
を
調
査
し
始
め
'
韓
国
内
だ
け
で
な
-
国
際
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
｡
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
た
演

劇
公
演
も
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
韓
国
で
は
日
本
人
の
性
暴
行
に
対
し
て
恐
怖
感
を
強
く
持

っ
て
い
る
が
'
そ
の

一
方
で
米
軍
に
対
し
て
は
非
常
に
対
照
的
で
'
そ
れ
ほ
ど
怨
念
を
持

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

そ
れ
は
米
軍
が
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
安
全
を
守

っ
て
く
れ
る
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

､つ
0

韓

国
は
'
日
本
文
化
を
性
的
低
俗
な
も
の
と
決
め
'
日
本
の
大
衆
文
化
の
輸
入
を
堅
く
禁
止
し

て
い
た
｡
日
本
の
よ
う
に
性
風
俗
文
化
は
そ
れ
ほ
ど

1
般
化
さ
れ
て
い
な
い
o
L
か
し
私
生
児
'

妓
生
'
売
春
'
姦
通

(双
罰
罪
)
'
側
妻
'
性
差
別
'
妊
娠
中
絶
な
ど
性
に
関
わ
る
社
会
問
題
が

多
く
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
主
に
女
性
差
別
と
関
わ
っ
て
い
る
｡

韓
国
か
ら
日
本
の
性
風
俗
文
化
を
見
る
と
低
俗
素
乱
の
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し

一
方
で
は
､

直
系
家
族
な
ど
の
構
造
が
日
本
と
韓
国
社
会
で
よ
-
似
て
お
り

相
違
と
相
似
の
点
が
混
合
し
て

い
る
.
こ
れ
が
互
い
に
誤
解
し
や
す
い
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
五
章

『日
本
軍
慰
安
所
管
理
人
の
日
記
』
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本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て

日
本
が
海
外
で
売
春
業
を
行

っ
た
の
は
'
｢
か
ら
ゆ
き
さ
ん
｣
な
ど
の
事
象
か
ら
も
明
ら
か
な

事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
'
日
本
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
人
も
'
朝
鮮
の
中
で
は
も
ち
ろ
ん
売
春
業
を

海
外
へ
広
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
そ
の
例
と
し
て
'ビ
ル
マ

(現
ミ
ャ
ン
マ
ー
)

と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
慰
安
所
帳
場
人
の
日
記
を
検
討
し
て
'
日
本
軍
と
売
春
の
関
係
を
考
察
し
て

み
た
い
｡

二
〇

二
二
年
八
月
､
韓
国
で

百

本
軍
慰
安
所
管
理
人
の
日
記
｣
(イ
ス
プ
社
刊
)
と
い
う
本

が
発
売
さ
れ
'
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
｡
当
然
'
私
の
視
線
も
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
｡
韓
国
で
は

日
本
軍
に
よ
る
朝
鮮
人
慰
安
婦
強
制
動
員
の

｢決
定
的
資
料
｣
だ
と
し
て
大
き
く
敬
-
上
げ
ら
れ

た
｡
日
本
で
は
毎
日
新
聞
だ
け
が
報
じ
､
そ
の
日
記
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
の
'
お
そ
ら
く

研
究
者
以
外
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
本
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
私
は
日
韓
関
係
を
超
え
て
､
こ
の
日
記

の
本
質
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
｡

私
は
す
ぐ
に
こ
の
本
を
購
入
し
,
1
読
し
て
か
ら
毎
週
行
わ
れ
る
読
雲

蒜

テ
キ
ス
I
と
し
た
｡

危
険
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
本
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
こ
と
に
疑
念
を
持
つ
人
も
い
た
が
､
私
は
そ
れ

こ
そ
関
心
が
あ
る
と
強
-
勧
め
た
｡
そ
し
て
以
後
,
半
年
以
上
に
渡
っ
て
'
詳
し
い
注
釈
を
つ
け

な
が
ら
､
そ
の
記
述
を
細
か
-
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

私
は
こ
の
馨
を
読
む
に
あ
た
り
,
日
韓
間
の
不
和
,
和
解
,
平
和
な
ど
の
主
義
主
張
を

一
切
考

え
な
い
こ
と
に
し
た
｡
つ
ま
-
政
治
的
,
国
家
主
義
,
平
和
主
義
,
植
民
地
主
義
な
ど
の
倫
理
性

を
排
除
し
て
読
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
ず
,
｢植
民
地
は
絶
対
悪
｣
と
い
う
前
提
で
は
,
研
究
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
O
現
在
独
立
し
て
い
る
ア
ジ
ア
､
ア
フ
リ
カ
,
中
南
米
'
オ
セ
ア
享

の
各

国
の
ほ
と
ん
ど
が
,
か
つ
て
は
欧
米
列
強
の
植
民
地
で
あ
っ
た
o
ア
ジ
ア
の
義

に
は
日
本
の
植

民
地
も
あ
っ
た
が
,
い
-
ら
そ
れ
を
悪
-
言
っ
た
と
こ
ろ
で
,
そ
の
事
実
を
事
実
と
し
て
研
究
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
韓
国
で
は
､
韓
国
を
植
民
地
に
し
た
日
本
は

｢絶
対
悪
｣
で
あ
-
､
日
本
が
韓
国
に
対

し
て
も
た
ら
し
た
実
情
や
結
果
な
ど
に
も
触
れ
な
い
状
況
が
続
い
た
｡
学
問
と
は
本
来
､
ナ
シ
ョ
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ナ
リ
ズ
ム
や
愛
国
主
義
か
ら
脱
皮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
真
の

｢学
問
の
自
由
｣
で
あ

る
｡
植
民
地
研
究
に
は
禁
域
や
タ
ブ
ー
が
多
-
あ
る
｡
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
巧
み
に
壁
を
超

え
る
こ
と
な
-
'
避
け
な
が
ら
研
究
す
る
人
が
多
い
｡

私
が
韓
国
で
教
鞭
を
と
っ
た
八
〇
年
代
､
日
本
に
関
し
て
教
師
は
ま
ず
日
本
の
悪
口
を
言
っ
て

か
ら
始
め
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
｡
そ
の
時
の
流
行
語
に

｢孫
子
兵
法
｣
の

｢敵
を
知
ら
な
い

と
勝
て
な
い
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
｡
私
は
そ
の
よ
う
な
能
産

は
卑
怯
と
思
い
,講
義
の
際
に
,

日
本
植
民
地
に
よ
る
教
育
の
発
展
へ
米
の
品
種
改
良
､
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
触
れ
た
｡
こ
れ
は

｢絶
対
悪
｣
と
い
う
前
提
を
壊
す
た
め
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
が
私
の
苦
労
の
始
ま
-
で
あ
っ
た
｡
残
念
な
が
ら
そ
の
状
況
は
今
も
変
わ
ら
ず
､
む
し
ろ

日
韓
関
係
の
悪
化
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
る
｡

日
記
出
版
の
経
緯

こ
の
日
記
は
,

一
九
四
二
年
八
月
二
十
日
か
ら
ビ
ル
マ
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
あ
っ
た
慰
安
所

の

｢帳
場
｣
で
働
い
て
い
た
朴
氏

(
一
九
〇
五
上

九
七
九
)
が
､

一
九
四
三
年

一
月

一
日
か
ら

l
九
四
四
年
十
二
月
三
十

1
日
ま
で
の
二
年
間
に
わ
た
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
.

韓
国
で
は
こ
の
日
記
を

盲

本
草
｣
に
よ
る
朝
鮮
人
慰
安
婦
強
制
動
員
の
決
定
的
資
料
と
し
て

お
り
･
こ
う
し
た
資
料
は
他
に
は
な
い
｡
単
純
に
興
味
が
あ
っ
た
の
と
､
や
は
り

｢
日
本
軍
に
よ

る
慰
安
婦
強
制
動
員
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
｣
を
は
っ
き
-
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
'
ソ
ウ
ル
で

原
本
を
探
し
て
み
た
｡

ソ
ウ
ル
か
ら
北
上
,
板
門
店
や
私
の
故
郷
の
方
へ
向
か
っ
た
の
ち
'
原
本
の
所
蔵
者
を
探
し
当

て
た
O
所
蔵
者
は
坂
州
の
タ
イ
ム

･
カ
プ
セ
ル
博
物
館
の
館
長
で
あ
り
'
彫
刻
家
の
呉
採
告
氏
で

あ
っ
た
O
彼
は
昔
,
古
本
屋
か
ら
こ
の
日
記
を
購
入
し
た
と
い
う
O
彼
が
語
っ
て
く
れ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
,
日
記
は
二
手

六
年
分
あ
り
'
そ
の
う
ち
二
十
六
冊
が
呉
氏
の
も
と
に
保
管
さ
れ
て
い

た
｡
全
体
皇

統
む
に
は
数
年
か
か
る
だ
ろ
う
｡
そ
こ
か
ら
慰
安
所
関
係
の
も
の
二
年
分
を
本
に
ま

と
め
,
公
開
し
た
の
が

r日
本
軍
慰
安
所
管
理
人
の
日
記
｣
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

呉
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
,
原
本
を
直
接
手
に
持
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
し
て
､
｢朴
氏

第五費 r日本軍慰安所管理人のEI劉117



rEは 所管理人の日Le｣原本 (糠州 タ

イム カプセル博物伐 異煤在民所載)8te所載着の呉1完技氏 (左)と着著 118の子孫に会わせてほしい｣

と頼んだところ､｢会えない｣とのこと

｡非常に残念だが'その事情を聞いて納得した｡｢日記｣は公開を前提として

いない日記とは'個人が日常で体験したことを記録する私的かつ非公式なもので

ある｡毎日とはいっても､事情によってはその日に記録しないで数日後まとめて作成することもあるo公式記録である日誌とは似て異なる.日記には'私的な秘密や本音が赤裸々に表現され

るO朴氏の日記を読む上でとても参考になるのは'｢高見順日記｣(第二巻の

上勤草出版一九六六)である｡陸軍宣伝班月として徴用された高見順氏が'一九四二年1月頃から始まった日本軍のビルマ侵攻作戦中に

書



ど
が
朴
氏
の
日
記
と
多
く
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
高
見
氏
は
'

一
年
ほ
ど
日
本
軍
政
下
の
ラ
ン

グ
ー
ン
で
､
新
聞
'
雑
誌
の
編
集
'
発
行
'
ビ
ル
マ
文
学
作
品
や
映
画
の
検
閲
な
ど
に
関
わ
っ
て

お
り
'
日
本
軍
の
ア
ジ
ア
侵
略
を

｢東
亜
の
解
放
｣
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
正
当
化
L
t
そ
れ
を

出
版
物
や
催
し
物
を
通
し
て
占
領
地
の
人
々
に
宣
伝
を
す
る
と
い
う
報
道
班
の
本
来
の
任
務
を
果

た
し
た
と
い
え
る
｡

彼
は
戦
後
そ
の
日
記
を
公
刊
し
た
｡
彼
は
公
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
複
雑
な
心
境
を
吐
露
し
て
い

る
｡

｢
こ
の
日
記
の
中
で
非
礼
に
わ
た
る
言
辞
の
あ
る
こ
と
は
深
く
そ
の
諸
国
民
に
詫
び
た

い
｣
へ第
二
拳
序
)

｢
い
わ
ゆ
る
戦
争
協
力
の
証
拠
を
さ
し
出
す
よ
う
な
も
の
で
､
こ
っ
そ
り
捨
て
去
っ
た

ほ
う
が
利
口
な
の
に
と
思
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
れ
が
当
時
の
い
つ
わ
ら

ざ
る
私
の
姿
な
の
だ
か
ら
､
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
公
開
す
る
こ
と
に
す
る
｣
夢

1巻
上
L=>)

20

こ
の
公
開
の
心
境
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
'
元
々
日
記
と
は
公
開
を
前
提
に
し
て
書
い
て
い
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

日
記
の
様
式

こ
の
目
記
の
様
式
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
｡毎
日
の
｡]
記
の
書
き
出
し
は
以
下
の
形
で
あ
る
C

｢昭
和
十
八
年
五
月
二
十
二
日

(旧
四
月
十
九
且

､
曇
夜
雨
へ
二
十

一
'
二
十
三
｣

元
号
,
陽
暦
年
月

(陰
暦
)
,
天
気
'
気
温

蕪

氏
最
低
､
最
高
)
の
順
で
記
入
さ
れ
て
い
る
｡

元
号
は
元
々
中
国
か
ら
発
し
東
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
現
在
も
使
っ
て
い
る
国

は
日
本
と
北
朝
鮮
だ
け
で
あ
る
｡
日
付
に
つ
い
て
は
当
時
も
太
陽
暦
を
主
に
使
用
し
て
い
た
が
､
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太
陰
暦

(旧
暦
)
も
併
記
し
て
い
る
｡

原
文
は
漢
字
と
ハ
ン
グ
ル
混
じ
り
が
基
本
で
'
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
日
本
語
の
カ
タ
カ
ナ
が
混
ざ

っ

て
い
る
｡
そ
れ
を
ソ
ウ
ル
大
学
の
安
素
直
名
誉
教
授
が
ハ
ン
グ
ル
に
訳
し
､
出
版
さ
れ
た
の
が
今

回
の
本
で
あ
る
｡
原
文
に
書
か
れ
て
い
る
日
本
語
の
長
音
'
濁
音
な
ど
の
区
別
が
間
違
っ
て
い
た

り
す
る
の
が
気
に
な
っ
た
が
'
ま
る
で
私
の
日
本
語
の
よ
う
で
'
と
て
も
親
し
み
を
感
じ
た
｡

日
本
語
と
韓
国
語
の
翻
訳
に
は
言
葉
以
上
に
難
点
が
あ
る
｡
例
え
ば

｢
一
里
｣
は
日
本
で
は
約

四
キ
ロ
へ
韓
国
で
は
約
〇
･四
キ
ロ
で
あ
り
､
朴
氏
本
人
も
時
々
混
同
し
て
い
る
0

｢宿
舎
は
海
岸
か
ら
わ
ず
か
数
十
歩
し
か
な
い
所
で
'
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
市
街
と
は
二
里

く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
所
に
あ
る
｣
(昭
和
十
九
年
十
一月
八
旦

こ
れ
は
日
本
式
の
八
キ
ロ
で
は
な
-
､
韓
国
式
の
〇
･八
キ
ロ
と
考
え
た
ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
｡

｢昭
南
島
の
付
近
の
漁
場
を
見
物
に
行
こ
う
と
い
う
の
で
'
約
二
十
余
里
に
も
な
る
海

22

岸
の
漁
場
ま
で
見
物
し
て
帰
っ
た
｣

こ
の
場
合
も
､
日
本
式
だ
と
八
十
キ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
､
韓
国
式
の
八
キ
ロ
が
適
切
で

あ
る
｡

｢
イ
ン
ド

･
ビ
ル
マ
国
境
を
越
え
皇
軍
は
イ
ン
パ
ー
ル
要
地
が
わ
ず
か

1
里
し
か
な
い

所
ま
で
進
撃
し
た
そ
う
だ
｣
(昭
和
十
八
年
四
月
十
六
旦

こ
れ
は
韓
国
式
の
○
由

キ
ロ
か
日
本
式
の
四
キ
ロ
か
は
判
断
し
に
-
い
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
'

実
際
に
地
図
上
で
確
認
す
る
必
要
も
あ
っ
た
O

ま
た

｢遊
ぶ
｣
と
い
う
言
葉
は
'
帝
国
で
は
休
息
'
遊
び
な
ど
幅
広
-
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
｡

そ
れ
だ
け
に
非
常
に
汎
用
性
が
高
く

日
本
語
と
ぴ
っ
た
り
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢慰

安
所
で
遊
ぶ
｣
と
い
う
文
脈
だ
と
'
別
の
意
味
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
｡
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作
者
の
朴
氏
は
､
韓
国
慶
尚
南
道
進
永
生
ま
れ
で
'
代
替
屋
､
売
春
業
を
や
っ
て
い
た
｡
で
は
'

作
者
は
な
ぜ
こ
の
日
記
を
審
い
た
の
だ
ろ
う
か
O
そ
し
て
な
ぜ
こ
の
日
記
が
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
｡
公
開
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
私
事
の
も
の
な
の
か
､
あ
る
い
は
仕
事
'
帳
場
の
業
務
日
記
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
､
そ
れ
と
も
両
方
を
兼
ね
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

･そ
の
興
味

は
尽
き
な
い
｡

ク
忠
良
な
る
臣
民
〃

一
九
四
三

(昭
和
十
八
)
年

一
月

一
日
の
日
記
を
引
用
す
る
｡

｢紀
元
二
千
六
百
三
年

昭
和
十
八
年

1
月

l
日

金
曜
日

晴
天

十
九
､
二
十

l

大
東
亜
聖
戦
の
中
'
二
回
目
の
新
春
を
迎
え
､

1
倍
民
草
は
仰
伏
し
'
偵

ん
で
型
番

の
無
張
あ
ら
せ
ら
れ
ん
こ
と
と
'
皇
室
の
珊
柴
あ
ら
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
奉
祝
い
た
す
と

こ
ろ
で
あ
る
｡
私
は
遠
く
故
郷
を
離
れ
'
ビ
ル
マ
･
ア
キ
ャ
ブ
市
の
慰
安
所
の
勘
八
倶

楽
部
で
起
床
し
､
東
方
宮
城
に
向
か
い
遥
拝
L
t
故
郷
の
父
母
'
兄
弟
､
要
子
を
思
い
､

幸
福
を
祈

っ
た
｡
東
の
空
の
日
の
光
も
意
が
あ
る
ご
と
く
照
ら
し
'
皇
軍
の
武
運
長
久

と
国
家
隆
昌
あ
ら
ん
こ
と
を
祝
福
し
て
く
れ
る
.
ど
う
か
､
今
年

l
年
も
恨
事
'
幸
運

に
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
､
妻
の
兄
弟
と
○
桓
君
は
慰
安
婦
を
連
れ
て
聯
隊
本
部
､
そ
の

他
三
'
四
か
所
に
新
年
の
あ
い
さ
つ
の
た

め
に
行
っ
て
来
た
｡
前
線
の
陣
中
の
元
日
も
ほ

ぼ
す
ぎ
て
夜
に
な
る
と
今
年
の
幸
運
を
夢
に
見
て
､
何
日
か
寝
ら
れ
ず
つ
ら
か
っ
た
た

め
に
'
深
く
寝
入
っ
た
｣

日
記
は
個
人
の
生
活
記
録
で
あ
り
'
彼
の
性
格
や
人
格
'
教
養
な
ど
が
見
え
て
-
る
｡

日
記
は
公
開
し
よ
う
と
し
た
の
か
'
さ
れ
て
も
よ
い
'
あ
る
い
は
何
時
か
は
公
開
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡
少
な
-
と
も
三
十
年
以
上
日
記
を
書
い
て
い
る

の
は
習
慣
で
あ
り
'
日
常
的
な
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
ほ
ど
読
者
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
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知
れ
な
い
｡

し
か
し
彼
は
な
ぜ
戟
争
や
軍
､
慰
安
婦
た
ち
に
関
し
て
最
小
限
に
触
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

二
人
の
慰
安
婦
遭
難
と
い
う
の
は
戟
争
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
二
人
の
車
へ
送
金
な
ど
を
書
き
留
め

な
が
ら
､
な
ぜ
軍
の
こ
と
に
つ
い
て
は
書
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡

｢四
月
二
十
九
日

(旧

四
月
六
日
)

土
曜
日

晴
天

聖
戦
下
に
お
け
る
第
三
回
の
天
長
節
に
お
わ
し
た
o
天
皇
陛
下
に
お
か
れ
て
は
第

四
十
四
回
の
御
誕
辰
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
｡
我
ら
民
草
は
ひ
と
え
に
聖
毒
の
無

窮
あ
ら
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
奉
祝
申
し
上
げ
ま
す
｡
特
別
市
庁
前
の
広
場
に
お
い
て
'
拝

賀
式
が
挙
行
さ
れ
た
｡
今
日
は
天
長
節
の
慶
祝
日
で
あ
る
の
で
'
軍
人
の
外
出
が
多
く
'

倶
楽
部
の
収
入
が
二
千
四
百
五
十
余
円
と
い
う
開
業
以
来
最
高
記
録
で
あ
っ
た
｡
夜

1

時
少
し
過
ぎ
､
帳
場
の
仕
事
を
終
え
寝
た
｣

朴
氏
は
､
｢忠
実
な
る
臣
民
｣
と
し
て
日
記
を
書
い
て
い
る
｡

26

上
記
の
文
で
は

｢
大
東
亜
聖
戦
｣
｢
聖
寿
の
無
涯
｣
｢皇
室
の
弼
柴
｣
｢皇
軍
の
武
運
長
久
と
国

家
隆
昌
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
当
時
の
朝
鮮
人
の
国
家
観
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
日
本
帝
国
が
打
ち
出
し
た

｢
聖
戟
｣
｢皇
軍
｣
と
い
う
認
識
が
当
時
多
く
の
韓
国
人
に

染
み
付
い
て
い
て
,
｢帝
国
臣
民
｣
と
し
て
の
意
識
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
帳
場
人
｣
と
し
て
の
生
活

彼
は
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
の
か
見
て
み
よ
う
｡
本
人
は

一
時
期

(
1
九
四
三
年
六
月

1
日

～
九
月
三
十
日
)
を
除
い
て
帳
場
の
仕
事
を
貫
い
た

｢帳
場
人
｣
で
あ
っ
た
｡
金
勘
定
を
し
て
帳

簿
に
書
き
付
け
る
仕
事
で
あ
り
､
慰
安
所
の

｢管
理
人
｣
と
も
言
え
る
o
尉
墓

所
経
営
に
関
す
る

情
報
が
出
て
い
る
が
,
帳
場
の
仕
事
は
午
後
二
時
か
ら
午
前

一
時

-
ら
い
｡
し
か
し
帳
場
の
内
容

に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
｡
日
記
に
描
か
れ
て
い
る
仕
事
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡
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朝
起
き
て
ご
飯
の
後
に
ボ
ー
イ
を
連
れ
て
市
場
に
行
っ
て
買
い
物
を
し
て
来
る
｡
収
支
計
算
書

の
作
成
､
常
会
参
加
'
帳
簿
整
理
'
倶
楽
部
組
合
の
事
務
所
で
防
空
当
番
､
稼
安
婦
貯
金
､
配
給
'

警
防
隊
'
記
念
祝
賀
行
事
'
軍
政
監
部
に
入
国
許
可
書
､
横
浜
正
金
銀
行
'
南
方
開
発
銀
行
,
華

南
銀
行
'
野
戟
郵
便
局
な
ど
で
送
金
｡
慰
安
婦
の
就
業
許
可
願
を
提
出
､
乗
用
車
の
車
体
検
査
'

職
工
た
ち
に
賃
金
支
払
い
'
米
穀
類
の
配
給

な
ど
な
ど
｡

ま
た
新
聞
を
定
期
購
読
し
世
界
情
勢
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
よ
う
だ
｡

｢新
聞
代
金
五
日
分
二
円
五
十
銭
を
支
払
っ
た
｣
(昭
和
十
八
年
五
月
二
十
九
旦

ま
た
'
高
級
な
ス
ー
ツ
へ
靴
'
時
計
'
自
動
車
な
ど
を
買
い
､
映
画
鑑
賞
を
楽
し
む
な
ど
優
雅

な
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

｢洋
服
地
九
ヤ
ー
ド
を
七
十
円
で
買
っ
て
｣
(昭
利
十
八
年
三
月
二
且

｢平
沼
洋
服
店
に
行
き
洋
服
の
仮
ぬ
い
｣
(昭
和
十
八
jF
e]月
十
二
旦

28

｢洋
服
四
セ
ッ
-

(上
下
)
ほ
ど
代
金
三
五
五
円
で
注
文
｣
(昭
竿

八
年
十
塁

十
亘

｢印
度
人
の
羅
紗
店
に
衣
服
地
を
三
石
五
十
余
円
分
買
い
｣
南
郷
十
八
等

至

三
旦

｢某
支
那
人
か
ら
代
金
七
百
五
十
円
と
い
う
腕
時
計
を
買
い
受
け
る
約
束
を
し
た
｣
(昭

和
十
九
年
六
月
二
十
口
)

｢印
度
人
の
理
髪
行
商
者
を
呼
び
散
髪

(昭
竿

八
年
二
E=+
九
旦

｢大
世
界
遊
芸
場
の
拳
闘
見
物
｣
(昭
和
十
九
望

月
十
八
旦

｢自
動
車
を

一
台
買
っ
て
乗
っ
て
帰
っ
て
き
た
｣
(昭
竿

八
年
八
見

旦

｢金
川
氏
の
案
内
で
ビ
ル
マ
第

一
で
あ
る
釈
迦
像
を
見
物
し
｡
こ
の
臥
仏
像
は
長
さ

百
<
十
余
尺
,
高
さ
五
十
余
尺
と
い
う
が
･
本
当
に
驚
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
｣
(昭
和
十
八

年
一月
二
十
六
旦

し
か
し
彼
は
特
別
な
人
で
は
な
く
,
そ
の
時
代
を
真
面
目
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
｡

盲

も

欠
か
さ
ず
日
記
を
普
く
凡
帳
面
な
人
だ
と
感
じ
る
｡

釜
山
と
大
邸
に
妻
が
二
人
い
た
｡
実
家
だ
け
で
な
-
そ
れ
ぞ
れ
の
妾
に
通
信

(電
報
へ
手
紙
な

第五車 r日本軍慰安所管理人のEl劉129



ど
)
や
送
金
な
ど
を
し
て
､
両
方
の
家
を
養
っ
て
い
た
｡

｢釜
山
の
妻
の
父
上
の
所
に
電
報
｣
(昭
和
十
八
年
七
月
六
旦

｢大
邸
の
側
妻
に
昨
年
送
金
し
二
千

(円
)
｣

(昭
利
十
八
年
十
二
月
六
旦

｢五
百
円
を
送
金
｣
(昭
和
十
<
年
五
月
E]旦

｢
六
百

円
｣

(昭
和
十
<
年
六
月
十
四
旦

そ
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
彼
が
ど
ん
な
身
分
だ

っ
た
の
か
と
い
う
と
'
あ
く
ま
で
も
帳
場
人
と

し
て
管
理
'
組
織
な
ど
営
む
尉
墓

所
管
理
人
で
あ
っ
て
'
軍
人
や
軍
属
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
軍
属
に
警
嘩
心
を
感
じ
て
お
り
'
軍
属
と
の
区
別
意
識
は
常
に
持
っ
て

い
た
よ
う
だ
｡

｢軍
属
達
と

一
緒
に
食
べ
て
き
た
が
､
明
日
か
ら
は
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
｣

(昭
利
十
九
年
1月
十
二
日
)

30

｢大
石
,
豊
川
'
三
田
'
大
山
ち
と
菊
水
料
理
に
夕
食
を
食
べ
に
い
っ
た
が
､
軍
人
'

軍
属
の
外
に
は
出
入
り
禁
止
だ
と
い
う
の
で
支
那
衝
に
出
て
夕
食
を
難
ね
て
料
理
を
食

べ
た
｣
(昭
和
十
八
年
四
月
二
十
三
旦

と
い
う
よ
う
に
,
慰
安
所
経
営
者
た
ち
と
軍
属
を
区
分
し
て
い
る
こ
と
が
十
分
わ
か
る
｡
こ
の

記
述
か
ら
'
尉
妄

婦
も
軍
属
で
は
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
｡

彼
の
仕
事
の
尉
妄

業
は
軍
務
で
は
な
か
っ
た
が
'
軍
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
｡
考
察
す
る

に
,
軍
と
尉
妄

所
と
は
指
定
関
係
あ
る
い
は
得
意
関
係
だ
っ
た
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
あ
る
い
は
占

領
地
に
お
け
る
軍
政
下
で
の
統
制
管
理
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
､
日
記
に
は
多
く
の
日
本
名
の
人
物
が
登
場
す
る
が
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
人
の
日
本

名
で
あ
る
｡
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ク

望
郷
〃

の
念

彼
は
祖
国
を
離
れ
て
お
-
､

〝望
郷
″
の
念
も
日
記
に
描
か
れ
て
い
る
｡

｢朝
鮮
は
今
最
も
寒
い
時
な
の
に
'
こ
こ
は
中
秋
の
気
候
位
で
あ
る
｣
両
神
十
八
年
一月
l亘

｢此
処
の
気
候
は
'
明
け
方
は
と
て
も
涼
し
い
の
に
'
昼
に
は
た
い
へ
ん
暑
く
,
ち
ょ
っ

と
だ
け
歩
い
て
も
汗
が
だ
ら
だ
ら
と
な
が
れ
る
｡
朝
鮮
も
今
は
､
す
ご
い
寒
さ
は
去
っ

て
い
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
わ
ず
か
二
十
日
余
り
で
桜
が
消
閑
に
な
る
'
良
い
時
節

が
近
づ
く
の
た
｡
こ
の
良
き
朝
鮮
の
春
季
も
万
里
の
異
城
か
ら
思
う
だ
け
で
過
ご
す
こ

と
に
な
る
｣
(昭
和
十
八
年
三
月
十
三
旦

｢今
日
の
夜
は
旧
十
五
夜
の
満
月
が
蒼
空
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
た
｡
朝
鮮
の
十
月
の

十
五
夜
の
月
と
い
え
ば
'

1
年
中
で
も

l
番
良
い
時
期
の
月
で
あ
り
'
大
空
も
雲
ひ
と

っ
な
く
晴
れ
る
｡
い
つ
こ
の
月
を
故
郷
の
空
で
見
る
だ
ろ
う
か
｣
両
利
十
八
年
土

日
十
二
旦

32

｢最
近
は
気
候
が
大
変
さ
わ
や
か
で
'
ま
る
で
朝
鮮
の
秋
涼
時
節
の
様
だ
｡
さ
ら
に
､

夜
間
は
門
を
閉
め
,
掛
け
布
団
を
か
け
な
け
れ
ば
'
肌
寒
い
空
気
が
加
わ
る
ほ
ど
で
あ
る
｣

(昭
和
十
八
年
二
月
二
十
四
旦

こ
の
日
記
の
公
開
さ
れ
て
い
る
部
分
は
､
｢
ビ
ル
マ
の
ア
キ
ャ
ブ
､
イ
ン
ド
国
境
に
近
い
と
こ

ろ
で
新
年
を
迎
え
た
｣
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
｡

ビ
ル
マ
西
部
の
都
市
ア
キ
ャ
ブ

(現
シ
ッ
ト
ウ
エ
ー
)
は
太
平
洋
戦
争
時
'
日
本
軍
の
重
要
拠

点
で
あ
っ
た
｡

一
九
四
二
年
末
頃
か
ら

完

四
三
年
四
月
ま
で
の
約
四
か
月
間
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
と

イ
ン
ド
軍
を
相
手
に
展
開
さ
れ
た
第

一
次
ア
キ
ャ
ブ
作
戦
で
は
'
第
五
十
五
師
団
が
多
大
な
戦
果

を
挙
げ
た
｡

日
記
で
は
,
ビ
ル
マ
の
状
況
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
｡

｢大
東
亜
戦
争
勃
発
か
ら
二
年
過
ぎ
､
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
ビ
ル
マ
と
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
を
日
本
が
陥
落
･
侵
入
し
て
い
く
堅

剛
戦
線
'
ビ
ル
マ
方
面
か
ら
は
イ
ン
ド
の
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国
境
か
ら
英
印
軍
の
反
攻
を
粉
砕
し
ア
キ
ャ
ブ
奪
回
の
企
図
を
完
封
L
t
そ
の
後
執
糊

に
盲
撃
し
て
く
る
英
空
軍
を
迎
撃
し
､
八
月
に
は
ビ
ル
マ
'
十
月
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

独
立
が
厳
か
に
宣
言
さ
れ
'
ま
た
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
の
樹
立
し
た
こ
と
に
お
い
て
,

ア
ジ
ア
の
解
放
の
聖
業
が
､
皇
軍
の
戦
果
と
併
行
し
て

｣
(昭
和
十
八
年
十
二
月
三
十
一旦

当
時
'
日
本
軍
は
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
か
は
書
い
て
い
な
い
｡

兵
姑
と
慰
安
所

軍
と
の
関
係
を
表
す
の
が
移
動
の
時
で
あ
る
｡
連
隊
の
移
動
に
伴

っ
て
慰
安
所
が
移
動
し
た
の

か
､
そ
れ
と
も
軍
の
命
令
に
よ
っ
て
移
動
し
た
の
か
は
走
か
で
は
な
い
O

3Ll

｢
マ
ン
ダ
レ
1
の
慰
安
所
が
部
隊
の
移
動
に
従
っ
て
プ
ロ
メ
I
に
移
り
'
営
業
し
て
い

る
と
い
う
｣
二
月
二
十
九
旦

｢五
十
五
師
団
の
部
隊
長
が
来
て
か
ら
マ
ン
タ
レ
-
の
近
く
の
イ
ェ
ウ
-
と
い
う
所
に

金
川
氏
の
慰
安
所
を
移
転
せ
よ
と
の
命
令
が
あ
っ
て
､
行
こ
う
と
い
う
の
だ
が
､
慰
安

婦

一
同
は
絶
対
反
対
と
い
っ
て
行
か
な
い
と
い
っ
た
｣
(昭
和
十
八
年
三
月
十
旦

｢
し
か
し
司
令
部
命
令
に
は
勝
て
ず
'慰
安
所
を
イ
ェ
ウ
ー
ヘ
移
す
こ
と
に
な
っ
た
｣
(昭

和
十
八
年
三
月
十
四
旦

｢そ
し
て
師
団
連
絡
所
か
ら
イ
ェ
ウ
-
方
面
へ
の
移
動
を
当
分
の
間
'
中
止
す
る
と
金

川
氏
に
言
わ
れ
た
｣
(昭
和
十
八
年
三
月
十
六
旦

｢
ア
キ
ャ
ブ
の
慰
安
所
が
連
隊
の
移
動
と
同
時
に
移
動
し
､
タ
ウ
ン
ギ
で
経
営
し
た
｣

｢慰
安
所
の
女
子
た
ち
は
部
隊
と

1
緒
に

1
･
二
か
月
後
に
は
移
動
す
る
よ
う
で
あ
っ

た
｣
(昭
和
十
八
竺
ハ月
二
十
<
且

と
い
う
記
述
も
あ
る
｡
つ
ま
り
慰
安
所
は
軍
の
所
属
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
0

35 第玉串 rEト本軍慰安所管理人の日劉



こ
こ
に
登
場
す
る
慰
安
所
経
営
者
の

｢金
川
氏
｣
も
朝
鮮
人
で
あ
る
｡
韓
国
で
刊
行
さ
れ
た
安

教
授
訳
の
原
審
に
は
､
｢朝
鮮
人
慰
安
所
経
営
者
の
リ
ス
-
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
O

朴
氏
は
軍
人
や
軍
属
で
は
な
か
っ
た
の
で
｢部
隊
の
自
動
車
｣
な
ど
で
移
動
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
､
軍
用
に
便
乗
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
｡

｢四
.
五
日
間
は

l
般
列
車
の
運
転
は
な
く
'
軍
用
臨
時
列
車
だ
け
し
か
な
い
の
で
'
停

車
司
令
部
で
便
乗
券
を
も
と
め
て
乗
っ
た
｣
(昭
和
十
八
年
九
月
五
旦

｢
モ
バ
リ
ン
か
ら
十
五
時
五
十
分
発
の
臨
時
軍
用
列
車
に
便
乗
し
マ
ル
タ
バ
ン
に
向

か
っ
た
.
マ
ル
タ
バ
ン
に
着
い
た
の
は
夜
二
時
頃
だ
と
い
う
｣
(昭
和
十
八
年
九
月
±

旦

｢衛
生
部
長

(ビ
ル
マ
人
)
の
自
動
車
に
便
乗
｣
(昭
和
卜
八
竺

月
二
十
二
旦

｢
タ
ポ
イ
の
兵
砧
の
宿
舎
で
起
き
'
朝
ご
飯
を
食
べ
､
兵
端
の
自
動
車
で
日
通
自
動
車

部
ま
で
行
っ
て
｣
(昭
和
十
･<
年
九
月
+
凶
=
)

｢藤
岡
氏
と
碇
泊
場
司
令
部
に
行
き
便
乗
の
請
求
を
し
た
｡
乗
船
は
こ
の
た
び
は
今
日

36

配役qt牡 rビルマ牡妃｣より の夕方

ということなので'兵砧に帰り一行を連

れて｣(昭利十八年九円十九旦｢停車

司令部に行き便乗券をもらい'二十二時四十分発の軍閥列車に乗りヂスンボンを出発して昭南に向かった｡もう雑コースはみな通り過ぎたようである｡列車は客車ではなく貨物車に1人乗った

｣(昭和十八年九円二十七旦朴氏が移動す

る際には'通常'鉄道'船舶'自動車や馬車'一般交通手段を利用していた｡｢軍用車に便乗

｣したということは'軍

人でないということである｡また､軍人で

は
な
い
た
め
移
動
中
な
ど
に
泊
ま
る
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宿
所
も
'
民
間
施
設
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
｡
食
事
も
友
人
知
人
の
家
で
す
ま
せ
て
い
た
｡

｢ビ
ル
マ
国
タ
ン
ガ
ッ
プ
の
火
村
小
隊
の
串
に
火
村
小
隊
長
少
尉
ら
と
七
人
で
乗

っ
て
'

午
前
十

一
時
に
タ
ン
ガ
ッ
プ
を
出
発
し
｣
(昭
和
十
八
竺

月
二
十
盲

)

｢途
中
二
か
所
の
大
き
な
河
を
渡

っ
て
八
時
頃

マ
グ
イ
に
到
着
し
た
O

マ
グ
イ
の
兵
端

を
訪
ね
て
行
き
､
宿
泊
を
要
請
し
'
夕
食
を
食

べ
､
抹
浴
後
寝
た
｡
兵
砧
は
ど
こ
で
も

親
切
に
し
て
く
れ
本
当
に
感
謝
を
感
じ
た
｣
(昭
利
十
八
年
九
月
十
五
旦

夜
遅
-
着

い
て
兵
端
部
で
寝
た
こ
と
が
あ
る
｡

｢到
着
し
た
の
は
夜
二
十

7
時
頃
で
あ
る
o
警
備
隊
の
兵
軸
部
を
訪
ね
て
行
き
'

1
行

の
荷
物
を
全
部
お
ろ
し
て
'
食
事
を
し
て
同
宿
舎
で
彩
た
｣
(昭
榔
十
八
年
九
月
十
二
旦

｢停
泊
場
司
令
部
に
行
き
､
乗

っ
て
来
た
船
の
食
費
を
支
払

っ
た
｣
(昭
利
+
八
咋
九
月
十
六
旦

38

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

･
カ
ト
ン
の
宿
舎
に
軍
属
四
名
と

一
緒
に
宿
泊
し
た
こ
と
も
あ
る
0

｢
そ
の
宿
舎
は
海
岸
か
ら
わ
ず
か
数
十
歩
し
か
な
い
所
で
'
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
市
街
と
は

二
里
く
ら
い
距
離
が
あ
る
所
に
あ
る
｣
(昭
和
十
九
年
十
石

八
旦

こ
の
宿
舎
は
軍
施
設
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
と

い
う
の
も
'
さ
ら
に
日
記
の
記
述
を
確
認
す
る
｡

｢
ラ
ン
グ
ー
ン
会
館
の
大
山
虎

1
氏
の
所
に
国
宿
し
た
｣
(昭
和
十
<
年
l
E三
十
三
=
)

｢
三
月
末

頃
ペ
グ
ー
に
故
郷
の
友
人
金
川
氏
が
い
る
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
き
'
金
川
氏

の
所
に
行
き
,
そ

こ
で

一
か
月
く
ら
い
い
た
｡
そ
れ
か
ら
は
､
ほ
か
の
人
に
面
倒
ば
か

り
か
け
る
身
に
な
っ
た
｣

｢新
井
'
山
本
宅
で
ご
飯
を
自
分
で
作
り
食
べ
て
雇
た
｣
(昭
竿

八
年
五
里

十
亘

こ
の
よ
う
に
､
軍
施
設
を
利
用
し
た
形
跡
が
な
い
｡
さ
ら
に
､

3g 第五車 r日本軍慰安所管理人の日劉



｢新
井
'
中
宗
両
氏
と
イ
ン
セ
ン
の
村
山
氏
宅
に
行

っ
て
夕
食
を
食
べ
泊
ま
っ
た
｡

l

定
し
た
寝
食
を
す
る
所
が
な
く
相
変
わ
ら
ず
知

っ
て
い
る
家
に
行

っ
て
世
話
に
な
る
だ

け
で
'
面
目
こ
の
上
な
い
｣
(昭
和
十
八
年
五
月
十
九
旦

以
上
の
記
述
か
ら
'
彼
は
軍
人
や
軍
属
で
は
な
く

軍
と
の
協
力
関
係
に
あ

っ
た
立
場
と
思
わ

れ
る
｡

慰
安
所
の
実
際

日
本
に
は
十
九
世
紀
末
'
｢
か
ら
ゆ
き
さ
ん
｣
と
呼
ば
れ
る
主
に
東
ア
ジ
ア
'
東
南
ア
ジ
ア
方

面

へ
の
性
産
業
輸
出
ビ
ジ
ネ
ス
が
あ

っ
た
が
､
例
え
ば
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
日
本
人
と
中
国
人
に

よ
る
代
表
的
な
赤
線
地
域
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
は
周
知
の
通
-
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
日
記
で

は
'
そ
の
件
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡

ア
キ
ャ
ブ
方
面
に
は
朝
鮮
人
経
営
者
以
外
の
慰
安
所
'
例
え
ば
日
本
人
や
現
地
人
が
経
営
す
る

｢地
方
人
慰
安
所
｣
(昭
和
十
八
年
六
月
十
九
且

も
あ

っ
た
よ
う
で
'
そ
こ
に
も
朝
鮮
人
慰
安
婦
六
㌧七
十

名
が
入
っ
た
と
い
う

(昭
和
十
八
年
七
月
二
十
三
且
｡

朝
鮮
人
た
ち
は
､
日
本
帝
国
臣
民
の
立
場
で
は
初
め
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
海
外
に
進
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
｡
何
人
か
の
朝
鮮
人
が
'
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
'
マ
レ
ー
シ
ア
'
タ
イ
'
東
テ
ィ
モ
ー
ル
な

ど
に
広
く
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
'
慰
安
所
経
営
以
外
に
も
料
理
店
､
食
堂
､
餅
屋
'
製
某
所
'

豆
腐
屋
'
製
油
工
場
な
ど
'
多
角
的
に
経
営
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
日
記
で
わ
か
る
｡

尉
墓

所
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
'
ま
ず
軍
施
設
と
し
て
の
キ
ャ
ン
プ
や
テ
ン
ー
を
想
像
す
る
人
が

多
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
実
は
慰
安
所
の
建
物
は
'
ほ
と
ん
ど
が
民
間
の
住
宅
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
｡
そ
し
て
色
街
の
よ
う
に
隔
離
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
｡

｢家
屋
と
工
場
を
保
証
金
に
千
円
へ毎
月
五
百
円
で
貸
し
借
り
し
た
｣
(昭
和
十

八
年
四
月
盲
)
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｢ビ
ル
マ
･
ア
キ
ャ
ブ
市
の
慰
安
所
の
勘
∧
倶
楽
部
は
山
本
氏
の
お
宅
で
あ
っ
た
と
い

う
｡
ラ
ン
グ
ー
ン
市
外
の
イ
ン
セ
ン
で
村
山
氏
が
経
営
し
た
慰
安
所
の

一
番
士
桜
は
村

山
氏
宅
で
あ
る
と
い
う
｣
南
郷
十
<
年
七
月
二
十
旦

｢
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
菊
水
ク
ラ
ブ
は
市
街
の
住
宅
街
の
中
の
ケ
ン
ヒ
ー
ル
ロ
ー
ド
八
八
号

に
あ
る
西
原
氏
の
家
だ
と
い
う
｣
(昭
和
十
九
年
一月
二
十
九
旦

そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
慰
安
所
は
売
買
'
譲
渡
'
借
り
貸
し
が
出
来
た
｡

｢村
山
氏
夫
妻
が
や
は
り
必
ず
'
慰
安
所
を
引
き
受
け
て
経
営
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
､

き
っ
ぱ
り
と
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
決
定
し
｣
(昭
和
十
八
年
<
円
十
五
旦

｢
二
島
士
様
が
兵
砧
管
理
に
な
り
'
村
山
氏
と
新
井
氏
は
兵
鮎
司
令
部
に
行
っ
た
｡
イ

ン
セ
ン
の
慰
安
所
二
か
所
が
兵
砧
管
理
に
移
行
し
た
後
､
慰
安
婦
の
検
徹
も
兵
端
の
軍

医
が
す
る
.
プ
ロ
ム
ロ
1
-
の
陳
瑞
信
の
家
に
行
き
家
屋
工
場
を
毎
月
五
百
円
で
賃
貸

借
契
約
を
結
び
保
証
金
に
金
千
円
を
支
払

っ
た
｡
大
山
氏
と
菊
水
料
理
店
が
ど
こ
に
あ

る
か
さ
が
し
て
み
て
､
大
山
氏
の
家
に
帰
り
夕
食
を
た
べ
'
宿
舎
に
戻
っ
て
寝
た
｡
今

日
か
ら
大
山
氏
と
食
堂
と
製
油
工
場
を
共
同
で
経
営
す
る
約
束
を
L
t
事
業
準
備
を
進

め
る
こ
と
に
決
定
し
た
｡
村
山
氏
が
言
う
に
は
先
日
約
束
し
た

l
笛
士
楼
慰
安
所
を
九

月

一
日
に
引
き
渡
さ
ず
､
九
月
ま
で
自
分
が
経
営
し
て
､
十
月
初
め
に
引
き
渡
す
と
い

う
こ
と
に
対
し
,
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
だ
め
だ
と
い
う
と
'
他
の
人
に
処
分
す
る
と
い

う
の
で
そ
う
し
な
さ
い
と
承
諾
し
た
｣
(昭
和
十
八
年
八
月
二
十
四
旦

｢清
川
商
事
の
金
川
氏
は
新
興
洋
行
を
引
受
け
継
続
経
営
す
る
〓

昭
和
十
九
年
四
月
十
三
旦

売
買
の
状
況
が
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
｡

ま
た
航
空
隊
所
属
の
慰
安
所
二
個
所
が
兵
端
管
理
に
移
譲
さ
れ
た
と
い
う
｡
｢航
空
隊
所
属
｣
｢兵

端
管
理
に
移
譲
｣
と
い
う
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
｡
所
属
変
更
か
管
理
の
変
更
か
｡
慰
安
所
二

個
所
は
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
.
す
で
に
兵
端
の
管
理
に
な
っ
て
い
た

1
富
士

桜
も
譲
渡
が
出
来
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
O
兵
端

(翠
)
の
管
理
と
慰
安
所
の
譲
渡
と
は
矛

盾
し
て
い
る
｡
｢管
理
｣
と
は
衛
生
管
理
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
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照地名は当時のtlの (ほgA内は現在の地名)

144慰安婦の実際慰安婦の行政的な扱いは'

｢酌婦許可書｣南村十九年六月十六旦

｢酌婦宋○玉の診断書｣(昭和十九年六月11+八旦｢酌婦日記帳｣(昭

和十九年十二月十四旦などと記されているように二酌婦｣として手続きが取られ

たようである｡実際には･営稼婦あるいは稼業婦,酌婦などと呼ばれていたようだ｡また､慰安業は行政的用語では以下の例のように｢稼業｣で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

｢特
別
市
の
警
務
部
保
安
科



十
八
年
五
月
八
日
)

｢倶
楽
部
の
稼
業
婦
と
し
て
手
続
き
を
し
て
あ
げ
る
｣
(昭
和
十
九
年
六
月
九
旦

慰
安
業
を
辞
め
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

｢村
山
氏
の
慰
安
所
で
慰
安
婦
を
し
て
い
た
が
結
婚
生
活
を
す
る
た
め
出
た
春
代
､
弘

子
は
'
こ
の
た
び
兵
端
の
命
令
で
再
び
慰
安
婦
と
し
て
金
泉
館
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
｣
(昭
和
十
八
年
七
月
二
十
九
旦

し
か
し
'
慰
安
婦
は
手
続
き
に
よ
っ
て
廃
業
'
休
業
は
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
｡

｢慰
安
婦
の
順
子
と
お
染
の
二
名
が
廃
業
し
た
｣
(昭
和
十
九
年
三
月
三
旦

｢慰
安
稼
業
婦
の
許
○
祥

(玉
江
)
は
目
下
妊
娠
七
か
月
で
あ
る
の
で
'
休
業
届
を
提

出
し
た
｣
(昭
和
十
九
年
七
月四
旦

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
,
慰
安
婦
の

｢廃
業
｣
｢休
業
｣
｢帰
国
｣
な
ど
が
多
い
が
'
ビ
ル
マ
で
は

少
な
か
っ
た
｡
慰
安
婦
は
定
期
的
な
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
'
性
病
に
か
か
っ
た
場
合
は
入

院
さ
せ
た
り
'
妊
娠
出
産
に
対
し
て
も
手
厚
い
対
応
が
さ
れ
た
｡

｢桜
倶
楽
部
の
慰
安
婦
'

○
子
は
腹
部
が
と
て
も
痛
み
'
午
後
'
開
腹
手
術
を
す
る
の

だ
と
い
う
｡
妊
娠
七
か
月

で
'胎
動
異
常
が
あ
り
'
鈴
木
病
院
に
入
院
し
た
が
流
産
だ
っ

た
と
車
で
帰
っ
て
き
た
｣
(昭
和
十
八
年
七
月
十
七
旦

軍
人
の
慰
安
所
出
入
り
も
統
制
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
O

｢倶
楽
部
の
酌
婦
菊
枝
の
所
に
釆
た
が
､
憲
兵
に
発
匹

(-日
和
十
九
年
九
月
九
旦

慰
安
婦
の
給
料
は
そ
れ
ぞ
れ
個
人
単
位
で
貯
金
し
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
｡
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｢正
金
銀
行
に
行

っ
て
､
村
山
氏
の
慰
安
所
の
慰
安
婦
二
人
の
貯
金
を
し
｣
(昭
和
十
九
年

四
月
十
g
]日
)

｢稼
業
婦
貯
金
｣
(昭
和
十
九
空
ハ月
十
六
旦

｢
横
浜
正
金
銀
行

ラ
ン
グ
ー
ン
支
店

で
三
万
二
千
円
を
貯
金
し
た
｣
(昭
和
十
八
年
貢

二
十
五
日
)

｢慰
安
婦
に
頼
ま
れ
送
金
六
百
円
を
本
人
の
貯
金
か
ら
引
き
出
し
て
､
中
央
郵
便
局
か

ら
送

っ
た
｣
(昭
和
十
九
年
十
月
二
十
七
旦

慰
安
業
と
は
'
精
神
的
な
慰
安
'
会
社
の
慰
安
旅
行
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
慰
安
と
は
､

戦
場
に
出
る
軍
人
に
慰
労
'
慰
安
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
る
い
は
性
的
快
楽
提
供
の

売
春
業
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
ら
は
ど
う
違
う
の
か
｡

事
典
に
は

｢慰
安
所
と
は
軍
人
や
軍
属
の
た
め
に
設
置
あ
る
い
は
指
定
し
た
売
春
宿
｣
と
あ
る
｡

こ
の
地
域
で
も
基
本
的
に
は
､
慰
安
所
と
は
売
春
宿
で
あ

っ
た
｡
日
本
や
朝
鮮
と
同
様
に
券
番
と

い
う
売
春
業
組
合

｢
慰
安
所
組
合
会
｣
が
あ
り
'
慰
安
所
組
合
会
談
は
定
期
的
に
行
わ
れ
た
'
つ

ま
り
朝
鮮
で
の
妓
生
組
合
の
組
織
が
､
当
地
に
お
い
て
も
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
や
は

り
軍
人
扱

い
で
は
な
い
｡

｢慰
安
所
組
合
会

の
組
合

費
と
し
て

経営者
三
十

円
'
慰

安
婦
十
六
人
二

人
当
た
り

二
円
'
合
わ
せ
て
六
十
二

円
を
払
っ

た｣(昭
和十
八
年
八月
十

旦

売
春
業
は
,
あ
-
ま
で
も
商
業
で
あ

っ
た
｡
軍
人
が
主
な
客
で
あ
り
､
軍
関
係
者
を
接
待
す
る

こ
と
も
あ

っ
た
｡

｢
t
月
二
日
今
日
は
近
頃
で
は

1
番
お
客
が
少
な
か
っ
た
｡
兵
丁
券
が
十
四
枚
し
か
売

れ
な
か
っ
た
｣
(昭
和
十
･八
年
二
月
七
旦

｢新
井
氏
と
村
山
氏
,
金
川
氏
と
軍
司
令
部
の
副
官
部
の
山
添
准
尉
の
宿
舎
に
行
き
山

添
氏
を

1
富
士
桜
に
連
れ
て
来
て
遊
ば
せ
た
｣
(昭
和
十
八
年
九
月
八
旦
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｢今
日
は
近
頃
で
は

一
番
客
が
少
な
か
っ
た
｡
営
業
で
き
ず
遊
ん
で
す
ご
す
の
だ
か
ら

慰
安
婦
た
ち
も
退
屈
で
た
ま
ら
な
く
､
主
人
側
も
外
出
も
で
き
な
い
の
で
身
も
だ
え
し

て
し
ま
う
｣
(昭
和
十
<
年
七
月
三
十
二
ロー
･<
EZEe]旦

｢最
近
は
慰
安
所
の
来
客
が
少
な
く
収
入
も
非
常
に
減
少
し
た
｣
蒋
和
十
八
年
八
月
±

旦

｢最
近
伝
染
病
の
発
生
の
関
係
で
軍
人
の
外
出
が
な
い
｣
(昭
和
十
八
年
八
月
十
七
旦

｢今
日
は
天
長
節
の
慶
祝
日
で
あ
る
の
で
､
軍
人
の
外
出
が
多
く
､
倶
楽
部
の
収
入
が

二
千
四
百
五
十
余
円
と
い
う
開
業
以
来
室
高
記
録
で
あ
っ
た
｣
(昭
利
十
九
年
g]月
二
十
九
旦

｢
軍
人
の
外
出
｣
と
は
軍
務
か
ら
離
れ
'
部
隊
の
中
か
ら
外

へ
出
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡

そ
れ
が
慰
安
所
の
景
気
を
左
右
し
た
の
で
あ
る
｡

軍
政
下
の
慰
安
所

50

朴
氏
が
い
た
ビ
ル
マ
,
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
日
本
の
占
領
地
で
あ
っ
た
｡
占
領
地
に
お
い
て
は
軍

政
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
慰
安
婦
の
移
動
や
衛
生
な
ど
は
軍
政
に
よ
っ
て
統
制
､
管
理
さ
れ
た
が
'

こ
れ
で
尉
妄

所
が
軍
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
｡

｢営
業
を
廃
止
し

1
切
の
外
出
ま
で
禁
止
し
て
貸
家
の
中
に
い
た
｣
(昭
竿

八
年
八
月
亘

｢印
度
人
は
ペ
ス
-
で
あ
っ
て
'
現
在
発
病
し
た
愚
老
も
三
～
四
名
い
て
'
部
隊
は
外

出
禁
止
と
な
る
｣
(昭
和
十
八
年
三
月
二
十
二
旦

｢今
後

一
週
間
営
業
を
中
止
し
､
外
出
は
で
き
な
い
と
怒
兵
が
来
て
言
っ
た
｣
(昭
竿

八

年
七
月
三
十
一
旦

と
い
う
こ
と
は
普
段
は
出
入
り
が
自
由
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢慰
安
婦
は
軍
政
監
部
に
入
国
許
可
畜
こ

(昭
和
十
八
年
二
月
盲
)

｢慰
安
婦
の
検
徴
も
兵
砧
の
軍
医
が
す
る
｣
(昭
和
十
八
年
七
月
二
十
六
旦
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｢慰
安
婦
の
診
療
所
に
行
き
､
登
録
さ
れ
て
い
な
い
二
㌔
三
人
の
慰
安
婦
の
診
察
を
受
け

さ
せ
た
｣
(昭
和
十
八
年
七
円
二
十
九
旦

｢特
別
市
の
保
安
科
営
業
係
の
主
任
の
坂
口
氏
と
撫
子
病
院
の
吉
岡
先
生
が
夜
十
時
頃

来
て
'
営
業
状
況
及
び
洗
浄
場
の
調
査
を
し
て
い
っ
た
｣
(昭
和
十
九
年
七
月
三
旦

兵
砧
や
酒
保
は
物
の
供
給
販
売
も
L
t
特
別
市
保
安
科
分
室
の
旅
行
係
に
行

っ
て
帰
還
旅
行
証

明
手
続
き
を
し
た
り
し
て
い
た
｡

｢職
工
'
苦
力
に
配
給
す
る
白
米
を
部
隊
の
酒
保
で
購
入
し
て
'
荷
車
に
積
み
'
カ
ト

ン
に
寄
り
､
東
亜
商
会
の
事
務
所
に
帰
っ
た
｣
(昭
和
十
九
年
七
月
十
五
且

｢特
別
市
保
安
科
分
室
の
旅
行
係
に
行
き
帰
還
旅
行
証
明
手
続
き
を
提
出
し
た
が
､
不

備
点
が
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
持
っ
て
帰
っ
た
｣
(昭
和
十
九
年
七
月
二
十
E
)

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
特
別
市
の
保
安
課
は
'
行
政
を
担
当
し
た
部
署
で
あ
る
｡

52

｢金
本

○
愛
と
そ
の
妹

○
愛
の
二
名
の
旅
行
証
明
が
お
り
'
南
方
巡
航
会
社
に
乗
船
申

込
を
し

た
｣
(昭
和
十
九
年
八
月七
旦

｢保
安
科
営
業
係
に
行
き
､
本
倶
楽
部
の
慰
安
婦
金

○
先
の
旅
行
証
明
手
続
き
に
必
要

な
証
明
智
を
交
付
し
て
も
ら
っ
て
来
た
｣
(昭
利
十
九
年
九
月十
盲
)

｢保
安
科
分
室
の
旅
行
証
明
係
で
､
先
般
提
出
し
て
い
た
ビ
ル
マ
往
復
旅
行
証
明
と
金

○
先
金
○
愛
両
人
の
内
地
旅
行
証
明
が
で
き
て
い
た
の
で
'
す
ぐ
行
っ
て
受
け
取

っ
て

来
た
｣

(昭和
十
九
年
九
月
二
十
七
旦

｢特
別
市
保
安
科
分
室
の
旅
行
係
に
行
き
'
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
グ
ー
ン
行
き
の
旅
行
証
明

を
取
り
消
し
た
｡
保
安
科
の
営
業
係
で
私
の
菊
水
の
帳
場
の
解
雇
届
を
提
出
し
た
｣
(昭

利
十
九
年
十
月
十
旦

｢特
別
市
保
安
科
分
室
か
ら
'
旅
行
証
明
が
で
き
た
の
で
受
け
取
り
に
来
る
よ
う
に
と

の
通
知
が
き
た
の
で
'
す
ぐ
に
行
っ
て
受
け
取
っ
て
来
た
｣
両
村
十
九
年
十
石

二
旦

｢秀
美
の
帰
国
旅
行
証
明
の
申
請
書
を
提
出
し
た
｣
(昭
卿
十
九
年
十
首
六
旦
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｢仲
居
の
李

○
鳳
の
旅
行
証
明
申
請
書
を
旅
行
証
明
係
に
提
出
し
た
｣
(昭
で
九
千

有
八且

｢私
は
特
別

市
財
務
科
'
同
保
安
科
分
室
の
旅
行
証
明
係
に
寄

っ
て
帰
っ
て
来
て
｣
(昭

利
十
九
年
十
1月
十
四
日
)

｢軍
司
令
部
の
副
官
部
の
山
稀
准
尉
の
所
に
行

っ
て
'
ア
キ
ャ
ブ
で
遭
難
事
の
報
告
が

ま
だ
な
い
の
で
報
告
し
た
｣
(昭
和
十
八
年
五
月
二
十
旦

｢軍
司
令
部
で
慰
安
所
経
営
者
会
議
が
あ
っ
た
｣
両
和
十
八
年
六
月
十
五
旦

｢倶
楽
部
の
八
日
分
の
月
報
を
組
合
事
務
所
に
提
出
し
た
｣
(昭
利
十
九
年
九
月
六
旦

｢兵
砧
司
令
部
に
は
営
業
日
報
を
提
出
し
'
サ
ッ
ク
を
受
け
取

っ
た
｣
(昭
和
十
八
年
八
月

十
二
日

昭
和
十
八
年
八
月
二
十
六
且
.

こ
れ
ら
の
記
述
は
､
当
時
の
軍
政
下
の
状
況
を
表
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
｡
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結
論
と
し
て

ま
ず

一
読
し
て
の
感
想
と
し
て
は
慰
安
所
が
軍
の
機
関
で
は
な
-
'
戟
時
中
の
遊
郭
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
確
信
し
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は

【新
潮
45
｣
(二
〇
一
四
年
九
月
号
)
に
書
い
た
｡

し
か
し
本
書
の
訳
者
で
あ
る
安
素
直
教
授
の
感
想
は
'私
と
は
莫
逆
で
あ

っ
た
｡
安
教
授
日
-
､

旧
日
本
軍
が
慰
安
所
業
者
と
慰
安
婦
た
ち
を
軍
属
的
地
位
に
お
い
て
'
彼
等
を
日
本
軍
の
下
部
組

織
に
編
成
L
t
勝
手
に
戦
線
に
引
き
連
れ
て
歩
い
た
と
い
う
事
実
が
わ
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
は
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
広
-
大
き
く
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
､
あ
-
ま
で
も
韓
国
で
の

受
け
止
め
か
た
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
軍
に
よ
る
強
制
動
員
の
｢決
定
的
資
料
｣
だ
と
い
う
こ
と
で
､

私
の
意
見
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

私
の
関
心
は
日
韓
関
係
の
状
況
'
特
に
あ
る
国
の
国
益
や
政
治
関
係
に
限
る
こ
と
で
は
ま
っ
た

く
な
い
｡
か
と
い
っ
て
'
私
や
読
者
が
時
宜
的
な
状
況
と
は
全
-
か
け
離
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

第五章 r日本軍慰安所管理人の日劉155



い
｡
そ
れ
こ
そ
関
心
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
表
層
だ
け
で
は
な

-
､
深
層
に
'
そ
し
て
真
相
に
追

っ
て
い
き
た
い
｡
そ
れ
が
私
の
関
心
事
で
あ
-
､
私
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
発
信
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
O
そ
れ
が
共
感
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
'
時
宜
に
便
乗
す
る

形
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡

確
か
に
慰
安
所
と
軍
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
､
そ
れ
だ
け
で

｢軍
が
慰
安
所

を
管
理
､
統
制
し
て
い
た
｣
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
本
を
読
み
終
え
て
か
ら
､
｢日

本
軍
慰
安
所
管
理
人
の
日
記
｣
と
い
う
本
の
題
名
か
ら

｢
日
本
軍
｣
を
取
-
外
し
た
-
な
っ
た
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
｡
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第
六
葦

朝
鮮
戦
争
と
韓
国
社
会
の
変
化


