其
支

部
･

朝
鮮
に

接
す
る

の

法
も

､

隣
国
な

る

が

故
に

と
て

特
別

の

会
釈
に

及

ば

ず
､

正

に

西

洋
人
が

之
に

接
す

る

の

風
に

従
て

処

分

す

可

き
の

み
｡

悪
友
に

親
し

む

者
は

共
に

悪
名

を

免
か

る

可

ら

ず
｡

我

れ

は

心
に

於
て

亜

細
亜

東
方

の

悪
友

を

謝
絶
す
る

も

の

な

り
+

と

(

一

八

八
五

年
三

月
一

六

日

付

『

時
事
新
報
』

社

説
)

｡

紙
幣
に

登

場
し
た

明

治
の

元

勲
や

近

代
日

本
に

お

け

る

民

主

主

義
の

父

と

説
か

れ

る

人
が

も

つ

こ

う
し

た

二

つ

の

側
面
に

つ

い

て

の

問
題
性
は

､

戦
後
の

民

主
主

義
教

育
に

つ

い

て

の

い

か

な
る

記

憶
を

た

ぐ

り
よ

せ

て

み

て

も
､

そ

こ

に

そ

の

糸
口

さ

え

引
き

出
す

こ

と

は

で

き

な
い

｡

私
に

と
っ

て

の

戦
後
の

民

主

主

義
教

育
の

第

一

ペ

ー

ジ

は
､

｢

教

科
書
を
ス

ミ

で

消

す

命
令
+

で

は

あ

っ

た

が
､

そ

こ

に

書
か

れ

て

い

る

こ

と
が

ど

の

よ

う
に

間
違

っ

て

い

た

か

の

教

育
で

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

〝

日

本
は

か

つ

て

暦
を

六

六

〇

年
ゴ

マ

化

し
て

い

た
″

と

の

注

釈
で

､

紀

元
二

六

〇
五

年
を

西

暦

一

九

四

五

年
に

訂
正

さ

れ

て

も
､

そ

こ

か

ら

は

い

か

な
る

感
懐
も

生

ま

れ

て

は

こ

な
か

っ

た
の

で

あ

る
｡

や

む

な

く
､

私
は

､

ア

ジ

ア

留
学
生

の

視

線
に

答
え

る
ぺ

き

作
業
に

自
己

流
で

取
り

組
ま

ね

ば

な

ら

な
い

と

考
え

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

一

九
七

二

年
九
月

二

九

日
､

『

日

中

共
同

声
明
』

が

発

表
さ

れ
､

そ

の

中
に

と

り

わ

け
｢

日

朗
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本

側
は

､

過

去
に

お

い

て

日

本
国
が

戦
争
を

通

じ
て

中

国
人
民

に

重

大

な

損
害
を

与

え

た

こ

と
に

つ

い

て

の

責
任

を

痛
感
し

､

深

く

反

省
す

る
+

と
い

う

文

章
を

発
見
し

た

時
､

私
は

一

筋
の

光

明

を

発
見
し

た

気
持
で

あ

っ

た
｡

こ

の

文

書
に

署
名
し

た

日

本

国
を

代

表
す
る

者
の

真
意
が

奈
辺
に

あ

っ

た

か

は

知
る

由
も

な
い

が
､

私

は

そ

れ

と

は

別

個
に

､

こ

の

文

書
の

も
つ

意
味
を
日

本
の

戦
後
処

理
の

中
で

位
置
づ

け
て

見
る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

ア

ジ

ア

か

ら
の

視

線
に

こ

た

え

る

自
己

流
の

作
業
の

一

つ

に

で

き

た

ら

と

考
え

た
｡

(

1
)

こ

の

こ

と
に

つ

い

て

は
､

座
談

会

｢

A

F

資
金

反

対

闘
争
を

ふ

り
か

え
っ

て
+

､

『

歴

史
評

論
』

一

九

六
五

年
七

月

号

所

収
､

及

び

小

稿

｢

ま

わ

り

道
の

た

め
の

弁

明
+

､

新

星

学

寮

誌
『

の

ろ

し
』

三

三

号

(

一

九

六

八

年
一

一

月

刊
)

所

収
､

で

ふ

れ

た
こ

と
が

あ
る

｡

(

2
)

こ

の

事

件
に

つ

い

て

は
､

小

満

｢

歴
史
の

な
か

の

群

像

-
ア

ジ

ア

留
学

生
の

軌
跡

1
+

､

永

井

道

雄
､

涙

芳
男

､

田

中

共

著
『

ア

ジ

ア

留
学
生

と

日

本
』

日

本

放

送

出

版

協

会

(

N

H

E

ブ
ッ

ク

ス
､

一

九
七

三
､

七

刊
)

所

収
､

に

お

い

て

扱
っ

て

お

い

た
｡

(

3
)

こ

の

事
件
に

つ

い

て

は
､

小

満

｢

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

版
〝

南
京

大

虐
殺
″

の

真

相
+

､

『

潮
』

一

九

七

三

年
一

月

号
､

所

収
､

で

そ

の

輪

郭
を

述
べ

て

お

い

た
｡

(

4
)

神

保

光

太

郎

著

『

昭

南

日
本

学

園
』

(

愛
の

事

業

出

版

社
､

一

九
四

三
､

八
)

に

詳
し
い

が
､

こ

の

本
ほ

留

学
生

か

ら

読
む

よ

う
に

い

わ

れ

る

ま

で

そ

の

存

在

さ

え

知
ら
な

か

っ

た
｡

こ

の

本
の

中
に

は

資
料
と

し
て

｢

日

本

語

普
及

運

動
宣

言
+

(

中

島

健

蔵

記
)

が

載
っ

田

て

い

る
｡

中
島

氏

ほ
､

そ

の

著
『

昭

和
時
代
』

(

岩
波

新

書
､

一

九

五

七
)

で

も
､

連
載

『

わ

た

し
の

中

国
』

(

中
日

新

聞
､

一

九

七
三

､

一

､

一

六
-
二

一

､

八

ま
で

二

〇

回
)

で

も
こ

の

事
に

触
れ

て

い

な
い

の

で
､

私
は

､

と

り

あ

え

ず
『

中

島

健
蔵
氏
の

〝

わ

た

し

の

中

国
″

を

読
ん

で
』

(

中
日

新

聞
､

一

九

七

三
､

三
､

三

夕

刊
)

で
､

疑

問

を

提

示

し
て

お

い

た
｡

(

5
)

こ

の

事

件
に

つ

い

て

は

｢

日

本
の

潮
1

､

つ

る

し

上

げ

ら
れ

た

文

部

官

僚
+

､

『

世

界
』

(

一

九
五

八

年
一

〇

月

号
)

所

収
､

参

照

の

こ

と
｡

(

6
)

田

中

訳
編

『

日

本

を

見
つ

め
る

ア

ジ

ア

人
の

眼
』

､

(

田

畑

書

店
､

一

九
七

二
､

一

刊
)

が

そ

れ

で

あ
る

｡

(

7
)

こ

の

こ

と

に

関

連
し

て
､

福
沢

が

慶
応
に

お

い

て

朝

鮮
留
学
生

の

世

話
を

始
め

た

の

は

｢

脱
亜

論
+

以

前

で

あ

る

こ

と

を

知
り

､

｢

朝

鮮

留

学

生

と

福
沢

諭

吉
+

と

し

て
､

前

掲

N

H

E

ブ

γ

ク

ス

の

小

柄
に

て
､

検

討
を

加
え
て

お

い

た
｡

二

戦
後
処
理
の

構
造

-
サ

体

制
の

も
つ

虚
構

-

私
ほ

ア

ジ

ア

か

ら
の

視
線
に

こ

だ

わ

っ

て

は

い

る

が
､

そ

の

視

線
ほ

注

意
深
く

耳

を

傾
け
る

な

ら
ば

､

過

去
の

日

本
が

何

を

や
っ

た

か

と
い

う
こ

と

の

み

を

問
題
に

し

て

い

る

の

で

な

く
､

む

し

ろ
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｢

八

二
五
+

以

降
ど

の

よ

う
に

変
り

た

か
､

変
ら

な

か

り

た

か

に

注
が

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

私
は

､

そ

れ

を

と

り

あ

え

ず
は

日

本
の

｢

戦
後
処

理
+

の

問
題
と

し
て

検
討
を

加
え

て

み

た

い
｡

｢

八
･

一

五
+

の

と

ら

え

方
に

も
二

つ

の

側
面

が

あ

る
｡

そ

れ

は

あ

た

か

も
､

黒
船
以

来
不

平

等
条

約
の

解

消
(

第
二

次

条
約
改

正
が

発
効
す
る

の

は
一

九
一

一

年
)

に

到
る

ま

で

の

欧

米
に

対

す

る

｢

地

位
の

向

上
+

が
､

一

方
で

は

近

代
日

本
の

直
轄
植

民
地
の

形
成

(

琉
球
処
分

､

台
湾

植

民

地

化
､

樺
太

領
有

､

そ

し

て

日

韓

併
合
は

一

九
一

〇

年
)

と

重

な
っ

て

い

た

こ

と
を

想

起
さ

せ

る
｡

｢

八
･

一

五
+

は
､

し

か

し

な
が

ら
一

般

的
に

は

〝

鬼
畜
米
英
″

を

掲
げ
て

真
珠

湾
に

突
入

し

た

も
の

の
､

､

､

､

ッ

ド

ゥ
ェ

ー

海
戦
の

敗
北

､

原
爆

投
下

､

無
条
件
降
伏

､

米
軍

占

領
､

そ

し
て

日

米

安

保
条

約
と
セ

γ

ト

に

な
っ

た

平

和

条
約
に

ょ

る

主

権
回

復
､

と

い

う
路
線
で

と

ら

え

ら
れ

て

い

る
｡

し

か

し
一

方
､

真
珠
湾

攻

撃
の

四

時
間
前
に

日

本

軍
は

マ

レ

ー

半
島
上

陸
作
戦
を

開
始
し
て

お

り
､

｢

八
･

一

五
+

は

朝

鮮
に

と
っ

て

も
､

台
湾
に

と
っ

て

も

日

帝
の

植
民

地

支

配
解
体
の

日

で

あ

り
､

ベ

ト

ナ

ム

を

始
め

と

す
る

東
南

ア

ジ

ア

全

域
に

お

け
る

日

本

軍
制

崩
壊
の

日

で

あ
っ

た
｡

こ

の

二

つ

の

側
面

は

も

ち

ろ

ん

単
純
に

並

列
さ

せ

て

考
え

る

こ

と

は

で

き

ず
､

開

戦
以

来
四

年
足
ら

ず
の

対

米
英

戦
の

敗
北

と

台
湾

支

配
五

○

牛
の

崩
壊
と

の

対

比
が

象
徴
す

る

ご

と

く
､

｢

八
･

一

五
+

の

歴
史

的

意
味
は

多
く

を

む

し

ろ

後

者
に

求
め

な

け
れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

と
い

え

よ

う
｡

し

か

し

日

本

側
の

受
け

と
め

方

は
､

意
識

し

て

い

た

か

ど

う
か

は

別

と

し
て

､

前
者
を

主

軸
に

す
え

て

｢

戦
後

処

理
+

を

進
め

､

｢

鬼
畜
米
英
+

を

｢

日

米
新

時
代
+

に

塗

り

か

え

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

｢

八
･

一

五
+

を

刻
印
し

た

の

で

あ

る
｡

一

九
五

二

年
四

月
二

八

日

に

占
領
は

終
り

､

日

本
は

再
び

主

権
を

回

復

し
た

が
､

こ

の

日

は

い

う
ま
で

も

な

く

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

体

制
の

出
発
点
で

あ

り
､

平
和
条

約
と

日

米
安

保

条
約
と
日

台

条
い

け

約
の

三

点
セ

ッ

ト

が

組
ま

れ
､

ア

メ

リ

カ

に

対

し
て

は

沖

縄
を

犠

に

え牲
と

し
て

献
じ

､

全

土
に

米
軍
基
地

を

確
保
す
る

と
い

う
〝

恭
順

さ
″

を

も

っ

て

応
え

た

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

ま

ず
､

日

本

敗
戦
か

ら

平

和
条
約
に

到
る

経
緯
の

中
で

､

問
題
を

考
え

て

み

ょ

う
｡

連
合
国
の

対

日

処
理
の

大

方

針
は

､

カ

イ

ロ

宣

言
､

ヤ

ル

タ

協
定
そ

し

て

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言
に

明

示
さ

れ

て

い

る
｡

カ

イ
ロ

宣

言
は

ア

メ

リ

カ
･

イ

ギ

リ

ス

･

中
国
三

国
に

ょ

っ

て
一

九

四

三

年
一

一

月
二

七

日

カ

イ

ロ

に

お

い

て

署
名

さ

れ

た
｡

そ

の

内

容
は

｢

一

九
一

四

の

第
一

次

世

界
戦
争
の

開

始
以

後
に

於

て

日

本

国
が

奪
取

し

又

は

占

領
し
た

る

太

平

洋
に

お

け

る
一

切
の

島
峡
を

日

本

国
よ

り

剥
奪
す
る

こ

と
+

､

｢

満
州

､

台
湾
及

び

藩

湖
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島
の

如
き

日

本

国
が

中
国

人
よ

り

盗
取
し

た

る
一

切
の

地

域
を

中

華
民

国
が

回

復
す

る

こ

と
+

､

｢

日

本

国
は

又

暴
力

及
び

食
欲
に

ょ

り

日

本
国
が

略
取
し

た

る

他
の

一

切
の

地

域
よ

り

駆
逐
せ

ら
る
ぺ

し
+

､

｢

前
記
三

大

国
は

朝
鮮
の

人
民
の

奴

隷
状

態
に

留
意
し

や

が

て

朝
鮮
を

白
由
且
つ

独

立
の

も

の

た

ら
し

む

る

の

決
意
を

有
す
+

と

あ
り

､

近

代
日

本
が

獲
得

し

た

植
民
地

或
い

は

支
配
領
域
の

原

状
回

復
が

掲
げ
ら

れ

て

い

る

(

ソ

連
の

参
加
が

な
か

っ

た

た

め

か
､

日

露
戦
勝

後
領
有
し
た

カ

ラ

フ

ト

南
部
は

明

示

さ

れ

て

は

い

な

い
)

｡つ

い

で

日

本

敗
戦
の

年
に

あ

た

る
一

九

四

五

年
二

月

二
日

､

ア

メ

リ

カ
､

イ

ギ

リ

ス
､

ソ

連
三

国

首
脳
は

ヤ

ル

タ

に

お

い

て

秘

密
協
定
に

署
名
し

た
｡

こ

れ

は

主

と

し
て

ソ

連
の

対

日

戦
参
加
を

誘
う
た

め
の

条
件
を

記
し

た

も

の

で

あ

り
､

日

露
戦
後
の

カ

ラ

フ

ト

返
還
が

記
さ

れ

て

は

い

る

が
､

さ

ら
に

大
連
や

旅
順
に

対

す
る

ソ

連
の

権
益
を

認
め

る

な

ど
カ

イ

ロ

宣

言
に

う
た

わ

れ

た

戦
勝
に

よ

る

｢

利
益

獲
得
の

放
棄

､

領
土

拡

張
の

香

定
+

と
い

う

原
則
は

､

事
実
上

破

ら
れ

て

い

る
｡

戦
争
は

終
局

を

迎
え

､

日

本

本

土
へ

の

爆
撃
が

強
化

さ

れ

る

中

で
､

一

九

四

五

年
七

月
二

六

日
､

ポ

ツ

ダ
ム

官
三

一己
=

日

本

国
の

降

伏
条
件
を

定
め

る

宣

言
に

､

ア

メ

リ

カ
､

イ

ギ

リ

ス
､

中

国
が

署

名
し

た
｡

こ

の

内

容
は

､

｢

日

本

国
国
民

を

欺

瞞
し

之

を

し

て

世

界
征

服
の

挙
に

出
づ

る

の

過

誤
を

犯

さ

し

め
た

る

者
の

権
力
及

び

勢
力

は

永
久
に

除
去
せ

ら
れ

ざ

る

ぺ

か

ら

ず
+

､

｢

連

合

国
の

指

定
す
べ

き

日

本

国
領
土

内
の

詔
地

点
は

､

吾
等
の

こ

こ

に

指
示

す

る

基
本

的
目

的
の

達
成

を

確
保

す
る

為
占

領
せ

ら

る
べ

し
+

､

｢

カ

イ
ロ

宣

言
の

条
項
は

履
行
せ

ら
る

ぺ

く

又

日

本
国
の

主

権
は

本
州

､

北

海
道

､

九

州
､

四

国

及
び
五
日

等
の

決

定

す
る

諸

小

島
に

局

限
せ

ら
る
ぺ

し
+

､

｢

吾
等
の

停
虜
を

虐
待
せ

る

者
を

含
む

一

切
の

戦
争

犯

罪
人
に

対

し
て

ほ
､

厳
重

な

る

処
罰
が

加
え

ら

る
ぺ

し
+

､

｢

日

本

国
は

そ

の

経

済
を

支
持
し

且
つ

公

正

な
る

実

物

賠
償
の

取
立

を

可

能
な

ら

し

む
る

が

如
き

産
業
を

維
持
す

る

こ

と

を

許
さ

る

ぺ

し
｡

但
し

日

本

国
を

し
て

戦
争
の

た

め

再
軍
備
を

為
す
こ

と

を

得
し

む

る

が

如
き

産
業
は

こ

の

限

り

に

非

ず
+

な

ど

で
､

日

本
の

戦

後

処

理
の

基
本

方

針
が

ほ

ぼ

盛
り

込
ま

れ

て

い

る

と

い

え

よ

う
｡

日

本
は

八

月
一

四

日

ポ

ツ

ダ
ム

宣

言

受
諾
を

ア

メ

リ

カ
､

イ

ギ

リ

ス
､

ソ

連
､

中

国
に

通

告
､

翌
一

五

日

正

午
の

｢

玉

音
放
送
+

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

九

月
二

目

東
京

湾
の

､
､

､

ズ

リ

ー

艦
上

に

お

い

て
､

降
伏
文

書
の

調

印

が

行
わ

れ
､

こ

こ

に

日

本
の

敗

戦
は

名

実

と

も
に

確
定
し

た

の

で

あ

る
｡

降
伏
文

書
の

署
名
に

は
､

日

本

側
全

権
と

し
て

重

光
葵

､

聴
津
美
治

郎
､

適
合
軍
側
は

最

高
司

令



( 8 5 ) 日 本 の ｢ 戦後 処 理+ に お け る ｢ 日 中共 同声明+ の も つ 意味

官
マ

γ

カ

ー

サ

ー

の

ほ

か

ア

メ

リ

カ
､

イ

ギ

リ

ス
､

ソ

連
､

中

国
､

カ

ナ

ダ
､

フ

ラ

ン

ス

､

オ

ラ

ン

ダ
､

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア
､

ニ

ュ

ー

ジ

ー

ラ

ン

ド

の

各
代

表
､

計
一

〇

名
で

あ
っ

た
｡

｢

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言
+

で

示
さ

れ

た

日

本
の

戟
後
処

理

方

針
は

､

東
西
の

冷
戦
対

立
､

朝
鮮

戦
争

､

中

国
の

内

戦
と
い

う

複
碓
な

環
境
の

中
で

､

一

九
五

一

年
九

月

八
日

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

に

て

署
名
さ

れ

た

｢

平
和

条

約
+

に

よ

っ

て

処
理

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

別

表
は

､

こ

の

平
和
条

約
が

｢

八
･

一

五
+

に

到
る

日

本
の

対

外

侵
略

政

策
の

｢

処
理
+

を
､

結
局

は

い

か

よ

う
に

な
し

た

か

を

理

解
す
る

た

め
に

ま

と

め

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

表
の

国
名
の

選

択
は

次
の

よ

う
に

行
っ

た
｡

ま

ず
､

日

本

或
い

は

日

本

軍
の

直
接

の

被
害
を

う
け
た

国
又
は

地

域
を

選

び
､

後
半
に

｢

降
伏
文

書
+

に

署
名
し
た

国

す
べ

て

を

加

え

た
｡

そ

し

て
､

前

者
に

と
っ

て

｢

平

和
条
約
+

ほ
､

そ

の

当
事

者
性
と
い

う

点
に

着
目

し
た

場
合

い

か

な
る

関
係
を

有
す
る

か

を

見
て

み

た

い
｡

五

〇

年
に

及
ぶ

台

湾
領
有
を

含
む

中

国
と
の

関
係

､

カ

ラ

フ

ト

領
有
(

そ

こ

に

は

今

な

お

｢

旧

日

本
人
+

と
し

て

徴
用
さ

れ

た

朝

鮮
人

が
､

そ

の

ま

ま

に

な
っ

て

い
･
る
)

を

含
む
ソ

連
と
の

関
係

､

三

六

年
に

及
ぶ

全
土

植
民

地

支

配
を

う

け

た

朝
鮮

､

と

い

う
三

つ

の

特
に

重

要
な

国
は

､

い

ず
れ

も
こ

の

｢

平
和
条
約
+

に

は

参
加

し

て

い

な
い

か
､

参
加

し

で

も

署

名
し

て

お

ら

ず
､

｢

処
理
+

と

し
て

の

い

か

な
･
る

役

割

も

果
し

て

い

鬼
い

こ

と
に

注

目

す
る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

ヽ

ヽ

ヽ

は

単
な
る

法
形
式
の

問
題

で

は

な

く
､

例
え

ば
､

在
日

朝
鮮
人

宋

斗

会
氏
が

一

九
六

九

年
京
都
地

裁
に

提

起

し
､

目

下

審

理

中
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

日

本
国
籍
確
認

訴
訟
+

に

お

け
る

､

原
告

と

被
告
国

例
の

主
張

の

中
で

も
､

具
体

的
に

問

題
と

し

て

論
じ

ら
れ

て

い

る
｡

被
告
国

側

は
､

サ

条
約
の

発
効
日

で

あ

る
一

九
五

二

年
四

月
二

八
日

､

原

告
は

日

本
国

籍
を

離

脱
し

朝
鮮
国

籍
を

回

復
し

た
､

と

主

張
す
る

の

に

対

し
､

原
告
宋
氏
は

､

朝
鮮
を

代

表

す
る

い

か

な
る

者
も
ま

っ

た

く

関
与

し
て

い

な
い

条
約
に

よ

っ

て
､

生

存
の

基

礎
に

か

か

わ

る

国
籍
の

変
更

を

定

め
る

こ

と
は

で

き

な
い

､

と

主

張
し
て

対

立

し
て

い

る
｡

こ

の

見

解
の

対

立

は
､

明

ら
か

に

｢

平

和

条
約
+

が

ど
こ

と
の

問
に

､

ど

う
い

う

問
題
を

処

理

し

た

か
､

或
い

は

処

(

8
)

理

し

な

か

っ

た
か

､

と

い

う

横
波
的
な

問
題
を

提
起
し
て

い

る
｡

｢

平
和
条
約
+

に

つ

い

て

の

国

際
法

学
者
の

研

究
に

お

い

て

も
､

(

9
)

宋
氏
の

視
点
に

た
っ

た

疑
問
は

提
示
さ

れ

て

い

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

植
民

地

支

配
を

う

け
た

り
､

軍

事
支
配

を

う
け

た

国
が

､

そ

の

後
の

｢

処
理
+

に

関
し
て

､

当

事
国
と
し

て

日

本
と

の

問
に

問
題

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

解

決
を

し

た

か

ど

う
か

､

即

ち
そ

れ

が

当

事

者
性
を

有
し

た

か

ど

う
か

と
い

う

角
度
か

ら

｢

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

条
約
+

を

見

た

場

鮎
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三l
虫

零ト
′

ー

¢

-

○

心
底

憧
悼

-

心
中

○

■I
中
一

…l二
U
ハ

七

寸

ー

¢
ヰ

○

～
阜

-

-

¢

牟
-

へ l せ

斗..勺

ー

¢
与
【

(

司

匝
浄
き
)

-

¢
心

-

小
､

ヾ

払
.

¶

去

り

ゝ

亡

ゝ

Y

｢

斗

l

＼

T

汀
.

V

､

･甘

E

ー

∞
¢
仏

-

¢
小
一

砂
諮
顛
封
朝
一

嚇

宙

ー

¢
O
u

斗

叫

り

ナ

顛
封

辿
】

耕

Ⅱ
=

サ

8

｢

浮

薄
蒼
顔
+

8

養
掛

(

止

横

軸
需

吊

軸
皿

｢

汁
)

8 6

4

て

斗

ー

¢
小

｢

誠

一諦

】罵
で

u
､酔

ー

り

阜
-

-

¢
中
一

ー

¢
ヰ

N

-

心

-

¢

(

軌
{
肘

掛

訝

諒
)

＼ .
｢

ゝ

亡

u

甘

ゝ

拙

宅

Ⅶ

ヾ

斗

叫

甘
｡

斗

-

如

†

Ⅶ

亡

‥

｢

い
一
リ

ー

℃

-

叫

社

ヰ

≠
〝

ー

¢
一
山

.

P

寄
洋
治
咄

○○○○○○○○○

心

す

囲

麻
対
榊

]

承

知
固

○

ー

や
ぃ

-

…

覇

者
妙

山

弊

社
謎
E

遠

望

汝
l ←

選

対

q

露

頭

(

-

漂
N

一
升
N

∞

ロ

淵
鴇
曽
沖
き
盟
m

予

知
叩

頭
浮
搬
)

-

¢

記
.

¢
.

N

¢

ロ

せ

米
国

Ⅷ
忘

-

宙
岬

両
津
滑

(

-

漂
山

一
P

N

N

Ⅱ

寄
桝
耕
沖
き
当
[
コ

)

詞
謝
淵
川
叫

圏
馴

引

○

○
姻
舶

ー

や
Ⅵ

仇
.

-

〇
.

-

¢

Ⅲ

ヾ

洪
司
l肘
叫

一

課
叫

.

¢
.

N

-

｢

巨
血
岬

爵
柑
+

盟
[
コ

○

○
附
旨

ヰ

奴
川

き
戸

h

か

霊
浮
減

-

ま
∞

.

-

〇
.

-

h

｢

帯
～

端

野
辻

+

野

村
+

盟
m

コ

ヰ

沖
き
ロ

ト

か

由
岬

舜
浮

仙

滑

-

ま
ゃ

い
.

N

｢

常
山

婦

醇
辻
爵
柑
+

彗
召

-

や

訟
.

リ

¢

｢

番
彗
コ
惑
甜
+

-

爪

示

N
.

山

.
¢

｢

苗
望
コ

蛍
一

掛

袖
+

盟
m

コ

ー

り

蟹
.

-

-
.

小

｢

璃
普
淋
き
什

泰
韓
敏

一

q

軒
端
爵

ごゝ

酢
拇
+

別

表

[
コ

ー

ー

¢

巴
.

い
.

N
心

識
惑
袖

○

一

課
叫

.

¢
.

N

-

｢

臣
敦
盛

袷
+

盟
m
コ

ヰ

沖
苛
戸

h

か

録
頭
誠
籍

-

¢

汝
.

h
.

¢

｢

コ

一
打

藷
薄
惑
袷
+

盟
[
コ

ー

¢
い

00
.

-
.

N

O

｢

璃
普
沖
警
知
q
也

甲

舜
爵
柑
+

慧
[

コ

○○

ー

や
¢
ロ

.

冒
.

基
躊
爵
柑

○

ー

況
ソ
い

.
N

N

｢

声
m

コ

苺
望
コ
表
函
淋
紺
咄
+

謎
[

コ

○

ー

ま
か
.

担
址

屠

紛
糾

夢

○○○

一
也

示
-

.

¢
.

封
惑
爵

紛

一

山

ヾ

回

ヰ

奴
什

葦

戸

一

夕

僻
レ
レ

+

固

×××

盤
一等
諏
仕
付
触
>
知
洪
蛍

[

出

汁
†

汁

固
糊
淡

川

互
荘

∴
†

サ

ト
心
付

拙
策
曽
固
け

芹

-
岨

勺
山

.
¢

.

N

-

忍
料

8

か

兎
山

N

轟

灘

m

健
淋
き
完
封

符

轍
-

劫
宙
座
付

丹

か

ゝ

≠

り

†

等
砲
金
報
>
8

盃
観

望
沖

罠

洗

斗

ス
静
存
知
8

義
薄
紙
熊
襲
J

止

耳

伊
】

F

バ
｢
ノ

か
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合
､

そ

れ

が

お

ど

ろ

く
ぺ

き

虚
構
で

あ

る

こ

と

は
､

別

表
の

｢

サ

条
約
に

ょ

ら

な
い

国
(

×

印
)

+

欄
を

み

る

と

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

私

ほ
､

冒
頭
で

述
べ

た

ア

ジ

ア

青
年
の

指
摘
を

､

自
己

流
に

理

解

す

る

作
業
と

し
て

､

わ
れ

わ

れ

が

｢

戦
後
処
理
+

を
お

わ

り
､

新

し
い

民

主

国

家

と

し
て

出
発
し

た

日
､

即

ち
｢

平
和

条
約
+

発
効

の

日

は
､

ア

ジ

ア

へ

の

侵
略
政

策
に

と
っ

て

は
､

ほ

と

ん

ど

意
味

の

な
い

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

を

び

と
ま

ず
確
認
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

そ

の

上
､

出

発
の

目

は
､

い

う

ま
で

も

な

く

｢

日

米
安

保
体
制
+

出
発
の

日

で

あ

り
､

そ

れ

ほ

今
日

ま

で

延
々

と

持
続
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

こ

の

こ

と

を
い

え

ば
､

社
会
主

義
困
と

そ

う
で

な
い

部

分
に

分

断
さ

れ

た

中

国
､

朝

鮮
､

ベ

ト

ナ
ム

と
い

う

国

際
政

治
が

あ

っ

た

こ

と

を

指
摘
す

る

人
が

あ

る

か

も
し

れ

な
い

が
､

侵
略
政

策
の

精
算
と

そ

の

自
己

克
服
の

歴
史
的
課
題
は

､

一

に

か

か

っ

て

日

本
白
身
の

あ

り

方
の

問
題
で

あ

り
､

相

手
の

状

況

に

ょ
っ

て

免
罪
さ

れ

る

性
質
の

も

の

で

あ

っ

て

は

な

ら

な
い

は

ず

で

あ

る
｡

(

8
)

宋

斗

会

氏
の

裁

判
に

つ

い

て

は
､

『

日

本

と

日

本

人

を

告

発

す

る

一
日

本

国

籍
確

認
の

闘
い

』

山

惚

榔
､

宋

斗

会

裁

判
を

支

援

す

る

会
､

一

九

七
一

-
三

刊

及
び

､

｢

ル

ポ

『

棄
て

ら

れ

た

日

本

人
』

と

し

て

1
日

本

国

を

訴
え
た

宋

斗

会
さ

ん
+

､

『

朝
日
ジ

ャ

ー

ナ

ル

』

一

九
七

四

年
一

月

四
､

一

一

日

合

併

号
､

所

収

参
照
の

こ

と
｡

(

9
)

例
え

ば
､

入

江

啓

四

郎

『

日

本

講
和

条

約
の

研

究
』

板
桓
書
店

､

)
)

一

九
五

一

｡

国
際

法

学

会

『

平

和

条

約
の

綜
合

的

研

究
』

上

下

有

斐

(
(

閣
､

一

九

五

二
｡

沢

木

敬

郎

｢

平

和

条

約
の

発

効

と

国

簿
+

､

(

『

ジ

ュ

リ

ス

ト
』

一

九

六
一

､

六
､

一

五

号

所

収
)

｡

日

本

国

籍

襲

失

に

つ

い

て

の

最
高
裁
の

判
例
に

も
､

一

九

六
一

年
四

月
五

日

大
法

廷

判

決

(

朝

鮮
人
)

で

は

平
和

条

約
発

効
日

と

し

な
が

ら
､

一

方
一

九
六

二

年
一

二

月
五

日

大
法

廷

判

決
(

台

湾

人
)

で

は

平
和
条

約

発
効
日

で

は

な

く
､

｢

日

華

平

和

条
約
+

発
効

日

(

=
一

九
五

二

年

八

月

五

日
)

と

し
て

い

て
､

条
約
批

准
の

有

無
が

考

慮

さ

れ

て

お

り
､

そ

こ

に

は

混

乱
が

み

ら
れ

る
｡

三

｢

日

中

共

同

声
明
+

の

位

置

前
に

､

私
は

｢

日

中

共

同

声
明
+

を

見
た

時
､

｢

一

筋
の

光

明

を

発
見
し
た

気
持
で

あ

っ

た
+

と

書
い

た

が
､

そ

れ

を

少

し

具
体

(

1 0
)

的
に

い

う

と

次
の

よ

う

な
こ

と
で

あ

る
｡

前
に

引

用
し
た

｢

責
任

を

痛
感

し
､

深

く

反

省
す
る
+

と

い

う
表

現

が

そ

の
一

つ

で

あ

る

が
､

例
え

ば

個
別
に

処
理
さ

れ

た

｢

日

韓
条
約
+

で

も
､

こ

う
し

た

表

現
は

一

切

と

ら
れ

て

い

な
い

こ

と

を

考
え

る

と
､

｢

戦

後

処

理
+

に

お

け
る

姿
勢
と

し

て

重

要
な

位
置
づ

け
を

｢

声
明
+

に

与

え

た

い

の

で

あ

る
｡

8 7
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第
二

点

は
､

｢

声
明
+

が
｢

平

和
条
約
+

に

全

く

言
及

し

て

い

な

い
､

即
ち

｢

サ

体

制
+

を

出

発
点

と

し
て

い

な
い

点
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ

れ

に

か

わ

る

も
の

と

し
て

｢

ポ

ツ

ダ
ム

宣

言
+

が

引
用
さ

れ

て

い

る
｡

す
で

に

見
た

よ

う
に

､

｢

ポ

宣

言
+

か

ら

｢

サ

条

約
+

に

到
る

過

程
で

の

｢

戦
後
処

理
+

の

変
質
を

､

｢

声
明
+

は

否
定

し
､

そ

の

原

点
に

立

ち

か

え

っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

も

ち
ろ

ん
､

中

華

人

民

共

和
国
は

一

九
四

九

年
に

成

立

し

て

お

り
､

万
一

｢

サ

条

約
+

に

出
発
点
を

求
め

る

と

す

れ

ば
､

自
己
の

誕
生

を

香
定

す
る

こ

と
に

な
る

と
い

う
側
面
が

あ

っ

た

こ

と

も

事
実
で

あ

ろ

う
｡

結

局

は
､

｢

ポ

宣

言
+

に

参
加
し
た

中

葉
民

国
を

正

統
に

引
き

つ

い

だ

中

葦
人

民

共

和
国
と

し
て

､

日

本
と

の

｢

戦
後
処
理
+

に

臨
ん

だ

こ

と

に

な
る

｡

｢

声
明
+

の

中
に

は

直
接
言

及
さ

れ

て

い

な
い

が
､

そ

の

前
に

行
わ

れ

た

田

中

首
相

歓
迎

宴
に

お

け
る

周

恩

来
総

理
の

挨

拶
に

お

い

て
､

日

本

と
の

過

去
は

｢

一

八

九

四

年
か

ら

半

世

紀
に

わ

た
っ

て
､

日

本

軍

国

主

義
者
の

中
国

侵
略
に

よ

り
､

中

国
人

民

は

き

わ

め
て

び

ど
い

災
難
を

こ

う

む

り
､

日

本

人

民

も

大

き

な

損

害
を

う

け
ま

し
た
+

と
､

き

わ

め

て

簡

潔
に

要
約
さ

れ

て

い

る
｡

中
国
に

と
っ

て

み

れ

ば
､

一

八

九

四

年
の

日

清
戦
争
か

ら

始
ま

っ

た

日

本

と
の

不

正

常
な

関
係
は

､

ポ

ツ

ダ
ム

宣

言
に

署
名

え

た
一

区
切

り

が

つ

き
､

そ

の

後
二

七

年
と

い

う

歳
月
が

過
ぎ

た

出

り

と

は

い

え
､

そ

の

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

を

基
礎
に

し
て

そ

の

後
の

処

し
､

そ

れ

を

日

本
が

受
諾
す
る

こ

と
に

ょ

っ

て

当

事

者
性
を

そ

な

理

を

し
た

､

と
い

う
か

た

ち

で

当

事
者
性
が

貫
徹
さ

れ

て

い

る
｡

そ

の

当

事
者
性
の

重
さ

は
､

そ

の

ま

ま

日

本
側
に

は

ね

か

え

り
､

そ

れ

が

〝

反

省
表
現
″

を

必

要
と

し

た

と
い

え

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ

れ

故
に

､

｢

日

中

共
同

声
明
+

は
､

明

確
に

｢

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条
約
+

体

制
の

虚
構
を

如
実
に

浮
き

ぼ

り
に

し

て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

｢

サ

体

制
+

の

虚
構
を

突
い

て

い

る

こ

と

は
､

第
三

に
､

｢

日

葦
平

和

条
約
+

の

破

棄
を

必

然
的
に

伴
っ

た

こ

と
に

ょ
っ

て
､

さ

ら
に

明

確
に

な
っ

て

い

る
｡

大
平

外

相
は

､

｢

日

中

共

同

声
明
+

発
表

後
の

記
者

会
見
に

お

い

て
､

｢

日

中
関
係
正

常

化

の

結

果

と

し
て

､

日

葦
平
和

条
約
は

存
続
の

意
義
を

失
い

終
了

し

た

も

の

と

認
め

ら

れ

る

と

い

う
の

が

日

本
政

府
の

見
解

で

あ

る
+

と

述
べ

た
｡

｢

終
了

し

た
+

と

い

う

表

現
は

あ

い

ま
い

の

よ

う
で

あ

る

が
､

実

体
は

｢

破

棄
+

と

見
る

し
か

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

あ

る

国
と
の

平

和
条
約
を

二

度
締

結
す
る

こ

と
は

あ

り

え

な
い

こ

と

で

あ

る

し
､

｢

日

中

共
同

声
明
+

の

内
容
を

見
て

も

こ

の

こ

と

は

明

確
で

あ
る

｡

前

述
し

た

よ

う
に

､

｢

ポ

宣

言
+

の

段

階
で

は

中

国

は

｢

中

華

民

国
+

一

つ

で

あ

っ

た

が
､

｢

サ

条
約
+

の

段
階
で

は

す

で

に

成

立
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し

て

い

た

中

華
人

民

共

和
国

を

日

本
は

否
認
し

て
､

一

度
は

｢

蒋

介
石

政

権
+

を

相

手
に

｢

戦
後
処
理
+

を

行
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

今

回
の

日

中

共

同

声
明
に

お

い

て

ふ

た

た

び

｢

ポ

宣

言
+

に

戻
り

､

そ

こ

か

ら

｢

戦
後
処
理
+

を

行
っ

た

こ

と
は

､

｢

終
了
+

の

実
体
が

｢

破

棄
+

に

ょ

る

｢

再
処
理
+

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る
｡

｢

日

華
平
和
条
約
+

に

お

い

て

対

日

賠
償
請

求

権
が

放

棄
さ

れ

て

い

た

の

に
､

ふ

た

た

び

｢

日

中

共

同

声
明
+

に

お

い

て

も
､

｢

中

華
人

民

共

和
国

政

府
は

､

日

中
両

国
人
民

の

友

好

の

た

め
に

､

日

本

国
に

対

す
る

戦
争
賠
償
の

請
求

を

放
棄
す

る

こ

と

を

宣

言

す
る
+

と

述
べ

ら
れ

て

お

り
､

こ

の

こ

と

か

ら

も

｢

終
了
+

表

現
の

実
体

が

｢

破

棄
=

再
処
理
+

で

あ

っ

た

こ

と

は

明

ら

か

と

(

1 1
)

い

え

よ

う
｡

第
四

に
､

｢

声
明
+

で

私
の

注

目
を

び

い

た

と

こ

ろ

は
､

前

引

の

賠
償
放
棄
で

あ

る
｡

と

り

わ

け

｢

日

中

両

国

人
民

の

友

好
の

た

め
に
+

放
棄
す

る

と
い

う

く

だ

り

で

あ

る
｡

日

本
の

｢

戦

後
処

理
+

に

お

け
る

賠
償
問
題
は

そ

れ

自
体

大

き

な

課
題
で

あ
っ

た
｡

ア

メ

リ

カ

の

対
日

政

策
の

変
質
の

中
で

､

登

場
し

た

早

期
対
日

平

和

条

約
方

針
の

中
で

､

｢

ポ

宣

言
+

に

は

｢

賠
償
請
求

権
+

が

留

保
さ

れ

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

い

っ

た

ん

｢

無

賠
償
主

義
+

が

打

ち

出
さ

れ

な
が

ら
､

フ

ィ

リ

ピ

ン

な
ど
の

き

わ

め

て

強
い

要
求
に

よ

っ

て

平

和
条
約
の

中
に

復
活
し

た

の

で

あ

る
｡

た

だ
､

平
和

条

約
で

は
一

般
的
な

請
求

権
留
保
条
項
に

と

ど

ま

り
､

具
体

的

な
こ

と

は

個
々

の

国
に

ま
か

さ

れ

る

こ

と
に

お

ち
つ

く

と
い

う

経

緯
を

辿
っ

た
｡

そ

こ

で

は
､

ア

メ

リ

カ

の

極
東
政

策
の

お

も

わ

く
に

も

と
づ

く

早

期
対

日

講
和

､

日

本
復
興
の

方

針
と

､

甚

大
な

被
害
を

こ

う
む
っ

た

国
々

の

対

日

賠
償
要
求
と

が

ま
っ

こ

う
か

ら
対

立

す

る

か

た

ち

と

な
っ

た
｡

こ

こ

に

も
､

｢

戦
後

処
理
+

の

も

つ

当

事

者
性
の

有
無
に

ょ

る

大
き

な

異
同
が

表
現
さ

れ

て

い

よ

う
｡

こ

の

こ

と
を

考
慮
す

る

と
､

｢

日

中

共
同

声

明
+

が
､

一

方

で

は

厳
し
い

当
事

者
性

を

有
し
っ

つ
､

一

方
で

は

｢

両

国
人

民
の

友

好
の

た

め
に
+

賠
償
の

放
棄
を

明

言

し
て

い

る

こ

と
に

､

私
は

重

要
な

意
義
を

見
つ

け
た

い
｡

そ

こ

に

ほ
､

明

ら
か

に

日

本

側
に

大

き

な

道
義
的
責
務
が

生

じ

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

例
え

ば
､

田

中

首
相

歓

迎

宴
に

お

け
る

周
総

理
の

挨
拶
の

中
に

あ

る

｢

前
の

事
を

忘
れ

る

こ

と
な

く
､

彼
の

戒
め

と

す
る

(

=

前
事
不

忘
､

後

事
之

師
)

+

も
､

含
蓄
の

あ

る

言

葉
で

あ

る
｡

ま

た
､

｢

声
明
+

の

本

文
に

も

り
こ

ま

れ

た

｢

両

国
の

い

ず
れ

も
､

ア

ジ

ア

･

太

平

洋

地

域
に

お

い

て

覇
権
を

求
め

る
ぺ

き

で

は

な
+

い
､

と
い

う

文

革

旦
不

唆
に

富
む

も

の

が

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

す

な

わ

ち
､

｢

八
･

一

五
+

ま

で

の

日

本
は

､

明

ら
か

に

究

局
的
に

は

｢

大

東
亜

共

栄

朗
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圏
+

と
い

う
か

た

ち

で

の

｢

ア

ジ

ア
･

太

平
洋
地

域
で

の

覇
権
+

を

求

め
よ

う
と

し
て

い

た

の

で

あ

り
､

ま

た

｢

八
･

一

五
+

以

降

の

東
南
ア

ジ

ア

と
の

関
係

､

と

り

わ

け

経

済
的
関
係
は

や

は

り

覇

権
に

つ

な
が

る

も

の

と

し

て

機
能
し
っ

つ

あ

る

と
の

､

厳
し

い

批

判
に

さ

ら
さ

れ

て

い

わ

し

な
い

だ

ろ

う
か

｡

と

す

る

な

ら

ば
､

｢

覇
権
を

求
め
な
い
+

と
い

う

字
句
ほ

､

当

事
者
性
を

正

当

に

も

っ

た

｢

戦
後
処
理
+

が
､

始
め

て

指
し

示
し

た

｢

八
･

一

五
+

以

降
の

日

本
の

有
り

方

を

表
現
し
て

ほ

い

な
い

だ

ろ

う
か

｡

(

1 0
)

｢

日

中

共

同

声
明
+

の

私
の

理

解
に

つ

い

て

は
､

座
談

会

｢

『

ア

ジ

ア

新
時
代
』

へ

の

視

座

-
日

中

共

同

声

明

を

ど

う

読

み

と

る

か
+

(

加

藤
周

二

松

岡
洋

子
､

山

本

進
､

田

中
)
､

『

エ

コ

ノ
､

､

､

ス

ト
』

一

九
七

二
､

一

〇
､

一

七

号
所

収
､

で

少

し

発
言
し

て

お

い

た
｡

(

1 1
)

大

平

外

相
の

｢

終
了
+

発

言
が

､

国

際

汝
上

で

は

い

か

な

る

意

味
を

も

つ

も

の

か
､

専
門

家
の

問
で

も
っ

と

議
論
さ

れ

る

ぺ

き

だ

と

思
わ

れ

る
｡

例
え

ば
､

日

本

国

憲
法

第

九

八

条

後
段

｢

日

本

国
が

締

結
し

た

条

約
及

び

確
立

さ

れ

た

国

際

法

規
は

､

こ

れ

を

誠

実
に

遵
守

す
る

こ

と

を

必

要
と

す

る
+

と
の

関

連
を

ど

う

考
え

る

か

も

必

要
と

な

ろ

う
｡

ま

た
､

横
田

喜
三

郎
､

高
野
雄

一

窮

『

国

際
条

約

集

(

第

二

版
)

』

(

有

斐
国

､

一

九

七
三
)
､

ほ

｢

日

華

平
和

条

約
+

を

従

来

通
り

掲

げ
た

上

で
､

｢

参
考

､

日

中

共

同

声
明
+

と

し

て

あ

げ

る

だ

け
で

あ

る

が
､

果
し

て

こ

れ

で

い

い

の

で

あ

ろ

う
か

｡

少
な

く

と

も

逆
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

四

お

わ

り

に

以

上
､

き

わ

め
て

概
括
的

で

は

あ

る

が
､

私
が

ア

ジ

ア

留
学
生

と
の

接
点
で

感
じ

た

問
題
を

出
発
点

と

し

て
､

日

本
に

お

け

る

｢

八
･

一

五
+

の

と
ら

え

方

=

｢

戦
後
処

理
+

に

あ

る

種
の

検

討

を

加
え

､

そ

こ

に

侵
略

国
と
の

厳
し
い

当

事
者
性
を

欠
い

た

あ

る

種
の

虚
構
を

指
摘
し

､

そ

れ

と
の

対

比

の

中

で

｢

日

中

共

同

声

明
+

の

意
義
づ

け

を

試
み

て

み

た
｡

私
が

こ

う
し

た

作
業
を

手

掛
け
よ

う

と

思
っ

た

の

は
､

次
の

二

つ

ば
か

り

の

理

由
か

ら

で

も

あ

っ

た
｡

一

つ

ほ
､

｢

日

中
共

同

声
明
+

が

出
さ

れ

た

頃
の

受

け

と

め

方

の

中
に

､

こ

れ

で

戦
後
の

外

交
懸

案
が

一

つ

片
付
い

た

と
い

う
風

潮
や

､

さ

ら
に

は

国
際

政

治
の

流
動
化
に

重
き

を

置
い

た

見
方
が

多
す

ぎ
た

よ

う
に

思
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

前
者
の

風
潮
に

は
､

い

わ

ば

数
の

上
で

の

と

ら

え

方

は

あ
っ

て

も
､

ク

質
″

の

面
で

の

そ

れ

に

は

乏
し

か

っ

た

よ

う
に

思

え
た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

私
は

本
文

に

述
べ

た

よ

う
に

､

そ

の

も
つ

〝

質
的
な

重
み
″

に

着
目

し

た

か

っ

た

の

で

あ

る
｡

後
者
に

つ

い

て

は
､

ニ

ク

ソ

ン

訪
中
発
表
に

象

徴
さ

れ

る

国

際
政

治
の

流
動
化

現

象
が

生

み

出
し
た

と
い

う

側
面

を

全

く

香
定
す
る

も

の

で

ほ

な
い

が
､

日

本
と

し
て

は
､

や

ほ

り

∂0
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本
文
で

指
適
し

た

よ

う

な

視

点
か

ら

と

ら

え

る

こ

と

の

必

要
性
を

私

は

痛
感
し

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

二

つ

の

傾
向

は
､

や

や

も

す

る

と

日

本

自
体
の

内

面
に

迫
っ

て

来
る

歴

史
の

重

み

を

避
け
て

､

比

較
的
安
易

な

政

治
力

学
の

中
の

一

外

交
文

書
と

し

て

｢

声
明
+

を

扱
っ

て

し

ま

う

き

ら
い

を
､

私
に

強
く

感
じ

さ

せ

た

の

で

あ

る
｡

私
が

こ

う
し

た

視
点
に

立

ち

た

い

と

考
え

た

も

う
一

つ

の

理

由

は
､

日

本
の

｢

戦
後
処
理
+

の

中
で

残
さ

れ

て

い

る

も

う
一

つ

の

課
題
に

､

対

朝
鮮
と
の

関
係
が

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

対

朝

鮮

と

の

関
係
は

､

近

代
日

本
の

も
っ

た

植
民

地

支

配
の

精
算
と

い

う

意
味

で
､

対

中
国

と
の

そ

れ

に

勝
る

と
も

劣
ら

な
い

重

要
性
を

も
っ

て

い

る
｡

中
国
の

場
合
は

､

｢

ポ

宣

言
+

に

署
名

し

て

い

た

り
､

或

い

は

全

土
が

日

本
の

支

配
下

に

入
れ

ら
れ

た

わ

け
で

ほ

な
い

な

ど
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

朝

鮮
に

比
べ

て

｢

戦
後
処
理
+

に

お

け
る

当

事

者
性
に

着
目

し

た

場
合

､

よ

り

有
利
な

立

場
に

お

か

れ

て

い

た

と
い

え

よ

う
｡

ま
た

､

現

在
の

在
留
数
を

見
て

も
､

在
日

朝
鮮
人
は

六

〇
万

を

超
え

て

い

る

が
､

中
国
人
は

五

万

余
に

す

ぎ

な
い

し
､

ま

た

中

国

人
の

場
合

は
､

｢

日

韓
条
約
+

の

｢

協
定

永
住
+

制
度
に

見
る

よ

う

な
｢

韓

国
+

｢

朝

鮮
+

と
い

う
分

断
は

も

ち

込
ま

れ

て

は

い

な

か

っ

た

の

で

あ
る

｡

前
述
の

宋
斗
会

氏
の

｢

日

本

国

籍
確
認

訴
訟
+

が

す
る

ど

く

指
摘
し

て

い

る

よ

う
に

､

｢

戦
後
処

理
+

の

当

事

者

性
の

間

題
は

､

対

朝
鮮
に

つ

い

て

は
､

よ

り

深
刻
な
か

た

ち
で

残
さ

れ

て

い

る

と
い

っ

て

よ

か

ろ

う
｡

対

朝
鮮

と
の

｢

戦
後
処

理
+

は
､

ア

メ

リ

カ

の

対

ア

ジ

ア

政

策

の

下

で
､

｢

日

韓
条
約
+

と
い

う
か

た

ち
で

い

っ

た

ん

は

処

理

さ

れ

た

も

の

の
､

そ

の

虚
構
性
は

例

え

ば

｢

七
･

四

南

北

共

同

声

明
+

に

ょ

っ

て

大
き

く

露
呈

し

た

と
い

っ

て

よ

か

ろ

う
｡

ま

た
､

｢

日

韓
条
約
+

締
結
後

一

〇

年
経
た

な

い

今
日

､

結
局
は

そ

れ

が

日

韓
両

国
に

何

を

も

た

ら

し

た

か

は
､

昨
年
の

｢

金

大

中
民
事
件
+

､

そ

の

後
噴
出
し
た

韓
国
国

内
に

お

け

る

対

日

隷
属
批

判
の

高
ま

り

に

ょ

っ

て

も

明

ら
か

に

さ

れ

て

き

た
｡

残

念

な

が

ら
､

そ

れ

は

｢

八
･

一

五
+

を

正

当
に

歴
史
の

中

に

位

置
づ

け

た

｢

戦

後

処

理
+

で

な

か

っ

た

と

い

わ

ざ
る

を

え

な
い

｡

日

本

政

府
は

朝
鮮
の

分

離
独
立

を

｢

サ

条
約
+

の

発
効
に

ょ

っ

て

処
理

し
､

｢

旧

日

本

(

1 2
)

人
+

の

国
籍
離
脱
に

つ

い

て
､

｢

日

韓
併
合
な
か

り

せ

ば

朝

鮮

人

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
人
の

国
籍
を

回

復
す
る

と
の

原
状
回

復
主

義

を

と
っ

た
+

と

説

明
し

て

い

る

が

(

宋
斗

会
裁
判
に

お

け
る

国

側

の

主

張
)

､

そ

れ

が

ま
っ

た

く
の

ゴ

マ

カ

シ

で

あ

る

こ

と

は

次

の

例
を

み

る

だ

け
で

も

明

ら
か

で

あ

る
｡

言

語
を

奪
い

､

｢

創
氏

改

名
+

を

強

行
し

､

｢

内

鮮
一

体
+

を

推
進
し

た

植
民

地

政

策
=

民

族
圧

殺
政

策
か

ら

解
放
さ

れ

た

在
日

朗
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朝
鮮
人

は
､

戦
後
い

ち

早

く
母

国

語
講
習
会
に

着
手

し
､

や

が

て

民

族

教
育
を

自
力

で

営
々

と

育
て

て

き
た

｡

し

か

し
､

日

本

政

府

は
一

貫
し

て

そ

れ

を

弾
圧

し
っ

づ

け
､

未
だ

に

民

族

教
育
を

認
め

(

1 3
)

よ

う
と

し
て

い

な
い

｡

し

か

も
､

日

韓
条
約
後
の

文

部
次

官

通

達

｢

朝
鮮
人
の

み

を

収
容
す
る

教

育
施
設
の

取

扱
い

に

つ

い

て
､

+

(

一

九

六
五
･

一

二
･

二

八
)

に

お

い

て

も
､

｢

仙
､

朝
鮮
人

学
校

に

つ

い

て

は
､

学
校
教
育
法

第
一

条
に

規
定
す

る

学

校
の

目

的
に

か

ん

が

み
､

こ

れ

を

学
校

数

育
法
第

一

条
の

学
校
と

し

て

認

可

す

べ

き

で

は

な
い

こ

と
､

仰
､

朝
鮮
人

と

し

て

の

民

族

性
ま

た

は

国

民

性
を

滴
養
す
る

こ

と

を

目

的
と

す
る

朝
鮮
人

学
校
は

､

わ

が

国

の

社

会
に

と
っ

て
､

各

種
学

校
の

地

位
を

与

え
る

積
極
的
意
義
を

有
す

る

も
の

と
は

認
め

ら
れ

な
い

の

で
､

こ

れ

を

各
種
学
校
と

し

て

認
可

す
べ

き
で

は

な
い

こ

と
+

と

述
べ

て

い

る
｡

奪
わ

れ

た

民

族
性
の

回

復
を

子

女
の

教
育
に

託
す

在
日

朝
鮮
人
の

自
己

努
力
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ

う
し

た

態
度
で

臨
み

つ

つ
､

一

方
で

は

｢

原
状
回

復
主

義
+

を

主

張
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

在
日

朝
鮮
人
の

日

本

社
会
に

お

け
る

さ

ま

ざ
ま

な

差
別

と

偏
見
の

問
題
は

本

稿
の

目

的
で

は

な
い

の

で
､

別
の

機
会

に

ゆ

ず
ら

ざ

る

を

え

な

い

が
､

｢

日

中
共
同

声
明
+

の

鮨

も

つ

意
味
を

ど

う
理

解
す

る

か

を

考
え

る

時
に

､

避
け
て

通
る

こ

と

の

で

き

な
い

こ

と

で

あ

ろ

う
と
い

う
こ

と

だ

け
は

指
摘
し

て

お

き

た

い
｡

最

後
で

あ

る

が
､

こ

の

小

稿
準

備
中
に

急

逝
さ

れ

た

牧

村

松
祐

次
先

生
の

御
冥

福
を

心

か

ら
お

祈
り

し
つ

つ

筆
を

お

き

た

い
｡

拙

稿
へ

の

先

生

の

あ

の

き

び

し

い

御

叱
正

が

い

た

だ

け

な
い

の

が

心

残

り
で

あ

る
｡

(

1 2
)

在
日

朝

鮮
人

の

国

籍
問
題
の

処

理
に

関

し
て

は
､

田

中

｢

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

に

お

け
る

華
僑
の

二

重

国

籍

問
題
の

処

理

を

め

ぐ
っ

て

ー

ー
在

日

朝

鮮
人
と

の

関

連
に

お

い

て
+

(

ア

ジ

ア

経

済

研

究

所
､

東

南
ア

ジ

ア

葦

人

研

究

会
に

対

す
る

報

告
､

一

九

七

四
､

未

刊
)

に

お

い

て
､

や

や

詳
し

く

検

討
し
て

お

い

た
｡

(

1 3
)

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は
､

田

中

｢

〝

日

本

人

学

校
〟

の

死

角

-
民

族

教
育
の

内

側
と

外

側
+

､

『

朝

日
ア

ジ

ア
･

レ

ビ

ュ

ー

』

第

一

八

号

(

一

九
七

四

年
六

月

刊
)

所

収
､

で

ふ

れ
て

お

い

た
｡

(

愛
知

県

立

大

学

助

教

授
)




