
ド
イ
ツ
に
お
け
る

慰
安
婦
報
道
の
論
調
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慰
安
婦
問
題
が
'
外
国
に
暮
ら
す
日
本
人
に
と
っ
て
､
ど
れ
ほ
ど
の
苦
難
を
も
た
ら
し
た
か
は
､
お
そ
ら
く

日
本
に
い
る
人
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
と
思
う
｡
産
経
新
聞
の
古
森
義
久
氏
も
,
｢米
国
に
お
け
る
こ
の
論
議
の

中
で
'
私
は
ま
さ
に
多
勢
に
無
勢
だ
っ
た
｣
と
､
書
い
て
お
ら
れ
る

(｢朝
日
新
聞
の
慰
安
婦
虚
報
は
日
本
に
ど

L
r.Ll一
)
LI.i.

れ
だ
け
の
実
害
を
与
え
た
の
か
｣)｡
h
t【

ress.isヨ
ed
ia.
[artictesJ･[4
)5
2
0

本
で
な
ら
､
あ
る
テ
ー
マ
を
巡
っ
て
激
し
く
意
見
が
分
か
れ
て
い
て
も
､
少
な
く
と
も
各
人
は
､
事
の
背
景
,

そ
L
j
tJ
'
相
手
の
論
拠
は
理
解
し
て
い
る
｡
そ
の
1
で
の
議
論
だ
｡
し
か
し
､
外
国
で
は
違
う
｡

慰
安
婦
問
題
の
背
景
菅

イ
ツ
人
に
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
｡
そ
れ
に
は
,
慰

安

▲l'

ド
イ
ツ
に
い
る
私
も
､

ま
さ
し
く
同
様
だ
｡
た
と
え
集
中
攻
撃
を
受
け
て
も
､
援
護
射
撃
は
望
め
な
い
｡
冒

第二章 世界に広がった ｢慰安婦-性奴隷｣の嘘

婦
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
､
日
本
と
韓
国
の
過
去
の
関
係
､
現
在
の
関
係
､
そ
し
て
何
よ
り
､
こ
の

問
題
に
お
い
て
朝
日
新
聞
の
果
た
し
た
役
割
と
､
誤
報
が
独
り
歩
き
し
た
理
由
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

し
か
し
､
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
は
そ
ん
な
こ
と
は
無
視
し
て
,
残
虐
な
慰
安
婦
物
語
だ
け
を
取
り
上
げ
､
｢性
の

奴
隷
の
悲
劇
｣
を
書
き
続
け
る
｡

私
が
真
実
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
､
家

族

や
友
人
で
さ
え
理
解
し
な
い
だ
ろ
う
｡
私
は
学
者
で
も
な
い
し
､

政
治
家
で
も
な
い
｡
テ
レ
ビ
や
新

聞
の
報
道
と
ま
る
で
正
反
対
の

こ
と
を

一
人
で
主
張
し
て
も
勝
ち

目
は
な
い
｡
こ
れ
は
南
京
問
題
に

お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
｡
今
､
ド

イ
ツ
で
は
､
福
島
の
汚
染
状
況
に

関
し
て
も
嘘
が
ま
か
り
通
っ
て
い

る
｡
私
が
真
実
だ
と
思
っ
て
い
る

こ
と
を
口
に
す
れ
ば
'
問
題
あ
る

思
想
を
持
つ
人
間
と
な
る
の
が
オ

チ
だ
｡

ドイツで､

日本と東芝
と丁は

どう報じ
られて

いるか9･

EHiitT]

川ロマーン恵美氏の関連著書｡



と
は
い
え
'
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
､
こ
の
問
題
を
考
え
る
の
を
や
め
る
こ
と
も
で
き
､

な
い
｡
だ
か
ら
､
悔
し
さ
は
小
さ
な
し
こ
り
と
な
っ
て
'
私
の
心
の
奥
に
溜
ま
っ
て
い
く
｡

次
の
記
事
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
｡
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ

ー
･
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
と
い
う
ド
イ
ツ
の

一
流
紙
に

載
っ
た
記
事
の
全
文
｡
カ
ー
ス
テ
ン
･
ゲ
ル
ミ
ス
と
い
う
名
の
東
京
特
派
員
の
手
に
よ
る
も
の
だ
｡

歴
史
の
歪
曲

｢日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
の
訂
正
を
求
め
る
｣

日
本
の
歴
史
の
修
正
主
義
は
､
新
し
い
段
階
に
突
入
し
た
｡

外
務
大
臣
は
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
を
訂
正
さ
せ
る
つ
も
り
だ
｡

し
か
し
そ
れ
は
､
歴
史
研
究
の
現
状
へ
の
抵
抗
に
す
ぎ
な
い
｡

日
本
が
､
戦
時
中
の
自
国
の
残
虐
行
為
の
歴
史
を
無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
た
め
に
､
外
国
の
教
科
書
に
ま
で
明

ら
か
な
圧
力
を
か
け
た
の
は
､
こ
れ
が
初
め
て
だ
｡
岸
田
文
雄
外
務
大
臣
が
火
曜
日
､
東
京
で
語
っ
た
と
こ
ろ
に

一よ
る
と
､
日
本
政
府
は
､
歴
史
家
｣e
rry
Be
nt-ey
と
H
e
rb
e
rt
Z
ieg
le
r
の
書
い
た
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の
教
科
書
を

ヽ

批
判
し
た
｡
そ
こ
に
は
､
日
本
軍
が
､
東
ア
ジ
ア
の
20
万
人
の
女
性
を
､
前
線
の
売
春
所
で
強
制
売
春
さ
せ
た
こ

▲l
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と



も
う

一
本
｡
や
は
り
ゲ
ル
ミ
ス
氏
の
記
事
｡

日
本
の
性
奴
隷

｢
〝

慰
安
婦
″

が
悪
評
判
に
揺
さ

ぶり

をかける｣日本では､何万人

もの少女と女性が､第二次世界大戦中､性奴隷にきれた｡国家主義的な力が'今､歴史

を書き換えるために､ある新聞のミスを利用する｡月曜日､東京地方裁判所に､8700人

以上の日本人が＼リベラルな日刊新聞である｢朝日｣に対する訴えを提起した｡同紙が､いわゆる｢慰安婦｣についての日本の責任を報じ､それによって､世界に真実ではない事を広めたというのが､訴状の内容である｡慰安婦とは､日本軍の売春所で売春を強制された女性のことで

､そのほとんどは韓国人だった｡その背景には､朝日が80年代､90年代に報じた一連の記

事についての､同紙の謝罪がある｡なかでも吉田清治という人物の証言で書かれた記事がその対象となった｡吉田は､のちに嘘をついていたことが明らかになったからである｡ただ､吉田の偽証はあったにしても､日本軍の統治下で､何万人もの女性や少女が性奴隷にされていた

ことまでは同紙は否定しなかっ

た｡もちろん､否定しなかったことは正しい｡しかし､訴状は､同紙が日本の名誉を国際社会で取り戻そうと努力し

▲一▼世界に広がった ｢慰

安婦- 性奴隷 ｣の嘘七 なかったことまで叱責している｡



強
ま
る
報
道
へ
の
圧
力

東
京
大
学
の
コ
二
ユ
ニ
ケ
-
ソ
ヨ
ン
学
者
林
香
里
は
､日
本
の
首
相
は
〟

効
果
的
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
″

を
行
っ
た
と
言
う
｡
彼
女
は
､
朝
日
が
組
織
し
た
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て

〝朝
日
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
″

に
つ
い
て
の
多
く
の
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
分
析
し
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
朝
日
へ
の
非
難
は

一
切
な
さ
れ
て

い
な
い
｡
反
対
に
､
外
国
メ
デ
ィ
ア
は
例
外
な
く
､
リ
ベ
ラ
ル
な
新
聞
を
悪
者
に
し
て
＼
自
身
の
国
家
主
義
的
な

ァ
ジ
エ
ン
ダ
を
押
し
通
そ
う
と
い
う
安
倍
の
試
み
を
批
判
し
て
い
る
｡
安
倍
首
相
は
､
尉
萎

婦
の
事
実
を
完
全
に

否
定
す
る
た
め
､
新
聞
の
誤
報
を
利
用
し
た
｡
偽
証
の
犯
人

(吉
田
の
こ
と

･
訳
注
)
が
､
中
立
な
学
問
的
研
究

の
す
べ
て
を
疑
問
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
で
あ
る
O
さ
ら
に
い
う
な
ら
､
そ
れ
か
ら
加
年
以

上
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
｡
吉
田
は
､
90
年
代
に
は
詐
欺
師
で
有
名
だ
っ
た
｡

ゆ
え
に
､
｢朝
日
｣
の
謝
罪
は
､
日
本
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
､
強
制
売
春
の
歴
史
的
意
味
に
お
い
て
何
の
意
味
も

な
さ
な
い
の
だ
｡

同
紙
が
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
､
東
京
の
政
府
は
朝
日
に
強
大
な
圧
力
を
行
使
し
､
謝
罪
に
至
ら
せ
た
｡
今
回

の
提
訴
は
､
日
本
の
リ
ベ
ラ
ル
な
声
を
窒
息
さ
せ
る
た
め
の
､
次
の
一
歩
で
あ
る
｡
安
倍
と
､
彼
と
結
ん
だ
国
家

主
義
的
な

一
団
は
､
朝
日
の
ト
ッ
プ
へ
の
圧
力
を
強
め
て
お
り
'
同
紙
の
多
く
の
記
者
は
､
自
分
た
ち
の
報
道
の

自
由
が
犯
さ
れ
て
い
る

と感
じ
て
い
る
o
同
紙
は
､
安
倍
が
政
権
取
得
後
､

f
番
大
き
な
反
対
勢
力
の
-
つ
な
の

で
あ
る
｡

▲l
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ア
ン
ゲ
ラ
･
メ
ル
ケ
ル
は
安
倍
首
相
に
警
告
を
発
す
る
べ
き
だ

共
同
通
信
社
の
報
道
に
よ
れ
ば
､
1
3
0
0
0
人
の
人
々
が
＼
原
告
団
に
加
わ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
朝
日
の

記
事
が
世
界
に
＼
性
奴
隷
に
対
し
て
日
本
に
責
任
が
あ
る
か
の
よ
う
な
見
解
を
広
め
た
か
ら
だ
｡
国
家
主
義
的

･

保
守
系
新
聞

｢読
売
｣
は
､
同
紙
の
報
道
に
お
い
て
性
奴
隷
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
こ
と
を
雪

に
謝
罪
し
た
｡

日
本
の
国
家
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
は
､
テ
-

ン
エ
イ
ジ
-

と
し
て
売
春
を
強
要
さ
れ
た
韓
国
人
た
ち

は

､

普
通
の
売
春
婦
以
外
の
何
者
で
も
な
い
ら
し
い
｡

林
の
分
析
に
よ
れ
ば
､
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
汚
し
た
の
は
朝
日
で
は
な
く
､
歴
史
修
正
主
義
で
あ
る
が
､
そ
れ

に

は
原
告
た
ち
は
異
議
を
申
し
立
て
な
い
｡
キ
リ
ス
ト
教
の
上
智
大
学
の
退
官
教
授
､
渡
部
昇

姦

授
の
指
揮
の

下
＼
何
千
人
も
が
こ
の
裁
判
に
加
わ
る
と
い
う
事
実
だ
け
を
取
っ
て
み
て
も
､
い
か
に
原
告
の
国
璽

義
的
な
力

が
攻
撃
的
で
あ
る
か
が
わ
か
る
O
安
倍
首
相
は
､戦
後
掌

に
際
し
て
､
歴
史
の
新
た
な
評
価
を
行
う
と
宣
言
し
た
o

メ
ル
ケ
ル
首
相
は
3
月
に
日
本
を
訪
れ
る
｡
彼
女
は
安
倍
に
対
し
て
､
歴
史
と
ど
う
対
応
す
る
か
､
明
確
な
言
葉

e
n
･ze
itu
n
･a
sa
T
T
w
e

を
述
べ
る
べ
き
だ
｡

(挿
絵
の
写
真
は
､
元
〝

慰
安
婦
〃

の
抗
萄

丁
モ
の
様
子
)

e
n
･ru
fb
e
sc
h
a
e
d
i

a
n
s･133
9
1
7
0
2
.h
t

m
L



何
も
事
情
を
知
ら
な
い
ド
イ
ツ
人
が
､
こ
の
記
事
を
読
ん
で
ど
う
思
う
か
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
の
は
､､

さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
慰
安
婦
問
題
に
対
す
る
態
度
は
､
朝
日
新
聞
が

｢強
制
売

春
が
あ
っ
た
｣
と
声
高
に
主
張
し
て
い
た
昔
も
､
｢誤
報
で
し
た
｣
と
謝
罪
し
た
今
も
､ま
る
で
変
わ
っ
て
い
な
い
｡

そ
れ
ど
こ
ろ
か
安
倍
首
相
は
､
朝
日
に
誤
報
で
あ
る
と
言
わ
せ
､
歴
史
の
修
正
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
国
家
主

義
者
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
'
朝
日
は
､
そ
れ
で
も
な
お
真
実
を
語
る
勇
気
を

捨
て
ず
､
安
倍
首
相
近
辺
の
い
か
が
わ
し
い
勢
力
に
抵
抗
し
､
そ
の
た
め
に
､
い
ま
や
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
た
'
ま
る
で
誤
っ
た
構
図
だ
｡
こ
う
な
る
と
､
慰
安
婦
問
題
を
利
用
し
て
い
る
の
は
誰
か
と
言
い
た

く
な
る
｡
そ
の
朝
日
と
共
闘
し
て
い
る
の
は
､
韓
国

･
中
国
だ
け
で
は
な
く
､

一
連
の
欧
米
メ
デ
ィ
ア
も
同
じ

な
の
で
あ
る
｡

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
､
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
意
図

(悪
意
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
)
で
編
ま
れ
て
い
る

記
事
を
読
ん
だ
人
に
'
真
実
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
､
は
っ
き
り
い
っ
て
無
理
だ
｡
外
務
省
が
意
を
尽
く

し
て
何
を
説
明
し
よ
う
が
､
勝
ち
目
は
な
い
｡
こ
の
手
の
記
事
の
や
り
方
は
情
緒
に
訴
え
る
こ
と
で
あ
り
､
｢歴

史
的
事
実
｣
と
か

｢学
者
の
意
見
｣
な
ど
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
く
る
わ
り
に
は
､
事
実
を
探
し
て
伝
え

よ
う
と
い
う
意
気
込
み
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
｡
実
は
､
検
証
な
ど
は
ま
る
で
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
｡

一読
み
終
わ
っ
た
人
の
胸
に
､
｢可
哀
想
な
女
性
へ
の
同
情
｣
と
､
残
虐
行
為
を
む
り
や
り
正
当
化
し
よ
う
と
し

ヽ

て
い
る

｢日
本
に
つ
い
て
の
不
快
な
印
象
｣
が
残
る
こ
と
が
､
記
者
た
ち
の
最
大
の
目
的
で
は
な
い
か
と
首
足

▲l
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隷｣の嘘

思う｡なぜ､ドイツのメディアはここまで反日的なのか?

2本目の記事の｢安倍首相は'慰安婦の事実を完全に否定するため､新聞の誤報を利用した｣という部分については､外務省が抗議をした｡安倍首相は'慰安婦の存在を完全に否定しよう

などとは一度も言っていないのだから'.あまりにも事実に反する.

しかし､ゲルミス氏はそれを逆手に取って､日本外国特派員協会の機関紙に､日本政府批判の｢告白｣記事を書いた(これは内田樹氏のブログに全訳が掲載)｡ゲルミス氏はこの記事の中

で,鳩山､菅､岡田の三氏を褒め上げ､日本と安倍首相の歴史修正主義を批判した｡

もっともゲルミス氏は､この日本にいる外国特派員向けの記事の中では､｢私自身は日本において報道の自由が脅かされているとは思わない｣とも書いているので､ドイツの一般読者向けの記事と内容を使い分けているのかもしれないが､私が壷驚いたのは､この後'ネット上で､ゲルミス氏の主張を認め､賛同する日本人の意見が多く載ったことだ｡彼らは､日本で本当に

国家主義的圧力が強まっていると思っているのだろうか?

私はここ十年ほど,集中的にドイツの報道をフォローしているが､思想的な表現という観点から見れば,日本の方がドイツよりも自由度ははるかに大きい｡ドイツには'大手のメディアが書けないことが幾つかある｡それに比して､日本のメディアが何かを書かないとすれば､弾圧されているから書けないのではなく､遠慮やら保身やらスポンサーの都合のために､自主的
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に
控
え
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
｡

ド
イ
ツ
で
は
､
2
0
1
2
年
2
月
29
日
､
｢『慰
安
婦
』
の
苦
し
み
の
承
認
と
補
償
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
決

議
案
が
'
s
p
D

(ド
イ
ツ
社
民
党
)
議
員
団
の
連
名
で
､
ド
イ
ツ
の
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

2
0
0
7
年
に
ア
メ
リ
カ
の
下
院
で
採
択
さ
れ
た

｢従
軍
慰
安
婦
問
題
の
対
日
謝
罪
要
求
決
議
｣
を
見
習
っ
た

の
で
あ
る
｡

決
議
案
の
内
容
は
'
慰
安
婦
制
度
と
い
う
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
本
の

｢皇
軍
｣
に
よ
る
犯
罪
を
日
本
政

府
に
認
め
さ
せ
､
謝
罪
､
お
よ
び
補
償
を
促
す
こ
と
で
､
動
議
の
提
案
者
に
は
著
名
な
政
治
家
が
連
な
っ
て
い
た
｡

決
議
案
の
全
文
は
'
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
､
政
府
刊
行
物

)7
[8
7
8
9
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

N
-.b
u
コ
d
esta

2
LJbtdJL7[08
7]170
8789.

こ
の
動
議
を
受
け
て
同
年
日
月
29
日
､
連
邦
議

会
で
各
党

代
表

の
ス
ピ
ー
チ
が
行
わ
れ
た
｡
緑
の
党
の
コ
ク

ツ
ィ
-
議
員
は
､
20
万
以
上
の
婦
人
や
少
女
が
'
軍
の
売
春
所
で
強
制
売
春
を
さ
せ
ら
れ
た
と
主
張
し
た
｡

｢若
い
子
は
11
歳
､
12
歳
で
し
た
｡
編
さ
れ
た
か
､
あ
る
い
は
､
誘
拐
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
｡
そ
し
て
､

働
か
さ
れ
た
女
性
の
70
%
は
､
性
的
な
暴
力
に
よ
り
死
亡
し
ま
し
た
｡
処
刑
や
自
殺
も
あ
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
､

よ
う
や
く
1
9
9
1
年
､
･元
慰
安
婦
の
金
字
順
が
名
乗
り
出
ま
し
た
が
､
そ
の
あ
と
の
日
本
政
府
の
対
応
は
恥
ず

べ
き
も
の
で
､
生
存
し
て
い
る
元
慰
安
婦
に
対
し
､
顔
面
を
こ
ぶ
L
で
殴
り
つ
け
る
に
等
し
い
も
の
で
し
た
｣｡

▲l

c
D
U
の
グ
ラ
ノ
ル
ト
議
員
は
､

｢歴
史
家
は
犠
牲
者
の
数
を
20
万
か
ら
粥
万
と
推
定
し
て
い
ま
す
O
犠
牲
者
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
と
韓
国
の
出
身

で
､
こ
こ
は
､
日
本
軍
が
特
に
激
し
い
暴
力

を振
る
っ
た
場
所
で
し
た
｣､
｢女
性
た
ち
の
苦
し
み
は
筆
舌
に
尽
く

し
難
く
＼
多
く
は
､
疾
病
､
拷
問
､
空
腹
､
あ
る
い
は
､
疲
労
の
た
め
に
死
亡
し
ま
し
た
｣

と
述
べ
た
｡
そ
し
て
､

｢歴
史
家
が
軍
の
記
録
に
､
日
本
軍
が
軍
隊
の
売
春
所
の
た
め
に
女
性
を
強
制
徴
用
し
た
と
い
う
証
拠
を
見
つ
け

ま
し
た
｣､
｢
こ
の
証
拠
の
た
め
＼
日
本
政
府
は
1
9
9
4
年
､
戦
争
の
歴
史
の
中
の
こ
の
毒

を
教
科
書
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
｡
し
か
し
＼
こ
こ
数
年
＼
あ
る
政
治
家
の
グ
ル
ー
プ
が
､
こ
の
犯
罪
に
つ
い

て
の
あ
ら
ゆ
る
示
唆
を
教
科
書
か
ら
削
除
す
る
た
め
に
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
し
､
そ
れ
に
成
功
し
た
の
で
す
｣

と
言
い
､
そ
の
あ
と
､
さ
ら
に
驚
く
べ
き
発
言
を
し
た
｡

｢日
本
の
天
皇
が
彼
の
兵
隊
た
ち
の
た
め
に
､
〝慰
安
所
〟

と
い
う
軍
の
売
春
宿
を
作
ら
せ
ま
し
た
｣､
｢強
制
売

春
は
＼
国
家
の
指
令
で
､
制
度
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
｣｡



そ
し
て
最
後
に
､

｢日
本
政
府
の
公
式
見
解
を
外
部
か
ら
変
え
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で
す
｡
外
国
か
ら
の
警
告
で
は
な
く
､
自
身
の

真
筆
な
和
解
と
反
省
の
文
化
を
発
揮
し
て
こ
そ
､
過
去
の
総
括
を
深
め
､
隣
国
と
の
理
解
を
よ
り
強
固
に
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
､
我
々
ド
イ
ツ
人
が
ち
ゃ
ん
と
示
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｣

と
自
画
自
賛
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
｡

結
果
を
言
え
ば
､
こ
の
議
決
案
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
決
議
文
の
内
容
は
広
く
報
道
さ
れ
た
｡

だ
か
ら
､
｢残
虐
な
日
本
人
は
ア
ジ
ア
で
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
し
､
し
か
も
､
そ
れ
を
未
だ
に
反
省
せ
ず
､
正
当

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
｣
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
だ
け
は
､
ド
イ
ツ
人
の
心
に
し
っ
か
り
と
焼
き
つ
い
た
｡
そ
の
上

に
ゲ
ル
ミ
ス
氏
の
記
事
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
､
た
い
し
た
敵
飴
も
な
い
｡
私
が
普
通
の
ド
イ
ツ
人
な
ら
､
す
べ

て
そ
の
ま
ま
信
じ
た
だ
ろ
う
｡

た
だ
､
国
会
議
員
は
市
井
の
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
｡
お
そ
ら
く
彼
ら
は
､
ド
イ
ツ
軍
に
こ
そ
本
物
の
強
制
売

一

春
が
あ
っ
た
こ
と
を
百
も
承
知
の
上
で
､
日
本
弾
劾
を
や
っ
て
い
る
は
ず
だ
｡
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
?
?
?

ヽ

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
の
ド
イ
ツ
国
防
軍
は
､
ド
イ
ツ
国
内
､
紛
争
地
'
お
よ
び
占
領
地
全
域
に
'
大
規
模
な
売

▲■■▼

第二章 世界に広がった ｢慰安婦-性奴隷｣の嘘

春
所
を
運
営
し
て
い
た
｡
売
春
施
設
は
､
兵
士
用
､
将
校
用
､
親
衛
隊
員
用
､
外
国
か
ら
の
徴
用
労
働
者
用
な

ど
に
分
か
れ
､
驚
く
べ
き
こ
と
に
､
そ
れ
は
強
制
収
容
所
､
絶
滅
収
容
所
に
ま
で
あ
っ
た
｡

本
稿
で
の
私
の
目
的
は
､
ド
イ
ツ
の
強
制
売
春
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
深
入
り
は
し
な
い
｡
も
し
､

詳
し
く
知
り
た
い
方
は
､
ク
リ
ス
タ
･バ
ウ
ル
著

『ナ
チ
ズ
ム
と
強
制
売
春
-

強
制
収
容
所
特
別
連
の
女
性
た
ち
』

(明
石
書
店
)､
あ
る
い
は
､
フ
ラ
ン
ツ
･
ザ
イ
ト
ラ
-
著

『売
春

･
同
性
愛

･
自
己
鞍
損
ド
イ
ツ
衛
生
指
導
の

諸
問
題
1
9
3
9
･
1
9
4
5
』
(秦
郁
彦

『慰
安
婦
と
戦
場
の
性
』
1
5
0
ペ
ー
ジ
以
下
に
紹
介
あ
り
)
な
ど

を
参
考
に
さ
れ
た
い
｡
な
お
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､
た
と
え
ば
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
帝
国
党
大
会
会
場
に
あ

る
文
書
セ
ン
タ
ー
に
行
け
ば
､
ち
ゃ
ん
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
､
証
拠
探
し
に
苦
労
す

る
必
要
も
な
い
｡

冒
頭
の
古
森
氏
は
言
う
｡
｢慰
安
婦
問
題
に
関
し
て
は
私
自
身
も
被
害
者
だ
と
思
う
｡
(中
略
)
日
本
の
名
誉

だ
け
で
な
く
私
自
身
の
名
誉
が
傷
つ
け
ら
れ
て
き
た
｣
と
｡

ま
た
､
最
後
に
つ
け
く
わ
え
て
お
く
な
ら
ば
､
朝
日
の
誤
報
に
関
す
る
報
道
で
は
､
や
は
り
大
手
の

｢南
ド

イ
ツ
新
聞
｣
に
も
､
｢首
相
対
新
聞
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
､
｢日
本
の
首
相
は
批
判
的
な
朝
日
新
聞
を

〟厄
介
払
い
〃

す
る
つ
も
り
｣
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
記
事
が
載
り
､
内
容
は
ゲ
ル
ミ
ス
氏
の
そ
れ
と
ま
さ
に
同
じ
論
調
だ
っ

た
｡
他
紙
も
す
べ
て
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
｡
ド
イ
ツ
の
反
日

･
嫌
日
に
は
､
と
て
も
根
強
い
も
の
が
あ
る
｡

朝
日
の
訂
正
記
事
に
関
し
て
は
､
出
な
い
よ
り
は
出
た
方
が
百
倍
ぐ
ら
い
良
か
っ
た
の
は
確
か
だ
け
れ
ど
､



し
か
し
ド
イ
ツ
で
は
､
そ
れ
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
｡
壊
れ
た
多
く
の
物
は
元
に
は
戻
ら
な
い
｡
ド
イ

ッ
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
､
｢訂
正
な
ど
認
め
る
も
の
か
｣
と
い
う
意
志
さ
え
働
い
て
い
る
と
感
じ
る
｡

B
B
C

(英
国
放
送
協
会
)
の
国
際
放
送

｢
ワ
ー
ル
ド

･
サ
ー
ビ
ス
｣
が
2
0
1
4
年
に
行
っ
た

｢日
本
に

対
す
る
好
感
度
｣
の
世
論
調
査
で
は
､
｢日
本
が
嫌
い
だ
｣
と
言
う
国
は
､
1
位
'
2
位
の
､
中
国
､
韓
国
に
次

い
で
､
ド
イ
ツ
が
3
位
だ
っ
た
｡
現
状
は
す
で
に
'
痛
ま
し
い
状
況
だ
と
言
う
ほ
か
は
な
い
｡
ド
イ
ツ
に
住
む

一
日
本
人
と
し
て
は
､
腹
が
た
つ
と
い
う
よ
り
､
と
て
も
悲
し
い
｡

第
三
章

国
民
運
動
調
査
団
'

国
連
に
乗
り
込
む

(2
0
1
4
･7
)

い


