
た
｡彼

は
'
｢ボ
ラ
ン
･
タ
イ
ム
ズ

･
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
｣
と
い
う
海
外
メ
デ
ィ
ア
で
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
｡

31

と
い
う
内
容
で
し
た
｡
私
は
璽

口し
た
原
稿
と
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
書
に
つ
い
て
の
U
R
L
を
彼
に
送
り
ま
L

ep

JJw
w
w
bo
)a
n
t)m
escom
Jur
e･For-rurther⊥nvestz
ate･forcoom
arasw
am

ま
た
､
彼
か
ら
テ
キ
サ
ス
親
父
事
務
局
の
藤
木
氏
に
連
絡
が
あ
り
,
新
た
な
展
開
が
生
ま
れ
ま
し
た
｡

｢記
中
は
と
て
も
好
評
で
と
て
も
た
く
さ
ん
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
O
特
に
ア
メ
リ
カ
と
相
国
か
ら
の
ア
ク
セ

ス
が
多
い
｡
反
応
を
見
て
い
て
'
あ
な
た
方
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
虫
実
で
あ
る
と
確
信
し
た
｡
来
年
3
月
｡

国
連
で
各
同
の
記
者
を
集
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
聞
く
の
で
､
こ
の
話
を
L
に
来
な
い
か
?
｣

我
々
は
真
実
を
訴
え
て
い
ま
す
｡
筋
を
通
し
て
い
け
ば
こ
う
い
っ
た
新
た
な
道
が
拓
け
ま
す
｡
こ
れ
か
ら
も

プ
レ
ず
に
こ
の
間
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
C

第
五
草

日
本
国
外
務
省
に
20
年
遅
れ
の

｢罪
状
否
認
｣
を
さ
せ
る

ジュネーブ国連ビル
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8

け
慰
安
婦

｢日
韓
合
意
｣
と
そ
の
後

ふしわか
の,tかつ

藤
岡

信
勝

q
日
韓
4=意
の
成
立

本
=
13の
第
四
章
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
､
慰
安
婦
の
真
実
国
民
運
動
は
､
二
〇
一
五
年
七
月
の
女
子
差
別

撤
廃
委
員
会
に
二
度
日
の
代
表
を
送
り
'
あ
る
=
C
O
団
体
の
協
力
を
得
て
､
二
人
の
女
性
が
2
分
間
ず
つ
､

作
奴
隷
や
強
制
連
行
を
所
定
す
る
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
｡
二
人
の
女
性
と
は
､
山
本
優
美
子
さ
ん
と
,
杉
田
水
脈

さ
ん
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､真
に
画
桝
的
な
出
水
事
だ
っ
た
o
今
ま
で
'左
粥
の
N
C
O
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
国
連
で
､

初
め
て
委
員
た
ち
が
長
年
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
と
は
正
反
対
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
小
文
で
は
､
お
も
に
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
意
味
を
持
た
せ
て
､
慰
安
婦
問
題
を
審
議
し
た
女
子
差
別
撤
廃

委
員
会
の
'
2
0
1
5
年
7
月
の
プ
レ
セ
ッ
シ
ョ
ン

(予
備
会
議
)
か
ら
柑
年
2
月
の
本
セ
ッ
シ
ョ
ン

(本
会
議
)

ま
で
の
半
咋
余
の
問
に
'
国
連
と
は
別
の
場
面
'
す
な
わ
ち
日
本
と
縛
国
の
外
交
交
渉
と
い
う
文
脈
で
な
さ
れ

た
慰
安
婦
問
題
の
H
韓
合
意
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
｡
と
い
う
の
は
､
日
和
合
意
に
よ
っ
て
､
国
連
の
慰
安
婦

問
題
の
審
議
が
重

要
な
形
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
｡

2
0
1
5
年
は
月
28
日
､
円
本
と
韓
国
の
両
外
相
が
､
ソ
ウ
ル
で
合
意
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
公
表

し
た
.
ロ
木
の
岸
田
外
務
大
臣
の
琴
言
を
'
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
す
る
｡

岸
EE
外
務
大
臣
に
よ
る
発
表
は
､
以
下
の
と
お
り
.

日
韓
間
の
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
'
両
国
局
長
協
議
等
に
お
い
て
､
集
中
的
に
協
議
を
行
っ
て

き
た
｡
そ
の
結
果
に
基
づ
き
､
日
本
政
府
と
し
て
､
以
下
を
申
し
述
べ
る
｡

ア

慰
安
婦
問
題
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
り
､

か

か

る

観
点
か
ら
､
日
本
政
府
は
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
｡

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
､
日
本
国
の
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
改
め
て
､
慰
安
婦
と
し
て
数
多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
､
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心
身

に
わ
た
り
癒

し
が
た
い
傷
を
負
わ
れ
た
全
て
の
方
々
に
対
し
､
心
か
ら

お
わ
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
表
明
す

2

る
｡

j

イ

日
本
政
府
は
'
こ
れ
ま
で
も
本
問
題
に
真
筆
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
､
そ
の
経
験
に
立
っ
て
､
今
般
､

日
本
政
府
の
予
算
に
よ
り
､
全
て
の
元
慰
安
婦
の
方
々
の
心
の
傷
を
癒
や
す
措
置
を
講
じ
る
｡
具
体
的
に
は
､
韓

国
政
府
が
､
元
慰
安
婦
の
方
々
の
支
援
を
目
的
と
し
た
財
団
を
設
立
し
'
こ
れ
に
日
本
政
府
の
予
算
で
資
金
を

一

括
で
拠
出
し
'
日
韓
両
政
府
が
協
力
し
､
全
て
の
元
慰
安
婦
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
の
回
復
､
心
の
傷
の
癒
や
し

の
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
と
す
る
｡

り

日
本
政
府
は
上
記
を
表
明
す
る
と
と
も
に
､
上
記

(イ
)
の
措
置
を
着
実
に
実
施
す
る
と
の
前
提
で
､
今

回
の
発
表
に
よ
り
'
こ
の
問
題
が
日帯
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
O
あ
わ
せ
て
'
日
本

政
府
は
.
韓
国
政
府
と
共
に
､
今
後
､
国
連
等
国
際
社
会
に
お
い
て
､
本
問
題
に
つ
い
て
互
い
に
非
難

･
批
判
す

る
こ
と
は
控
え
る
｡

■
日
韓
合
意
へ
の
国
内
の
反
応

こ
の
H
韓
合

意
に

つ
い
て
は
'
自

民党
は
も

ち
ろ
ん
の
こ

と､
野
党

も
高
く
評
価
し
た
o
共
産
党
も
評
価
し
た
O

滅
多
に
な
い
こ

と
だ

｡
河
野
談
話

の責任
者
で

あ
る
河
野

氏も
'
｢総
理
は
よ
く
ぞ
決
断
さ
れ
た
｣
と
驚
き
つ
つ
'

評
価
し
た
｡

た
だ
､
野
党
の
な
か
で
'
｢H
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
｣
の
み
が
反
対
の
評
価
を
下
し
た
O
同
党
の
中

山

恭

子

代

表
は
㌶
日
､
日
韓
合
意
に
つ
い
て
談
話
を
発
表
し
､
｢未
来
志
向
の
日
的
関
係
を
目
指
し
て
努
力
し
た
｣

と
し
つ
つ
も
'
｢安
倍
外
交
の
最
大
の
汚
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
､
大
い
な
る
失
望
を
表
明
す
る
｣
と
述
べ
た
O

中
山
氏
は
､
岸
田
文
雄
外
相
が
日
韓
外
相
会
談
後
の
共
同
記
者
発
表
で

｢当
時
の
等
の
関
与
の
下
に
｣
と
発
言

し
た
こ
と
に
つ
い
て

｢
い
か
な
る
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
を
政
府
と
し
て
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
｣
と
し
､
在
韓
日
本
大
使
館
前
や
米
国
な
ど
の
慰
安
婦
像
の
撤
去
に
つ
い
て
も

｢何
ら
確
約
が
な
さ
れ
て

い
な
い
｣
と
強
調
し
た
｡

日
韓
合

意
を
評
価
す
る
声
は
'
保
守
言
論
界
の

1
部
か
ら
も
あ
が
っ
た
o
評
価
す
る
理
由
は
'
ア
メ
リ
カ
政

府
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
･タ
イ
ム
ス
な
ど
世
界
の
世
論
が
評
価
し
て
い
る
'
韓
国
政
府
に
対
し
外
交
的
に
勝
利
し
た
､

｢最
終
的

･
不
可
逆
的
解
決
｣
を
か
ち
と
っ
た
'
と
い
う
も
の
で
あ
る
O
こ
の
中
に
は
､
安
倍
政
権
を
支
持
す
る

の
か
ど
う
か
､
と
い
っ
た
'
慰
安
婦
問
題
と
は
別
の
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
る
論
説
も
数
多
く
見
ら
れ
た
｡



b

G
A
H
T
の
見
解

日
韓
合
意
に
つ
い
て
､
ア
メ
リ
カ
で
慰
安
婦
像
撤
去
運
動
な
ど
に
取
り
組
む

｢歴
史
の
真
実
を
求
め
る
世
界

連
合
会

(C
A
H
T
)｣
が
'
12
月
29
日
'
見
解
を
表
明
し
た
｡

年
末
の
12
月
28
日
に
､
日
韓
の
外
務
大
臣
が
ソ
ウ
ル
で
共
同
記
者
会
見
を
行
い
､
二
国
が
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
､

｢歴
史
的
な
｣
｢最
終
的
な
｣
合
意
に
達
し
た
と
伝
え
た
｡
問
題
は
こ
の
合
意
で
'
何
が
解
決
し
､
何
が
残
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
か
｡
我
々
の
見
解
は
､
｢何
も
解
決
ざ
れ
な
か
っ
た
｣
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡

岸
田
外
務
大
臣
の
誇
ら
し
げ
な
､
最
終
的
な
解
決
声
明
と
は
裏
腹
に
､
韓
国
側
は
､
実
質
的
に
何
も
約
束
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
｡
韓
国
の
外
務
大
臣
は
､
日
本
側
の
進
捗
を
見
守
り
な
が
ら
､
我
々
は
い
く
つ
か
の
こ
と
に
つ

い
て
努
力
す
る
と
声
明
し
た
｡
い
っ
ぽ
う
で
､
岸
田
氏
は
､
そ
の
よ
う
な
条
件
を
全
く
付
け
ず
に
､
最
終
的
に
解

決
し
た
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
｡
外
交
上
の
手
腕
は
､
格
段
に
韓
国
の
方
が
上
で
あ
る
Q
日
本
は
'
ほ
ぼ
10
億
円

を
拠
出
す
る
と
言
明
し
た
o
韓
国
は
､
拠
出
に
言
及
す
ら
し
て
い
な
い
｡
し
か
も
こ
の
合
意
は
､
記
者
会
見
で
の

声
明
だ
け
で
､
文
書
化
さ
れ
て
い
な
い
｡
次
期
の
政
権
に
は
伝
達
さ
れ
な
い
危
険
性
が
あ
る
｡

324
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そ
も
そ
も
慰
安
婦
問
題
は
､
韓
国
側
が
日
本
に
迫
っ
て
き
た
問
題
で
あ
る
O
日
本
側
は
'
こ
の
問
題
は
､

1
9
6
5
年
の
日
韓
基
本
条
約
に
よ
っ
て
す
べ
て
解
決
済
み
で
あ
る
と
し
て
き
た
｡
韓
国
側
は
､
日
韓
の
関
係
の

悪
化
に
よ
り
､
経
済
的
な
被
害
を
受
け
て
き
た
｡
日
本
か
ら
の
旅
行
者
の
減
少
'
投
資
の
減
少
､
輸
入
の
減
少
な

ど
で
あ
る
.
た
と
え
･
米
国
政
府
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
日
本
の
方
か
ら
解
決
を
要
請
す
る
必
要
は

な
い
状
況
で
あ
っ
た
｡
外
務
大
臣
が
わ
ざ
わ
ざ
ソ
ウ
ル
を
訪
れ
る
必
要
は
な
く
､
そ
し
て
､
韓
国
か
ら
の
も
ろ
も

ろ
の
要
請
を
承
認
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
･
日
本
側
は
､
数
多
い
失
策
を
し
て
し
ま
っ
た
｡
ま
ず
日
本
政
府
は
､
法
的
で
は
な
い
が
､
終

戦
ま
で
の
時
期
の
慰
安
婦
へ
の
関
与
を
認
め
､
謝
意
を
表
明
し
た
D
そ
し
て
人
道
的
な
立
場
か
ら
と
は
言
え
､
政

府
の
賃
金
を
提
供
す
る
こ
と
を
言
明
し
た
｡
こ
れ
ら
は
､
全
く
不
必
要
な
こ
と
で
あ
る
o
既
に
､
河
野
談
話
が
あ

り
､
ま
し
て
や
資
金
の
提
供
は
＼
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
証
明
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
で
慰
安
婦
に
つ
い
て
､
日

本
政
府
は
潔
白
を
主
張
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
｡
民
間
団
体
で
行
っ
て
い
る
｢慰
安
婦
は
性
奴
隷
で
は
な
か
っ
た
｣

と
す
る
主
張
は
､
ま
す
ま
す
困
難
な
道
の
り
を
歩
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

一)

更
に
悪
い
こ
と
は
､
韓
国
側
か
ら
､
何
の
意
味
の
あ
る
誓
約
も
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
政
府
と
し
て
こ
の

ガ
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問
題
を
蒸
し
返
さ
な
い
と
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
今
ま
で
に
行
わ
れ
た
慰
安
婦
に
関
す
る
問
題
は
､
す

べ

て
政
府
外
の
団
体
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
ソ
ウ
ル
の
日
本
大
使
館
前
の
慰
安
婦
像
は
挺
対
協
に
よ

っ

て
な
さ
れ
た
物
で
､
グ
レ
ン
デ
ー
ル
の
慰
安
婦
像
も
民
間
団
体
と
称
す
る
K
A
LL
U
に
よ
っ
て
､
建
立
さ
れ
た
Q

韓
国
政
府
は
'
そ
れ
ら
の
団
体
に
対
し
て
､
撤
去
す
る
よ
う
に
努
力
を
す
る
と
言
明
し
て
い
る
の
で
'
恐
ら
く

一

枚
の
手
紙
ぐ
ら
い
は
書
く
で
あ
ろ
う
o
L
か
し
受
領
者
は
､
既
に
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
'
そ
れ
を
無
視
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
｢国
連
等
に
お
い
て
日
本
を
非
難
し
な
い
｣
と
は
言
明
し
て
い
る
が
､
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産

に
登
環
す
る
こ
と
が
､
非
難
に
な
る
か
ど
う
か
は
､
明
確
に
さ
れ
て
な
い
｡

即
ち
､
日
本
は
､
有
利
な
｣目頭
に
あ
り
な
が
ら
､
有
利
な
点
を
す
べ
て
放
棄
し
て
､
韓
国
の
外
交
手
腕
に
弄
き

れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
合
意
は
､
岸
田
外
相
の
宣
言
に
反
し
て
､
日
本
外
交
史
に
お
け
る
顕
著
な
汚
点
と
し
て
残

る
で
あ
ろ
う
｡

q
冒
頭
に

｢軍
の
関
与
｣
の
懇
意

慰
女
婦
問
題
の
流
れ
か
ら
見
て
､
こ
の
日
韓
合
意
に
は
数
々
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
o
こ
こ
で
は
､
合
意

326

の
文
言
に
即
し
て
､
七
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

第

1
に
問
題
に
す
べ
き
は
､
【軍
の
関
与
の
下
に
】
と
い
う
言
葉
で
あ
る
｡
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
い
わ
く
付
き
の
表

現
を
冒
頭
に
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
､
こ
の
原
稿
を
書
い
た
人
物
の
日
本
に
対
す
る
底
知
れ
ぬ
懇
意
を
感
じ
る
O

な
ぜ
な
ら
,
｢軍
の
関
与
｣
と
い
う
表
現
こ
そ
'
朝
日
新
聞
が
慰
安
婦
問
題
を
控
造
す
る
た
め
に
操
っ
た
言
葉
の

ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

｢罪
の
関
与
｣
は
､

一
九
九
三
年
の
河
野
談
話
に
引
き
継
が
れ
た
｡
醐
日
新
訓
の
謀
略
用
語
を
政
府
が
取
り
入

れ
た
の
で
あ
る
｡
河
野
談
話
の
結
び
は
こ
う
な
っ
て
い
る
｡
｢
い
ず
れ
に
し
て
も
､
本
件
は
､
当
時
の
軍
の
関
与

の
下
に
,
多
数
の
女
性
の
名
皆
と
尊
厳
を
潔
く
傷
つ
け
た
問
題
で
あ
る
｣
｡
そ
し
て
'
こ
の
文
言
は
､
そ
っ
く
り

日
韓
合
意
の
発
表
の
巾
に
引
き
継
が
れ
た
｡

河
野
談
話
が
出
た
こ
ろ
は
､
日
本
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
､
ま
だ
編
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
.
そ
れ
か
ら

二
十
三
咋
が
経
ち
､
二
咋
前
に
は
朝
日
新
聞
が
虚
報
を
認
め
て
記
事
を
取
り
消
す
､
と
い
う
大
事
件
が
あ
っ
た
｡

こ
の
朝
日
の
落
城
を
も
の
と
も
せ
ず
､
あ
た
か
も
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
､
岸
田

発
言
は
朝
日
の
樫
道
の
や
り
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
｡

で
は
,
日
本
軍
は
実
際
に
は
慰
安
所
の
運
営
に
ど
の
よ
う
に

｢関
与
｣
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
.
も
と
は
軍

の
甫
要
に
発
し
､
胃
が
業
者
に
営
業
を
許
可
す
る
こ
と
で
慰
安
所
の
設
置

姦

常
は
可
能
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
､

7

雄
が
関
与
し
て
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
･
軍
は
慰
安
所
の
営
業
の
規
則
の
制
定
､
料
金
シ
ス
テ
ム

ガ
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の
作
成
､
慰
安
婦
の
衛
生
検
査
､
な
ど
の
形
で
関
与
し
た
｡
し
か
し
'
そ
の
上
で
､
慰
安
所
を
経
営
す
る
の
は

業
者
で
あ
り
､
軍
の
側
の
将
兵
は
尉
心安
所
の
お
茶
の
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
軍
の
関
与
と
は
､
業

者
が
慰
安
婦
の
女
性
に
対
す
る
過
酷
な
労
働
条
作
を

1
方
的
に
強
要
す
る
こ
と
か
ら
女
性
を
守
る
と
い
う
意
味

が
あ
っ
た
｡

■
玉
虫
色
の
外
交
言
語

｢貨
の
関
与
｣
の
内
実
は
以
上
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
､
外
相
発
言
に
は
何
の
問
題
も
な
い
で
は
な
い
か
t
と
い

う
声
が
日
韓
合
意
を
支
持
す
る
人
々
の
間
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
｡'
｢0
0

の
関
与
｣
と
い
う
表
現
は
､
新
聞
の
社
会
繭
に
載
る
よ
う
な
犯
罪
や
汚
職
事
件
を
報
道
す
る
と
き
の
定
型

化
さ

れ
た
表
現
で
あ
り
､
｢関
与
｣
と
い
う
言
柴
は
､
｢悪
事
｣
へ
の
関
与
を
指
す
も
の
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

だ
か
ら
､
日
本
政
府
自
ら
が

｢甲
の
関
与
｣
を
冒
頭
で
認
め
た
か
ら
に
は
'
す
で
に
世
界
中
で
喧
伝
さ
れ
て
い

る
慰
安
婦
虐
待
疑
惑
に
対
し
'
日
本
政
府
の
が
わ
か
ら
そ
れ
を
肯
定
し
自
白
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
.
し
か
も
'
こ
の
文
孝
で
は
'
｢悪
事
｣
の
中
身
が
直
後
に
明
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
｢多

数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
た
問
題
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
る
｡
こ
れ
で
､
｢軍
｣
が
悪
事
を
し
た
と

い
う
表
現
が
完
結
す
る
｡
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で
は
､
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
文
章
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
か
も
知
れ
な

い
D
こ
れ
は
外
交
言
語
だ
か
ら
'
わ
ざ
と
玉
虫
色
に
し
て
'
相
手
国
が
自
分
た
ち
に
有
利
に
解
釈
で
き
る
よ
う

に
つ
く
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
'
韓
国
政
府
が
慰
安
婦
の
運
動
団
体
な
ど
に
､
｢日
本
は
こ
の
よ
う

に
罪
を
認
め
て
い
る
｣
と
い
う
説
得
に
使
え
る
わ
け
だ
O

と
こ
ろ
が
､
こ
と
は
日
韓
二
国
間
の
外
交
的
な
言
語
ゲ
ー
ム
の
問
題
で
あ
る
が
へ
同
時
に
世
界
に
日
本
の
立

場
を
表
明
し
た
こ
と
に
も
な
る
か
ら
､
当
然
な
が
ら
､
か
ね
て
か
ら
日
本
の
慰
安
婦
問
題
を
批
判
し
て
き
た
世

界
中
の
メ
デ
ィ
ア
は
､
つ
い
に
日
本
が
認
め
た
と
し
て
大
喜
び
で
報
道
し
た
｡
こ
う
な
る
こ
と
は
初
め
か
ら
分

か
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
米
紙
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

･
タ
イ
ム
ズ
は
12
月
30
日
何
で
'
｢よ
う
や
く
日
本
か
ら
本
当
の
謝
罪
｣
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
社
説
を
掲
載
し
た
｡
こ
の
中
で
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
日
韓
の
合
意
を

｢画
期
的
だ
｣
と
位
置

づ
け
､
｢安
倍
氏
は
予
想
以
上
に
､
日
本
の
過
去
と
向
き
合
う
責
任
を
個
人
的
に
受
け
入
れ
た
｣
と
し
た
｡
悪
名

高
い
反
目
の
こ
の
新
聞
に
誉
め
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
日
本
の

｢外
交
的
成
果
｣
窒

息
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

錯
覚
し
て
は
な
ら
な
い
｡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
尉
妻

婦
像
建
立
を
阻
止
す
る
運
動
を
お
こ
な
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
運
動
団
体
A
I
C

N
は
､
世
界
中
の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
集
め
て
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
｡
い
か
に
事
実
と
か
け
離
れ
た
'
謝
っ
た

1111品

が
広
が
っ
て
い
る
か
'
絶
望
的
な
状
況
で
あ
る
｡
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■
日
本
を
断
罪
す
る
言
柴
の
数
々

第
1
■に
'
【多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
た
問
題
】
と
い
う
言
葉
で
あ
る
o
お
定
ま
り
の
こ
の

フ
レ
ー
ズ
を
読
ん
だ
り
問
い
た
り
す
る
度
ご
と
に
､
｢で
は
へ
戦
場
で
祖
国
の
た
め
に
散
華
し
た
日
本
の
将
兵
の

名
誉
｣
の
ほ
う
は
ど
う
し
て
く
れ
る
の
だ
t
と
い
う
怒
り
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
い
て
く
る
｡
日
本
の
将
兵
は
も
と

も
と
心
優
し
い
R
本
人
の
男
性
で
あ
り
､
女
性
に
乱
暴
を
は
た
ら
く
こ
と
な
ど
滅
多
に
な
か
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
凶
連
の
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
で
は
､
日
本
兵
は
朝
鮮
人
慰
安
婦
を
拷
問
に
か
け
､
手
足
を
切
断

L
t
肉
を
茄
で
て
他
の
女
性
に
食
わ
せ
よ
う
と
し
た
'
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ま
こ
と
し
や
か
に
召
か
れ
て
い
る
｡

私
た
ち
の
祖
先
は
強
姦
魔

･
変
質
者

･
殺
人
鬼
と
い
う
蒐
罪
を
着
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

女
性
の
名
誉
を
傷
つ
け
た
と
い
う
の
は
､
要
す
る
に
売
春
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
以
外
に
な
い
｡
し
か
し
､
そ

う
だ
と
す
れ
ば
､
当
時
は
遊
郭
が
合
法
的
に
営
業
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
､
日
本
国
内
の
遊
郭
の
女
性
に
も
日

本
政
府
は
謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
｡
そ
う
で
は
な
く
､
戦
地
で
将
兵
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が

｢名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
た
｣
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
反
軍
思
想
を
表
明
し
た
だ
け
で
あ
る
｡
国
家

が
自
凶
の
過
去
の
軍
隊
に
つ
い
て
'
反
軍
思
想
に
立
っ
て
断
罪
す
る
な
ど
'
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
O

第
二
に
､
【
H
木
政
肘
は
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
】
と
い
う
表
現
の
問
題
で
あ
る
.
｢茂
住
｣
と
い
う
こ
と
ば

に
つ
い
て
は
､
交
渉
の
過
程
で
､
韓
同
胤
は

｢法
的
責
任
｣
と
苔
け
と
主
張
し
､
日
本
は

｢道
義
的
寅
任
｣
と
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い
う
表
現
に
し
よ
う
と
し
た
｡
話
が
ま
と
ま
ら
な
い
の
で
､
単
に

｢責
任
｣
と
だ
け
書
く
こ
と
と
し
た
'
と
新

聞
は
内
情
を
伝
え
て
い
る
.
こ
れ
で
玉
虫
色
に
な
っ
た
.
双
方
が
都
合
の
よ
い
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
は
'
十
二
月
二
十
九
日
付
け
の
産
経
新
聞
に
西
岡
力
氏
が
コ
メ
ン
ト
し
た
と

お
り
'
法
的
白
化
の
意
味
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
t
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡

岸
田
外
相
の
発
言
は
次
の
よ
う
に
続
く
｡

【安
倍
晋
三
首
相
は
日
本
の
首
相
と
し
て
､
あ
ら
た
め
て
慰
安
婦
と
し
て
あ
ま
た
の
苦
痛
を
経
験
し
､
心
身
に

わ
た
り
癒
や
し
が
た
い
傍
を
負
っ
た
全
て
の
方
々
に
対
し
､
心
か
ら
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
表
明
す
る
｡】

安
倍
首
相
は
'
個
人
と
し
て
慰
安
婦
の
境
遇
に
同
情
す
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
当
秋
川の
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ

は
凶
家
の
責
任
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
､
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
し
ば
し
ば
'
機
会
あ
る
ご
と
に
口
に
す
る
o

L
か
し
､
首
相
の
言
柴
は
､
英
訳
す
れ
ば
'
｢慰
安
婦
=
性
奴
隷
｣
説
の
立
派
な
傍
証
と
な
る
O
外
務
省
の
英
訳

に
よ
れ
ば
､
｢あ
ま
た
の
苦
痛
｣
は
､
=T]m
eaSu
ra
b
)e
a
n
d
p
a
Hlfu
一
と
な
っ
て
お
り
､
｢計
測
す
ら
出
来
な
い

ほ
と
の
巨
大
な
｣
と
い
う
オ
ー
バ
I
な
表
現
に
な
る
O
｢
心

身

に

わ
た
り
癒
や
し
が
た
い
傷
を
負
っ
た
｣
も
､
日

本
語
で
は
あ
た
か
も
被
害
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
あ
る
さ
ら
り
と
し
た
表
現
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
知
れ
な

い
が
'
英
訳
は
ln
Cこ
ra
b
le
p
h
ysICa
J
a
n
d
p
sy
ch
o
)og
.ca
l
w
o
u
n
ds
で
､
こ
れ
は
'
｢治
癒
不
可
能
な
体
や

心
の
傷
｣
と
な
っ
て
､ま
さ
に
奴
隷
に
対
す
る
拷
問
の
作
り

話
を
紡

柵
と
さ
せ
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.

軸
尖
､
こ
の
決
ま
り
文
句
は
､
海
外
で
そ
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
海
外
の
新
聞
が
そ
の
た
め
に
引

J
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用
す
る
｡
何
し
ろ
'
日
本
国
総
理
大
臣
が
正
式
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
発
言
の
意
味
は
重
い
｡

邑

日
韓
基
本
条
約
の

l
線
を
越
え
る

第
四
に
､
今

後
慰
安
婦
及
び
遺
族
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
I
と
し
て
､
鴨
同
政
府
が
刑
団
を
設
立
し
､
そ
れ
に
日

本
政
府
が

10位
円
も
の
金
を
注
ぎ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
問
題
で
あ
る
｡

【
日
本

政府
は
こ
れ
ま
で
も
本
問
題
に
真
筆
に
取
り
組
ん
で
来
た
が
､
そ
の
経
験
に
立
っ
て
､
日
本
政
府
の

予
算
に
よ
り
､
全
て
の
元
慰
安
婦
の
方
々
の
心
の
傷
を
癒
や
す
措
置
を
講
じ
る
｡】

【日
本
政
府
の
予
算
に
よ
り
】
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
｡
か
つ
て
の
ア
ジ
ア
女
性
基
金
は
日
本
国
民
の
寄
付

を
募
り
､慰
安
婦
に
渡
す
と
い
う
事
業
だ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､韓
国
の
慰
安
婦
団
体
･挺
身
隊
問
題
対
策
協
議
会
は
'

国
家
予
算
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
し
て
支
給
に
反
対
し
､
元
慰
安
婦
の
老
婆
が
日
本
の
寄
付
金
を
受
け
取

る
の
を
肋
害
ま
で
し
た
｡

そ
こ
で
今
回
は
､
口
本
政
府
の
予
算
か
ら
出
す
の
で
す
よ
､
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
､
托
国
側
の
言
い
分

を
き
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
決
断
は
実
に
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
｡
日
本
と
韓
国
の
間
の
戦
後
処
理
と
し
て
の
詣
求
権
問

題
は
'

1
九
六
五
咋
の
日
韓
基
本
条
約
締
結
時
に
同
時
に
請
求
権
協
定
を
結
び
､
｢完
全
か
つ
最
終
的
に
｣
終
了
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し
た
｡
弱
腰
の
日
本
政
府
も
'
こ
の
立
場
だ
け
は
守
り
抜
い
て
き
た
｡
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
'
1
円
で

も
国
庫
か
ら
金
を
支
払
え
ば
'
世
界
は
日
本
が
従
来
の
立
場
を
か
な
ぐ
り
捨
て
'
自
ら
の
非
を
認
め
た
と
認
識

す
る
｡

今
度
の
日
韓
合
意
で
､
日
本
は
請
求
権
協
定
の
取
り
決
め
を
自
ら
破
っ
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
日
本
は
､
国

家
に
よ
る
補
償
が
済
ん
で
い
る
と
す
る
従
来
の
立
場
を
放
棄
し
､
｢国
家
が
補
償
せ
よ
｣
と
迫
っ
て
い
た
粍
国
の

道
軌
同
体
に
屈
服
し
た
の
で
あ
る
｡
安
倍
首
相
は
村
山
首
相
以
上
の
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
い

え
る
｡

も
と
も
と
韓
国
は
約
廉
を
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
で
あ
り
'
日
本
は
そ
の
国
を
対
等
の
相
手
国
と
し
て
扱

う
う
ち
に
､
自
分
の
国
も
自
ら
結
ん
だ
国
際
的
条
約
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
'
法
治
国
家
と
し
て
の
三
流
国
家

に
転
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

■
｢最
終
的

･
不
可
逆
的
解
決
｣
と
は

第
五
に
'
今
回
の
外
相
声
明
で
'
日
韓
間
の
慰
安
婦
問
題
が
､
｢最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
す
る
｣
と
し
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
｡

,∫

【以
上
の
柑
置
を
着
実
に
実
施
す
る
と
の
前
糧
で
'
今
回
の
発
表
に
よ
り
､
こ
の
間
題
が
最
終
的
か
つ
不
可
逆

j
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的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
】

凶
豪
間
で
結
ば
れ
た
条
約
を

1
万
の
側
が
反
故
に
す
る
と
脅
し
､
金
を
払
っ
て
改
め
て
取
り
決
め
を
す
る

と
い
う
'
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
日
本
は
手
を
染
め
て
し
ま
っ
た
.
｢完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
｣

1
9
6
5
年
の
口
韓
請
求
権
協
定
を
自
ら
の
行
軌
に
よ
っ
て
稽
し
て
お
き
な
が
ら
､
｢最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に

解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｣
と
い
う
の
は
矛
盾
の
塊
で
あ
る
｡
こ
れ
は
決
し
て

｢[頂
終
的
か
つ
不
可
逆
的

解
決
｣
に
な
ら
な
い
こ
と
は
断
言
し
て
よ
い
｡

な
ぜ
な
ら
､
自
ら
の
行
為
が
過
去
の
取
り
決
め
を
破
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
こ
れ
か
ら
何
度
で
も
､
｢最
終
的

か
つ
不
可
逆
的
解
決
｣
を
繰
り
返
し
､
そ
の
都
度
日
本
が
金
を
払
う
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
も
､
そ
れ

に
対
す
る
歯
止
め
は
原
坤
的
に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

北
朝
鮮
が
核
兵
器
を
決
し
て
手
放
さ
な
い
の
と
同
様
に
､
南
朝
鮮

(韓
国
)
は

｢慰
安
婦
｣
を
決
し
て
手
放

さ
な
い
Q
口
本
か
ら
金
を
脅
し
取
る
被
害
者
ビ
ジ
ネ
ス
の
､
こ
れ
ほ
ど
う
ま
い
話
は
な
い
か
ら
で
あ
る
O
日
本

人
は
こ
の
こ
と
を
政
府
も
国
民
も
刑
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
以
上
の
お
人
好
し
は
続
け
ら
れ
な
い
｡

一
体
'
｢慰
安
婦
問
題
の
鮒
決
｣
を
日
本
政
府
は
ど
う
定
義
す
る
の
か
.
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
来
た
人
々

に
と
っ
て
､
｢慰
安
婦
問
題
の
解
決
｣
と
は
'
慰
安
婦
が
性
奴
隷
で
あ
っ
た
､
な
ど
の
世
界
中
に
広
が
っ
た
誤
解

を
附
く
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
岸
田
外
相
が

｢歴
史
的
で
画
期
的
な
成
果
だ
｣
と
自
画
自
控
す
る
今
回

の
取
り
決
め
の
実
質
的
な
効
果
は
'
し
ば
ら
く
朴
柁
恵
大
紙
筒
に
黙
っ
て
い
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の

334

だ
O
当
然
な
が
ら
民
間
の
活
動
は
野
放
し
O
彼
等
の
反
日
活
動
に
と
っ
て
'
日
締
合
意
は
ほ
と
ん
ど
何
の
影
響

も
な
い
.
大
統
領
が
替
わ
れ
ば
元
の
木
阿
弥
で
あ
る
｡
こ
の
状
態
を

｢附
決
｣
な
ど
と
表
現
す
る
の
は
､
誠
に

お
こ
が
ま
し
い
E恐
か
な
こ
と
だ
.

b
RJL本
政
府
の
反
論
の
口
を
縛
る
取
り
決
め

第
しハ
に
､
ソ
ウ
ル
の
日
本
大
便
陀
前
の
慰
安
婦
像
に
つ
い
て
､
韓
国
政
府
は

｢関
連
団
体
と
の
協
議
を
通
じ

て
適
切
に
解
決
す
る
よ
う
努
力
す
る
｣
と
し
た
こ
と
だ
｡
こ
れ
ま
で
の
報
道
で
は
､
日
本
政
府
は
韓
国
政
府
に

対
し
､
こ
の
慰
安
婦
像
の
撤
去
を
交
渉
の
前
提
と
な
る
最
低
条
件
と
し
て
求
め
る
と
さ
れ
て
い
た
.
し
か
し
'

共
同
記
者
会
見
を
見
る
限
り
'
そ
の
撤
去
に
つ
い
て
は
､
韓
国
政
府
は

｢努
力
す
る
｣
と
し
た
だ
け
で
'
何
の

確
約
も
し
て
い
な
い
｡
｢努
力
し
た
け
ど
ダ
メ
で
し
た
｣
と
言
わ
れ
れ
ば
お
わ
り
で
あ
る
｡
現
に
韓
国
の
民
間
運

動
同
体
は
早
手
回
し
に
声
明
を
出
し
'
撤
去
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
O

世
界
に
広
が
る
慰
安
婦
像
に
つ
い
て
は
言
及
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
｡
本
来
､
こ
の
会
談
で
日
本
政
府
が
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
､
世
界
に
拡
が
る
慰
安
婦
像
の
設
P_
を
､
韓
国
政
府
の
主
導
の
も
と
'
す
べ

て
撤
去
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡
今
後
も
世
界
中
で
慰
安
婦
像
の
設
置
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト

･

ジ
ャ
パ
ン
の
活
動
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
関
連
い
な
い
O
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第
七
に
'
【国
連
な
ど
国
際
社
会
に
お
い
て
､
互
い
に
批
判

･
非
難
を
し
な
い
】
と
い
う
点
も
重
大
だ
｡'
韓

国
側
に
つ
い
て
は
､
民
間
は
政
府
に
制
約
さ
れ
な
い
か
ら
'
尻
抜
け
で
あ
っ
て
あ
ま
り
意
味
が
な
い
｡
逆
に
日

本
で
､
特
に
日
本
政
府
は
､
慰
安
婦
の
誤
解
に
正
し
く
反
論
す
る
こ
と
が
や
り
に
く
く
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
｡

現
に
1
月
14
日
､
自
民
党
の
合
同
部
会
で
桜
田
義
孝
議
員
が
､
日
本
で
売
春
防
止
法
が
出
来
た
の
は
昭
和
3

咋
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
､
｢そ
れ
ま
で
は
売
春
婦
が
職
業
と
し
て
の
娼
婦
で
､
ビ
ジ
ネ
ス
だ
っ
た
｡
そ
れ

を
犠
牲
名
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
い
る
宣
伝
工
作
に
惑
わ
さ
れ
す
ぎ
だ
｣
と
発
言
し
た
こ
と
を
朗
R
新
聞
以

F
が
中
速
問
題
孝
吉
と
し
て
報
道
し
､
桜
田
議
員
は
発
言
撤
回
に
追
い
込
ま
れ
た
｡
安
倍
首
相
は
翌
日
の
国
会

答
弁
で
､
政
府

･
与
党
関
係
者
は
ロ
韓
合
意
を
踏
ま
え
て
発
言
す
べ
き
だ
と
の
考
え
を
示
し
た
｡
真
実
を
述
べ

た
発
言
が
封
殺
さ
れ
'
嘘
が
ま
か
り
通
る
､
イ
ヤ
な
時
代
が
再
び
や
っ
て
来
た
｡
朝
日
新
聞
が
言
菜
狩
り
を
L
t

政
府
が
発
言
を
抑
圧
す
る
'
何
十
年
か
前
の
パ
タ
ン
が
ま
る
ご
と
復
活
し
っ
つ
あ
る
か
の
よ
う
だ
｡

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
2
月
に
予
定
さ
れ
た
国
連
の
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
へ
の
日
本
政
府
の
回
答
文
苦
は
'

｢批
判

･
非
難
し
な
い
｣
と
い
う
文
言
を
口
実
に
し
て
､

一
度
用
意
し
た
立
派
な
内
容
を
無
内
容
な
も
の
に
差
し

韓
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡

t
歴
史
職

･
二
〇
l
五
年
の
敗
北
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安
倍
総
理
は
'
糧
道
さ
れ
た
歴
史
に
よ
っ
て
鮭
め
ら
れ
た
日
本
人
の
誇
り
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
指
導
者
で

あ
る
こ
と
を
自
ら
自
認
L
t
安
倍
政
権
は
多
く
の
国
民
の
期
待
を
背
に
受
け
て
誕
生
し
た
｡
特
に
､
二
〇

一
五

年
は
､
｢戦
後
七
〇
年
｣
の
年
で
あ
り
'
様
々
な
形
で
歴
史
戦
が
倣
わ
れ
た
年
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
日
本

政
府
は
'
外
交
の
場
面
で
'
歴
史
戦
に
負
け
続
け
た
｡

六
月
､
｢軍
艦
島
｣
世
界
退
座
菅
録
で
は
､
｢強
制
労
働
｣
を
認
め
る
大
失
態
を
お
か
し
た
.
八
月
の
｢安
倍
談
話
｣

で
は
､
事
実
上
､
日
本
の
侵
略
を
認
め
る
文
言
を
世
界
に
発
信
し
た
｡
私
は
そ
れ
で
も
､
安
倍
談
話
を
政
権
維

持
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
｡
十
月
に
は

｢南
京
大
虐
殺
｣
が
ユ
ネ
ス
コ
の
記

憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
｡

そ
し
て
極
め
つ
け
が
年
末
の
日
韓
合
意
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
安
倍
政
権
は
､
日
本
の
誇
り
の
根
幹
に
関

わ
る
､
絶
対
に
認
め
て
は
い
け
な
い
日額
後
の
l
線
を
越
え
て
し
ま
っ
た
O
仮
に
'
ア
メ
リ
カ
か
ら
安
全
保
障
問

題
と
引
き
替
え
に
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
'
慰
安
婦
問
題
を

｢解
決
｣
せ
よ

(
つ
ま
り
'
日
本
が
犯
罪
を
認
め
よ
)

と
い
う
圧
力
を
か
け
ら
れ
た
と
し
て
も
､
国
家
の
名
誉
を
取
引
材
料
に
し
て
は
い
け
な
い
｡

慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
'
民
間
側
は
多
大
な
努
力
を
重
ね
て
き
た
｡
安
倍
政
権
も
､
二
〇
1
四
年
に
は
河
野

談
話
の
作
成
過
程
に
関
す
る
調
査
委
員
会
を
つ
く
り
､
六
月
二
十
日
､
報
告
彰
が
公
表
さ
れ
た
が
､
報
告
否
は
'

河
野
談
話
作
成
の
時
点
で
'
強
制
連
行
の
証
拠
は
全
く
見
つ
か
ら
ず
'
強
制
連
行
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
政
府

の
認
識
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
.
こ
れ
は
河
野
談
話
を
細
意
味
化
す
る
貴
重
な

1
歩
だ
っ
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た
だ
け
で
な
く
､
調
査
が
始
ま
る
と
'
社
長
の
国
会
喚
問
な
ど
を
恐
れ
た
朝
日
新
聞
が
自
ら
調
査
委
員
会
を
つ

く
り
､
八
月
元
口
に
は
吉
田
清
治
の
記
事
の
誤
り
を
認
め
て
取
り
消
す
と
い
う
大
転
換
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
､
口
碑
合
意
に
よ
っ
て
､
朝
日
の

｢落
城
｣
以
前
の
状
態
に
逆
戻
り
す
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
生

ま
れ
た
｡

q
局
両
を
変
え
た
A
I
C
N
レ
ポ
ー
ト

と
こ
ろ
が
､
口
韓
合
貢
を
結
ん
だ
安
倍
政
権
は
､
そ
の
後
3
週
間
は
と
で
､
事
実
上
の
方
針
転
換
を
お
こ
な
っ

た
｡
そ
の
経
過
を
書
い
て
お
き
た
い
｡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
慰
安
婦
像
建
立
を
阻
止
す
る
運
動
を
お
こ
な
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
運
動
団
体
A
I
C

N

(本
書
第
二
毒
4
参
照
)
は
､
世
界
中
の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
集
め
て
レ
ポ
ー
ト
し
た
｡
そ
の
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
っ
た
｡

A
J
U
N
レ
ポ
ー
ト

海
外
メ
デ
ィ
ア
は
慰
安
婦
問
題
日
韓
合
意
を
ど
う
報
じ
た
か
7
1
日
本
人
が
知
ら
な
い

歴
史
戦
完
敗
-
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2016年1月7日AIUN代表山岡鉄秀

性犯罪と幼女誘拐の国､日本

1月2日付でリリースした｢AIUNの見解｣で報告しました通り､2015年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意を受けて､海外メディアはこぞって｢日本がついに戦時中の性奴隷制度を認めて謝罪した｣と報じました｡その後､数多くの方々から具体的な例を教えて欲しいとの

要望を頂きましたので､メンバーで手分けして調査した結果をご報告します｡

想像以上の日本非難の洪水に､精神衛生上､非常にきっい作業となりましたoもちろん､これは本来､在外公館の仕事です｡しかし､外務省は調査をしてもE般国民に知らせることはしませんし､結果にフィルタリングをかける可能性もあります｡国内のメディアは｢報道しない自由｣を行使して､ほとんど実態を伝えていません｡結果として'｢日本国内でしか通用しない議論に終始する｣結果に陥ることになります｡AIUNは､日本国民に幅広く実態を理解して頂き､先の見解書の中で日本政府にAIUNが求めている適切な対応をしていただくためにもこの声明文第

二弾を出すことにしました｡

我々が調査した限りでは｢tZl本政府は潔く謝罪した｡韓国は受け入れるべきだ｣と主張する海
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外
メ
デ
ィ
ア
は
皆
無
で
し
た
｡
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
に
共
通
し
て
い
る
の
は

｢日
本
政
府
が
つ
い
に
性
奴
隷
制
度

を
認
め
た
､
そ
の
多
く
は
韓
国
人
女
性
だ
っ
た
｣
と
の
断
定
で
､
こ
れ
ま
で
日
本
の
民
間
団
体
に
よ
る
反
論
で
消

え
か
か
っ
て
い
た
20
万
人
強
制
連
行
と
い
う
言
葉
も
亡
霊
の
よ
う
に
蘇
っ
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
で
す
｡
中
に
は
､

10
代
の
う
ら
若
き
処
女
を
粒
致
､
強
制
的
に
売
春
さ
せ
､
果
て
は
殺
し
た
と
い
う
よ
う
な
酷
い
話
ま
で
載
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
も
複
数
あ
り
､
そ
の
傾
向
は
時
を
追
っ
て
過
激
度
を
増
し
っ
つ
あ
り
ま
す
O
最
近
顕
著
に
な
っ
て
い
る

中
風
か
ら
の

｢
40
万
人
強
制
連
行
説
｣
が
散
見
さ
れ
る
の
を
見
て
も
､
日
本
を
悪
魔
化
し
､
孤
立
さ
せ
た
い
勢
力

か
ら
強
力
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
｡
ま
た
､
案
の
定
､
韓
国
以
外
の
国
に
も

賠
俳
す
べ
き
だ
と
い
う
論
調
が
目
立
ち
ま
す
C
以

下
､
海
外
報
道
の
l
部
を
rC
紹
介
し
ま
す
.

2
0
1
5
･1
2
･2
8
T
h
e
G
u
a
rd
lan
(A
u

str

a
IIa
)

日
本

政

府

は

'

女

性

の
性

奴
隷

化
に
軍
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
｡
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
で
強
制

的
に
売
春
を
さ
せ
ら
れ
た
女
性
の
数
に
は
論
争
が
あ
る
が
､
活
動
家
ら
は
20
万
人
と
主
張
し
て
い
る
｡
1
9
9
5

年
に
は
民
間
に
よ
る
ア
ジ
ア
女
性
基
金
が
設
立
さ
れ
､
個
人
か
ら
の
寄
付
を
集
め
た
が
､
多
く
の
女
性
は

｢日
本

政
府
か
ら
の
直
接
の
支
払
い
で
は
な
い
｣
と
し
て
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
｡
わ
ず
か
に
約
2
6
0
名
の
元
性
奴
隷

が
各
2
0
0
万
円
相
当
の
現
金
を
受
け
取
っ
た
｡

2
0
1
5
･
12･2
8

B
B

C
W
e
b

版

(A
s
ia)

第

二
次

大
戦
中

､

約

20

万
人
の

女
性
が強
制
的
に
日
本
軍
兵
士
相
手
の
性
奴
隷
に
ざ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡

多
く
は
韓
国
人
だ
っ
た
｡
岸
田
外
相
は
記
者
団
に
対
し
､
｢日
本
は
1
9
9
3
年
の
河
野
談
話
を
始
め
'
こ
れ
ま
で

何
度
も
戦
時
中
の
性
奴
隷
に
関
す
る
責
任
を
認
め
て
謝
罪
し
て
来
た
｣
と
語
っ
た
｡

20]5･12･28
W
a
ニ
Streeこ

o

urnal(W
o

rld･Asia)

日
韓
両
政
府
は
､
日
本
兵

に

よ
っ
て性

奴
隷
と
し
て
使
用
さ
れ
た
韓
国
人
女
性
を
巡
る
数
十
年
に
渡
る
論
争
を

終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
合
意
に
達
し
た
.
女
性
の
数
を
確
定
す
る
資
料
は
存
在
し
な
い
が
､
主
流
派
の

学
者
は
2
万
人
か
ら
袖
万
人
と
推
定
し
て
い
る
.
元
慰
安
婦
達
は
､
10
代
の
女
性
が
強
制
さ
れ
た
り
､
騒
さ
れ
て

日
本
兵
向
け
の
慰
安
所
に
入
れ
ら
れ
た
と

一
貫
し
て
述
べ
て
い
る
｡

2
0
1
5
･
7
2
･
3

0
T
h
e
S
u

n
(U
K
)

l
日

に40
人

の
男
と

セ
ッ
ク

ス

さ
せ
ら
れ
た
｡
つ
い
に
日
本
が
お
ぞ
ま
し
い
慰
安
婦
制
度
に
つ
い
て
謝
罪
し
た
.

生
存
者
の
チ
ョ
ン
オ
ク
サ
ン
は
'
朝
鮮
半
島
北
部
の
ハ
ン
ヨ
ン
県
の
自
宅
か
ら
警
官
に
よ
っ
て
誘
拐
さ
れ
た
時
､

ま
だ
13
歳
だ
っ
た
｡
多
く
の
被
害
者
は
14
歳
か
ら
柑
歳
だ
っ
た
が
､そ
の
理
由
は
軍
が
処
女
を
欲
し
て
い
た
か
ら
だ
｡

誘
拐
に
抵
抗
し
た
家
族
は
殺
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
｡
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2
0
75
･12
･3
0
T
h
e
S
y

d
n
e
y
M
o
rn
in
g
H
e
ra
ld
(A
u
S
t
raJla)

日
本
軍
は
大
戦
中

に

豪
州
の
領

土
だ
っ
た
パ
プ
ア
ニ

ュー
ギ

ニ
ア
で
も
女
性
の
組
織
的
な
性
奴
隷
化
を
行
っ
た

が
､
戦
後
の
裁
判
で
告
訴
し
そ
び
れ
て
い
る
｡
何
十
万
と
い
う
実
例
の
証
拠
が
あ
る
の
で
､
今
か
ら
豪
州
や
先
進

国
が
日
本
を
追
及
､
糾
弾
し
て
行
く
べ
き
だ
｡

2
0
]5
･12
･3
1C
N
N
(U
.S
.A
.)

上
海
師

範大
学

の
S
u
Z
h
llla
⊃
g教
授
に
よ
れ
ば
､
実
際
の
被
害
者
数
は
40
万
人
に
上
り
､
そ
の
う
ち
20
万
人
は

無
給
で
売
春
を
強
要

さ
れ
た
中
国
人
で
あ
っ
た
｡

2
0
]5
･12
･37
C
o
u
n
te
rp
u
n
C
h
(W
e
b
s
it
e
)

い
わ

ゆ
る慰
安
婦
制
度
は
､
計
画

的

に

組

臆

さ
れ
た
何
十
万
と
い
う
若
い
ア
ジ
ア
女
性
の
性
奴
隷
化
で
あ
る
Q

最
初
は
通
常
の
売
春
だ
っ
た
も
の
が
､
女
性
の
性
搾
取
を
目
的
と
し
た
巨
大
な
産
業
に
成
長
し
た
｡
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
に
匹
敵
す
る
強
姦
'
人
身
売
買
､
監
禁
､
拷
問
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
0

2
0
1
5
･O
l･O
I
N
e
w
Y
o
rk
T
Im
e
S,T
o
th
e
e
d
ltO
rS
(U
.S
.A
)

生
存
者
の
証
言
に
よ
れ

ば
､
こ
の
残
酷
な
シ
ス
テ
ム
の
標
的
は
生
理
も
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
13
.
14
歳
の
少L

女
だ
っ
た
O
彼
女
た
ち
は
積
み
荷
と
し
て
ア
ジ
ア
各
地
の
戦
地
へ
送
ら
れ
､
日
常
的
に
強
姦
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
戦

争
犯
罪
の
み
な
ら
ず
､
幼
女
誘
拐
の
犯
罪
で
も
あ
る
｡

2
0
76
･0
]
･0
3
0
tta
w
a
C
it
IZ
e
n
(C
a
n

a
d

a
)

多
く
の
被
害
者
は
14

歳

か

ら

柑

歳

の
少

女

で

､
軍
の
狙
い
は
処
女
だ
っ
た
O
抵
抗
す
る
家
族
は
殺
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
｡
41
万
人
の
少
女
や
女
性
が
誘
拐
さ
れ
､
生
存
者
は
46
人
の
み
｡
安
倍
の
謝
罪
は
誠
意
が
な
く
､
安

部
の
妻
は
戦
争
犯
罪
者
を
奉
る
神
社
に
参
拝
し
た
写
真
を
公
開
し
て
い
る
｡

10億
円
は
生
存
者
を
琴
i1せ
る
た
め

の
安
い
賄
賂
だ
｡

謝
罪
は
罰
を
受
け
入
れ
る
こ
と

国
際
社
会
で
う
っ
か
り
謝
罪
す
れ
ば
､
許
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
'
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
集
中
砲
火
を
浴
び
る
こ
と

に
な
り
ま
す
O
謝
罪
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
事
態
が
悪
化
し
た
と
い
う
過
去
の
教
訓
に
全
く
学
ん
で
い
な
い
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
｡

こ
こ
t駅
州
で
も
壷
ビ
シ
ョ
ッ
プ
外
相
は
合

意

を
歓
迎
す
る
正
式
発
表
メ
モ
の
書
き
出
し
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て

い
ま

す

｡

A
u
stra
IIa
W
e
k
o

m
e
ニ
h
e
a
n
no
u
n
n
e
m
e
n
t
o
n
2

D
e
n
e
m
b
e
r
by
th
e
G
o
v
e
rn
m
e
n
ts
o
f
Ja
p
a
n
a
n
d

342343
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K
o
r
e

a
re
g
a
rd
l⊃
g
n
O
m
fo

…

o
m
e
n

Th
e
W
rd
e
SP
re
ad
u
～2
0F
s
e

×u
ar51av
e
ry

b
ro
ug
h-g
re

at
～u
ffe
n
n
g

an
d

4

p

er
～○⊃
a
h
ra
u
m
a
LO
m

a
n
y
～
O
m
e
n
du
-l⊃g
lhe
喜

rt
m
e
P
en
O

d

∫

｢オース
ト
ラ

リア

は
日
本

政
府
と
韓
国

政府か
慰

安
婦
問
題

に
ついて合
意
し
た
と
の

12
月
28
日
の
発
表
を
歓

迎
する1
戦
時
中
広

範
に
行

わ
れ
た
性
奴

隷
の使
用

は
'
数
多

く
の女
性に
多
大
な
苦
難
と
個
人
的
な
ト
ラ
ウ
マ

を
もた
ら
し
た
｣

ヒ
シ
ョ
ッ
プ
外
相
は

Sex
s一a
ve
ry
の
表
現
を
使
い
､
明
ら
か
に
J
日
本
政
府

が
慰
安
婦
は

性
奴隷
で
あ
っ
た
と

認

め
た
と
の

認
識
を
示
し
て
い
ま
す
｡
こ
こ
で
日
本
の
草
賀
大
便
が
即
座
に
｢

日
本
政
府
は

元慰安
婦
の
方

々
に

深

い
同
情
と
感
謝
の
念
を
持
っ
て
い
ま
す
が

'
慰
安
婦
は
性
奴
隷

で
は
あ
り
ま

せ
ん
｣
と
訂

正しな
け
れ
ば

･
日

本
政
府
は
ヒ
シ
ョ
ッ
プ
外
相

の
認
識
が
正
し
い
と
認
め
た
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
日
本
大
使
館

の
迅
速
な
対
応
を
要

望
し
ま
す
｡

1
月
6
日
に
は
､
こ
れ
ま
で
平
和
だ
っ
た
ク
イ
｣
ノ
ス
ラ
ン
ド
州
ブ
リ
ス
ベ
ン
市
で
､
日
本
領
事
館
の
前
で
日

本
政
府
を
非
難
す
る
デ
モ
が
行
わ
れ
ま
し
た
｡

円
満
な
解
決
も
事
実
検
証
も
興
味
が
無
い
人
々

A
I
U
N
の
活
動
の
中
で
痛
感
し
た
こ
と
は
､
韓
国
側
は
問
題
の
円
満
な
解
決
な
ど
望
ん
で
い
な
い
ば
か
り
か
､

事
実
の
検

証
に
も
興
味
が
無
い
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
慰
安
婦
問
題
を
利
用
し
て
､
歴
史
的
に
蓄
積
し
た
民
族
的

彰
憶
を
晴
ら
す
の
が
目
的
て
あ
り
､
慰
安
婦
問
題
が
解
決
し
た
ら
困
る
と
い
う
勢
力
が
存
在
し
ま
す
D
今
ま
で
韓

国
政
府
は
､
反
日
教
育
を
強
化
し
っ
つ
そ
の
よ
う
な
勢
力
を
利
用
､
支
援
し
な
が
ら
､
政
治
に
対
す
る
不
満
を
日

本
に
向
け
さ
せ
､
慰
安
婦
問
題
を
政
治
的
カ
ー
ド
に
使
っ
て
来
ま
し
た
C
そ
う
い
う
人
た
ち
､
政
府
を
相
手
に
､

謝
罪
し
て
和
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
ナ
イ
ー
ブ
も
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
す
｡
相
手
は
必
ず
､
日
本
政
府
の
理
不

尽
な
要
求
の
せ
い
で
円
満
な
解
決
か
不
可
能
に
な
っ
た
と
言
い
出
す
で
し
ょ
う
｡
韓
国
や
中
国
に
反
日
を
止
め
さ

せ
る
に
は
､
｢
こ
の
手
は
こ
れ
以
上
通
用
し
な
い
｣
と
思
わ
せ
る
以
外
に
は
不
可
能
で
す
｡
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る

の
は

｢事
実
｣
を
へ
-
ス
に
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
さ
な
い
反
論
で
す
｡
オ
バ
マ
大
統
領
は
来
日
時
の
コ
メ
ン
ト

か
ら
も
､
明
ら
か
に
韓
国
側
の
主
張
を
鵜
呑
み
に
し
て
お
り
'
今
回
も
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
日
本
政
府
に
圧
力

を
掛
け
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
､
外
務
省
は
オ
バ
マ
大
統
領
に

一
度
で
も
説
明
を
試
み
た
の
で
し
ょ
う
か
7

日
本
政
府
は
今
す
ぐ
､
｢何
を
認
め
､
何
を
認
め
て
い
な
い
の
か
し
を
説
明
､
立
ち
位
置
を
明
確
に
し
､
韓
国
の

反
日
は
日
米
豪
を
離
反
さ
せ
た
い
中
国
に
政
治
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
'
安
易
な
日
本
批
判
は
中
国
の
覇
権
主
義

を
利
す
る
と
､
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
米
国
と
豪
州
政
府
に
説
明
す
べ
き
で
す
O
そ
し
て
､
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官
民

一体
と
な
っ

て､迅速
に
海
外

メ
デ

ィ
ア
対

策
を
実

施
しなくては
な
りま
せ

ん

｡

メ
デ
ィ
ア
を
放
置
す
る
と
,

国
民
の
突
き
上
げ
を
受

け

た
政
府

が
日
本

に
懲

罰
的
な

行為を
取ら
ざ
る

を得
な

くな

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
｡

国
民
の
覚
琶
だ
け
が
最
後
の
砦

日
本
は
す
で
に
激
し
い
情
報
戦
と
い
う
名
の
戦
争
の
渦
中
に
あ
り
ま
す
O
目
的
の
な
い
戦
争
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

日
本
を
犯
罪
国
家
と
し
て
貯
め
J
孤
立
さ
せ
､
や
が
て
支
配
下
に
琴

｣
う
と
目
論
む
勢
力
と
､
ま
る
で
そ
の
意
向

に
沿
う
か
の
よ
う
に
､
日
本
の
名
誉
回
復
の
努
力
を
灰
塵
に
帰
そ
う
と
す
る
勢
力
に
挟
撃
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
ま
す
｡
平
身
低
頭
し
て
､
事
な
か
れ
主
義
で
経
済
活
動
だ
け
に
勤
し
ん
で
い
れ
ば
良
か
っ
た
時
代
は
と
う

に
過
ぎ
去
り
ま
し
た
ご

｣
の
無
防
備
国
家
日
本
が
､
米
国
の
影
響
力
が
低
減
す
る
に
伴
い
苛
烈
さ
を
増
す
国
際
社

会
で
生
き
残
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
は
､
ひ
と
え
に
国
民
の
意
識
の
覚
醒
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
b
政
治
的
妥
協
の
為
に
､
日
本
を
幼
女
誘
拐
性
犯
罪
国
家
と
自
ら
認
め
る
こ
と
は
､
｢現
実
優
先
の

政
治
決
断
｣
と
は
程
遠
い
も
の
で
す
｡
海
外
で
活
動
す
る
A
I
U
N
は
､
そ

の
こ
と
を
強
く
日
本
国
民
の
皆
さ
ま

に
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
(以
下
略
)

■
中
山
恭
子
議
員
の
国
会
質
問

A
J
C
N
は
右
の
レ
ポ
ー
ト
を
､
各
政
党
や
官
邸
､
要
路
に
送
っ
た
O
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
｡
海
外
の
事

情

に
初
め
て
'
報
道
文
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
知
っ
た
人
々
の
中
か
ら
､
日
韓
合
意

へ
の
評
価
を
見
直
す
声
も
あ

が
っ
た
｡
な
で
し
こ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
山
本
優
美
子
氏
は
'
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
の
番
組
収
録
の
機
会
に
､
｢
日
本
の
こ

こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
｣
の
中
山
恭
子
代
表
に
､
資
料
を
渡
し
た
｡
こ
れ
が
'
1
月
18
日
の
､
参
議
院
予
芽
委

員
会
に
お
け
る
質
問
に
つ
な
が
っ
た
｡

○
中
山
恭
子
君

日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
の
中
山
恭
子
で
ご
ざ
い
ま
す
｡

昨
年
十
二
月
二
十

l
日
に
党
名
を
日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
､
略
称
､
日
本
の
こ
こ
ろ
と
改
め
ま
し
た
C

(中
略
)
さ
て
､
党
名
変
更
の
l
週
間
後
､
十
二
月
二
十
八
日
､
日
韓
外
相
共
同
記
者
発
表
が
あ
り
ま
し
た
O
発
表

文
を
読
ん
で
び
っ
く
り
し
､
日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
代
表
と
し
て
の
談
話
を
出
し
ま
し
た
｡
皆
様
の
机

上
に
配
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
｡
(中
喝
)

共
同
記
者
発
表
で
は
､
慰
安
婦
問
題
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
り
､
日
本
政
府
は
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
､
全
て
の
元
慰
安
婦
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
の
回
復
､
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心
の
傷
の
癒
や
し
の
た
め
の
事
業
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
｡

こ
の
共
同
記
者
発
表
で
は
､
元
慰
安
婦
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
の
回
復
の
代
替
と
し
て
､
日
本
の
た
め
に
戦
っ

た
日
本
の
軍
人
た
ち
の
名
誉
と
尊
厳
が
救
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
さ
ら
に
､
日
本
人
全

体
が
け
だ
も
の
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
､
日
本
の
名
誉
が
取
り
返
し
の
付
か
な
い
ほ
ど
傷
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
(中

略
)

○

中
山
恭
子
君

今
回
の
日
韓
外
相
共
同
記
者
発
表
の
直
後
か
ら
海
外
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
る

か
､
今
朝
､
宇
都
委
員
の
質
疑
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
､
紹
介
い
た
し
ま
す
｡

お
手
元
に
配
付
し
て
あ
る
資
料
､
な
で
し
こ
ア
ク
シ
ョ
ン
代
表
の
山
本
優
美
子
+
Jん
が
取
り
ま
と
め
た
日
韓
合

意
直
後
の
主
な
海
外
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
一
覧
表
で
す
｡
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
ザ

･
ガ
⊥
ア
イ
ア
ン
は
､
日
本
政

府
は
､
女
性
の
性
奴
隷
化
に
軍
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
｡
ま
た
､
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

･
タ
イ
ム
ズ
で
は
＼

戦
争
犯
罪
の
罪
の
み
な
ら
ず
､幼
女
誘
拐
の
犯
罪
で
も
あ
る
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
B
B
U
､そ
の
ほ
か
米
国
､

カ
ナ
ダ
で
も
極
め
て
歪
曲
し
た
報
道
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
中
か
ら
､
ザ

･
サ
ン
の
報
道
の
コ
ピ
ー
を
お

手

元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
｡
両
外
務
大
臣
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
.
こ
の
も
の
は
､
い
つ
で
も
､

誰
で
も
パ
ソ
コ
ン
か
ら
引
き
出
せ
ま
す
｡

日
本
が
軍
の
関
与
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
で
､
こ
の
記
者
発
表
が
行
わ
れ
た
直
後
か
ら
､
海
外
メ
デ
ィ
ア
で

は
日
本
が
恐
ろ
し
い
国
で
あ
る
と
の
報
道
が
流
れ
て
い
ま
す
｡
日
本
人
は
に

こ
に
こ
し
て
い
る
が
､
そ
の
本
性
は

け
だ
も
の
の
よ
う
に
残
虐
で
あ
る
と
の
曲
解
さ
れ
た
日
本
人
観
が
定
着
し
っ
つ
あ
り
ま
す
｡
今
回
の
共
同
発
表
後

の
世
界
の
人
々
の
見
方
が
取
り
返
し
の
付
か
な
い
事
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
目
を
そ
ら
さ
ず
に
受
け
止
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
｡
(中
喝
)

○
中
山
恭
子
君

今
の
外
務
大
臣
の
お
答
え
だ
け
で
は
､
今
こ
こ
で
､
世
界
で
流
布
さ
れ
て
い
る
日
本
に
対
す
る

非
常
に
厳
し
い
評
価
と
い
う
の
が
払
拭
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
｡
明
快
に
今
回
の
軍
の
関
与
の
意
味
を
申

し
述
べ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
.

安
倍
総
軍
は
､
私
た
ち
の
子
や
孫
､
そ
の
先
の
世
代
の
子
供
た
ち
に
い
つ
ま
で
も
謝
罪
し
続
け
る
宿
命
を
負
わ

せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
発
言
さ
れ
て
い
ま
す
｡
私
も
同
じ
思
い
で
ご
ざ

い
ま
す
｡
し
か
し
､
御
覧
い
た
だ
き

ま
し
た
よ
う
に
､
こ
の
日
韓
外
相
共
同
記
者
発
表
の
直
後
か
ら
'
事
実
と
は
異
な
る
曲
解
さ
れ
た
日
本
人
続
が
拡

散
し
て
い
ま
す
｡
日
本
政
府
が
自
ら
日
本
の
軍
が
元
慰
安
婦
の
名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
た
と
認
め
た
こ
と
で
､

日
本
が
女
性
の
性
奴
蒜
化
を
行
っ
た
国
で
あ
る
な
ど
と
の
見
方
が
世
界
の
中
に
定
着
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
｡

今
後
､
私
た
ち
の
子
や
孫
､
次
世
代
の
子
供
た
ち
は
､
謝
罪
は
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
'
女
性
に
ひ
ど
い

こ
と
を
し
た
先
祖
の
子
孫
で
あ
る
と
の
日
本
に
対
す
る
冷
た
い
世
界
の
評
価

の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

す
o
こ
れ
か
ら
生
き
る
子
供
た
ち
に
残
酷
な
宿
命
を
負
わ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
安
倍
総
理
に
は
､
こ
れ
ら
の
誤
解
､

事
実
に
反
す
る
誹
譲
中
傷
な
ど
に
対
し
て
全
世
界
に
向
け
て
正
し
い
歴
史
の
事
実
を
発
信
し
､
日
本
及
び
日
本
人

の
名
誉
を
守
る
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
｡



約 五 串 日本国外 絹 省に 20年遅れの ｢刑 J(再認｣をさせる

総
理
は
､
こ
の
流
れ
を
払
拭
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
｡
御
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
｡

○
内
閣
総
理
大
臣

(安
倍
晋
三
君
)

先
ほ
ど
外
務
大
臣
か
ら
も
答
弁
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
､
海
外

の
プ
レ
ス
を
含
め
､
正
し
く
な
い
事
実
に
よ
る
誹
譲
中
傷
が
あ
る
の
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
｡

性
奴
隷
あ
る
い
は
二
十
万
人
と
い
っ
た
事
実
は
な
い
｡
こ
の
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
ま
し
て
､

そ
れ
に
対
し
ま
し
て
は
､
政
府
と
し
て
は
そ
れ
は
事
実
で
は

な
い
と
い
う

こ
と
は
し
っ
か
り
と
示
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
が
､
政
府
と
し
て
は
､
こ
れ
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

は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
辻
元
清
美
議
昌
の
質
問
主
意
酉
に
対

す
る
答
弁
書
と
し
て
､
平
成
十
九
年
､
こ
れ
は
安
倍
内
閣
､
第

一
次
安
倍
内
閣
の
と
き
で
あ
り
ま
し
た
が
閣
議
決

定
を
し
て
お
り
ま
し
て
､
そ
の
立
場
に
は
全
く
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
'
改
め
て
申
し
上

げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

ま
た
､
当
時
の
軍
の
関
与
の
下
に
と
い
う
の
は
､
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
る
こ
と
､
慰
安
所
の
設
置
､
管
理
及
び
慰
安
婦
の
移
送
に
つ
い
て
旧
日
本
軍
が
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
こ
れ

に
関
与
し
た
こ
と
､
慰
安
婦
の
募
集
に
つ
い
て
は
軍
の
要
請
を
受
け
た
業
者
が
主
に
こ
れ
に
当
た
っ
た
こ
と
で
あ

る
と
従
来
か
ら

述
べ
て
き
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
｡

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
､
重
要
な
こ
と
は
､
今
回
の
合
意
が
今
ま
で
の
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
の
取
組
と
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決
定
的
に
異
な
っ
て
お
り
ま
し
て
､
史
上
初
め
て
日
韓
両
政
府
が

一
緒
に
な
っ
て
慰
安
婦
問
題
が
最
終
的
か
つ
不

可
逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
点
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
､
私
は
､
私
た
ち
の
子
や
孫
､
そ
し
て

そ
の
先
の
世
代
の
子
供
た
ち
に
謝
罪

し
続
け
る
宿
命
を
背
負
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
し

て
､
今
回
の
合
意
は
そ
の
決
意
を
実
行
に
移
す
た
め
に
決
断
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

○
中
山
恭
子
君

総
理
の
今
の
御
答
弁
で
は
､
こ
の
日
韓
共
同
記
者
発
表
で
の
当
時
の
軍
の
関
与
の
下
に
と
い
う

も
の
は
､
軍
が
関
与
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
慰
安
所
の
設
置
､
健
康
管
理
､
衛
生
管
理
､
移
送
に
つ
い
て
軍
が

関
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
､
解
釈
い
た
し
ま
す
が
'
そ
れ
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
D

O
内
閣
総
理
大
臣

(安
倍
晋
三
君
)

今
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
し
て
'
衛
生
管
理
も
含
め
て
設
置
､
管

理
に
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
｡

○
中
山
恭
子
君

総
理
か
ら
明
確
な
お
答
え
を
い
た
だ
い
て
､少
し
ほ
っ
と
し
た
と
こ
ろ
で
t./Jざ
い
ま
す
o
こ
の
後
､

全
世
界
に
向
け
て
こ
の
旨
を
し
っ
か
り
と
伝
え
て
､
日
本
に
対
す
る
曲
解
を
解
い
て
い
く
た
め
に
私
た
ち
も
努
力

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
し
､
政
府
の
方
々
も
是
非
お
力
を
入
れ
て
'
国
を
挙
げ
て
日
本
の
名
誉
を
守
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

短
期
的
な
そ
の
場
し
の
ぎ
の
日
本
外
交
が
､
真
の
意
味
で
日
本
の
平
和
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
｡

歴
史
の
事
実
に
反
し
て
日
本
人
に
つ
い
て
の
曲
解
さ
れ
た
見
方
が
世
界
中
に
伝
わ
り
､
日
本
に
対
す
る
信
頼
が
損

な
わ
れ
た
こ
と
の
方
が
長
い
目
で
見
て
い
か
に
大
き
な
損
失
に
な
る
か
'
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
｡
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日
本
の
名
誉
を
守
る
こ
と
は
日
本
人
自
ら
し
か
で
き
ま
せ
ん
o
米
国
な
ど
他
の
国
に
と
っ
て
､
日
本
の
名
誉
な

ど
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す
｡
し
か
し
､
日
本
が
軍
事
力
で
平
和
を
維
持
す

る
の
で
は
な
く
､
日
本
の
心
や
日
本

の
文
化
で
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
き
､
日
本
に
対
す
る
海
外
の
見
る
目
､
海
外
の
評
価
は
と
て
も
大
切
で
す
O

子
供
や
孫
､
次
の
世
代
の
子
供
た
ち
が
､
あ
な
た
の
先
祖
は
む
ご
い
こ
と
を
平
気
で
や
っ
た
人
た
ち
だ
と
事
実
で

も
な
い
の
に
罵
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
を
私
た
ち
が
今
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
大
変
情
け
な
く
､
無
念
な
こ
と

と
思
っ
て
い
ま
す
｡

曲
解
を
招
く
よ
う
な
外
交
､
日
本
を
お
と
し
め
る
よ
う
な
外
交
は
厳
に
慎
む
べ
き
と
考
え
ま
す
｡
こ
れ
を
挽
回

す
る
た
め
の
対
応
を
私
た
ち
は
直
ち
に
取
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
政
府
に
も
そ
の
旨
を
要
求
し
て
､
質
疑
を
終
わ

り
ま
す
｡

■
安
倍
政
権
の
方
針
転
換
の
意
味

安
倍
総
理
は
､
北
に
よ
る
椋
致
問
題
で
と
も
に
汗
を
流
し
た
中
山
氏
に
対
し
､
民
主
党
の
議
員
の
質
問
に
対

す
る
よ
う
な
流
儀
で
答
え
る
こ
と
は
'
さ
す
が
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
O
こ
こ
は
腹
を
く
く
っ
て
'
誠

意
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と
構
え
た
｡
そ
の
結
果
､
総
理
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
を
述
べ
た
｡
右
の
議
事
録
に

あ
る
と
お
り
'
慰
安
婦
問
題
に
お
け
る
日
本
非
難
の
3
点
セ
ッ
ト
､
す
な
わ
ち
､
｢強
制
連
行
｣
'
｢
20
万
人
｣､
｢性

奴
隷
｣
に
つ
い
て
､
世
界
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
に
'
事
実
に
基
づ
か
な
い

｢誹
誘

･
中
傷
｣
が
あ
り
'
｢政

府
と
し
て
は
そ
れ
は
事
実
で
は
な
い
と
い
う
IJ
と
は
し
っ
か
り
と
示
し
て
い
き
た
い
｣
と
答
え
て
い
る
｡

こ
れ
は
蛸
矢
上
の
日
韓
合
意
路
線
の
転
換
で
あ
る
0
日
韓
合
意
で
'
日
本
政
府
は
慰
安
婦
問
題
の
中
身
に
立

ち
入
っ
た
反
論
は
し
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
を
や
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
｡

外
務
省
当
局
は
､
韓
国
肘
が
合
意
を
日
本
帆
が
破
っ
た
と
し
て
問
題
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
気
が
気
で
な
い

思
い
で
答
弁
を
聞
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
t
TJ
の
18
日
の
質
疑
こ
そ
､
国
政
の
場
で
､
民
間
団
体
の
ま
と
め
た
情
報
が
､
確
実
に
政
府
の
方
針

を
変
え
る
力
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

た
だ
し
､
最
初
か
ら
日
韓
合
意
を
手
放
し
で
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
､
1
月
18
日
の
国
会
質
疑
の
画
期
的
な

意
味
は
理
解
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
｡

萩
生
E=
宣
灰
副
長
官
は
1
月
下
旬
､
事
実
関
係
の
反
論
は
'
韓
国
政
府
へ
の
批
判
に
は
あ
た
ら
な
い
､
と
し

て
政
府
の
立
場
を
補
強
し
た
｡

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
'
2
月
16
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
で
の
杉
山
外
務
審
議
官

の
報
{
U
に
い
た
る
の
で
あ
る
｡
)J
の
間
の
政
府
答
弁
書
を
め
ぐ
る
攻
防
は
､
次
の
杉
田
水
脈
さ
ん
の
報
告
を
読

ん
で
い
た
だ
き
た
い
｡


