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歴
史
の
偽
造
は
許
さ
れ
な
い

    
―
「
河
野
談
話
」
と
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
真
実

２
０
１
４
年
３
月
14
日　
　

日
本
共
産
党
幹
部
会
委
員
長　
　

志
位　

和
夫

・
は
じ
め
に

・「
河
野
談
話
」
が
認
め
た
事
実
、
そ
れ
へ
の
攻
撃
の
特
徴
は
何
か

・
日
本
の
司
法
に
よ
る
事
実
認
定
―
―
「
河
野
談
話
」
の
真
実
性

は
歴
史
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た

・「
軍
や
官
憲
に
よ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
記
述
は
な
か
っ
た
」

と
す
る
政
府
答
弁
書
の
撤
回
を

・
歴
史
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
誠
実
か
つ
真
摯
に
誤
り
を
認
め
、

未
来
へ
の
教
訓
と
す
る
態
度
を

志
位
委
員
長
の
一
問
一
答
か
ら
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日
本
軍
「
慰
安
婦
」
に
つ
い
て
政
府
の
見
解

を
明
ら
か
に
し
た
河
野
洋
平
官
房
長
官
談
話

（
１
９
９
３
年
８
月
４
日
、以
下
「
河
野
談
話
」）

が
国
政
の
重
大
な
焦
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、一
部
勢
力
を
中
心
に
「
河
野
談
話
」

を
攻
撃
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
お
こ
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
２
月
20
日
、
日
本
維
新
の
会
の

議
員
は
、衆
議
院
予
算
委
員
会
の
場
で
、①
「
慰

安
婦
」
を
強
制
連
行
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は

な
い
、
②
「
河
野
談
話
」
は
韓
国
人
の
元
「
慰

安
婦
」
16
人
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に

強
制
性
を
認
め
て
い
る
が
、
聞
き
取
り
調
査
の

内
容
は
ず
さ
ん
で
あ
り
、
裏
付
け
調
査
も
し
て

い
な
い

―
な
ど
と
主
張
し
、「
新
た
な
官
房

長
官
談
話
も
考
え
て
い
く
べ
き
だ
」
と
「
河
野

談
話
」
の
見
直
し
を
迫
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
攻
撃
に
た
い
し
、
本
来
な
ら
「
河

野
談
話
」
を
発
表
し
た
政
府
が
、
正
面
か
ら
反

論
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
答
弁

に
立
っ
た
菅
義
偉
官
房
長
官
は
、
そ
れ
に
反
論

す
る
ど
こ
ろ
か
、「
当
時
の
こ
と
を
検
証
し
て

み
た
い
」、「
学
術
的
観
点
か
ら
さ
ら
な
る
検
討

を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
迎
合
的

な
対
応
に
終
始
し
、
２
月
28
日
に
は
政
府
内
に

「
河
野
談
話
」
の
検
証
チ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
安
倍
晋
三

首
相
が
、
維
新
の
会
の
議
員
に
対
し
て
、「
質

問
に
感
謝
す
る
」
と
の
べ
た
と
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。

　
「
河
野
談
話
」見
直
し
論
は
、歴
史
を
偽
造
し
、

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
と
い
う
重
大
な
戦
争

犯
罪
を
お
か
し
た
勢
力
を
免
罪
し
よ
う
と
い
う

も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
見
解
で
は
、「
河
野
談
話
」
へ
の
不
当

な
攻
撃
に
反
論
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
つ
う

じ
て
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
真
実
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
す
。

（「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
る
過
程
が
「
本
人
た
ち
の

意
思
に
反
し
て
」
い
た
＝
強
制
性
が
あ
っ
た
）

　

第
４
の
事
実
。「
慰
安
所
に
お
け
る
生
活
は
、

強
制
的
な
状
況
の
下
で
の
痛
ま
し
い
も
の
で

あ
っ
た
」（「
慰
安
所
」
に
お
け
る
強
制
性
＝
強

制
使
役
の
下
に
お
か
れ
た
）

　

第
５
の
事
実
。「
戦
地
に
移
送
さ
れ
た
慰
安

婦
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
別
と
す
れ

ば
、
朝
鮮
半
島
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た

が
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
は
我
が
国
の
統
治
下
に

あ
り
、
そ
の
募
集
、
移
送
、
管
理
等
も
、
甘

言
、
強
圧
に
よ
る
等
、
総
じ
て
本
人
た
ち
の
意

思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
」（
日
本
を
別
に
す
れ

ば
、
多
数
が
日
本
の
植
民
地
の
朝
鮮
半
島
出
身

者
だ
っ
た
。
募
集
、
移
送
、
管
理
等
は
「
本
人

た
ち
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
」
＝
強
制
性

が
あ
っ
た
）

　

こ
れ
ら
の
諸
事
実
の
認
定
の
う
え
に
た
っ

て
、「
河
野
談
話
」
は
、「
本
件
は
、
当
時
の
軍

の
関
与
の
下
に
、
多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳

を
深
く
傷
つ
け
た
問
題
で
あ
る
。
政
府
は
、
こ

の
機
会
に
、
改
め
て
、
そ
の
出
身
地
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
数

多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
、
心
身
に
わ
た
り
癒
し

が
た
い
傷
を
負
わ
れ
た
す
べ
て
の
方
々
に
対
し

心
か
ら
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
申
し
上
げ

る
」
と
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史

の
真
実
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ

を
歴
史
の
教
訓
と
し
て
直
視
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

「
河
野
談
話
」
が
認
め
た
事
実
、

そ
れ
へ
の
攻
撃
の
特
徴
は
何
か

　

ま
ず
、「
河
野
談
話
」
が
認
め
た
事
実
と
は

何
か
、
見
直
し
派
に
よ
る
「
談
話
」
攻
撃
の
特

徴
は
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
見
て
い
き
ま

す
。

　
「
河
野
談
話
」
が
認
め
た

　

五
つ
の
事
実

　
「
河
野
談
話
」
は
、
１
９
９
１
年
12
月
か
ら

お
こ
な
っ
て
き
た
政
府
に
よ
る
調
査
の
結
論
だ

と
し
て
、次
の
諸
事
実
を
認
め
ま
し
た
。「
談
話
」

に
そ
の
ま
ま
沿
う
形
で
整
理
す
る
と
、
つ
ぎ
の

五
つ
の
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
１
の
事
実
。「
長
期
に
、
か
つ
広
範
な
地

域
に
わ
た
っ
て
慰
安
所
が
設
置
さ
れ
、
数
多
く

の
慰
安
婦
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
」

（「
慰
安
所
」
と
「
慰
安
婦
」
の
存
在
）

　

第
２
の
事
実
。「
慰
安
所
は
、
当
時
の
軍
当

局
の
要
請
に
よ
り
設
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

慰
安
所
の
設
置
、
管
理
及
び
慰
安
婦
の
移
送
に

つ
い
て
は
、
旧
日
本
軍
が
直
接
あ
る
い
は
間
接

に
こ
れ
に
関
与
し
た
」（「
慰
安
所
」
の
設
置
、

管
理
等
へ
の
軍
の
関
与
）

　

第
３
の
事
実
。「
慰
安
婦
の
募
集
に
つ
い
て

は
、
軍
の
要
請
を
受
け
た
業
者
が
主
と
し
て
こ

れ
に
当
た
っ
た
が
、
そ
の
場
合
も
、
甘
言
、
強

圧
に
よ
る
等
、
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
集

め
ら
れ
た
事
例
が
数
多
く
あ
り
、
更
に
、
官
憲

等
が
直
接
こ
れ
に
加
担
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
」
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わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
研
究
、
歴
史
教
育
を
通
じ

て
、こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く
記
憶
に
と
ど
め
、

同
じ
過
ち
を
決
し
て
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
固

い
決
意
を
改
め
て
表
明
す
る
」
と
の
べ
て
い
ま

す
。

　
「
慰
安
所
」
に
お
け
る
強
制
使
役

　

に
こ
そ
最
大
の
問
題
が
あ
る

　
「
河
野
談
話
」が
認
め
た
諸
事
実
の
う
ち
、「
談

話
」
見
直
し
派
が
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
も
っ
ぱ
ら
第
３
の
事
実
―
―
「
慰
安
婦
」

と
さ
れ
る
過
程
が
「
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し

て
い
た
」
＝
強
制
性
が
あ
っ
た
と
い
う
一
点
に

し
ぼ
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
「
慰
安
婦
」
を
強
制

連
行
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
い
、②
元「
慰

安
婦
」
の
証
言
に
は
裏
付
け
は
な
い
―
―
こ
う

い
っ
て
「
河
野
談
話
」
の
全
体
を
信
憑
（
し
ん

ぴ
ょ
う
）
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

攻
撃
す
る
―
―
こ
れ
が
見
直
し
勢
力
の
主
張
で

す
。

　

こ
う
し
た
攻
撃
の
手
口
そ
の
も
の
が
、
日
本

軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
本
質
を
と
ら
え
な
い
、

一
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
女
性
た
ち
が
ど
ん
な

形
で
来
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
か
り
に
本
人
の
意

思
で
来
た
に
せ
よ
、
強
制
で
連
れ
て
来
ら
れ
た

に
せ
よ
、
一
た
び
日
本
軍
「
慰
安
所
」
に
入
れ

ば
監
禁
拘
束
さ
れ
強
制
使
役
の
下
に
お
か
れ
た

―
―
自
由
の
な
い
生
活
を
強
い
ら
れ
、
強
制
的

に
兵
士
の
性
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
た
―
―
性
奴

隷
状
態
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
多
数
の
被

害
者
の
証
言
と
と
も
に
、
旧
日
本
軍
の
公
文
書

な
ど
に
照
ら
し
て
も
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

事
実
で
す
。
そ
れ
は
、「
河
野
談
話
」
が
、「
慰

安
所
に
お
け
る
生
活
は
、
強
制
的
な
状
況
の
下

で
の
痛
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
認
め
て
い

る
通
り
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
て

は
、「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
は
、
口
を
閉
ざ

し
、
語
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
事

実
こ
そ
、「
軍
性
奴
隷
制
」
と
し
て
世
界
か
ら

き
び
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
、
日
本
軍
「
慰
安

婦
」
制
度
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
ま

ず
強
調
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
う
え
で
、「
河
野
談
話
」
見
直
し
勢
力

が
主
張
す
る
、“「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
る
過
程
が

「
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
い
た
」
＝
強
制

性
が
あ
っ
た
と
い
う
「
談
話
」
の
事
実
認
定
に

は
根
拠
が
な
い
”
と
い
う
攻
撃
が
成
り
立
ち
う

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
つ
ぎ
に
検
討
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
河
野
談
話
」
に
い
た
る
経
過
を

　

無
視
し
た
「
談
話
」
攻
撃

　

こ
の
攻
撃
の
第
一
の
問
題
点
は
、「
河
野
談

話
」
に
い
た
る
経
過
を
無
視
し
た
「
談
話
」
攻

撃
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
が
、重
大
な
政
治
・

外
交
問
題
と
な
っ
た
の
は
１
９
９
０
年
か
ら
で

す
が
、
そ
れ
か
ら
１
９
９
３
年
８
月
の
「
河
野

談
話
」
に
い
た
る
経
過
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
事
実
が
確
認
で
き
ま
す
。

（
注
）こ
の
見
解
で
は
、「
河
野
談
話
」
に
い
た

　
　

る
事
実
経
過
の
検
証
な
ど
の
さ
い
に
、
河

　
　

野
洋
平
元
内
閣
官
房
長
官
と
石
原
信
雄
元

　
　

内
閣
官
房
副
長
官
の
発
言
を
引
用
し
て
い

　
　

ま
す
が
、
そ
の
出
典
は
下
記
に
記
し
た
通

　
　

り
で
す
。

（
出
典
ａ
）『
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー　

ア
ジ
ア

　
　

女
性
基
金
』（「
財
団
法
人　

女
性
の
た
め

　
　

の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」
編
集
・
発
行
）

　
　

に
収
録
さ
れ
た
河
野
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
（
２
０
０
６
年
11
月
16
日
）

（
出
典
ｂ
）
同
上
書
に
収
録
さ
れ
た
石
原
氏
の

　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
２
０
０
６
年
３
月
７
日
）

（
出
典
ｃ
）『
歴
史
教
科
書
へ
の
疑
問
』（「
日
本

　
　

の
前
途
と
歴
史
教
育
を
考
え
る
若
手
議
員

　
　

の
会
」
編
）
に
収
録
さ
れ
た
河
野
氏
の
講

　
　

演
と
質
疑
（
１
９
９
７
年
６
月
17
日
）

（
出
典
ｄ
）
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
河
野
氏

　
　

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
１
９
９
７
年
３
月
31

　
　

日
）

　

韓
国
側
か
ら
「
強
制
連
行
の

　

事
実
を
認
め
よ
」
と
の
訴
え
が

　

提
起
さ
れ
る

　

ま
ず
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
で
大
き
な

被
害
を
こ
う
む
っ
た
韓
国
か
ら
、「
強
制
連
行

の
事
実
を
認
め
よ
」
と
い
う
訴
え
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
提
起
さ
れ
ま
す
。

　
（
１
）
１
９
９
０
年
５
月
18
日
、
韓
国
の
盧

泰
愚
（
ノ
・
テ
ウ
）
大
統
領
（
当
時
）
の
来
日

を
前
に
し
て
、
韓
国
の
女
性
団
体
が
、
日
本

軍
「
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
「
日
本
当
局
の

謝
罪
と
補
償
は
必
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」と
の
共
同
声
明
を
発
表
し
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
政
府
は
、そ
の
直
後
に
国
会
で
「
慰
安
婦
」

問
題
が
議
論
に
な
っ
た
さ
い
、
軍
や
官
憲
の
関

与
を
否
定
し
、「
慰
安
婦
」
の
実
態
調
査
も
拒

否
し
ま
し
た
（
１
９
９
０
年
６
月
６
日
）。

　
（
２
）
１
９
９
０
年
10
月
17
日
、
こ
う
し
た

日
本
政
府
の
姿
勢
に
対
し
て
、
韓
国
の
主
要
な

女
性
37
団
体
が
共
同
声
明
を
発
表
し
、
つ
ぎ
の

６
項
目
か
ら
な
る
要
求
を
提
起
し
ま
す
。

 「
一
、
日
本
政
府
は
朝
鮮
人
女
性
た
ち
を
従
軍

　
　
　

慰
安
婦
と
し
て
強
制
連
行
し
た
事
実
を

　
　
　

認
め
る
こ
と

　

二
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
公
式
に
謝
罪
す
る

　
　
　

こ
と

　

三
、
蛮
行
の
す
べ
て
を
自
ら
明
ら
か
に
す
る

　
　
　

こ
と

　

四
、
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
の
た
め
に
慰
霊
碑

　
　

を
建
て
る
こ
と

　

五
、
生
存
者
や
遺
族
た
ち
に
補
償
す
る
こ
と

　

六
、
こ
う
し
た
過
ち
を
再
び
繰
り
返
さ
な
い

　
　
　

た
め
に
、
歴
史
教
育
の
中
で
こ
の
事
実

　
　
　

を
語
り
続
け
る
こ
と
」。

　
（
３
）１
９
９
１
年
８
月
14
日
、韓
国
の
元「
慰
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安
婦
」
の
一
人
で
あ
る
金
学
順
（
キ
ム
・
ハ
ク

ス
ン
）
さ
ん
が
、「
日
本
政
府
は
挺
身
（
て
い

し
ん
）
隊
〔「
慰
安
婦
」
の
こ
と
〕
の
存
在
を

認
め
な
い
。
怒
り
を
感
じ
る
」
と
し
て
、
初
め

て
実
名
で
証
言
し
ま
す
。

　

同
年
12
月
６
日
、
金
さ
ん
を
ふ
く
む
韓
国
の

元
「
慰
安
婦
」
３
人
（
の
ち
に
９
人
）
は
、「
組

織
的
、
強
制
的
に
故
郷
か
ら
引
き
は
が
さ
れ
、

逃
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
戦
場
で
、
日
本
兵
の

相
手
を
さ
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
、
日
本
政
府
を

相
手
取
っ
て
補
償
要
求
訴
訟
を
提
起
し
ま
し

た
。

　

日
本
国
内
で
も
、
市
民
団
体
や
研
究
者
に
よ

る
真
相
究
明
を
求
め
る
運
動
が
起
こ
り
ま
し

た
。

　

日
本
政
府
、「
慰
安
婦
」
に

　

政
府
（
軍
）
の
関
与
認
め
る

　

こ
う
し
た
事
態
を
う
け
、
日
本
政
府
は
、

１
９
９
１
年
12
月
か
ら
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問

題
に
つ
い
て
本
格
的
な
調
査
に
乗
り
出
し
ま

す
。

　
（
１
）
１
９
９
２
年
７
月
６
日
、
加
藤
紘
一

官
房
長
官
（
当
時
）
が
談
話
を
発
表
し
、
関
係

資
料
を
調
査
し
た
結
果
と
し
て
、「
慰
安
所
の

設
置
、慰
安
婦
の
募
集
に
当
た
る
者
の
取
締
り
、

慰
安
施
設
の
築
造
・
増
強
、
慰
安
所
の
経
営
・

監
督
、
慰
安
所
・
慰
安
婦
の
衛
生
管
理
、
慰
安

所
関
係
者
へ
の
身
分
証
明
書
等
の
発
給
等
に
つ

き
、
政
府
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
」
と
し
、「
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
筆
舌
に
尽

く
し
難
い
辛
苦
を
な
め
ら
れ
た
全
て
の
方
々
に

対
し
、
改
め
て
衷
心
よ
り
お
詫
び
と
反
省
の
気

持
ち
を
申
し
上
げ
た
い
」
と
表
明
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
加
藤
談
話
は
、「
慰
安
婦
」
問

題
で
の
政
府
（
軍
）
の
関
与
を
認
め
る
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
慰
安
所
の
経
営
・
監
督
に
か
か

わ
る
公
文
書
に
は
、「
慰
安
所
規
定
」
も
含
ま

れ
て
お
り
、「
慰
安
所
」
に
お
け
る
「
慰
安
婦
」

の
生
活
が
自
由
の
な
い
強
制
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
―
―
強
制
使
役
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ

の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
同

時
に
、
加
藤
長
官
が
、「
朝
鮮
人
女
性
の
強
制

徴
用
を
示
す
資
料
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
の
問

い
に
、「
募
集
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
資
料
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
」
と
答
え
た
こ
と
が
、「
強

制
連
行
は
否
定
」
と
報
道
さ
れ
、
談
話
へ
の
強

い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
（
２
）
こ
の
調
査
に
対
し
て
は
、
国
内
外
か

ら
「
調
査
が
不
十
分
」
と
の
批
判
が
あ
が
り
ま

す
。
と
く
に
、
韓
国
政
府
は
、
日
本
政
府
の
調

査
を
「
評
価
す
る
」
と
指
摘
す
る
一
方
、「
全

貌
を
明
か
す
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
」

と
し
て
、
①
今
後
も
日
本
政
府
に
よ
る
真
相
糾

明
へ
の
努
力
を
期
待
す
る
、
②
韓
国
政
府
と
し

て
独
自
の
調
査
報
告
書
を
発
表
す
る
―
―
と
表

明
し
ま
し
た
。

　

１
９
９
２
年
７
月
31
日
、
韓
国
政
府
は
、
元

「
慰
安
婦
」
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
も
経
て

２
０
０
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
報
告
書
（「
日
帝
下

の
軍
隊
慰
安
婦
実
態
調
査
中
間
報
告
書
」）
を

発
表
し
、
韓
国
政
府
と
し
て
「
慰
安
婦
の
募
集

方
法
」
な
ど
の
追
加
調
査
を
求
め
ま
し
た
。

　
“
強
制
性
を
立
証
す
る
日
本
側
の

　

公
文
書
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
”

　
（
１
）
こ
れ
ら
の
事
態
を
受
け
て
、
日
本
政

府
は
再
度
、
国
内
だ
け
で
な
く
国
外
ま
で
広
げ

て
「
慰
安
婦
」
問
題
の
調
査
を
す
す
め
ま
す
。

　

こ
の
再
調
査
で
は
、「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
る

過
程
で
の
強
制
性
、
す
な
わ
ち
「
本
人
の
意
思

に
反
し
て
慰
安
婦
と
さ
れ
た
」
と
い
う
事
実
を

立
証
す
る
公
文
書
を
見
つ
け
る
こ
と
が
、
大
き

な
焦
点
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
日

本
政
府
の
再
調
査
で
も
、
結
局
、
日
本
側
の
公

文
書
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
う
し
た
文
書
を
見

つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
は
、「
談
話
」
を
発
表
し
た
河
野
元
官

房
長
官
が
「
女
性
を
強
制
的
に
徴
用
し
ろ
と
い

い
ま
す
か
、
本
人
の
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
連
れ
て
こ
い
、
と
い
う
よ
う
な
命
令
書
が

あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
存
在
し

な
か
っ
た
。調
べ
た
限
り
は
存
在
し
な
か
っ
た
」

（
出
典
ｃ
）
と
の
べ
、「
談
話
」
を
と
り
ま
と
め

る
事
務
方
の
責
任
者
だ
っ
た
石
原
信
雄
元
官
房

副
長
官
が
「
通
達
と
か
指
令
と
か
い
ろ
ん
な
資

料
を
集
め
た
ん
で
す
け
ど
、
文
書
で
強
制
性
を

立
証
す
る
よ
う
な
も
の
は
出
て
こ
な
か
っ
た
ん

で
す
」（
出
典
ｂ
）
と
証
言
し
て
い
る
と
お
り

で
す
。

　
（
２
）
強
制
的
に
「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た
こ

と
を
立
証
す
る
日
本
側
の
公
文
書
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
も
、
不

自
然
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
拉
致
や
誘
拐

な
ど
の
行
為
は
、
当
時
の
国
内
法
や
国
際
法
で

も
、
明
々
白
々
な
犯
罪
行
為
で
し
た
。
政
府
で

あ
れ
、
軍
で
あ
れ
、
明
々
白
々
な
犯
罪
行
為
を

指
示
す
る
公
文
書
な
ど
を
、
作
成
す
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。
か
り
に
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
よ

う
な
文
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
敗
戦
を
む
か

え
る
な
か
で
、
他
の
戦
争
犯
罪
に
つ
な
が
る
資

料
と
と
も
に
処
分
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま

す
。

　

河
野
氏
も
「
こ
う
し
た
問
題
で
、
そ
も
そ
も

『
強
制
的
に
連
れ
て
こ
い
』
と
命
令
し
て
、『
強

制
的
に
連
れ
て
き
ま
し
た
』
と
報
告
す
る
だ
ろ

う
か
」（
出
典
ｄ
）、「
そ
う
い
う
命
令
を
し
た

と
い
う
よ
う
な
資
料
は
で
き
る
だ
け
残
し
た
く

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
軍
関
係
者
の
中
に
は

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す

か
ら
そ
う
い
う
資
料
は
処
分
さ
れ
て
い
た
と
推

定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
」（
出
典
ａ
）
と
同
様
の
認
識
を
示

し
て
い
ま
す
。

　

強
制
性
を
証
明
す
る
日
本
側
の
文
書
が
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、強
制
的
に「
慰

安
婦
」
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
成
り
立
た
な
い
議

論
で
す
。
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強
制
性
を
検
証
す
る
た
め
に
、

　

元
「
慰
安
婦
」
へ
の
聞
き
取
り

　

調
査
を
お
こ
な
う

　
（
１
）
文
書
が
見
つ
か
ら
な
い
も
と
で
、
日

本
政
府
は
、「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た
過
程
に
強

制
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
最
終
的

な
判
断
を
下
す
た
め
、
こ
こ
で
初
め
て
政
府
と

し
て
直
接
に
元
「
慰
安
婦
」
か
ら
聞
き
取
り
調

査
を
お
こ
な
う
こ
と
を
決
定
し
、
調
査
団
を
韓

国
に
派
遣
し
ま
す
。
そ
し
て
、
元
「
慰
安
婦
」

16
人
か
ら
の
直
接
の
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
元
「
慰
安
婦
」
か
ら
の
聞
き

取
り
調
査
の
目
的
は
、
強
制
的
に
「
慰
安
婦
」

に
し
た
と
い
う
日
本
側
の
公
文
書
が
発
見
さ
れ

な
い
も
と
で
、
強
制
さ
れ
た
と
い
う
主
張
が
真

実
か
ど
う
か
を
、
直
接
、
被
害
者
か
ら
聴
取
す

る
こ
と
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
し
た
。

　

聞
き
取
り
調
査
の
目
的
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
河
野
・
石
原
両
氏
の
証
言
か
ら
も
明
白

で
す
。
河
野
氏
は
、「
文
書
資
料
を
見
つ
け
る

こ
と
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
慰
安
婦

だ
っ
た
と
い
う
方
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
丁
寧

に
や
る
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
韓
国
で
聞

き
取
り
調
査
を
や
る
こ
と
に
し
た
」（
出
典
ａ
）

と
証
言
し
て
い
ま
す
。
石
原
氏
は
、「
強
制
性

を
立
証
で
き
る
よ
う
な
物
的
証
拠
」
が
な
い
も

と
で
、「
元
慰
安
婦
の
人
た
ち
に
お
会
い
し
て
、

そ
の
人
た
ち
の
話
か
ら
状
況
判
断
、
心
証
を
え

て
、
強
制
的
に
行
か
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
最
終

的
に
判
断
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
し
た
」（
出

典
ｂ
）
と
の
べ
て
い
ま
す
。

　
（
２
）
そ
し
て
元
「
慰
安
婦
」
の
人
た
ち
の

証
言
を
聞
い
た
結
果
、
日
本
政
府
は
、「
慰
安

所
」
に
お
け
る
強
制
使
役
と
と
も
に
、「
慰
安

婦
」
と
さ
れ
た
過
程
に
も
強
制
性
が
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
判
断
を
す
る
に
至
り

ま
す
。
そ
う
し
た
判
断
を
す
る
に
い
た
っ
た
事

情
に
つ
い
て
、「
談
話
」
の
と
り
ま
と
め
に
あ

た
っ
た
河
野
・
石
原
両
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

証
言
し
て
い
ま
す
。

　

河
野
氏
は
、「
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
そ
れ

は
も
う
明
ら
か
に
厳
し
い
目
に
あ
っ
た
人
で
な

け
れ
ば
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
説
明
が
次
か
ら

次
へ
と
出
て
く
る
。
そ
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
話
は
信
憑
性
が
あ
る
、
信
頼
す
る
に
十
分

足
り
る
と
い
う
ふ
う
に
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら

見
て
も
そ
う
言
え
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
」（
出
典
ａ
）
と
の
べ
て
い
ま
す
。

　

石
原
氏
は
、「
そ
の
報
告
の
内
容
か
ら
、
明

ら
か
に
本
人
の
意
に
反
し
て
連
れ
て
行
か
れ
た

人
、
だ
ま
さ
れ
た
人
、
普
通
の
女
子
労
働
者
と

し
て
募
集
が
あ
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
が
慰
安
所

に
連
れ
て
行
か
れ
た
と
い
う
人
、
そ
れ
か
ら
い

や
だ
っ
た
ん
だ
が
、
朝
鮮
総
督
府
の
巡
査
が
来

て
、
ど
う
し
て
も
何
人
か
出
し
て
く
れ
と
割
り

当
て
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
脅
し
と
い
う

か
、
圧
力
が
あ
っ
て
、
断
れ
な
か
っ
た
と
い
う

よ
う
な
人
が
い
た
。
何
人
か
そ
う
い
う
人
が
い

た
の
で
、
総
合
判
断
と
し
て
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
そ
の
意
に
反
し
て
慰
安
婦
と
さ
れ
た
人
た
ち

が
一
六
人
の
な
か
に
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
と
い
う
報
告
を
調
査
団
の
諸
君
か
ら
受

け
た
わ
け
で
す
。
総
理
も
官
房
長
官
も
一
緒
に

そ
の
話
を
聞
い
た
ん
で
す
。
結
局
私
ど
も
は
、

通
達
と
か
指
令
と
か
と
い
う
文
書
的
な
も
の
、

強
制
性
を
立
証
で
き
る
よ
う
な
物
的
証
拠
は
見

つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
慰
安

婦
と
さ
れ
た
人
た
ち
一
六
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の

結
果
は
、ど
う
考
え
て
も
、こ
れ
は
作
り
話
じ
ゃ

な
い
、
本
人
が
そ
の
意
に
反
し
て
慰
安
婦
と
さ

れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
、あ
の
『
河
野
談
話
』
に
な
っ
た
わ
け
で
す
」

（
出
典
ｂ
）
と
の
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、「
河
野
談
話
」
で
は
、
朝
鮮
半

島
で
は
「（
慰
安
婦
の
）
募
集
、
移
送
、
管
理

等
も
、
甘
言
、
強
圧
に
よ
る
等
、
総
じ
て
本
人

た
ち
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
」
こ
と
が
明

記
さ
れ
、「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
る
過
程
で
も
「
本

人
た
ち
の
意
思
に
反
し
」
た
＝
強
制
性
が
あ
っ

た
こ
と
を
、認
め
る
に
至
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、

他
の
証
言
記
録
や
資
料
も
参
照
し
た
上
で
、
全

体
状
況
と
し
て
は
、「
慰
安
婦
の
募
集
に
つ
い

て
は
、
軍
の
要
請
を
受
け
た
業
者
が
主
と
し
て

こ
れ
に
当
た
っ
た
が
、
そ
の
場
合
も
、
甘
言
、

強
圧
に
よ
る
等
、
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て

集
め
ら
れ
た
例
が
数
多
く
あ
り
、
更
に
、
官
憲

等
が
直
接
こ
れ
に
加
担
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
」

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
の
で
す
。

　
「
河
野
談
話
」
の
作
成
は
、
も
ち
ろ
ん
河
野

氏
個
人
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
当
時
の
総
理
大

臣
、
官
房
長
官
、
官
房
副
長
官
、
外
務
省
、
厚

生
省
、
労
働
省
な
ど
関
係
省
庁
な
ど
が
集
団
的

に
検
討
・
推
敲
（
す
い
こ
う
）
し
、
内
閣
の
責

任
で
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、河
野
・

石
原
両
氏
が
証
言
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

元
「
慰
安
婦
」
証
言
か
ら

　

強
制
性
の
認
定
を
お
こ
な
っ
た

　
「
河
野
談
話
」
の
判
断
は
公
正
で

　

正
当
な
も
の

　
（
１
）「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
は
、
元
「
慰

安
婦
」
の
証
言
に
つ
い
て
、「
裏
付
け
調
査
を

し
て
い
な
い
」
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
問
題
視
し

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
聞
き
取
り
調
査
の
目
的

を
理
解
し
な
い
、
た
め
に
す
る
議
論
で
す
。

　

す
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、元
「
慰
安
婦
」

に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
の
目
的
は
、
日
本
軍

「
慰
安
婦
」
制
度
に
お
い
て
、女
性
た
ち
が
「
慰

安
婦
」
と
さ
れ
た
過
程
に
強
制
性
が
あ
っ
た
か

否
か
と
い
う
こ
と
を
最
大
の
焦
点
と
し
て
、
そ

の
実
態
と
真
相
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し

た
。

　

そ
れ
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
言
の
よ
う

に
、
個
別
具
体
的
な
犯
罪
行
為
を
特
定
し
て
裁

く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
証
言
の
よ
う

に
個
々
の
被
害
事
実
を
認
定
し
て
賠
償
さ
せ
る



6

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

16
人
の
元
「
慰
安
婦
」
の
聞
き
取
り
調
査
は
、

「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た
方
か
ら
直
接
に
話
を
聞

く
こ
と
で
、「
意
思
に
反
し
て
慰
安
婦
と
さ
れ

た
」
と
い
う
訴
え
に
真
実
性
が
あ
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
を
最
大
の
目
的
に
し

て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
十

分
に
確
信
を
も
っ
て
強
制
性
を
判
断
で
き
る
証

言
を
得
た
と
い
う
の
が
聞
き
取
り
調
査
だ
っ
た

の
で
す
か
ら
、「
裏
付
け
調
査
」
な
ど
、
も
と

よ
り
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
（
２
）
も
と
も
と
、
元
「
慰
安
婦
」
の
聞
き

取
り
調
査
に
つ
い
て
、「
裏
付
け
調
査
を
し
て

い
な
い
」
と
か
、
証
言
に
「
間
違
い
が
あ
る
」、

「
信
憑
性
に
疑
問
が
あ
る
」
な
ど
の
批
判
は
、

い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
批
判
に
た
い
し
て
は
、
当
事
者
で
あ
る

河
野
氏
が
、
す
で
に
１
９
９
７
年
の
段
階
で
お

こ
な
っ
た
一
連
の
発
言
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
ま
す
。

　
「
半
世
紀
以
上
も
前
の
話
だ
か
ら
、
そ
の
場

所
と
か
、
状
況
と
か
に
記
憶
違
い
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
一
人
の
女
性

の
人
生
で
あ
れ
だ
け
大
き
な
傷
を
残
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
傷
そ
の
も
の
の
記
憶
が
間
違
っ
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
に
聞
き
取
り

調
査
の
証
言
を
読
め
ば
、
被
害
者
で
な
け
れ
ば

語
り
得
な
い
経
験
だ
と
わ
か
る
」（
出
典
ｄ
）。

　
「
局
部
的
に
は
思
い
違
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
こ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
、
場
所
が
違
っ
て
や
し
な
い
か
と

か
、
何
が
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
し

て
も
、
大
筋
に
お
い
て
経
験
が
な
け
れ
ば
、
体

験
が
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
を
証
言
で
き
な

い
と
思
え
る
部
分
と
い
う
の
は
、
非
常
に
あ
っ

ち
こ
っ
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し

て
い
ま
す
」（
出
典
ｃ
）。

　
「
私
は
そ
の
証
言
を
全
部
拝
見
を
し
ま
し
た
。

『
そ
の
証
言
に
は
間
違
い
が
あ
る
』
と
い
う
指

摘
を
さ
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も

被
害
者
と
し
て
、
被
害
者
で
な
け
れ
ば
到
底
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
証
言
と
い
う

も
の
が
そ
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
く
見

る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

…
…
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
慰
安
所

が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
慰
安
婦
と
言
わ
れ
る
人
た

ち
が
そ
こ
で
働
い
て
い
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ

は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
慰
安
婦

の
輸
送
に
つ
い
て
軍
が
様
々
な
形
で
関
与
し
た

と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
も
ま
た
資
料
の
中
で
指

摘
を
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
状
況
下
で
も
う
一
つ
は
、
…
…
当

時
の
社
会
情
勢
の
中
で
軍
が
持
っ
て
い
る
非
常

に
圧
倒
的
な
権
力
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
。

他
方
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
る
方
々
か
ら
の
証
言
と
い
う
も
の
を
聞
い

て
み
て
も
、
そ
れ
は
も
う
明
ら
か
に
被
害
者
で

な
け
れ
ば
言
え
な
い
よ
う
な
証
言
と
い
う
も
の

が
聞
か
れ
た
。
等
々
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断

を
す
れ
ば
、こ
れ
は
そ
う
し
た
こ
と
（
強
制
性
）

が
な
か
っ
た
と
は
到
底
言
え
な
い
。
む
し
ろ
そ

う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
判
断
を

し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
出
典
ｃ
）。

　

河
野
氏
は
、
か
り
に
個
々
に
は
「
局
部
的
に

思
い
違
い
」
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
16
人

の
元
「
慰
安
婦
」
の
証
言
の
全
体
と
当
時
の
資

料
等
を
「
総
合
的
に
判
断
」
す
る
な
ら
ば
、
日

本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
に
お
い
て
、「
慰
安
婦
」

と
さ
れ
る
過
程
で
強
制
性
が
存
在
し
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
事
実
だ
と
の
認
定
を
お
こ
な
っ

た
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
当
然
の
責
任
あ
る
判
断
で
す
。
当
時

の
政
府
が
、「
河
野
談
話
」
に
お
い
て
、
こ
う

し
た
立
場
に
た
っ
て
認
定
を
お
こ
な
っ
た
こ
と

は
、
公
正
で
正
当
な
も
の
で
し
た
。

日
本
の
司
法
に
よ
る
事
実
認
定

―
「
河
野
談
話
」
の
真
実
性
は

歴
史
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た

　
「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
の
攻
撃
の
第
二
の

問
題
点
は
、「
談
話
」
が
発
表
さ
れ
て
以
降
の

20
年
余
、「
談
話
」
の
真
実
性
を
裏
付
け
る
無

数
の
証
拠
が
次
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
一
切
無
視
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

加
害
国
で
あ
る
日
本
の

　

司
法
に
よ
る
事
実
認
定

　

証
拠
は
、
被
害
者
の
証
言
、
加
害
者
側
の
証

言
・
記
録
、
内
外
の
公
文
書
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な

か
で
も
、
加
害
国
で
あ
る
日
本
の
司
法
に
よ
る

事
実
認
定
は
、
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
も
っ
て

い
ま
す
。

　

各
国
の
元
「
慰
安
婦
」
が
、
日
本
政
府
を
被

告
と
し
て
謝
罪
と
賠
償
を
求
め
た
裁
判
は
、
つ

ぎ
の
10
件
に
の
ぼ
り
ま
す
。

１
、「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
韓
国
人
犠
牲
者
補

　
　

償
請
求
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
１
年
、　

　
　

原
告
９
人
）。

２
、「
釜
山
『
従
軍
慰
安
婦
』・
女
子
勤
労
挺
身

　
　

隊
公
式
謝
罪
等
請
求
訴
訟
」（
提
訴
年　

　
　

１
９
９
２
年
、
原
告
３
人
）。
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３
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
『
従
軍
慰
安
婦
』
国
家
補

　
　

償
請
求
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
３
年
、　

　
　

原
告
46
人
）。

４
、「
在
日
韓
国
人
元
『
従
軍
慰
安
婦
』
謝
罪
・

　
　

補
償
請
求
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
３
年
、

　
　

原
告
１
人
）。

５
、「
オ
ラ
ン
ダ
人
元
捕
虜
・
民
間
抑
留
者
損

　
　

害
賠
償
請
求
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
４

　
　

年
、
原
告
１
人
）。

６
、「
中
国
人
『
慰
安
婦
』
損
害
賠
償
請
求
訴

　
　

訟
（
第
一
次
）」（
提
訴
年
１
９
９
５
年
、

　
　

原
告
４
人
）。

７
、「
中
国
人
『
慰
安
婦
』
損
害
賠
償
請
求
訴

　
　

訟
（
第
二
次
）」（
提
訴
年
１
９
９
６
年
、

　
　

原
告
２
人
）。

８
、「
山
西
省
性
暴
力
被
害
者
損
害
賠
償
等
請

　
　

求
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
８
年
、
原
告

　
　

10
人
）。

９
、「
台
湾
人
元
『
慰
安
婦
』
謝
罪
請
求
・
損

　
　

害
賠
償
訴
訟
」（
提
訴
年
１
９
９
９
年
、　

　
　

原
告
９
人
）。

10
、「
海
南
島
戦
時
性
暴
力
被
害
賠
償
請
求
訴

　
　

訟
」（
提
訴
年
２
０
０
１
年
、原
告
８
人
）。

（
注
）原
告
数
は
、「
慰
安
婦
」
被
害
者
・
そ
の

　
　

遺
族
・
訴
訟
承
継
人
の
数
で
、
そ
の
他
の

　
　

原
告
は
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
原
告

　
　

の
数
は
、
２
次
、
３
次
の
提
訴
分
も
含
み

　
　

ま
す
が
、「
中
国
人
『
慰
安
婦
』
損
害
賠

　
　

償
請
求
訴
訟
」
以
外
は
一
つ
の
判
決
に
ま

　
　

と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
合
計
し
て
い
ま

　
　

す
。

　

こ
れ
ら
の
裁
判
の
結
論
は
、
い
ず
れ
も
原
告

の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
も
の
と
は
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
10
件
の
裁
判
の
う
ち
８
件
の

裁
判
（
上
記
裁
判
の
う
ち
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
『
従

軍
慰
安
婦
』
国
家
補
償
請
求
訴
訟
」、「
台
湾
人

元
『
慰
安
婦
』
謝
罪
請
求
・
損
害
賠
償
訴
訟
」

を
の
ぞ
く
８
件
の
裁
判
）
の
判
決
で
は
、元
「
慰

安
婦
」
た
ち
の
被
害
の
実
態
を
詳
し
く
事
実
認

定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
一
連
の
判
決
は
、「
河
野
談
話
」

が
認
め
た
、「
慰
安
所
」へ
の
旧
日
本
軍
の
関
与
、

「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
強
制
性
、

「
慰
安
所
」
に
お
け
る
強
制
使
役
な
ど
を
、
全

面
的
に
裏
付
け
る
事
実
認
定
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。
加
害
国
で
あ
る
日
本
の
裁
判
所
が
、
厳

格
な
証
拠
調
べ
を
お
こ
な
っ
た
結
果
認
定
し
て

い
る
事
実
認
定
は
、特
別
の
重
さ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
が
声
高
に

叫
ぶ
「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張

を
打
ち
砕
く
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
河
野
談
話
」
が
認
め
た
五
つ
の

　

事
実
の
す
べ
て
が「
事
実
と
証
拠
」

　

に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た

　

一
連
の
判
決
の
中
で
は
、
事
実
認
定
は
、
①

事
件
の
「
背
景
事
情
」
と
、
②
「
各
原
告
の
被

害
事
実
」
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
事
件
の
「
背
景
事
情
」
に
つ
い
て
、
一

連
の
裁
判
の
判
決
は
、「
河
野
談
話
」
が
認
め

た
事
実
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
る
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、韓
国
人
元
「
慰
安
婦
」

た
ち
が
提
起
し
た
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
韓
国

人
犠
牲
者
補
償
請
求
訴
訟
」
に
お
け
る
東
京
高

裁
判
決
（
２
０
０
３
年
７
月
22
日
）
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
の
べ
て
い
ま
す
。

　
「
本
件
の
背
景
事
情
の
う
ち
争
い
の
な
い
事

実
と
証
拠
（
…
…
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が

認
め
ら
れ
る
。

　

ア
、
旧
日
本
軍
に
お
い
て
は
、
昭
和
７
年

（
１
９
３
２
年
）
の
い
わ
ゆ
る
上
海
事
変
の
後

こ
ろ
か
ら
、
醜
業
を
目
的
と
す
る
軍
事
慰
安
所

（
以
下
単
に『
慰
安
所
』と
い
う
。）が
設
置
さ
れ
、

そ
の
こ
ろ
か
ら
終
戦
時
ま
で
、
長
期
に
、
か
つ

広
範
な
地
域
に
わ
た
り
、慰
安
所
が
設
置
さ
れ
、

数
多
く
の
軍
隊
慰
安
婦
が
配
置
さ
れ
た
。
…
…

　

イ
、
軍
隊
慰
安
婦
の
募
集
は
、
旧
日
本
軍
当

局
の
要
請
を
受
け
た
経
営
者
の
依
頼
に
よ
り
、

斡
旋
業
者
が
こ
れ
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
戦
争

の
拡
大
と
と
も
に
軍
隊
慰
安
婦
の
確
保
の
必
要

性
が
高
ま
り
、
業
者
ら
は
甘
言
を
弄
し
、
あ
る

い
は
詐
欺
脅
迫
に
よ
り
本
人
た
ち
の
意
思
に
反

し
て
集
め
る
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
、
官
憲
が

こ
れ
に
加
担
す
る
な
ど
の
事
例
も
見
ら
れ
た
。

　

戦
地
に
移
送
さ
れ
た
軍
隊
慰
安
婦
の
出
身
地

は
、
日
本
を
除
け
ば
、
朝
鮮
半
島
出
身
者
が
大

き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。

　

ウ
、
旧
日
本
軍
は
、
業
者
と
軍
隊
慰
安
婦
の

輸
送
に
つ
い
て
、
特
別
に
軍
属
に
準
じ
て
渡
航

許
可
を
与
え
、
ま
た
、
日
本
国
政
府
は
軍
隊
慰

安
婦
に
身
分
証
明
書
の
発
給
を
行
っ
て
い
た
。

　

エ
、
慰
安
所
の
多
く
は
、
旧
日
本
軍
の
開
設

許
可
の
下
に
民
間
業
者
に
よ
り
経
営
さ
れ
て
い

た
が
、
一
部
地
域
に
お
い
て
は
旧
日
本
軍
に
よ

り
直
接
経
営
さ
れ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
。
民
間

業
者
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
旧
日
本
軍
が
慰
安

所
の
施
設
を
整
備
し
た
り
、
慰
安
所
の
利
用
時

間
、
利
用
料
金
、
利
用
に
際
し
て
の
注
意
事
項

等
を
定
め
た
慰
安
所
規
定
を
定
め
、
軍
医
に
よ

る
衛
生
管
理
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
旧
日
本
軍
に

よ
る
慰
安
所
の
設
置
、
運
営
、
維
持
及
び
管
理

へ
の
直
接
関
与
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
軍
隊
慰
安
婦
は
、
戦
地
で
は
常
時
旧

日
本
軍
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
旧
日
本
軍
と
と

も
に
行
動
さ
せ
ら
れ
た
。
…
…
」。

　

こ
の
よ
う
に
判
決
文
は
、「
河
野
談
話
」
が

認
定
し
た
五
つ
の
事
実
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
つ
い

て
、
裁
判
を
つ
う
じ
て
の
「
争
い
の
な
い
事
実

と
証
拠
」
に
も
と
づ
い
て
、
事
実
認
定
し
て
い

ま
す
。

　

被
害
者
の
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て

　

詳
細
な
事
実
認
定
が
お
こ
な
わ
れ

　

た

　

一
連
の
判
決
は
、「
各
自
の
事
実
経
過
」
と

し
て
、
元
「
慰
安
婦
」
が
被
っ
た
被
害
に
つ
い

て
、
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
詳
細
な
事
実
認
定

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
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八
つ
の
裁
判
の
判
決
で
、
被
害
を
事
実
認
定

さ
れ
て
い
る
女
性
は
35
人
に
の
ぼ
り
ま
す
。
内

訳
は
韓
国
人
10
人
、
中
国
人
24
人
、
オ
ラ
ン
ダ

人
１
人
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
被
害
に
関
す
る

事
実
認
定
は
、
読
み
通
す
こ
と
に
大
き
な
苦
痛

を
感
じ
る
、
た
い
へ
ん
残
酷
か
つ
悲
惨
な
、
生

な
ま
し
い
事
実
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

特
徴
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
確
認

で
き
ま
す
。

　
（
１
）
35
人
の
被
害
者
全
員
が
強
制
的
に
「
慰

安
婦
」
に
さ
せ
ら
れ
た
と
事
実
認
定
し
た

　

八
つ
の
裁
判
の
判
決
で
は
、
35
人
全
員
に
つ

い
て
、「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た
過
程
が
「
そ
の

意
に
反
し
て
い
た
」
＝
強
制
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
定
し
て
い
ま
す
。「
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た

年
齢
に
つ
い
て
は
、
裁
判
記
録
で
確
認
で
き
る

も
の
だ
け
で
も
、
35
人
の
う
ち
26
人
が
10
代
の

未
成
年
で
し
た
。

　

韓
国
人
の
被
害
者
の
ケ
ー
ス
。
甘
言
な
ど
詐

欺
に
よ
る
も
の
と
と
も
に
、
強
圧
を
も
ち
い
て

の
強
制
的
な
連
行
の
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
韓
国

人
犠
牲
者
補
償
請
求
訴
訟
」
の
東
京
高
裁
判
決

（
２
０
０
３
年
７
月
22
日
）、「
釜
山
『
従
軍
慰

安
婦
』・
女
子
勤
労
挺
身
隊
公
式
謝
罪
等
請
求

訴
訟
」
の
広
島
高
裁
判
決
（
２
０
０
１
年
３
月

29
日
）
で
認
定
さ
れ
た
個
々
の
被
害
事
実
の
う

ち
、
４
名
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
し

ま
す
。（〈　

〉
内
は
引
用
者
）。

●
「
帰
宅
す
る
途
中
、
釜
山
駅
近
く
の
路
地
で

日
本
人
と
朝
鮮
人
の
男
性
二
人
に
呼
び
止
め
ら

れ
、『
倉
敷
の
軍
服
工
場
に
お
金
を
稼
ぎ
に
行

か
な
い
か
。』
と
言
わ
れ
、
承
諾
も
し
な
い
う

ち
に
、
船
に
押
し
乗
せ
ら
れ
て
ラ
バ
ウ
ル
に
連

行
さ
れ
た
」。

●
「『
日
本
人
の
紹
介
す
る
い
い
働
き
口
が
あ

る
』
と
聞
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
日
本
人
と
朝

鮮
人
に
、
芙
江
か
ら
京
城
、
天
津
を
経
て
〈
中

国
各
地
の
慰
安
所
に
〉
連
れ
て
行
か
れ
た
」。

●
「
日
本
人
と
朝
鮮
人
が
来
て
、『
日
本
の
工

場
に
働
き
に
行
け
ば
、
一
年
も
す
れ
ば
嫁
入
り

支
度
も
で
き
る
。』
と
持
ち
か
け
ら
れ
、
断
っ

た
も
の
の
、
強
制
的
に
ラ
ン
グ
ー
ン
に
連
れ
て

行
か
れ
、
慰
安
所
に
入
れ
ら
れ
〈
た
〉」。

●
「
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
青
年
か
ら
『
金
儲
け

が
で
き
る
仕
事
が
あ
る
か
ら
つ
い
て
こ
な
い

か
。』
と
誘
わ
れ
て
、
こ
れ
に
応
じ
た
と
こ
ろ
、

釜
山
か
ら
船
と
汽
車
で
上
海
ま
で
連
れ
て
行
か

れ
、
窓
の
な
い
30
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
部
屋
に
区

切
ら
れ
た
『
陸
軍
部
隊
慰
安
所
』
と
い
う
看
板

が
掲
げ
ら
れ
た
長
屋
の
一
室
に
入
れ
ら
れ
た
」。

　

中
国
人
の
被
害
者
の
ケ
ー
ス
。
そ
の
す
べ
て

に
つ
い
て
、
日
本
軍
人
に
よ
る
暴
力
を
用
い
て

の
文
字
通
り
の
強
制
連
行
が
認
定
さ
れ
て
い
ま

す
。「
中
国
人
『
慰
安
婦
』
損
害
賠
償
請
求
訴

訟
（
第
一
次
）」
の
東
京
高
裁
判
決
（
２
０
０
４

年
12
月
15
日
）
が
認
定
し
た
４
名
の
被
害
事
実

に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
し
ま
す
。

●
「
日
本
軍
兵
士
に
よ
っ
て
自
宅
か
ら
日
本
軍

の
駐
屯
地
の
あ
っ
た
進
圭
村
に
拉
致
・
連
行
さ

れ
、
駐
屯
地
内
の
ヤ
オ
ド
ン
（
岩
山
の
横
穴
を

利
用
し
た
住
居
。
転
じ
て
、
横
穴
を
穿
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
煉
瓦
や
石
を
積
み
重
ね
て
造
っ

た
建
物
も
指
す
。）
に
監
禁
さ
れ
た
」。

●
「
３
人
の
中
国
人
と
３
人
の
武
装
し
た
日
本

軍
兵
士
ら
に
よ
っ
て
無
理
や
り
自
宅
か
ら
連
れ

出
さ
れ
、
銃
底
で
左
肩
を
強
打
さ
れ
た
り
、
後

ろ
手
に
両
手
を
縛
ら
れ
る
な
ど
し
て
抵
抗
を
排

除
さ
れ
た
上
、
進
圭
村
に
あ
る
日
本
軍
駐
屯
地

に
拉
致
・
連
行
さ
れ
、
ヤ
オ
ド
ン
の
中
に
監
禁

さ
れ
た
」。

●
「
日
本
軍
が
襲
い
、
…
…
銃
底
で
左
腕
を
殴

ら
れ
た
り
、
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
り
し
て
進
圭

村
に
連
行
さ
れ
、
一
軒
の
民
家
に
監
禁
さ
れ

た
」。

●
「
日
本
軍
兵
士
に
よ
っ
て
強
制
的
に
進
圭
村

の
日
本
軍
駐
屯
地
に
拉
致
・
連
行
さ
れ
、
日
本

軍
兵
士
な
ど
か
ら
『
夫
の
居
場
所
を
吐
け
』
な

ど
と
尋
問
さ
れ
た
り
、
何
回
も
殴
打
さ
れ
る

な
ど
し
た
上
、
ヤ
オ
ド
ン
の
中
に
監
禁
さ
れ

〈
た
〉」。

　
（
２
）「
慰
安
所
」
で
の
生
活
は
、

　

文
字
通
り
の
「
性
奴
隷
」
と
し
て

　

の
悲
惨
極
ま
る
も
の
だ
っ
た

　

被
害
者
の
女
性
た
ち
が
、「
慰
安
所
」
に
入

れ
ら
れ
た
後
の
生
活
は
、
一
切
の
自
由
を
奪
わ

れ
る
状
況
の
も
と
で
、
連
日
に
わ
た
っ
て
多
数

の
軍
人
相
手
の
性
行
為
を
強
要
さ
れ
る
と
い

う
、
文
字
通
り
の
「
性
奴
隷
」
と
し
て
の
悲
惨

極
ま
り
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、
35
人
の
一

人
ひ
と
り
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
事
実
認
定
さ

れ
て
い
ま
す
。「
慰
安
所
」
で
の
生
活
は
、
性

行
為
の
強
要
だ
け
で
な
く
、
殴
打
な
ど
野
蛮
な

暴
力
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
３
）
被
害
者
は
、
肉
体
的
・

　

精
神
的
に
深
い
傷
を
負
い
、

　

生
涯
に
わ
た
る
後
遺
症
に

　

苦
し
ん
で
い
る

　

被
害
者
の
女
性
た
ち
が
、「
慰
安
所
」
で
の

虐
待
に
よ
っ
て
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
深
い
傷

を
負
い
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
後
遺
症
に
苦
し
ん

で
い
る
事
実
も
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の

女
性
た
ち
が
、
戦
後
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま

で
、「
慰
安
所
」
で
の
虐
待
に
よ
っ
て
、
不
妊
、

さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
障
害
、
重
度
の
心
的
外
傷

後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）
な
ど
に
苦
し

め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
個
々
の
事
実
認
定
は
、「
河
野
談

話
」
が
認
め
た
「
甘
言
、
強
圧
に
よ
る
等
、
本

人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
」
慰
安
婦
と
さ
れ
た

こ
と
、「
官
憲
等
が
直
接
こ
れ
に
加
担
し
た
こ

と
」、「
慰
安
所
に
お
け
る
生
活
は
、
強
制
的
な

状
況
の
下
で
の
痛
ま
し
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
」

を
、
否
定
で
き
な
い
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
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て
、
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
は
、
日
本
の
司
法

に
よ
る
こ
う
し
た
事
実
認
定
を
前
に
し
て
も
な

お
、「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」、「
強
制
的
に『
慰

安
婦
』
と
さ
れ
た
と
い
う
主
張
に
は
根
拠
が
な

い
」
と
言
い
張
る
つ
も
り
で
し
ょ
う
か
。

　

国
家
的
犯
罪
と
し
て
断
罪
さ
れ
る

　

べ
き
反
人
道
的
行
為
と
の
告
発
が

　

日
本
の
司
法
に
よ
る
判
決
は
、
個
々
の
被
害

事
実
を
認
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
強
制
が
国
家
的
犯
罪
と
し
て
断

罪
さ
れ
る
べ
き
反
人
道
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
告
発
し
て
い
ま
す
。

　
「
甘
言
、
強
圧
等
に
よ
り
本
人
の
意
思
に
反

し
て
慰
安
所
に
連
行
し
、
さ
ら
に
、
旧
軍
隊
の

慰
安
所
に
対
す
る
直
接
的
、間
接
的
関
与
の
下
、

政
策
的
、
制
度
的
に
旧
軍
人
と
の
性
交
を
強
要

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
二
〇
世
紀
半

ば
の
文
明
的
水
準
に
照
ら
し
て
も
、
極
め
て
反

人
道
的
か
つ
醜
悪
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
流
国
を
標
榜
す
る

帝
国
日
本
が
そ
の
国
家
行
為
に
お
い
て
加
担
す

べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
」「
従
軍
慰
安
婦
制

度
が
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
ス
の
蛮
行
に
も
準
ず
べ
き

重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
慰

安
婦
と
さ
れ
た
多
く
の
女
性
の
被
っ
た
損
害
を

放
置
す
る
こ
と
も
ま
た
新
た
に
重
大
な
人
権
侵

害
を
引
き
起
こ
す
…
…
」（「
釜
山
『
従
軍
慰
安

婦
』・
女
子
勤
労
挺
身
隊
公
式
謝
罪
等
請
求
訴

訟
」、
山
口
地
裁
下
関
支
部
判
決
、
１
９
９
８

年
４
月
27
日
）。

　
「
被
害
者
原
告
ら
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
日

本
兵
に
よ
る
強
姦
等
の
所
業
は
、
そ
れ
が
日
中

戦
争
と
い
う
戦
時
下
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
著
し
く
常
軌
を
逸
し
た

卑
劣
な
蛮
行
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
被
害
者
原

告
ら
が
被
っ
た
精
神
的
被
害
が
限
り
な
く
甚
大

で
、
原
告
ら
主
張
の
と
お
り
耐
え
難
い
も
の
で

あ
っ
た
と
推
認
す
る
に
難
く
は
な
く
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
被
害
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
同
胞

か
ら
い
わ
れ
の
な
い
侮
蔑
、
差
別
な
ど
を
受
け

た
こ
と
も
、
国
籍
・
民
族
の
違
い
を
超
え
て
、

当
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
優
に
認
め
得
る
こ
と

が
で
き
〈
る
〉
…
…
」（「
山
西
省
性
暴
力
被
害

者
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
」、
東
京
地
裁
判
決
、

２
０
０
３
年
４
月
24
日
）。

　
「
極
め
て
反
人
道
的
か
つ
醜
悪
な
行
為
」、「
ナ

チ
ス
の
蛮
行
に
も
準
ず
べ
き
重
大
な
人
権
侵

害
」、「
著
し
く
常
軌
を
逸
し
た
卑
劣
な
蛮
行
」

―
―
日
本
の
司
法
に
よ
る
判
決
で
の
こ
の
よ
う

な
峻
烈
（
し
ゅ
ん
れ
つ
）
な
断
罪
は
、
き
わ
め

て
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
で
す
。

　
「
河
野
談
話
」
の
真
実
性
は
、

　

い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
と
な
っ
た

　

元
「
慰
安
婦
」
が
提
起
し
た
一
連
の
裁
判
の

判
決
の
意
義
に
つ
い
て
、
河
野
元
官
房
長
官
は

次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま
す
。

　
「
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
か
、
四
年

（
一
九
九
二
）
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦

と
言
わ
れ
た
人
た
ち
が
、
日
本
へ
来
て
訴
訟
を

起
こ
す
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
訴
訟
裁
判
で
事
実

関
係
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
や
り
と
り
が
あ

る
。
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
高
裁
の
判

決
が
出
て
、
最
高
裁
に
上
告
さ
れ
て
最
高
裁
は

そ
れ
を
棄
却
す
る
わ
け
で
す
ね
。
棄
却
す
る
と

結
局
高
裁
の
判
断
が
最
終
的
な
判
断
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
高
裁
の
判
断
の

裁
判
長
の
説
明
の
中
に
、
補
償
す
る
こ
と
は
も

う
な
い
、
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
し
、
両

国
関
係
に
お
い
て
条
約
的
な
処
理
が
な
さ
れ
て

い
る
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
に
補
償
を
出
す

こ
と
は
な
い
と
い
う
判
断
で
す
が
、
こ
の
人
が

従
軍
慰
安
婦
と
し
て
ど
の
く
ら
い
の
苦
し
み
を

受
け
た
か
と
い
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
高

裁
が
全
部
認
定
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
最
高
裁
が
上
告
を
棄
却
し
て
戻
す
わ
け
で

す
か
ら
、
私
は
日
本
の
司
法
は
そ
の
部
分
に
つ

い
て
は
認
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
。
そ
の
高
裁
の
判
決
文
を
読
む
と
、
…
…

数
人
の
慰
安
婦
と
言
わ
れ
る
原
告
が
自
分
の
経

験
を
述
べ
て
お
ら
れ
て
、
そ
の
こ
と
が
判
決
文

に
み
な
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
司
法
の

判
断
と
し
て
も
、
そ
の
と
お
り
だ
と
い
う
判
断

を
下
し
て
い
る
。
司
法
の
レ
ベ
ル
、
司
法
の
分

野
で
は
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
私
は
見
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
政
治
の
世
界
が
、

あ
れ
は
お
か
し
い
と
い
う
。
あ
る
い
は
学
術
の

世
界
で
は
、
学
問
的
に
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
を

い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
お
立
場
上
お
っ
し
ゃ
る
こ
と

は
ご
自
由
で
す
け
れ
ど
も
、
事
実
関
係
に
つ
い

て
は
、
私
は
も
う
日
本
の
司
法
が
認
定
を
し
た

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
聞
き

取
り
調
査
を
し
た
り
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の

で
あ
る
と
思
い
ま
す
」（
出
典
ａ
）。

　

河
野
氏
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、日
本
軍「
慰

安
婦
」
に
関
す
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
、「
日

本
の
司
法
が
認
定
」
を
下
し
、「
司
法
の
分
野

で
は
決
着
」
が
つ
い
た
の
で
す
。
司
法
の
認
定

は
、
16
人
の
元
「
慰
安
婦
」
へ
の
聞
き
取
り
調

査
に
も
と
づ
く
当
時
の
日
本
政
府
の
判
断
が
、

「
間
違
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
」
す

る
も
の
と
も
な
り
ま
し
た
。「
河
野
談
話
」
の

真
実
性
は
、
日
本
の
司
法
に
よ
っ
て
、
い
よ
い

よ
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。
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「
強
制
連
行
を
直
接
示
す
記
述
は

　

な
か
っ
た
」
と
す
る

　

政
府
答
弁
書
は
、
事
実
と
違
う

　
「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
が
、「
強
制
連
行
を

示
す
証
拠
は
な
い
」な
ど
と
主
張
す
る
さ
い
に
、

そ
の
「
根
拠
」
と
し
て
最
大
限
利
用
し
て
い
る

の
が
、
第
１
次
安
倍
政
権
が
閣
議
決
定
し
た

２
０
０
７
年
３
月
16
日
の
政
府
答
弁
書
（
辻
元

清
美
衆
議
院
議
員
の
質
問
主
意
書
に
た
い
す
る

答
弁
書
）
で
す
。
こ
の
政
府
答
弁
書
に
は
、
次

の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
同
日
（『
河
野
談
話
』
を
発
表
し
た

１
９
９
３
年
８
月
４
日
）
の
調
査
結
果
の
発
表

ま
で
に
政
府
が
発
見
し
た
資
料
の
中
に
は
、
軍

や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示

す
よ
う
な
記
述
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
こ
の
政
府
答
弁
書
は
、
事
実
と
違

い
ま
す
。

　

す
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
河
野
談
話
」

を
発
表
し
た
時
点
ま
で
に
、「
慰
安
婦
」
と
さ

れ
る
過
程
で
の
強
制
性
を
立
証
す
る
日
本
側
の

公
文
書
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
点
で
も
、
す
で
に
強
制
的
に
「
慰

安
婦
」
に
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
外
国
側
の
公
文

書
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
、
つ

ぎ
の
二
つ
の
公
文
書
は
、
日
本
政
府
は
間
違
い

な
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

オ
ラ
ン
ダ
人
女
性
を
強
制
的
に

　

連
行
し
て
「
慰
安
婦
」
と
し
た

　
「
ス
マ
ラ
ン
事
件
」

　

第
一
は
、
日
本
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
オ
ラ

ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
（
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
の
ス

マ
ラ
ン
で
軍
が
「
慰
安
所
」
を
開
設
し
、
抑
留

所
に
収
容
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
女
性
を
強
制

的
に
連
行
し
て「
慰
安
婦
」に
し
た
と
い
う「
ス

マ
ラ
ン
事
件
」
に
か
か
わ
る
公
文
書
で
す
。

　
「
ス
マ
ラ
ン
事
件
」
で
は
、
戦
後
の
オ
ラ
ン

ダ
に
よ
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
（
バ
タ
ビ
ア
臨
時

軍
法
会
議
）
で
中
将
や
大
佐
、
少
佐
な
ど
日
本

の
軍
人
７
名
と
軍
慰
安
所
経
営
者
４
名
が
死
刑

や
禁
錮
15
年
を
含
む
有
罪
判
決
を
受
け
ま
し

た
。

　

こ
の
裁
判
文
書
を
法
務
省
が
要
約
し
た
「
バ

タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
の
記
録
」
が
、「
河
野

談
話
」
の
発
表
と
あ
わ
せ
て
公
表
さ
れ
た
「
い

わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
調
査
結
果
に
つ
い

て
」（
内
閣
外
政
審
議
室
、
１
９
９
３
年
８
月

４
日
）に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は「
判

決
事
実
の
概
要
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
女
性
の
全
員
又
は
多
く
が
強
制
な
し
に
は

売
春
に
応
じ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
察
知
し
得

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
を
怠
っ
た
事
実
、

及
び
、
慰
安
所
で
女
性
を
脅
し
て
売
春
を
強
制

す
る
な
ど
し
、
ま
た
部
下
の
軍
人
又
は
民
間
人

が
そ
の
よ
う
な
戦
争
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を

知
り
、又
は
知
り
得
た
の
に
そ
れ
を
黙
認
し
た
」

（
死
刑
と
さ
れ
た
元
少
佐
）

　
「
部
下
の
軍
人
や
民
間
人
が
上
記
女
性
ら
に

対
し
、
売
春
を
さ
せ
る
目
的
で
上
記
慰
安
所
に

連
行
し
、
宿
泊
さ
せ
、
脅
す
な
ど
し
て
売
春
を

強
要
す
る
な
ど
し
た
よ
う
な
戦
争
犯
罪
行
為
を

知
り
又
は
知
り
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を

黙
認
し
た
」（
有
期
刑
10
年
の
元
少
佐
）

　

こ
れ
ら
の
事
実
は
、「
河
野
談
話
」
の
と
り

ま
と
め
に
あ
た
っ
て
各
省
庁
に
提
出
さ
せ
た
文

書
の
一
環
と
し
て
、
法
務
省
が
「
い
わ
ゆ
る
従

軍
慰
安
婦
問
題
に
関
連
す
る
戦
争
犯
罪
裁
判
に

つ
い
て
の
調
査
結
果
の
報
告
」
と
し
て
ま
と
め

た
報
告
の
中
に
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
記
述
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
河
野
談
話
」
の
発
表
の
さ
い
は
、
法
務
省

の
ま
と
め
た
「
判
決
事
実
の
概
要
」
だ
け
が
発

表
さ
れ
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
裁
判
原
資
料
は

公
開
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
う
し
た
「
概

要
」
か
ら
だ
け
で
も
、
強
制
連
行
の
事
実
を
十

分
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
２
０
１
３
年
９
月
、
法
務
省
の
集
め

て
い
た
起
訴
状
や
判
決
文
な
ど
５
３
０
枚
に
の

ぼ
る
原
資
料
が
、
市
民
団
体
の
請
求
に
応
じ
て

国
立
公
文
書
館
で
開
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
、
判
決
文
を
は
じ
め
、
強
制
連
行
の
事
実
を

生
々
し
く
示
す
証
拠
資
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
判
決
文
は
次
の
よ
う
に
事
実
認
定
し
て

い
ま
す
。

　
「
日
本
占
領
軍
当
局
は
、
之
等
婦
女
子
よ
り

自
由
を
奪
ふ
こ
と
に
依
り
て
完
全
な
る
従
属
状

態
に
置
き
以
て
彼
女
等
の
扶
養
、
保
護
に
対
す

る
責
任
を
一
手
に
掌
握
せ
り
。
之
に
も
飽
き
足

ら
ず
、
占
領
軍
当
局
者
は
此
の
無
援
、
不
当
な

る
従
属
関
係
を
濫
用
し
、
暴
力
或
は
脅
迫
を
以

て
、
数
名
の
婦
女
子
を
最
も
侮
辱
的
な
る
選
択

の
後
、
抑
留
所
よ
り
連
行
せ
り
」。

　

こ
れ
ら
は
、「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
」
そ
の
も

の
で
す
。
し
か
も
、こ
の
開
示
資
料
の
中
に
は
、

ジ
ャ
ワ
軍
司
令
部
そ
の
も
の
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
日
本
軍
幹
部
の
証
言
も
含
ま
れ
て

「
軍
や
官
憲
に
よ
る
強
制
連
行
を

直
接
示
す
記
述
は
な
か
っ
た
」

と
す
る
政
府
答
弁
書
の
撤
回
を
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い
ま
し
た
。

　
「
河
野
談
話
」
の
発
表
に
先
立
っ
て
、
日
本

政
府
が
、
強
制
連
行
を
直
接
の
形
で
示
す
こ
れ

ら
の
公
文
書
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

東
京
裁
判
の
判
決
に
明
記
さ
れ
て

　

い
る
中
国
南
部
の
桂
林
で
の

　

強
制
連
行

　

第
二
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
（
東
京
裁

判
）
の
判
決
に
明
記
さ
れ
て
い
る
中
国
南
部
の

桂
林
で
の
強
制
連
行
の
事
例
で
す
。

　

東
京
裁
判
の
裁
判
文
書
の
中
に
は
、
中
国
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
３
カ
国
で

の
強
制
連
行
を
示
す
証
拠
文
書
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
と
り
わ
け
桂
林
に
つ
い
て
は
、
判
決
そ

の
も
の
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
桂
林
を
占
領
し
て
い
る
間
、
日
本
軍
は
強

姦
と
掠
奪
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
残
虐
行

為
を
犯
し
た
。
工
場
を
設
立
す
る
と
い
う
口
実

で
、
彼
ら
は
女
工
を
募
集
し
た
。
こ
う
し
て
募

集
さ
れ
た
婦
女
子
に
、
日
本
軍
隊
の
た
め
に
醜

業
を
強
制
し
た
」。

　

こ
の
記
述
も
、
軍
に
よ
る
強
制
的
な
連
行
を

示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

日
本
は
、
１
９
５
２
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
で
、
東
京
裁
判
や
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁

判
の
結
果
を
受
諾
し
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
知
ら
な
い
は
ず
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
を
の

べ
る
立
場
に
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の

点
は
、
安
倍
政
権
自
身
が
、「
我
が
国
は
、
日

本
国
と
の
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
り
、
同
裁

判
を
受
諾
し
て
お
り
、
国
と
国
と
の
関
係
に
お

い
て
、
同
裁
判
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
立
場

に
は
な
い
」（
２
０
０
７
年
４
月
20
日
の
政
府

答
弁
書
）
と
回
答
し
て
い
る
通
り
で
す
。

　

日
本
政
府
と
し
て
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
や
東

京
裁
判
の
公
文
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
強
制
連

行
を
示
す
記
述
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
い
張
る

こ
と
は
、
通
用
す
る
話
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
。

　

事
実
と
異
な
り
、
有
害
き
わ
ま
る

　

役
割
を
果
た
し
て
い
る

　

政
府
答
弁
書
の
撤
回
を
求
め
る

　

こ
の
よ
う
に
、「
河
野
談
話
」
の
発
表
ま
で

の
時
点
で
み
て
も
、「
政
府
が
発
見
し
た
資
料
」

（
あ
る
い
は
政
府
が
知
っ
て
い
た
資
料
）
の
な

か
に
、「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連

行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
」
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
河
野
談
話
」
発
表
以
後
、
日
本

の
司
法
の
裁
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
強

制
連
行
の
数
々
の
事
実
認
定
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、「
軍
や
官
憲
に
よ
る
強
制
連
行
を
直
接
示

す
よ
う
な
記
述
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
と
す

る
政
府
答
弁
書
の
立
場
に
、
今
日
な
お
政
府
が

固
執
し
、
そ
の
主
張
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
許

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
１
次
安
倍
政
権
に
よ
る
政
府
答
弁
書
は
、

「
河
野
談
話
」
見
直
し
派
に
よ
っ
て
、「
錦
の
御

旗
」
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
独

り
歩
き
し
て
、
歴
史
の
事
実
を
捻
（
ね
）
じ
曲

げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

政
府
答
弁
書
そ
の
も
の
は
、「
軍
や
官
憲
に
よ

る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記

述
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
で
あ
る
の
に
、
そ

れ
が
「
強
制
連
行
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
」

と
読
み
替
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
強
制
連
行
は
な

か
っ
た
」と
読
み
替
え
ら
れ
、日
本
軍「
慰
安
婦
」

制
度
の
強
制
性
全
般
を
否
定
す
る
最
大
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
共
産
党
は
、
事
実
と
異
な
り
、
歴
史
の

事
実
を
捻
じ
曲
げ
る
有
害
き
わ
ま
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
、
２
０
０
７
年
３
月
16
日
の
政
府

答
弁
書
を
撤
回
す
る
こ
と
を
、
強
く
求
め
る
も

の
で
す
。

歴
史
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、

誠
実
か
つ
真
摯
に
誤
り
を
認
め
、

未
来
へ
の
教
訓
と
す
る
態
度
を

　

女
性
に
対
す
る

　

国
際
的
人
権
保
障
の
発
展
と
、

　

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題

　

こ
の
間
、
国
際
社
会
で
は
、
女
性
に
対
す
る

組
織
的
な
性
暴
力
―
―
強
姦
、
性
的
奴
隷
、
強

制
売
淫
、
強
制
妊
娠
、
強
制
不
妊
な
ど
―
―
を

時
効
の
許
さ
れ
な
い
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
に

位
置
づ
け
た
国
際
刑
事
裁
判
所
の
「
規
程
」
の

採
択
（
１
９
９
８
年
）
な
ど
、
女
性
の
国
際
的

人
権
保
障
が
大
き
く
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

女
性
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
組
織
的
な
性
暴

力
を
根
絶
し
、
そ
の
た
め
に
も
、
過
去
の
重
大

な
誤
り
の
清
算
を
求
め
て
い
る
国
際
社
会
に

あ
っ
て
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
で
の
日
本

の
態
度
が
た
え
ず
批
判
の
対
象
に
さ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
は
、
国
際
的
な
批

判
に
こ
た
え
る
国
際
的
な
責
務
が
あ
り
ま
す
。
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「
性
奴
隷
制
」
を
認
め
、

　

強
制
性
を
否
定
す
る
議
論
に

　

反
論
を
―
―
こ
れ
が
世
界
の
声

　
（
１
）「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
安

倍
政
権
の
動
き
が
強
ま
っ
た
２
０
０
７
年
以

降
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
の
強
制
性
を
否

定
す
る
勢
力
の
策
動
は
、
世
界
中
か
ら
厳
し
い

批
判
を
あ
び
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
米
国
下
院
、
オ
ラ
ン
ダ
下

院
、
カ
ナ
ダ
下
院
、
欧
州
議
会
、
韓
国
国
会
、

台
湾
立
法
院
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
下
院
外
交
委
員
会

と
七
つ
の
国
・
地
域
の
議
会
か
ら
日
本
政
府
に

た
い
す
る
抗
議
や
勧
告
の
決
議
が
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
国
連
や
国
際
機
関
か
ら
も
、
国
連
の

二
つ
の
詳
し
い
調
査
報
告
書
（
１
９
９
６
年
の

国
連
人
権
委
員
会
「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」、

１
９
９
８
年
の
同
委
員
会
「
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル

報
告
」）
の
ほ
か
、
国
連
人
権
理
事
会
、
自
由

権
規
約
委
員
会
、
社
会
権
規
約
委
員
会
、
女
性

差
別
撤
廃
委
員
会
、
拷
問
禁
止
委
員
会
、
国
際

労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
な
ど
か
ら
、
日
本
政
府

に
た
い
す
る
是
正
勧
告
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
（
２
）
２
０
０
７
年
７
月
に
採
択
さ
れ
た
米

国
下
院
の
決
議
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま

す
。

　
「
日
本
政
府
は
、
…
…
世
界
に
『
慰
安
婦
』

と
し
て
知
ら
れ
る
、
若
い
女
性
た
ち
に
性
的
奴

隷
制
を
強
い
た
日
本
皇
軍
の
強
制
行
為
に
つ
い

て
、
明
確
か
つ
曖
昧
さ
の
な
い
形
で
、
歴
史
的

責
任
を
公
式
に
認
め
、
謝
罪
し
、
受
け
入
れ
る

べ
き
で
あ
る
」。

　
「
日
本
政
府
は
、
日
本
皇
軍
の
た
め
の
『
慰

安
婦
』
の
性
奴
隷
化
と
人
身
取
引
は
決
し
て
な

か
っ
た
と
す
る
い
か
な
る
主
張
に
た
い
し
て

も
、
明
確
か
つ
公
的
に
反
駁
（
は
ん
ば
く
）
す

べ
き
で
あ
る
」。

　
（
３
）
２
０
０
７
年
12
月
に
採
択
さ
れ
た
欧

州
議
会
の
決
議
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま

す
。

　
「
世
界
に
『
慰
安
婦
』
と
し
て
知
ら
れ
る
、

若
い
女
性
た
ち
に
性
的
奴
隷
制
を
強
い
た
日
本

皇
軍
の
強
制
行
為
に
つ
い
て
、
明
確
か
つ
曖
昧

さ
の
な
い
形
で
、
歴
史
的
か
つ
法
的
責
任
を
公

式
に
認
め
、
謝
罪
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
を
、

日
本
政
府
に
要
請
す
る
」。

　
「『
慰
安
婦
』
の
隷
属
化
と
奴
隷
化
は
決
し
て

な
か
っ
た
と
す
る
い
か
な
る
主
張
に
た
い
し
て

も
、
公
的
に
反
駁
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
要

請
す
る
」。

　

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
は
、
政
府
と
軍
に

よ
る
「
性
的
奴
隷
制
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

を
明
確
か
つ
曖
昧
さ
の
な
い
形
で
公
式
に
認
め

る
べ
き
だ
、「
慰
安
婦
」
制
度
の
強
制
性
を
否

定
す
る
い
か
な
る
主
張
に
対
し
て
も
明
確
か
つ

公
式
に
反
論
す
る
べ
き
だ
―
―
こ
れ
が
日
本
政

府
に
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
世
界
の
声
な
の
で

す
。

　
「
河
野
談
話
」の
見
直
し
を
叫
び
、日
本
軍「
慰

安
婦
」
制
度
の
強
制
性
を
否
定
す
る
主
張
は
、

日
本
の
ご
く
一
部
の
極
右
的
な
集
団
の
な
か
で

は
通
用
し
て
も
、
世
界
で
は
お
よ
そ
通
用
し
な

い
も
の
で
あ
り
、
最
も
厳
し
い
批
判
の
対
象
と

さ
れ
る
主
張
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

歴
史
を
改
ざ
ん
す
る
勢
力
に

　

未
来
は
な
い

　

い
ま
日
本
政
府
の
立
場
が
厳
し
く
問
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

安
倍
政
権
が
、「
河
野
談
話
」
見
直
し
論
に

た
い
し
て
、
毅
然
（
き
ぜ
ん
）
と
し
た
態
度
を

と
ら
ず
、
そ
れ
に
迎
合
す
る
態
度
を
と
り
続
け

る
な
ら
ば
、
人
権
と
人
間
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て

の
日
本
政
府
の
国
際
的
信
頼
は
大
き
く
損
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

都
合
の
悪
い
歴
史
を
隠
蔽
（
い
ん
ぺ
い
）
し
、

改
ざ
ん
す
る
こ
と
は
、
最
も
恥
ず
べ
き
こ
と
で

す
。
そ
の
よ
う
な
勢
力
に
未
来
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。

　

日
本
共
産
党
は
、日
本
政
府
が
、「
河
野
談
話
」

が
明
ら
か
に
し
た
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
の

真
実
を
正
面
か
ら
認
め
る
と
と
も
に
、
歴
史
を

改
ざ
ん
す
る
主
張
に
た
い
し
て
き
っ
ぱ
り
と
反

論
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。
さ
ら
に
、「
河

野
談
話
」
が
表
明
し
た
「
痛
切
な
反
省
」
と
「
心

か
ら
の
お
詫
び
」
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
―
―
事

実
の
徹
底
し
た
解
明
、
被
害
者
に
た
い
す
る
公

式
の
謝
罪
、
そ
の
誤
り
を
償
う
補
償
、
将
来
に

わ
た
っ
て
誤
り
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
歴
史

教
育
な
ど
―
―
を
と
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も

の
で
す
。

　

歴
史
は
つ
く
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
向
き
合
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
歴

史
の
真
実
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
誠
実
か
つ

真
摯
（
し
ん
し
）
に
誤
り
を
認
め
、
未
来
へ
の

教
訓
と
す
る
態
度
を
と
っ
て
こ
そ
、
日
本
は
ア

ジ
ア
と
世
界
か
ら
信
頼
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る
国
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

日
本
共
産
党
は
、
歴
史
の
逆
流
を
一
掃
し
、

日
本
の
政
治
の
な
か
に
、
人
権
と
正
義
、
理
性

と
良
心
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
あ
ら
ゆ
る
力
を
つ
く
す
も
の
で
す
。
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日
本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
が
14
日
に
発
表
し
た
見
解
「
歴
史
の
偽
造
は
許
さ
れ

な
い
―
―
『
河
野
談
話
』
と
日
本
軍
『
慰
安
婦
』
問
題
の
真
実
」
に
つ
い
て
、
内
外
記
者
、

参
加
者
と
の
質
疑
応
答
（
大
要
）
は
次
の
通
り
で
す
。（
発
表
に
さ
い
し
て
、補
正
と
加
筆
、

整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
） 

に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　

志
位　

私
は
、
こ
の
問
題
へ
の
日
本
政
府
の

対
応
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

第
一
は
、「
河
野
談
話
」
に
つ
い
て
「
見
直

さ
な
い
」
と
表
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
同

時
に
「
検
証
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

矛
盾
し
た
態
度
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

第
二
に
、「
河
野
談
話
」
見
直
し
論
に
た
い

し
て
、
政
府
は
反
論
し
て
い
ま
せ
ん
。
逆
に
、

迎
合
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国

会
の
質
疑
で
も
明
ら
か
で
す
。

　

政
府
が
、「
河
野
談
話
」
を
本
当
に
「
見
直

さ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
た
め
に

「
検
証
」す
る
の
か
。「
見
直
さ
な
い
」な
ら「
検

証
」
な
ど
は
必
要
な
い
し
、や
め
る
べ
き
で
す
。

ま
た
、政
府
が
、本
気
で
「
河
野
談
話
」
を
「
継

承
す
る
」
と
い
う
な
ら
、「
河
野
談
話
」
見
直

し
派
か
ら
の
攻
撃
に
た
い
し
て
、
正
面
か
ら
、

公
式
に
、
明
確
に
、
反
論
す
べ
き
で
す
。
今
回
、

私
た
ち
は
政
党
の
立
場
か
ら
反
論
を
お
こ
な
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ほ
ん
ら
い
政
府
が
や
る
べ

き
こ
と
で
す
。

い
か
。
実
際
、
そ
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

志
位　

私
は
、日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
は
、

む
き
出
し
の
形
で
の
「
性
奴
隷
制
度
」
だ
っ
た

と
言
い
切
っ
て
い
い
し
、
そ
う
言
い
切
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
慰
安
所
」に
お
け
る「
慰
安
婦
」の
生
活
は
、

監
禁
拘
束
さ
れ
た
も
と
で
性
行
為
を
強
制
さ
れ

る
日
々
で
し
た
。
そ
こ
で
は
一
切
の
人
権
も
自

由
も
剥
奪
さ
れ
て
い
ま
す
。
居
住
の
自
由
が
な

い
。
外
出
の
自
由
も
な
い
。
廃
業
の
自
由
も
な

い
。
相
手
を
拒
否
す
る
自
由
も
な
い
。
そ
う
し

た
ま
っ
た
く
自
由
が
な
い
も
と
で
、
軍
人
に
性

的
奉
仕
が
強
要
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
む
き
出
し

の
形
で
の
「
性
奴
隷
制
度
」
と
い
う
ほ
か
な
い

も
の
で
す
。

　

し
か
も
、
こ
の
「
慰
安
婦
」
制
度
の
主
体
は

軍
で
し
た
。「
慰
安
所
」
に
は
軍
直
営
の
も
の

も
あ
り
ま
し
た
。
業
者
に
経
営
さ
せ
る
軍
専
用

の
「
慰
安
所
」
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
場
合

で
も
、
軍
の
完
全
な
統
制
・
監
督
の
下
に
運
営

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
は
、
軍
の
統
制
・

監
督
下
の
「
性
奴
隷
制
度
」
と
い
う
こ
と
で
は
、

「
軍
性
奴
隷
制
度
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「
性
奴
隷
制
度
」
の
な
か
で
も
、
最
も
野
蛮
で

む
き
出
し
の
形
態
の
も
の
で
し
た
。
そ
う
い
う

も
の
と
し
て
、
私
た
ち
は
き
ち
ん
と
事
実
に
向

き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
軍｢

慰
安
婦｣

問
題

志
位
委
員
長
の
一
問
一
答
か
ら

「
河
野
談
話
」
に
対
す

る
安
倍
政
権
の
対
応
に

つ
い
て

「
見
直
さ
な
い
」
と
し
な

が
ら
「
検
証
」
は
矛
盾
、

攻
撃
に
は
明
確
に
反
論

す
べ
き

　

―
―
参
院
予
算
委
員
会
で
安
倍
晋
三
首
相
が

「
河
野
談
話
」に
つ
い
て「
見
直
す
考
え
は
な
い
」

と
答
弁
し
ま
し
た
。
一
方
、
菅
義
偉
官
房
長
官

は
「（「
河
野
談
話
」
の
）
作
成
過
程
の
検
討
は

す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
政
府
の
姿
勢

「
慰
安
婦
」
制
度
は
「
性

奴
隷
制
度
」
か

む
き
出
し
の
形
で
の

「
性
奴
隷
制
度
」
だ
っ

た
こ
と
は
明
白

　

―
―
「
慰
安
婦
」
は
「
性
奴
隷
」
だ
っ
た
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
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た
ち
は
強
く
批
判
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
首
相

の
行
動
が
示
す
よ
う
に
、
安
倍
首
相
の
行
動
に

は
、
過
去
の
日
本
の
侵
略
戦
争
を
誤
っ
た
戦
争

と
認
め
た
く
な
い
、
そ
れ
を
正
当
化
し
た
い
と

い
う
強
い
衝
動
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

　

こ
の
内
閣
を
支
え
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
が

「
靖
国
」
派
と
呼
ん
で
い
る
歴
史
改
ざ
ん
を
も

く
ろ
む
勢
力
で
す
。
こ
の
勢
力
は
、
日
本
の
侵

略
戦
争
や
植
民
地
支
配
の
歴
史
を
「
正
義
の
歴

史
」
へ
と
改
ざ
ん
し
よ
う
と
す
る
強
い
反
動
的

衝
動
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
の
そ
う

し
た
反
動
的
衝
動
が
最
も
強
く
現
れ
て
い
る
の

が
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
問
題
は
、
日
本
軍
国
主
義
が
犯
し
た
戦
争

犯
罪
、
植
民
地
犯
罪
の
な
か
で
も
、「
靖
国
」

派
が
最
も
認
め
た
く
な
い
も
の
の
一
つ
な
の
で

す
。
彼
ら
は
、
何
と
し
て
も
こ
れ
を
「
な
か
っ

た
こ
と
に
し
た
い
」
と
い
う
強
い
衝
動
に
突
き

動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
今
日
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
ど
ん

な
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
は
動
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
す
。
こ
の
事
実
を
否

定
す
る
試
み
は
、
決
し
て
成
功
し
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
、
も
と
よ
り
世
界
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

日
本
国
民
か
ら
も
決
し
て
支
持
は
さ
れ
ま
せ

ん
。

　

こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
き
っ
ぱ
り
し
た
姿

勢
が
と
れ
る
か
ど
う
か
が
、
日
本
政
府
に
き
び

し
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
た
い
し

て
き
ち
ん
と
し
た
姿
勢
が
と
れ
な
か
っ
た
ら
、

侵
略
戦
争
や
植
民
地
支
配
に
対
す
る
本
当
の
反

省
を
し
た
と
は
い
え
な
い
、
そ
う
い
う
い
わ
ば

重
大
な
試
金
石
と
も
な
っ
て
い
る
の
が
、
日
本

軍｢

慰
安
婦｣

問
題
で
す
。
そ
れ
は
歴
史
を
改

ざ
ん
し
よ
う
と
す
る
勢
力
と
の
対
決
の
熱
い
焦

点
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
位
置
づ
け

で
、
私
た
ち
は
解
決
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

は
た
い
へ
ん
大
き
な
財
産
を
残
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
歴
史
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
す
。

　
「
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
が
傷
つ
け
ら
れ
る
」

と
い
う
意
見
を
ど
う
思
う
か
と
い
う
ご
質
問
で

す
が
、
本
当
の
日
本
国
民
と
し
て
の
誇
り
と
は

何
か
、
を
問
い
返
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

都
合
の
悪
い
歴
史
を
隠
す
こ
と
こ
そ
、
も
っ

と
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
誇
り

を
投
げ
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

本
当
に
日
本
と
い
う
国
を
愛
し
、
日
本
の
未
来

に
責
任
を
持
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
真

実
に
た
い
し
て
、
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
こ

そ
真
に
勇
気
あ
る
態
度
だ
し
、
そ
う
い
う
態
度

を
と
っ
て
こ
そ
、
日
本
国
民
と
し
て
、
さ
ら
に

人
間
と
し
て
、
本
当
の
意
味
で
の
誇
り
を
持
て

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
誇
り
が
傷

つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
声
に
た
い
し
て
は
、
そ

う
い
う
問
い
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
国
民
の
中
で
は
、
こ
の
問
題
の
真
相
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
お

話
し
し
た
よ
う
な
、「
河
野
談
話
」
の
中
身
は

ど
う
い
う
も
の
か
、「
談
話
」
は
ど
う
や
っ
て

つ
く
ら
れ
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て

日
本
で
ど
う
い
う
裁
判
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
ど

う
い
う
事
実
認
定
が
さ
れ
た
の
か
な
ど
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

今
日
発
表
し
た
私
の
見
解
は
、
も
と
よ
り
日

本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
全
体
像
を
明
ら
か
に

　

―
―
「
慰
安
婦
」
問
題
は
本
来
、
人
道
問
題

で
す
。
安
倍
政
権
に
よ
る
否
定
的
発
言
で
厳
し

い
政
治
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
安
倍
政
権
は
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返
す
と
思
い
ま
す

か
。
安
倍
政
権
の
や
り
か
た
に
つ
い
て
ど
う
思

い
ま
す
か
。

　

志
位　

安
倍
政
権
の
も
と
で
、
な
ぜ
こ
う
い

う
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
。
私
は
、
安

倍
首
相
自
身
の
行
動
に
そ
の
根
源
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

安
倍
首
相
は
、
昨
年
12
月
に
靖
国
神
社
参
拝

を
行
い
ま
し
た
。
靖
国
神
社
と
い
う
の
は
、
戦

争
中
は
国
民
を
戦
場
に
動
員
す
る
道
具
と
さ

れ
、今
も
な
お
、か
つ
て
の
日
本
の
戦
争
を
「
自

存
自
衛
の
戦
争
だ
っ
た
」「
ア
ジ
ア
解
放
の
聖

戦
だ
っ
た
」
と
賛
美
す
る
こ
と
を
そ
の
存
在
意

義
と
し
て
い
る
特
殊
な
施
設
で
す
。
こ
の
神
社

へ
の
首
相
の
参
拝
は
、
侵
略
戦
争
を
肯
定
・
美

化
す
る
立
場
に
身
を
お
く
こ
と
に
な
る
と
、
私

歴
史
を
改
ざ
ん
す
る
動

き
に
つ
い
て

軍
「
慰
安
婦
」
問
題
は
、

侵
略
戦
争
や
植
民
地
支

配
へ
の
反
省
の
「
試
金

石
」
と
も
な
っ
て
い
る

　

―
―
中
国
人
「
慰
安
婦
」
裁
判
を
支
援
し
て

き
た
者
で
す
。「
慰
安
婦
」
問
題
は
日
本
人
と

し
て
の
誇
り
を
傷
つ
け
る
、
侵
略
戦
争
だ
っ
た

こ
と
は
認
め
る
が
、
こ
れ
だ
け
は
認
め
た
く
な

い
と
い
う
意
見
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　

志
位　

ま
ず
裁
判
を
た
た
か
っ
て
こ
ら
れ
た

こ
と
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
裁
判
の
結
果
、
賠
償
請
求
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
事
実
認
定
の
点
で

「『
慰
安
婦
』
問
題
は
日

本
人
の
誇
り
を
傷
つ
け

る
」
と
い
う
声
に

歴
史
の
真
実
に
正
面
か

ら
向
き
合
っ
て
こ
そ
日

本
国
民
と
し
て
本
当
の

誇
り
が
も
て
る
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し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
行
わ
れ
て

い
る
「
河
野
談
話
」
攻
撃
に
か
か
わ
っ
て
、
こ

れ
に
反
論
す
る
と
い
う
形
で
、
必
要
最
小
限
の

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
日
本
軍「
慰
安
婦
」

問
題
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
深
刻

で
重
大
な
多
く
の
事
実
が
、
研
究
者
や
関
係
者

の
み
な
さ
ん
の
努
力
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
ま
す
。
被
害
も
、
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
半
島
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
中
国
、
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
、
太
平
洋
諸
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
、

そ
し
て
日
本
人
の
被
害
者
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

国
の
人
々
が
被
害
者
と
な
っ
て
い
る
深
刻
な
問

題
で
す
。
そ
の
全
体
像
を
事
実
を
示
し
て
丁
寧

に
伝
え
て
い
く
努
力
が
大
切
に
な
っ
て
い
る
と

痛
感
し
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
共
産
党
の
責
任
と

し
て
も
ぜ
ひ
や
っ
て
い
き
た
い
と
決
意
し
て
い

ま
す
。

デ
ィ
ア
の
目
的
は
、「
河
野
談
話
」
の
全
否
定

に
あ
り
ま
す
が
、「
河
野
談
話
」
否
定
論
に
対

し
て
は
、
今
日
発
表
し
た
見
解
に
お
い
て
、
事

実
と
論
理
を
も
っ
て
、
反
論
が
尽
く
さ
れ
て
い

る
と
私
は
考
え
る
も
の
で
す
。

制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
も
見
当
た
ら

な
か
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
河

野
談
話
」
の
精
神
に
反
す
る
矛
盾
で
あ
る
こ
と

は
事
実
で
す
。

　

た
だ
答
弁
書
の
こ
の
部
分
は
、
矛
盾
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
見
解
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、何
よ
り
も
事
実
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。“
日

本
政
府
は
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
や
東
京
裁
判
の

判
決
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
「
記
述

が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
と
す
る
答
弁
書
は
事

実
と
違
う
。
だ
か
ら
撤
回
す
る
べ
き
だ
”
―
―

そ
う
い
う
シ
ン
プ
ル
な
論
立
て
で
相
手
を
追
い

詰
め
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
答
弁
書
を
撤
回
さ

せ
る
う
え
で
一
番
強
い
論
理
に
な
る
と
考
え
る

も
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
が
撤
回
を
求
め
て
い
る

の
は
、
答
弁
書
の
な
か
の
「
河
野
談
話
」
を
継

承
す
る
部
分
で
は
な
く
、「
軍
や
官
憲
に
よ
る

い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述

も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
部
分
で
あ
る

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

参加者からの質問に応じる志位和夫委員長

一
部
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

「
河
野
談
話
」
攻
撃
に
つ

い
て

真
偽
が
定
か
で
な
い
文

書
を
も
と
に
し
た
攻
撃

は
、
相
手
に
す
る
値
打

ち
も
な
い

　

―
―
一
部
メ
デ
ィ
ア
は
、「
河
野
談
話
」
に

か
か
わ
っ
て
政
府
が
行
っ
た
16
人
の
元
「
慰
安

婦
」
の
聞
き
取
り
調
査
の
文
書
を
も
と
に
、「
談

話
」
攻
撃
を
し
て
い
ま
す
。

　

志
位　

一
部
メ
デ
ィ
ア
が
、
16
人
の
元
「
慰

安
婦
」
の
聞
き
取
り
の
調
査
の
文
書
な
る
も
の

を
入
手
し
た
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
「
河

野
談
話
」
の
攻
撃
を
や
っ
て
い
る
事
実
が
あ
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
一
部
メ
デ
ィ
ア
が
入
手
し
た
と
い

う
文
書
に
つ
い
て
、
政
府
は
真
正
な
も
の
と
認

め
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
文
書
の
真
偽
そ
の

も
の
が
定
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

す
か
ら
、
私
た
ち
の
見
解
で
は
、
真
偽
が
定
か

で
な
い
文
書
を
も
と
に
し
た
「
河
野
談
話
」
攻

撃
は
、
相
手
に
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
す

る
だ
け
の
値
打
ち
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
し
た
攻
撃
を
展
開
し
て
い
る
一
部
メ

２
０
０
７
年
の
政
府
答

弁
書
に
つ
い
て

「
軍
や
官
憲
に
よ
る
強

制
連
行
を
直
接
示
す
記

述
が
見
当
た
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
部
分
の
撤

回
を

　

―
―
（
見
解
で
撤
回
を
求
め
て
い
る
）

２
０
０
７
年
３
月
16
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政

府
答
弁
書
の
な
か
で
は
、「
河
野
談
話
」
を
認

め
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
。

　

志
位　

た
し
か
に
、
こ
の
政
府
答
弁
書
で

は
、
政
府
の
基
本
的
立
場
は
「
河
野
談
話
」
を

「
継
承
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。（
た
だ
し「
そ

の
内
容
を
閣
議
決
定
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な

い
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
）

　
「
河
野
談
話
」
を
「
継
承
し
て
い
る
」
と
言

い
な
が
ら
、「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
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―
―
「
河
野
談
話
」
の
最
後
の
部
分
で
は
、

歴
史
教
育
に
も
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
慰
安
婦
」

問
題
を
国
民
の
共
通
の
歴
史
認
識
に
し
て
い
く

努
力
が
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
。

　

志
位　

そ
の
通
り
で
す
。言
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
河
野
談
話
」
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
研
究
、

歴
史
教
育
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永

く
記
憶
に
と
ど
め
、
同
じ
過
ち
を
決
し
て
繰
り

返
さ
な
い
と
い
う
固
い
決
意
を
改
め
て
表
明
す

る
」
と
、
内
外
に
公
約
し
て
い
ま
す
。

　

い
ま
残
念
な
こ
と
に
、
中
学
校
の
教
科
書
の

記
述
か
ら
、「
慰
安
婦
」
問
題
が
消
え
る
と
い

う
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
新
し
い
歴
史
教

科
書
を
つ
く
る
会
」
な
ど
に
よ
る
攻
撃
が
強
ま

り
、
さ
ら
に
、
２
０
０
６
年
に
教
育
基
本
法
が

改
悪
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
記
述
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
由
々
し
き
問
題

で
す
。 こ

の
問
題
で
の
歴
史
教

育
に
つ
い
て

子
ど
も
た
ち
に
事
実
を

伝
え
て
い
く
こ
と
は
、

日
本
政
府
の
内
外
へ
の

公
約
で
も
あ
る

　

子
ど
も
た
ち
に
も
、
そ
の
発
達
段
階
に
お
う

じ
た
適
切
な
や
り
方
で
、
こ
の
問
題
で
の
事
実

を
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
く
。
こ
れ
は
「
河
野

談
話
」
が
ア
ジ
ア
と
世
界
に
公
約
し
た
こ
と
で

も
あ
り
、
ま
た
日
本
の
未
来
を
考
え
て
も
、
た

い
へ
ん
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
方
向

に
向
か
う
よ
う
に
、
私
た
ち
と
し
て
も
力
を
尽

く
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


