
; シンポジウム 】

「慰安婦」問題再考
「右」から「左」まで一緒に議論しよう
昨年12月6目、シンポジウム n慰安婦』問題再考Jカ凍京

都目黒区の東京工業大学で聞かれた(主催・東京工業大学

JCフ。ロジェクト実行委員会、朝日カルチャーセンター)。

シンボでは、元慰安婦の方々に「償い事業」を実施した財

団法人「女性のためのアジア平和国民基金J(以下、基金と

略称)のあり方を含め様々な議論が展開された。各パネリ

ストの問題提起と討論の要旨を紹介する。

之ooc，c-(0 
朝日新聞社 2004.2.1発行「慰安婦」問題再考『論座』通巻105号 pl16ー131

実
際
的
に
望
み
得
る

最
大
限
と
判
断

大
沼
保
昭
雲
大
学
教
授
(
国
際
法
)

お
お
ぬ
ま
や
す
あ
き
一
九
四
六
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
法
学
部
卒
。

「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」
呼
び
か
け
人
・
理
事
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
味
は
、
こ
れ
だ
け
違
っ
た
立
場
の
人
が
集

ま
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
皆
さ
ん
に
提
示
し
、
自
己
の
立
場
を
相
対

化
し
た
上
で
、
今
後
「
慰
安
婦
」
問
題
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
か
を

考
え
る
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
慰
安
婦
問
題
と
は
何
だ
っ
た
の

か
、
日
本
政
府
、
基
金
、
支
援
団
体
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
、
様
々
な
主
体

の
解
決
の
努
力
は
ど
う
い
う
意
義
と
問
題
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
こ

う
し
た
問
題
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き

，
.
E
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中
人
しま

ず
、
事
実
と
し
て
「
慰
安
婦
」
と
言
わ
れ
る
問
題
は
ど
う
い
う
も

の
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
慰
安
婦
と
い
、
ユ
仔
在
が
な
か

っ
た
」
「
強
制
の
要
素
が
全
く
な
か
っ
た
」
、
あ
る
い
は
「
す
べ
て
強
制
だ

っ
た
」
と
い
う
極
端
な
意
見
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
段
階
で

は
こ
れ
ま
で
の
実
証
研
究
の
積
み
重
ね
や
裁
判
に
お
け
る
事
実
認
定
を

通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
強
制
的
に
慰
安
婦
に
さ

せ
ら
れ
た
人
も
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
比
較
的
少
数
で
あ
っ
て
、
だ
ま

さ
れ
て
連
れ
て
い
か
れ
た
ケ

ー
ス
が
多
か
っ
た
。
ま
た
慰

{
主
所
に
連
れ
て
い
か
れ
た
後
、

そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
の
は
非

常
に
困
難
だ
っ
た
。

二
番
目
は
評
価
の
問
題
。

戦
争
は
大
規
模
な
人
権
侵
害

で
す
。
日
本
は
第
二
次
大
戦

で
一
千
万
以
上
の
外
国
の
人

を
殺
し
た
と
思
わ
れ
、
日
本

国
民
の
犠
牲
も
約
三
百
万
人

い
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
な

ぜ
、
「
慰
安
婦
」
の
問
題
だ
け
を
強
く
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
当
時
の
基
準
で
お
そ
ら
く
や
む
を
得
な
か

っ
た
と
い
う
時
代
感
覚
が
あ
る
中
で
行
わ
れ
た
行
為
を
、
今
日
我
々
が

事
後
的
に
裁
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
特
に
刑
事
責
任
を
追
及
で
き
る

の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
難
し
い
の
は
、
戦
後
日
本
は

平
和
条
約
や
国
交
正
常
化
協
定
を
結
ん
で
、
戦
争
や
植
民
地
支
配
に
伴

う
問
題
を
解
決
し
て
き
た
。
慰
安
婦
問
題
も
そ
こ
で
解
決
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
日
本
政
府
も
韓
国
政
府
な
ど
被
害
者
の
国
も
ほ
ぼ
そ
う
い

う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
私
は
必
ず
し
も
こ
う
い
う
解
釈
を
取
る
べ
き

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
現
実
に
日
本
の
裁
判
所
で
裁
判
で
争
っ
て

も
勝
て
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
九
五
年
の
時
点
で
判
断
し
ま
し
た
し
、
そ

財団法人「女性のための
アジア平和国民基金」

1995年、村山富市内閣の時に設立された。

「償い事業」は、①国民からの募金によっ 1

て元慰安婦の方 1人に200万円の「償い金j

を支払う②深いおわびと反省の気持ちを表

す総理の手紙を届ける①医療福祉支援事業

を実施する一ーなどの柱で構成。主要事業

の期間は 5年間で、韓国などの事業は2002

年 9月に一応終了した。
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の
予
想
は
残
念
な
が
ら
当
た
っ
て
い
た
。

こ
の
問
題
は
第
三
に
、
そ
れ
で
は
九

0
年
代
の
時
点
で
我
々
は
ど
う

す
べ
き
だ
っ
た
の
か
、
今
後
ど
う
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。
私
は
率
直
に
申
し
上
げ
て
、
日
本
の
市
民
運
動
の
力
量

に
楽
観
的
な
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
村
山
内
閣
以

上
に
積
極
的
に
問
題
解
決
に
取
り
組
む
内
閣
が
将
来
で
き
る
と
も
思
え

な
か
っ
た
。
九
五
年
の
時
点
で
、
総
理
の
お
詫
び
の
手
紙
、
国
民
の
償

い
金
、
日
本
政
府
が
事
実
上
の
補
償
と
い
う
形
で
出
す
医
療
福
祉
支
援
、

歴
史
認
識
の
確
立
と
い
う
四
点
は
、
我
々
が
実
際
的
に
望
み
得
る
最
大

限
で
あ
っ
た
と
い
う
判
断
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
は
四
番
目
に
私
の
市
民
運
動
に
対
す
る
批
判
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。
市
民
運
動
の
側
で
は
「
基
金
つ
ぶ
し
」
と
い
う
形
の
運
動
が

行
わ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
も
大
方
は
そ
れ
に
走
り
ま
し
た
。
基
金
が
様
々

な
問
題
を
抱
え
て
い
て
そ
こ
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
け
れ

ど
も
、
運
動
の
側
に
も
同
じ
ぐ
ら
い
大
き
な
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ

と
の
自
己
批
判
が
な
け
れ
ば
将
来
の
市
民
運
動
は
ま
た
同
じ
誤
り
を
犯

す
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
基
金
は
、
国
家
の
一
員
と
し
て
の
国
民
と
政
府
が
、
過
去

の
日
本
の
過
ち
へ
の
責
任
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
認
め
、
共
に
償
い
の

主
体
と
な
る
と
い
う
、
公
共
性
の
新
た
な
形
の
模
索
で
し
た
。
そ
の
意

味
が
十
分
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
基
金
の
責
任
で
も
あ

る
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
理
解
を
拒
ん
だ
支
援
団
体
や
メ
デ
ィ
ア
の
問
題

で
も
あ
る
。
そ
の
点
も
提
起
し
て
お
き
た
い
。

「慰安婦J問題再考

祉
支
援
の
扱
い
に
つ
い
て
で
す
が
、
当
初
の
政
府
案
で
は
こ
の
医
療
福

祉
支
援
の
説
明
が
非
常
に
暖
昧
で
弱
い
も
の
で
し
た
。
私
た
ち
は
医
療

福
祉
支
援
を
重
視
し
ま
し
た
の
で
、
国
民
か
ら
の
償
い
金
と
政
府
の
医

療
福
祉
支
援
と
両
方
合
わ
せ
て
「
国
民
的
償
い
」
の
事
業
と
す
る
こ
と

を
強
力
に
主
張
し
ま
し
た
。
ス
タ
ー
ト
は
当
面
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、

台
湾
を
対
象
と
す
る
と
決
め
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
は
医
療
福
祉

支
援
は
百
二
十
万
円
相
当
、
韓
国
・
台
湾
は
三
百
万
円
相
当
と
な
っ
た

わ
け
で
す
。
韓
国
・
台
湾
の

N
G
O
は
こ
の
基
金
に
強
く
反
対
し
、
実

施
に
つ
い
て
も
反
対
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

N
G
O
は

国
家
補
償
を
求
め
て
い
ま
し
た
が
、
「
老
齢
の
被
害
者
が
こ
の
基
金
を
受

け
取
り
た
い
と
い
う
な
ら
ば
援
助
す
る
」
と
い
、
つ
態
度
を
取
っ
て
く
れ

た
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
申
請
し
て
認
定
さ
れ
た
人
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
受
給
し

て
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
も
方
式
は
違
い
ま
す
が
、
申
請
し
て
認
定
さ
れ

た
人
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
生
存
被
害
者
の
九
割
以
上
が
受
給
し
て
い
ま

す
。残

さ
れ
た
問
題
で
す
が
、
私
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
韓
国
・
台
湾

で
受
給
し
た
被
害
者
に
対
す
る
社
会
的
認
知
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
人
び
と
が
受
け
取
っ
た
こ
と
は
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
、
あ
る
い

は
そ
れ
で
良
い
と
い
う
ふ
う
に
社
会
的
認
知
を
得
る
こ
と
は
最
低
限
必

要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
二
番
目
は
、
韓
国
・
台
湾
で
は

認
定
被
害
者
の
過
半
が
事
業
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ど

う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
、
こ
れ
に
対
し
て
は
日
本
政
府
と
し
て
し

枠
の
中
で
最
大
限
内
容
を
拡
大
し
た

和
国
春
樹
夏
示
大
学
名
誉
教
授

わ
だ
は
る
き
一
九
三
八
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
卒
。

「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」
呼
び
か
け
人
・
理
事
。

基
金
は
、
民
間
の
団
体
と
い
う
位
置
づ
け
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

基
本
的
に
き
守
え
ば
政
府
の
決
定
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
組
織
で
、
事
実

上
政
府
の
も
と
に
あ
る
機
関
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
に
入
り
ま
し
た
市
民
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
枠
の
中
で
最
大

限
に
内
容
を
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
思
想
を
で
き
る
だ
け
明

確
化
す
る
こ
と
で
し
た
。
基
金
が
始
ま
っ
て
か
ら
決
定
し
た
こ
と
は
、

ま
ず
最
初
に
名
称
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
政
府
案
で
は
「
友
好
基
金
」

と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
呼
び
か
け
人
全
員
が
こ
れ
を
望
み

ま
せ
ん
で
、
「
国
民
基
金
」
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
英
語

に
す
れ
ば
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。
そ
こ
に

国
家
補
償
派
の
傍
い
夢
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
か
ら
八
月
十
五
日
の
全
国
五
紙
に
一
面
広
告
を
出
し
た
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
に
は
ト
指
数
千
万
円
か
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
推
進
し
た
私
の
気

持
ち
は
「
一
度
こ
れ
を
始
め
た
ら
政
府
は
決
し
て
逃
げ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
で
、
政
府
が
逃
げ
な
い
た
め
に
保
証
の
金
を
積
ん
で
も
ら

う
と
い
う
つ
も
り
で
し
た
。

国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
く
償
い
金
と
政
府
資
金
に
よ
る
医
療
福

っ
か
り
し
た
態
度
表
明
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三
番
目
に
は
、

被
害
者
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
中
国
や
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ク
ロ

ネ
シ
ア
に
対
し
て
、
い
ま
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
政
府
は
改
め

て
確
認
し
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
四
番
目
に
は
、
北

朝
鮮
に
対
し
て
は
先
般
の
「
日
朝
平
壌
宣
言
」
に
よ
っ
て
請
求
権
を
放

棄
し
た
上
で
経
済
協
力
を
行
う
と
い
う
方
式
、
基
本
的
に
は
日
韓
条
約

と
同
じ
よ
う
な
方
式
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な
り
ま

す
と
、
日
韓
条
約
に
プ
ラ
ス
し
て
基
金
の
事
業
を
慰
安
婦
に
対
し
て
実

施
し
た
韓
国
と
同
じ
扱
い
を
す
る
必
要
が
少
な
く
と
も
あ
る
。
そ
う
す

る
と
「
平
壌
宣
言
」
の
経
済
協
力
に
プ
ラ
ス
し
て
基
金
の
事
業
を
平
壌

の
二
百
人
の
慰
安
婦
の
人
た
ち
に
対
し
て
実
施
す
る
用
意
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
日
本
政
府
と
し
て
表
明
し
な
い
と
不
公
平
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
広
く
視
野
を
取
っ
て
考
え
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
よ
う
な
、

戦
場
の
兵
士
が
女
性
を
連
れ
て
き
て
兵
営
に
閉
じ
込
め
て
連
続
レ
イ
プ

し
た
と
い
う
ケ
l
ス
は
中
国
で
非
常
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
点
で
す
。
フ

ィ
リ
ピ
ン
で
は
そ
う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
支
給
を
し
て
、
中
国
に
は

支
給
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
そ

れ
か
ら
同
じ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
に
お
い
て
被
害
を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ

人
の
被
害
者
に
対
し
て
は
個
人
に
対
す
る
償
い
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
被
害
者
に
対
し
て
は
行
っ
て
い
な
い
。
中
国
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
被
害
者
が
名
乗
り
出
て
補
償
を
要
求
し
て
い
る
と
い

う
状
況
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
取
り
扱
い
の
ま
ま
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で
基
金
は
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
い
ま
の
基
金
の
到
達
し
た
点
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

基
金
は
失
敗
し
た

荒
井
信
一

あ
ら
い
し
ん
い
ち
一
九
二
六
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
卒
。

茨
城
大
学
人
文
学
部
長
、
駿
河
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

「
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ
ン
タ
ー
」
共
同
代
表

基
金
は
失
敗
し
た
、
そ
こ
か
ら
我
々
は
ど
う
い
う
教
訓
を
得
て
活
動

し
て
い
く
か
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
そ
れ
が
私
の
前
提
で
す
。
基
金
が

失
敗
し
た
と
い
う
理
由
は
、
過
半
数
が
償
い
金
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
、

被
害
者
の
多
数
が
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
一
つ
だ
け
挙
げ

て
お
き
ま
す
。

そ
れ
に
今
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
が
、
一
九
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
日
本
政
府
が
戦
後
処
理
問
題
を
扱
っ
た
。
そ

の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
国

と
固
と
の
間
の
問
題
と
し
て
は
国
家
賠
償
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
最
後
の
賠
償
支
払
い
が
七
七
年
で
、
戦
争
賠
償
は
二
国
間

条
約
で
解
決
済
み
だ
、
こ
う
い
う
枠
組
み
が
で
き
て
き
ま
す
。
も
う
一

つ
は
、
国
内
で
戦
争
被
害
を
受
け
た
人
へ
の
補
償
問
題
で
す
。
日
本
政

府
の
補
償
に
は
大
前
提
が
あ
っ
て
、
国
家
と
の
契
約
の
あ
っ
た
人
に
は

手
厚
く
支
払
う
、
こ
れ
は
戦
没
者
遺
族
で
あ
る
と
か
軍
人
恩
給
、
こ
の

線
で
す
。
そ
れ
以
外
の
人
び
と
に
関
し
て
は
簡
単
に
言
え
ば
戦
争
に
よ

「慰安婦」問題再考

平
和
条
約
や
二
国
間
の
平
和
条
約
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
関
連
す
る
条
約

等
に
従
っ
て
誠
実
に
対
応
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の
条
約

等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
新
た
な
立
法
を

含
め
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
か
は
こ
れ
ら
条
約
等
が
規
定
し
て
い
る

問
題
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
立
法
措
置
を
と
っ
て
も
憲

法
上
の
問
題
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ

に
よ
り
官
僚
主
義
的
な
戦
後
処
理
の
壁
が
ク
リ
ア
で
き
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
か
ら
立
法
運
動
と
い
う
も
の
が
い
わ
ば
日
程
に
上
が
っ
て
く
る
、

る
苦
難
・
苦
痛
を
等
し
く
受
忍
し
ろ
と
い
う
受
忍
の
論
理
で
す
。
そ
し

て
中
曽
根
内
閣
の
時
に
「
戦
後
処
理
問
題
懇
談
会
」
を
設
け
て
、
国
内

に
お
い
て
補
償
す
べ
き
対
象
は
残
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
検
討
を
し
た
。

そ
の
結
論
が
「
も
は
や
こ
れ
以
上
国
に
お
い
て
措
置
す
べ
き
も
の
は
な

い
。
も
う
戦
後
処
理
は
終
わ
っ
た
」
と
。
そ
の
後
、
大
き
な
歴
史
の
転

換
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
官
僚
と
い
う
の
は
い
わ
ば
先
例
主
義
で

や
っ
て
い
く
の
で
、
こ
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
周
り
の
状
況
と
全
く

関
係
な
し
に
官
僚
的
戦
後
処
理
の
前
提
と
し
て
残
っ
て
く
る
。
従
っ
て

政
策
的
に
は
こ
の
枠
組
み
の
隙
間
を
狙
っ
て
何
か
や
っ
て
い
く
と
い
う

以
外
に
現
実
的
な
選
択
肢
が
な
い
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

具
体
的
な
解
決
を
迫
ら
れ
る
問
題
が
出
て
き
て
、
そ
う
い
う
中
で
慰
安

婦
問
題
が
再
定
義
さ
れ
て
き
ま
す
。

好
ま
し
い
の
は
立
法
解
決
で
し
た
が
、
そ
こ
に
は
壁
が
あ
り
ま
し
た
。

従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
外
務
省
、
つ
ま
り
日
本
政
府
は
「
法
的

に
は
も
う
解
決
済
み
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
条
約
の
締
結
権
を
持
っ
て

い
る
政
府
が
法
的
に
は
も
う
解
決
済
み
だ
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
例
え

ば
国
会
で
立
法
す
る
、
こ
れ
は
国
会
が
政
府
の
権
限
を
侵
す
こ
と
に
な

ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
憲
法
上
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問

題
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
立
法
運
動
が
可
能
に
な
っ
た
一
つ
の
非
常
に
大
き
な
経
過

は
、
こ
の
壁
が
突
破
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
九
九
年
九
月
八
日
、

参
議
院
決
算
委
員
会
で
当
時
の
野
中
官
房
長
官
が
「
過
ぐ
る
大
戦
の
賠

償
並
び
に
財
産
及
、
び
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
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一
つ
の
展
望
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
同
じ
頃
に
、
こ
れ
は
後
に
高
裁
で
棄
却
さ
れ

ま
す
け
れ
ど
も
、
慰
安
婦
裁
判
に
つ
い
て
山
口
地
裁
下
関
支
部
が
「
慰

安
婦
問
題
と
い
う
の
は
日
本
国
憲
法
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
大
人
権
侵

害
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
そ
し
て
細
か
い
法
理
は
略
し
ま
す
け
れ

ど
も
「
立
法
を
行
う
の
は
国
会
の
憲
法
上
の
義
務
だ
」
と
い
う
判
決
ま

で
下
し
た
。
こ
こ
か
ら
立
法
運
動
に
よ
っ
て
解
決
を
求
め
て
い
こ
う
と

い
う
動
き
が
現
実
的
な
選
択
肢
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
に
や
は
り
基
金

は
一
つ
の
先
行
し
た
大
変
貴
重
な
例
で
す
。
基
金
の
い
わ
ば
失
敗
、
あ

る
い
は
そ
こ
か
ら
歴
史
の
教
訓
を
く
み
と
り
な
が
ら
立
法
運
動
を
や
っ

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
、
国
会
に
野
党
三
党
の
共
同
提
案
で
「
戦
時
性
的
強
制
被
害
者

問
題
解
決
促
進
法
案
」
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
は
、
こ
の

立
法
が
で
き
れ
ば
基
金
に
善
意
を
寄
せ
て
く
れ
た
人
び
と
の
気
持
ち
も

十
分
生
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

政
治
リ
ア
リ
ズ
ム
が
生
ん
だ
ね
じ
れ

上
野
千
鶴
子
東
京
大
学
教
授
(
社
会
学
、
女
性
学
)

う
え
の
ち
づ
こ
一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
。

米
シ
カ
ゴ
大
学
客
員
研
究
員
、
京
都
精
華
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

2004.2 論座

私
の
テ
l
マ
は
「
基
金
の
総
決
算
」
と
い
う
も
の
で
す
。
基
金
は
ス

タ
ー
ト
か
ら
の
ね
じ
れ
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
囲
内
向
け
に
は
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民
間
基
金
、
国
外
向
け
に
は
政
府
基
金
と
い
う
玉
虫
色
の
解
決
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
政
府
出
資
と
民
間
募
金
の
組
み
合
わ
せ
と
言
い
ま
す

が
、
「
償
い
金
」
の
名
前
で
出
て
い
る
お
金
は
民
間
募
金
か
ら
出
さ
れ
て

お
り
、
国
庫
か
ら
は
出
さ
な
い
と
い
っ
た
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
、
政
府

が
国
内
反
対
派
向
け
に
使
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
一
番
肝
心
な
の
は
、

誰
が
こ
れ
を
求
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
被
害
者
が
す
で
に
要
求

を
日
本
政
府
に
突
き
つ
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
被
害
者
の
要
求
と
差

し
出
さ
れ
た
も
の
と
の
聞
に
出
発
点
か
ら
決
定
的
な
ず
れ
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ
は
は
っ
き
り
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
基
金
が
失
敗

だ
っ
た
と
い
う
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
何
よ
り
も
二
次
被
害
が
発
生
し

た
か
ら
で
す
。
支
援
団
体
の
反
対
を
押
し
切
る
形
で
償
い
事
業
は
実
施

さ
れ
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
は
被
害
者
の
分
断
を
も
た
ら
し
、
支
援

者
の
間
に
混
乱
を
も
ち
こ
み
、
さ
ら
に
「
ダ
l
テ
ィ

l
・
マ
ネ
l
」
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
償
い
金
を
受
け
取
っ
た
被
害
者
を
さ
ら
な
る
沈
黙
に

追
い
込
む
と
い
う
二
次
被
害
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
結
果
と
し
て

基
金
は
自
ら
の
や
る
こ
と
を
非
公
然
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、
隠
密
行
動
で

被
害
者
に
接
触
し
、
そ
の
結
果
、
被
害
者
の
間
と
支
援
団
体
の
中
で
さ

ら
な
る
猪
疑
と
混
乱
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
生
み
出
す
に
至
り
ま
し
た
。

基
金
の
政
治
的
決
算
に
関
し
て
は
、
私
た
ち
は
今
日
、
こ
の
基
金
は

「
な
い
よ
り
ま
し
」
な
政
治
的
な
決
断
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
「
な

か
っ
た
ほ
う
が
ま
し
」
だ
っ
た
の
か
と
い
う
厳
し
い
評
価
の
分
岐
点
に

立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
村
山
政
権
が
成
立
し
た
と
い
う
戦
後
政
治
の
稀

有
な
政
治
的
な
好
機
の
一
瞬
を
突
い
て
出
来
上
が
っ
た
決
断
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
に
も
そ
れ
以
後
に
も
可
能
性
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
政
治
リ

ア
リ
ズ
ム
に
は
、
そ
の
後
の
政
治
的
保
守
化
の
現
実
を
見
れ
ば
、
残
念

な
が
ら
根
拠
が
あ
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

L
か
し
な
が
ら
ど

の
よ
う
な
政
治
的
な
判
断
も
、
意
図
の
論
理
で
は
な
く
、
結
果
の
論
理

で
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
事
業
は
地
域
に
よ
っ
て

は
成
功
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
う
一
度
こ
こ
で
問
い
か
け

ま
し
ょ
う
。
被
害
者
が
償
い
金
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
態
は
本
当
に
予

想
を
超
え
て
い
た
の
か
。
反
対
派
は
こ
れ
を
予
想
し
て
お
り
ま
し
た
。

だ
と
し
た
ら
こ
の
予
想
を
つ
か
み
損
ね
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
被
害

当
事
者
お
よ
び
支
援
団
体
の
状
況
把
握
が
弱
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
事
態
を
例
え
て
み
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
「
お
な
か
が
す
い
た
か
ら
食
べ
物
が
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
人
に
、

毒
ま
ん
じ
ゅ
う
を
与
え
、
食
べ
な
い
と
「
私
の
善
意
が
受
け
取
れ
な
い

の
か
」
と
怒
る
。
「
毒
が
入
っ
て
い
る
か
ら
食
べ
ら
れ
な
い
」
と
言
い
、

実
際
、
食
あ
た
り
を
起
こ
す
人
が
出
て
く
る
と
「
私
は
知
ら
な
か
っ
た
。

予
想
を
超
え
て
い
た
」
と
い
う
ふ
う
に
一
言
う
が
、
も
し
そ
こ
で
実
際
に

食
中
毒
が
起
き
た
と
し
た
ら
、
こ
の
事
態
に
対
し
て
責
任
を
取
る
べ
き

は
誰
で
し
ょ
う
か
。
募
金
応
募
に
応
じ
た
人
も
応
じ
な
か
っ
た
人
た
ち

も
引
き
裂
か
れ
ま
し
た
。
九
一
年
の
時
点
で
、
慰
安
婦
の
方
た
ち
の
証

言
は
日
本
の
中
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
私
は
市
民
運
動

の
側
に
お
り
ま
し
た
か
ら
「
あ
の
人
た
ち
の
た
め
に
何
か
を
し
て
あ
げ

た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
沸
点
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
気
持
ち
が
行
き
場
を
失
い
、
そ
の
善
意
は
着

地
点
を
失
っ
て
混
迷
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
金
に
よ
る
解
決
を
禁
じ
手

と
し
た
市
民
団
体
側
の
多
様
性
の
排
除
と
、
目
的
の
限
定
と
い
う
原
因

も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
が
こ
こ
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、
基
金
を
支
え
て
き
た
和
田

先
生
を
始
め
と
す
る
、
戦
後
日
本
の
良
心
と
も
い
う
べ
き
理
事
の
方
た

ち
に
対
す
る
、
や
む
こ
と
の
な
い
敬
意
か
ら
で
す
。
基
金
の
理
事
の
方

た
ち
は
、
一
人
ひ
と
り
の
誠
実
な
善
意
か
ら
基
金
に
か
か
わ
り
、
持
ち

出
し
で
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
、
言
う
に
一
吉
え
な
い
つ
ら
い
思

い
を
な
さ
り
、
そ
の
上
ご
自
身
が
な
し
と
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
他
人
に

言
っ
て
誇
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
立
場
に
追
い
や
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

戦
後
日
本
の
良
心
と
い
う
べ
き
人
び
と
が
こ
の
よ
う
な
ね
じ
れ
に
巻
き

込
ま
れ
、
戦
後
政
治
の
一
つ
の
失
敗
を
自
ら
の
汚
点
と
し
て
引
き
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
態
は
、
私
た
ち
す
べ
て
に
重
い
問
い
と
し

て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
愚
劣
な
国
家
で
は
な
い

「慰安婦j問題再考

目
下
公
人
東
京
財
団
会
長

く
さ
か
き
み
ん
ど
一
九
三

O
年
生
ま
れ
。

東
京
大
学
卒
。
日
本
長
期
信
用
銀
行
取
締
役
な
ど
を
経
て
現
職
。

基
金
の
方
は
い
ろ
い
ろ
難
し
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
、

結
局
「
日
本
国
民
は
金
を
出
せ
」
、
そ
れ
か
ら
「
一
緒
に
謝
ろ
う
」
と
い
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う
呼
び
か
け
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
は
「
実
際
こ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
ん
だ
」
と
教
え
て
も
ら
い
た
い
が
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
「
い
や
そ
れ

は
官
房
長
官
が
認
め
て
い
る
」
と
か
、
「
裁
判
所
が
認
め
た
」
と
か
、
「
国

際
な
ん
と
か
会
議
で
こ
う
だ
つ
た
」
と
言
わ
れ
る
。
私
、
そ
う
い
う
の

は
全
部
信
用
し
ま
せ
ん
。
判
決
が
下
っ
た
か
ら
っ
て
、
学
者
が
「
判
決

が
下
り
て
い
る
か
ら
そ
う
決
ま
っ
て
い
る
」
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
ち
ゃ

い
け
ま
せ
ん
よ
ね
。
「
日
本
国
家
は
そ
ん
な
愚
劣
な
国
家
で
は
な
い
。
日

本
の
男
は
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
う
十
把
一
か
ら
げ

に
言
わ
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
言
、
つ
ん
な
ら
証
拠
を
出
し
て
も
ら
い
た

い
」
と
い
う
の
が
私
の
気
持
ち
で
す
。

問
題
は
国
家
の
行
為
か
ど
う
か
、
で
あ
っ
て
、
「
強
制
さ
れ
た
」
と
女

性
が
言
う
。
誰
が
強
制
し
た
ん
で
す
か
、
日
本
国
家
が
し
た
ん
で
す
か
、

日
本
軍
が
し
た
ん
で
す
か
。
あ
る
い
は
そ
の
へ
ん
の
巡
査
が
し
た
ん
で

す
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
証
拠
は
ど
こ
か
ら
も
出
て
こ
な
い
。
出
な
い

は
ず
で
す
ね
。
そ
れ
は
韓
国
の
民
間
人
が
し
た
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
当
時
の
社
会
事
情
と
経
済
事
情
で
す
が
、
韓
国
は
数
百
年
間
大

変
な
身
分
社
会
で
、
ま
た
貧
富
の
差
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
国
内

で
も
同
じ
で
す
が
、
父
親
が
前
借
り
を
し
て
娘
が
働
い
て
そ
れ
を
返
済

し
た
。
こ
れ
は
人
身
売
買
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
借
り
金
を
返
済
す
れ

ば
自
由
で
す
か
ら
、
娘
さ
ん
に
は
希
望
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
親
に
育

て
て
も
ら
っ
た
思
返
し
を
し
て
い
る
と
い
う
誇
り
が
あ
っ
た
。
返
済
不

能
な
ほ
ど
貸
す
業
者
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
返
済
は
容
易
で
し
た
。
こ
れ

が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
希
望
と
誇
り
が
あ
れ
ば
強
制
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
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あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
売
春
は
違
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
で
も
軍
が
し
た
と
い
う
が
、
軍
と
い
う
の
は
官
僚
組
織
の
塊
で
す

か
ら
、
何
を
す
る
に
も
文
書
が
あ
る
、
命
令
が
あ
る
。
「
こ
の
命
令
は
誰

に
宛
て
た
も
の
だ
」
と
い
う
発
令
者
と
受
令
者
が
絶
対
書
い
て
あ
る
。

そ
れ
は
記
録
が
必
ず
残
っ
て
い
る
。
制
度
に
は
必
ず
根
拠
が
あ
る
わ
け

で
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
ん
て
書
い
た
文
書
は
絶
対
ど
こ
か
ら
も
出
て
こ

な
い
。
そ
ん
な
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
ん
な
に
日
本
を
野
蛮
国

だ
と
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

そ
こ
で
も
う
一
つ
区
別
し
た
い
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
中
国
で
女
性

を
引
き
ず
り
込
ん
で
監
禁
し
て
み
ん
な
で
レ
イ
プ
し
た
と
い
う
話
を
聞

い
て
、
信
じ
て
お
帰
り
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
日
本
国
が

や
っ
た
こ
と
か
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
駐
屯
軍
司
令
官
が
命
じ
て
や
ら
せ
た

こ
と
か
、
た
ま
た
ま
そ
の
村
に
駐
屯
し
て
い
た
三
十
人
か
四
十
人
の
小

隊
と
か
中
隊
が
や
っ
た
こ
と
か
、
あ
る
い
は
小
隊
長
や
中
隊
長
は
知
ら

な
い
間
に
五
人
か
十
人
の
兵
が
し
た
こ
と
か
。
そ
れ
は
組
織
で
は
な
い

ん
で
す
よ
。
陸
軍
刑
法
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
「
陸
軍
刑
法
第
八
八

条
の
二
戦
地
ま
た
は
帝
国
軍
の
占
領
地
に
お
い
て
婦
女
を
強
姦
し
た

る
者
は
無
期
ま
た
は
一
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
」
と
書
い
て
あ
る
わ
け

で
す
。
日
本
陸
軍
は
そ
れ
だ
け
の
秩
序
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

個
人
犯
罪
を
す
ぐ
日
本
国
家
の
犯
罪
に
ま
で
広
げ
る
の
は
国
家
に
対
す

る
名
誉
棄
損
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
こ
は
慎
重
に
や
っ
て

も
ら
い
た
い
。

男
性
の
尊
厳
に
つ
い
て
発
言
す
る
人
が
い
な
い
か
ら
、
私
は
き
ょ
う

は
そ
れ
を
言
い
に
き
た
ん
で
す
。
事
実
は
一
体
何
な
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
ま
ず
知
り
た
い
。
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
国
家
に
よ
る
強
制
の
事
実
を

私
に
教
え
て
く
れ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
も
う
ち
ょ
っ
と
男
性
の
尊
厳
と

か
日
本
国
家
の
名
誉
と
か
を
考
え
た
上
で
慎
重
に
や
っ
て
い
た
だ
き
た

か
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
言
い
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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ど
れ
ぐ
ら
い
の
ウ
エ
ー
ト
の
問
題
か

橋

爪

大

三

郎

事

工

業

大

学

教

授

(

社

会

学

)

は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
一
九
四
八
年
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
卒
。
東
京
工
業
大
学
助
教
授
を
経
て
現
職
。

慰
安
婦
の
問
題
を
、
過
去
の
戦
争
の
中
の
慰
安
婦
と
い
う
ふ
う
に
考

え
て
み
ま
す
。

戦
争
と
い
う
の
は
非
常
に
悲
惨
な
出
来
事
で
、
多
く
の
人
び
と
が
不

本
意
な
ま
ま
命
を
失
っ
た
り
、
人
権
を
奪
わ
れ
た
り
す
る
。
百
万
人
、

場
合
に
よ
る
と
一
千
万
人
と
い
う
単
位
で
被
害
や
苦
痛
を
受
け
る
人
び

と
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
に
は
様
々
な
語
り
切
れ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
で
慰
安
婦
と
い
、
ユ
仔
在
が
一
体
ど
れ
ぐ
ら
い

の
ウ
エ
ー
ト
を
持
つ
問
題
な
ん
だ
ろ
う
か
。
戦
後
処
理
の
文
献
を
い
ろ

い
ろ
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
戦
争
直
後
、
戦
勝
国
側
も
敗
戦
国
側

も
こ
う
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
平
和
条
約
、

独
立
の
時
に
も
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
ず
う
っ
と

経
過
し
て
、
八

0
年
代
も
末
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
急
に
慰
安
婦
に
ス
ポ
ツ

「慰安婦」問題再考

ト
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
て
大
き
な
問
題
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
。

そ
れ
に
は
お
そ
ら
く
、
過
去
の
事
実
が
新
た
に
見
つ
か
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
現
在
の
我
々
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
。
具
体
的

に
言
、
っ
と
、
戦
後
日
本
社
会
の
モ
ラ
ル
が
変
化
し
た
。
例
え
ば
赤
線
が

あ
っ
て
、
売
春
が
合
法
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
経
て
、

普
通
の
人
の
性
モ
ラ
ル
や
性
行
動
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
ア

ジ
ア
の
諸
国
で
は
民
主
化
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
進
ん
で
、
日
本
と
の

過
去
を
見
直
し
て
自
分
た
ち
の
尊
厳
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
強
い
動

機
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
冷
戦
が
終
わ
っ
て
、
過
去
の
歴
史
を
も
う

一
回
ほ
じ
く
り
返
し
て
も
安
全
保
障
の
面
で
国
益
を
損
な
わ
な
く
て
済

む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
変
化
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま

す
。も

う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
こ
の
慰
安
婦
の
問
題
は
戦
争
の

問
題
な
の
か
、
人
道
・
人
権
、
女
性
の
尊
厳
の
問
題
な
の
か
。
実
は
両
方

の
側
面
が
あ
っ
て
、
暖
昧
な
、
ど
ち
ら
の
考
え
方
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
大
変
難
し
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

三
番
目
に
、
被
害
が
あ
っ
た
の
な
ら
補
償
、
つ
ま
り
お
詫
び
で
お
金

を
出
す
と
か
、
謝
罪
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
こ
の
補

償
に
関
し
て
も
非
常
に
難
し
い
。
個
人
補
償
を
す
る
の
が
一
番
望
ま
し

い
方
法
だ
と
か
り
に
考
え
て
も
、
慰
安
婦
だ
っ
た
個
人
を
特
定
し
な
い

限
り
補
償
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
「
何
丁
目
何
番
地
の
誰
そ
れ
さ
ん
は

慰
安
婦
で
し
た
ね
。
で
す
か
ら
お
金
を
届
け
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
は
、

そ
の
事
実
が
周
囲
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
る
。
耐
え
ら
れ
な
い
苦
痛

で
す
。
こ
れ
は
女
性
基
金
だ
か
ら
じ
ゃ
な
く
て
、
か
り
に
日
本
国
が
政

府
主
導
の
基
金
を
作
る
な
り
外
務
省
や
厚
生
労
働
省
が
直
接
こ
の
事
業

を
行
お
う
と
し
て
も
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
の
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。

補
償
す
る
主
体
も
問
題
で
、
運
動
側
の
方
は
国
が
補
償
し
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
法
律
や
条
約
の
枠
組
み
で
国
が
補
償
で
き

な
い
。
と
な
る
と
、
国
が
関
与
す
る
よ
う
な
し
な
い
よ
う
な
玉
虫
色
の

補
償
に
な
る
。
基
金
の
事
務
費
や
裏
方
は
全
部
国
が
や
っ
て
税
金
を
出

す
ん
で
す
け
ど
、
渡
す
お
金
に
関
し
て
は
民
間
で
集
め
た
お
金
だ
け
を

渡
す
。
こ
う
い
う
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
そ
の

も
と
も
と
の
慰
安
の
施
設
、
軍
が
あ
っ
て
軍
の
目
的
の
た
め
に
サ
ー
ビ

ス
を
す
る
ん
だ
け
ど
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
主
体
は
民
間
で
、
民
間
の
女
性

を
連
れ
て
く
る
と
い
う
、
こ
の
玉
虫
色
ぶ
り
と
ち
ょ
う
ど
見
合
っ
た
解
決

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
何
か
必
然
性
が
あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

四
番
目
に
、
慰
安
婦
の
現
実
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
で
知
れ
ば
知

る
ほ
ど
「
本
人
に
責
任
が
な
い
の
に
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
人
生
を
送
っ
て
」

と
い
ろ
い
ろ
こ
み
上
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
誰
か
が
悪
い
に
ち
が
い

な
い
。
じ
ゃ
、
悪
い
の
は
誰
な
ん
だ
。
と
に
か
く
誰
か
が
悪
い
は
ず
な

の
で
、
自
分
は
そ
れ
を
非
難
す
る
側
に
回
る
、
こ
う
い
う
こ
と
も
ま
た

き
わ
め
て
容
易
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
一
体
何
か
プ
ラ
ス
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
か
。
結
局
こ
れ
は
、
謝
れ
ば
相
手
の
人
間
と
の
関
係

を
う
ま
く
取
り
繕
う
こ
と
が
で
き
て
、
自
分
は
い
い
人
だ
と
思
え
る
と

い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
そ
ん
な
に
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、

非
常
に
難
し
い
問
題
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
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国軍EE

シンポジウムは約3時間半に及んだ

橋
爪
最
初
に
今
日
の
オ
l
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で
あ
る
大
沼
先
生
に
論
点
を

整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大

沼

第

一
は、

事
実
に
つ
い
て
。
日
下
さ
ん
か
ら
「
国
家
の
強
制
」

に
つ
い
て
強
い
反
対
の
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
を
議
論
し
た
上

で
、
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
現
在
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
ま
た
す
べ
き
な
の
か
。
平
和
条
約
や
国
交
正
常
化
条
約
で
は

問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
九

0
年
代
以
降
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
民

主
化
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
大
き
な
問
題
に
な
っ
て

き
た
。
後
で
評
価
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
二
番
目

は
、
基
金
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
第
三
は
、
基
金
を
作
ら
な
か
っ
た
と

し
た
ら
ど
う
い
う
解
決
が
あ
り
え
た
の
か
。
基
金
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
様
々
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
荒
井
さ
ん
と
上
野
さ
ん

か
ら
指
摘
が
あ
っ
て
、
和
田
さ
ん
も
私
も

一
定
程
度
そ
れ
を
認
め
る
。

他
方
、
基
金
は
合
計
三
百
六
十
四
名
の
被
害
者
の
方
々
に
償
い
金
と
総

理
の
お
わ
び
の
手
紙
を
お
渡
し
し
て
、
医
療
福
祉
支
援
を
し
て
き
た
。

被
害
者
の
境
遇
や
思
い
は
多
様
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
生
活
の
点
で

助
か
っ
た
人
、
総
理
の
手
紙
を
非
常
に
喜
ん
で
く
れ
た
人
も
お
ら
れ
た

わ
け
で
す
。
基
金
を
作
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
一
体
ど
う
い
う
具
体
的

な
選
択
肢
が
あ
り
え
た
の
か
。
基
金
が
で
き
て
し
ま

っ
た
現
実
を
踏
ま

え
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
。

上
野
日
下
さ
ん
に
質
問
し
た
い
の
で
す
が
、
裁
判
で
事
実
認
定
が
行

わ
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
信
用
す
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
は
私
も
言
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
何
が
起
き
た
か
に
つ
い
て
は
何
よ
り
も
、
「
私
は
こ
ん

な
経
験
を
し
た
」
と
い
う
被
害
当
事
者
の
証
言
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
日
下
さ
ん
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
当
に
何
が
あ
っ
た
か
を
関
係
者
に
い
ろ
い
ろ
聞

い
て
ま
わ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
当
事
者
に
お
聞
き
に

な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
当
事
者
の
証
言
を
お
読
み
に
な
っ
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
被
害
者
本
人
が
軍
の
監
視
下
に
お
け
る
強
制
性
労
働
を
受
け

た
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
二

つ
め
は
、
強
姦
を
だ
れ
が
や
っ
た
か
。
か
り
に
軍
律
違
反
の
行

126 

「慰安婦」問題再考

為
を
下
っ
端
の
将
兵
が
勝
手
に
や
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
実

際
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
損
害
に
対
し
て
は
、
一
体
、
軍
が
責
任
を
持
つ

の
で
し
ょ
う
か
、
持
た
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
下
先
ほ
ど
上
野
さ
ん
に
は
個
人
的
に
お
答
え
し
た
ん
で
す
け
ど
、

さ
ら
に
答
え
る
チ
ャ
ン
ス
を
く
だ
さ
い
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
従
軍
慰
安
婦
だ
っ
た
女
性
に
会
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
話

を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
上
野
さ
ん
は
、
軍
の
監
視
下
、

監
督
下
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
で
売
春
を
強
制
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
証

言
が
た
く
さ
ん
印
刷
物
に
あ
る
か
ら
読
み
な
さ
い
と
い
う
お
言
葉
で
し

た
よ
ね
。
そ
の
時
私
が
重
ね
て
質
問
し
た
の
は
、
軍
の
監
視
と
か
監
督

と
か
強
制
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と

わ
か
っ
て
い
て
-
証
言
し
て
い
る
よ
う
な
賢
い
女
性
が
い
た
の
な
ら
読
み

ま
す
か
ら
ぜ
ひ
私
の
方
に
回
し
て
く
だ
さ
い
と
。
と
い
う
の
は
軍
隊
と

い
う
の
は
ど
ん
な
に
規
則
で
が
ん
じ
が
ら
め
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
とチ

ン

を
今
の
人
は
知
ら
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
例
え
ば
、
看
板
に
「
海
軍
青

島
慰
安
所
」
っ
て
書
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
民
間

業
者
の
営
業
所
で
、
海
軍
と
あ
る
の
は
兵
隊
同
士
の
紛
争
防
止
の
た
め

陸
軍
と
海
軍
が
縄
張
り
を
決
め
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
区

別
が
つ
く
女
性
は
い
な
い
だ
ろ
う
な
あ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
次
に

損
害
の
償
い
方
法
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
は
ぜ
ひ
調
べ
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。
ア
メ
リ
カ
兵
に
レ
イ
プ
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
日
本
女
性
が
知

り
た
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

和
国
軍
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し

て
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
ん
で
す
が
、

軍
が
、

慰
{
宝
附
を
設
置
す

る
と
い
う
こ
と
を
推
進
し
、

そ
れ
を
指
導
も
し
た
し
援
助
も
し
た
し
監

や
は
り
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
と
私

督
も
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

に
は
思
え
ま
す
。

日
下

直
営
で
な
い
と
い
う
意
味
で
、
賛
成
で
す
。

例
え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
元
慰
安
婦
の
認
定
と
い
う
の
は
非
常
に

大
変
な
仕
事
で
、
日
本
人
は
政
府
で
あ
れ
N
G
O
で
あ
れ
そ
の
仕
事
は

大
沼

で
き
な
い
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
償
い
金
は
二
百
万
円
、
医
療
・
福
祉
金

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、

は
百
二
十
万
円
で
合
計
三
百
二
十
万
円
で
す
。

日
本
よ
り
も
物
価
水
準
が
は
る
か
に
低
い
で
す
か
ら
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人

に
と
っ
て
は
巨
額
の
お
金
に
な
っ
て
、

実
際
に
も
ら
っ
た
人
に
は
家
を

建
て
て
さ
ら
に
お
こ
づ
か
い
が
残
っ
た
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
。
そ

う
す
る
と
お
金
が
ほ
し
く
て
う
そ
を
つ
い
て
「
自
分
は
慰
安
婦
だ
っ
た
」

と
申
請
す
る
人
だ
っ
て
世
の
中
に
は
い
る
。
そ
れ
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府

は
大
変
な
努
力
と
調
査
を
重
ね
て

「
あ
な
た
は
尉
信
玄
婦
、
だ
っ
た
」
「
い
や
、

あ
な
た
は
慰
安
婦
で
は
な
か
っ
た
」
と
認
定
し
て
い
る
。
時
期
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
半
分
ぐ
ら
い
は

(
申
請
を
)
は
ね
ら
れ
て
い

る
人
が
い
る
。
日
下
さ
ん
が

「
日
本
は
そ
ん
な
に
不
名
誉
な
国
で
あ
る

は
ず
は
な
か
っ
た
」
と
思
い
た
い
気
持
ち
は
わ
か
る
に
し
て
も
、

い
う
広
範
な
事
実
認
定
が
政
府
や
い
ろ
い
ろ
な
研
究
や
裁
判
で
な
さ
れ

そ、っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
と
、
議
論
の
出
発
点
が
成
り
立
た
な

、。
-
V
 

日
下

違
い
ま
す
。

そ
こ
で
皆
さ
ん
は
国
家
が
関
与
し
た
か
ら
国
民
は
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金
を
出
せ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
話
が
違
っ
て

く
る
。
事
実
認
定
は
評
論
家
や
学
者
が
い
ろ
い
ろ
す
れ
ば
い
い
。
だ
け

ど
国
家
に
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
女
性
が
慰
安
婦
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
日
本
国
家
が
強
制
し
た
ん

で
す
か
。
建
物
は
建
て
た
と
か
募
集
を
し
た
と
か
言
わ
れ
る
が
、
だ
け

ど
や
っ
て
き
た
人
が
み
ん
な
任
意
な
ら
別
に
国
家
は
関
係
な
い
で
し
ょ

λ
ノ
。

大
沼
こ
れ
も
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
て
、
多
様
な
ケ
l
ス
が
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
は
だ
ま
さ
れ
て
い

た
。
日
下
さ
ん
は
軍
隊
は
形
式
主
義
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
す
べ

て
文
書
で
上
官
が
下
士
官
や
兵
隊
に
や
ら
せ
て
い
た
と
い
う
の
は
う
そ

で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
上
官
の
威
令
で
、
実
際
上
、

意
向
を
体
し
て
下
の
者
が
や
っ
て
い
た
と
い
う
例
は
無
数
に
あ
る
。
そ

う
い
う
形
で
慰
安
所
の
設
置
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
国
家
の
関
与
、
軍
の
関
与
は
明
ら
か
に
あ
っ
た
。

日

下

じ

ゃ
あ
、
法
的
責
任
は
日
本
に
な
い
わ
け
で
す
ね
。
「
事
実
上
」

と
お
っ
し
ゃ
ら
ず
に
事
実
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

橋
爪
ち
ょ
っ
と
ク
リ
ン
チ
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
論
争
は

古
い
論
争
で
、
い
ろ
い
ろ
な
書
物
に
十
分
両
方
の
お
立
場
が
書
い
て
あ

る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う
。

私
な
り
に
整
理
し
ま
す
と
、
事
実
上
、
軍
が
占
領
地
で
支
配
し
た
り
管

理
し
た
り
し
て
い
る
の
は
当
た
り
前
で
、
売
春
以
外
の
も
の
も
す
べ
て

そ
う
い
う
ふ
う
に
管
理
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
慰
安
所
も
管
理
し
て

「慰安婦」問題再考

る
と
思
う
ん
で
す
が
、
事
実
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
態
度
の
問
題
と
し

て
、
基
金
を
ど
う
総
括
す
る
か
。

荒
井
作
ら
な
い
で
ど
う
い
う
選
択
肢
が
あ
り
得
た
か
と
い
う
提
起
は
、

我
々
も
一
部
に
参
加
し
て
作
っ
て
い
る
歴
史
の
重
荷
を
回
避
す
る
こ
と

に
な
ら
な
い
か
。
基
金
が
九
五
年
に
で
き
て
最
近
ま
で
活
動
し
て
き
た

と
い
う
の
は
歴
史
の
事
実
と
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
何
が
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
は
頭
の
体
操
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
結
局
、
被

害
者
の
過
半
数
が
基
金
政
策
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
か
ら

判
断
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
基
金
は
根
本
的
解
決
が
で
き
な
か
っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
こ
の
へ
ん
が
非
常
に
微
妙
な
と

こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
い
わ
ば
見
切
り
発
車
を
し
た
と
。
つ
ま
り
村
山
社

会
山
昼
自
班
政
権
の
時
で
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
話
は
そ
の
通

り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
で
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
か
な
り
必

要
な
手
続
き
を
略
し
た
の
で
は
な
い
か
。
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
や

は
り
被
害
者
と
被
害
国
の
対
話
で
こ
れ
を
抜
き
に
し
て
行
わ
れ
た
。

上
野
「
限
界
は
あ
っ
た
が
一
定
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
」
と
い
う
か
、

そ
れ
と
も
「
失
敗
だ
っ
た
」
と
い
う
か
、
関
係
者
の
方
の
ご
尽
力
に
対

し
て
失
敗
と
い
う
の
は
厳
し
い
言
い
方
だ
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
私
の
基
本
的
な
立
場
は
こ
う
で
す
。
被
害
者
が
ま

ず
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
被
害
者
が
何
を
要
求
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
は
、

ご
当
人
た
ち
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の

時
点
ま
で
に
は
明
示
的
で
し
た
。
被
害
者
の
要
求
に
対
し
て
基
金
が
や

い
た
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
問
題
は
強
制
性
で
す
ね
。
「
お
前
は
売
春
を

し
な
さ
い
」
と
か
「
慰
安
婦
に
な
り
な
さ
い
」
と
い
う
形
で
軍
あ
る
い

は
国
家
の
意
思
が
直
接
関
与
し
た
か
、
国
家
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
責

任
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
そ
ら
く
日
下
先
生
は
問
題
に

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
明
白
な
証
拠
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
、

ま
だ
生
き
て
い
る
議
論
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

上
野
一
番
基
本
に
な
る
は
ず
の
当
事
者
証
言
に
皆
さ
ん
あ
ま
り
お
触

れ
に
な
ら
な
い
の
が
私
は
不
思
議
で
仕
方
が
な
い
ん
で
す
。
ご
本
人
た

ち
が
「
強
制
が
あ
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
事
実
を
ど
の
よ
う
に

受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
任
意
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
が
繰

り
返
し
出
て
き
ま
す
が
、
ご
本
人
が
そ
れ
を
否
認
し
て
お
ら
れ
る
と
い

う
一
番
の
原
点
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
問
題
は
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

を
お
忘
れ
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

日
下
ご
本
人
は
「
自
分
が
進
ん
で
や
っ
た
」
と
は
そ
れ
は
言
わ
な
い

で
し
ょ
う
。
「
強
制
さ
れ
た
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
言
わ
な
け
れ
ば

自
分
の
親
戚
全
部
に
迷
惑
が
か
か
り
ま
す
か
ら
ね
。

上
野
い
ま
の
ご
発
言
は
ご
本
人
が
う
そ
つ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

日
下
は
い
、
そ
う
で
す
。

橋
爪
う
そ
を
つ
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
う
そ
を
つ
か
な
か

っ

た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
二
番
目
の

ト
ピ

ッ
ク
は
基
金
の
評
価
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
。
具
体
的
に
限
界
や

問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
皆
さ
ん
比
較
的

一
致
し
て
い

128 

っ
た
こ
と
は
、
当
事
者
の
要
求
を
差
し
置
い
て
、
被
害
者
に
と
っ
て
何

が
良
い
だ
ろ
う
か
を
日
本
側
で
考
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

と
え
、
そ
れ
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
と
い
う
国
内
条
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

被
害
者
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
は
、
要
求
し
た
も
の
と
は
違
う
も
の
だ

っ
た
。
こ
こ
が
一
番
の
ね
じ
れ
の
出
発
点
で
し
た
。
和
田
さ
ん
は
以
前
、

「
政
治
的
な
行
為
と
い
う
も
の
は
合
格
点
を
取
れ
る
事
業
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
場
で
直

ち
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
「
そ
の
合
格
点
は
誰
が
出
す
の
で
す
か
」
。
そ
れ

は
私
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
よ
り
も
被
害
者
の
方
の
判
定
が
最
優

先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
日
本
側
が
考
え
た
事
業
に
対
し

て
日
本
側
が
合
格
点
を
出
す
な
ら
、
私
た
ち
は
ふ
つ
う
こ
れ
を
「
自
己

満
足
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

大
沼
私
が
上
野
さ
ん
の
言
説
に
違
和
感
を
感
じ
る
の
は
、
荒
井
さ
ん

も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
「
ザ
・
慰
安
婦
」
な
ん
で
す
ね
。
元
「
慰
安
婦
也

の
方
々
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
。
お
金
が
ほ
し
い
方
、
医
療
福
祉

を
求
め
る
方
も
大
勢
い
た
の
に
、
支
援
団
体
は
「
基
金
は
ダ
メ
」
と
い

っ
て
、
そ
れ
を
抑
え
つ
け
た
。
そ
う
し
た
独
善
性
を
自
己
批
判
し
な
い

限
り
は
市
民
運
動
の
将
来
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
観
念
的
な
批
判
は

い
く
ら
も
で
き
る
け
ど
、
九
五
年
の
時
点
で
の
判
断
は
今
で
も
正
し
か

っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
「
失
敗
」
と
お
っ
し
ゃ
る
け
ど
、
「
誰
か

ら
見
て
」
失
敗
な
の
か
。

和
田
こ
の
基
金
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
時
に
、
こ
れ
が
非
常
に
良
い

も
の
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
が
理
想
的
に
解
決
で
き
る
と
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か
、
こ
う
い
う
解
決
が

一
番
望
ま
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
被
害
者
が
望
ん
で
い
る
も
の
と
は
違
う
の
で

す
か
ら
被
害
者
の
拒
否
は
当
然
予
想
し
て
い
た
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
し

て
い
ま
す
。
い
ま
日
本
の
総
体
と
し
て
出
せ
る
も
の
が
お
そ
ら
く
こ
こ

が
ぎ
り
ぎ
り
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
で
受
け
取
る
と
い
う
人
が
い
た
ら
受

け
取
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。
で
す
か
ら
ぜ
ひ
と

も
受
け
取
っ
て
ほ
し
い
と
か
、
受
け
取
る
人
の
人
数
を
ど
ん
ど
ん
増
や

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
被
害
者

の
要
望
と
い
う
の
は
大
き
い
わ
け
で
、
韓
国
・
台
湾
で
被
害
者
の
過
半

が
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
が
済
ん
だ
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。

橋
爪
上
野
先
生
が
「
被
害
者
の
観
点
を
非
常
に
重
視
す
べ
き
だ
」
と

言
う
の
は
非
常
に
重
要
な
点
で
す
。
た
だ
注
意
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か

あ
っ
て
、

一
つ
は
、
上
野
さ
ん
は
基
金
を
毒
ま
ん
じ
ゅ
う
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、
被
害
者
に
と
っ
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
解
決
で
な
い
場
合
、

被
害
者
の
人
が
受
け
取
る
か
ど
う
か
は
被
害
者
の
人
が
決
め
れ
ば
い
い

と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
で
な
い
市
民
団
体
が
「
こ
れ
は
理
想
の
解
決
で

は
な
い
の
で
被
害
者
の
人
は
受
け
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
か
「
受

け
取
ら
な
い
の
が
い
い
」
と
か
「
受
け
取
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
被
害
者
を
中
心
に
し
た
視
点
か
ら

い
っ
て
良
い
市
民
運
動
な
の
か
、
そ
れ
と
も
批
判
す
べ
き
市
民
運
動
な

の
か
と
い
う
の
が
気
に
な
り
ま
す
。

上
野
先
ほ
ど
か
ら
大
沼
さ
ん
及
び
橋
爪
さ
ん
か
ら
「
、ザ
・
慰
安
婦
」

と
い
う
か
「
ザ
・
被
害
者
」
を

一
枚
岩
化
し
て
見
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
ご
批
判
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
市
民
団
体
あ
る
い
は
支
援
グ

ル
ー
プ
も
被
害
者
も
一
枚
岩
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
存
じ
て
お

り
ま
す
。
か
っ
、
被
害
者
と
目
さ
れ
る
方
た
ち
も
、
日
下
さ
ん
に
よ
る

揚
げ
足
取
り
が
可
能
な
よ
う
な
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

十
二
分
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
選
択
肢
の
多
様
性
が

あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
基
金

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
は
、
筋
の
通
ら
な
い
お
金
を
受
け
取
る

か
受
け
取
ら
な
い
か
と
い
う
こ
つ
に
一
つ
の
選
択
肢
で
し
た
。
二
つ
に

一
つ
の
選
択
肢
を
最
初
に
作
り
出
し
た
側
が
、
そ
れ
に
対
す
る
混
乱
を

三
次
的
に
引
き
起
こ
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
状
況
を

作
っ
た
側
は
批
判
を
慎
ん
で
い
た
だ
く
べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
立
場

で
す
。
こ
れ
も
私
は
痛
恨
込
め
て
申
し
ま
す
が
、
こ
の
慰
安
婦
問
題
が

キ
ム
ハ
ク
ス
ン

国
民
的
な
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
金
学
順
き
ん
を
は
じ
め
被
害
当
事
者

の
方
た
ち
が
、
人
格
を
持
っ
て
顔
と
名
前
を
出
し
、
私
た
ち
の
前
に
登

場
し
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
こ
の
問
題
が

衝
撃
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
証
人
と
証
言
の
持
つ
意
味
を
ぜ
ひ

お
忘
れ
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

大
沼
毒
ま
ん
じ
ゅ
う
だ
と
思
っ
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
韓
国
の

市
民
運
動
の
指
導
者
か
ら
吹
き
込
ま
れ
て
そ
う
思
い
込
ま
さ
れ
た
元
慰

安
婦
の
方
々
も
い
ま
す
。
韓
国
の
支
援
団
体
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
す

べ
て
正
し
く
、
負
い
目
の
あ
る
基
金
の
方
は
反
論
す
べ
き
で
な
い
と
い

う
の
は
、
市
民
運
動
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
も
の
で
、
健
全
な
も
の
と
は
い

「慰安婦」問題再考

え
ま
せ
ん
。

上
野

一
体
こ
の
事
業
の
着
地
点
は
何
な
の
か
。
何
の
た
め
に
私
た
ち

が
こ
こ
で
こ
ん
な
こ
と
を
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
と
、

戦
争
で
迷
惑
を
お
か
け
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
未
来
志
向
型
の
関
係
を

築
く
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
正
式
謝
罪
と
補
償
を
や
っ
た
方

が
日
本
の
保
守
政
権
に
と

っ
て
さ
え
得
策
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
立

場
で
す
。

最
後
に
私
が
言
い
漏
ら
し
た
こ
と
を
一
言
付
け
加
え
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
「
個
人
賠
償
権
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
い
ま
私
が

被
害
者
の
方
た
ち
の
動
き
に
非
常
に
熱
い
共
感
と
支
持
を
持
っ
て
い
ま

す
の
は
、
こ
の
方
た
ち
が
個
人
賠
償
権
を
求
め
て
闘
っ
て
お
ら
れ
る
か

ら
で
す
。
こ
れ
は
国
際
法
令
の
先
例
に
も
な
い
わ
け
で
す
が
、
も
し
個

人
補
償
権
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
日
韓
条
約
で
国
家
間
賠
償

は
解
決
済
み
と
い
う
考
え
方
が
通
用
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の

利
益
は
国
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
な
い
か
ら
私
の
請
求
権
は
な
く
な
ら

な
い
と
い
う
、
ま

っ
た
く
新
し
い
国
際
法
上
の
法
理
を
開
く
こ
と
に
な

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
法
理
を
も
っ
て
、
例
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
や
イ
ラ
ク
に
お
け
る
米
軍
の
軍
事
侵
略
が
引
き
起
こ
し
た
様
々
な
人

的
被
害
に
対
し
て
い
ち
い
ち
個
人
賠
償
を
請
求
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。

航
空
機
事
故
に
よ
る
人
命
の
損
害
賠
償
額
は
二
億
円
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
二
億
円
ぐ
ら
い
の
額
を
ア
メ
リ
カ
政
府
や
日
本
政
府
に

要
求
し
て
い
く
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
膨
大
な
請
求
額
に
な
る
。
最
終
的

に
は
こ
う
い
う
個
人
賠
償
権
を
通
じ
、
戦
争
は
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と

を
、
と
こ
と
ん
国
家
と
い
う
主
体
に
学
ん
で
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

橋
爪
慰
安
婦
問
題
の
事
業
に
は
い
ろ
い
ろ
な
目
的
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
一

つ
は
も
ち
ろ
ん
慰
安
婦
の
方
々
に
実
質
的
な
償
い
を
行
う
こ
と

な
ん
で
す
が
、
よ
り
広
い
文
脈
で
見
る
と
、
日
本
が
近
隣
諸
国
と
戦
っ

て
大
き
な
傷
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
分
正
常
な
関
係
に
は
戻
っ
て

い
な
い
と
い
う
、
歴
史
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
慰
安
婦
問
題

に
関
心
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
誰
も
が
感
じ
て
い
る
こ
と
で
、
た
だ
時

間
が
解
決
す
る
の
を
待
つ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
何
か
の
形
で
主
体
的

に
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
次
の
時
代
に
進
め
な
い
と
い
う
切
迫
感

み
た
い
な
も
の
は
、
立
場
を
超
え
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

で
は
こ
の
慰
安
婦
問
題
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
主
導
力
が
発
揮
で
き
た

か
。
市
民
と
し
て
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
い
ま

一
つ
だ
な
と
い
う
感
じ

を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
一

人
ひ
と
り
の
人
間
は
政
府
や
国
家
と
関
係
が

な
く
て
対
立
し
て
い
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
政
府
は
謝
っ
て
お
金
を

出
し
、
市
民
運
動
の
方
は
立
派
な
こ
と
を
し
た
の
で
誇
り
を
取
り
戻
す
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
市
民
と
国
家
は
本
来

一
体
の

も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
は
も
う
少
し
こ
の
問
題
に
当
事
者
意
識
が
あ
っ

て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
公
共
的
な
運
動
を
組
織
し

て
い
く
の
か
と
考
え
る
な
ら
、
政
府
が
基
金
の
事
務
費
の
資
金
を
出
し

て
、
民
間
が
拠
出
し
た
償
い
金
を
渡
す
と
い
う
こ
の
基
金
の
シ
ス
テ
ム

は
、
戦
後
の
国
際
法
の
秩
序
の
も
と
、
日
本
政
府
が
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
様
々
な
制
約
の
中
で
は
ぎ
り
ぎ
り
で
き
る
線
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

e
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はしづめ だ，‘喜ぶみ う

小泉首相の再訪朝に対して、橋爪大三郎・

東京工業大学教授は、『論座j2004年7月号「国

交正常化を目的にしてはならないJで「外交

的、政治的に成功しなかった」と断じている。

小泉首相が家族の帰国を優先させたことにつ

いて、 (1)家族の帰国を待望する世論にこた

え、政権の浮揚をはかる (2)国交正常化交渉

の「障害」を取り除くーの 2つの理由をあげ、

国交正常化は日本の国益になるのか、と疑問

を投げかける。「国交正常化とは、要するに、

北朝鮮への経済支援である」とする氏は、日

本にとって重要課題ではないと断言する。国

交正常化は「手段ではあっても、目標であっ

てはならない」とし、核や投致問題を解決す

るためにちらつかせるのはいいが、「北朝鮮の

ような核をもっ独裁国家に、日本への好意な

ど期待すべきでないJf核をもっ独裁国家の存

在自体が脅威である」とする。今後の外交立

て直しについて¥(1)北朝鮮が核廃棄に応じ

ないかぎり、国交正常化はありえないとはっ

きり態度を固める (2)問題の 10名をはじめ、

技致ではないかと疑われている安否不明者全

員について、徹底解明を要求する (3)世論の

支持のもと、北朝鮮を制裁できるような法律

を国会で成立させるーの 3点を求め、さらに、

アメリカと緊密に連携して核廃棄と脅威の除

去を最大の目標として外交を進めるよう主張

する。

In “Diplomatic Normalization Should Not Be 
the Goal，"Tokyo InstituteofTechnology Profes， 

sor Daisaburo Hashizume says that Prime Minis-

ter Jun'ichiro Koizumi's second visit to North 

Korea "succeeded n巴itherdiplomat江allynor po 

litically." Hashizume gives the following two rea-

sons for why Koizur凶 putpriority on民間mngto 

T aoan with the family m巴mbersof Japanese who 
had been abduct巴dby North Korea: (1) He 

thought that responding to public opinion would 
give his administ即 iona lift， and (2) doing so was 
a way of民 movingan obstacle to the normaliza-
tion of diplomatic ties. Hashizume expresses 

doubEs，ho-fever，as to wheth巴rnormalization is in 
Japa凶inational interest “Normalizing diplomatic 
relations essentially means giving economlC aSSlS-
tance to No出 Korea，"he states， dismissing中巴
matter as one that is not important to J apan. H巴

argues that normalization “can be a m巴ans，but it 
cannot be an endJ'saying that while it may beac 
ceptabl巴todangle the possibility of normalization 
to-resolvetheE111clear issue and abduction prob， 

l巴m，“Japanshould not count on the goodwill of a 
nuclear-armed dictatorship like North Korea. . . . 
The existence of a nuclear-armed dictatorship is 

itself a threat." 
Hashizume gives the following three sugges-

tions for refashioning japan's NorEh Korea policy. 

(1) Japa吋 10uldtake themnsmcethatEh閃

can be no normalization unless Pyongyang aban-

dons its nuclear program. (2) Japan should de-
mand a thorough and complete investigation ot 

the fate of all…pected abductees， including the 
10 at issue. (3) With the support of public opin-

ion， legislation allowing Japan to place sanctions 
on North Korea should be enact巴dby the Diet. 
Hashizume goes on to say that the foremost goal 

ofJapa凶 foreigwolicyshouldbeto workclosely 

with the Uni凶 Statestoward eliminati時 No出

Korea's nuclear program and removing the threat 

it poses. “K0141405EijokaO molcuteld nishitεωα 
naranαi，" Ronza， ]1，L1y 2004.) 
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記
事
は

6
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、

ま
ず
冒
頭
か
ら
「
慰
安
婦
謝
罪
派
」
の

東
大
教
授
・
大
沼
保
昭
氏
の

発
言
が
お
も
し
ろ
い
。

要
約
し
て
紹
介
し
よ
う
。

事
実
と
し
て
「
慰
安
婦
」
と
言
わ
れ
る

問
題
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
。

「
強
制
の
要
素
が
全
く
な
か
っ
た
」
、

あ
る
い
は
「
す
べ
て
強
制
だ
っ
た
」
と
い
う

極
端
な
意
見
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、

今
日
の
段
階
で
は
，
』
れ
ま
で
の
実
証
研
究
の

積
み
重
ね
や
裁
判
に
お
け
る
事
実
認
定
を

通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ア
}
A
t

ワ
ア
}
A
z

ヮ、

簡
単
に
言
う
な
、

人
ご
と
み
た
い
に
。

「
す
べ
て
強
制
だ
っ
た
」
、
つ
ま
り

「
強
制
連
行
(
人
さ
ら
い
・
誼
致
)
に
よ
っ
て

慰
安
婦
に
さ
せ
ら
れ
た
」

と
い
う
説
が
本
当
か
と
う
か
?
が
、

も
と
も
と
曜
一
の
争
点
だ
っ
た
は
す
だ
/

強
制
連
行
(
人
さ
ら
い
)
が

な
か
っ
た
と
主
張
す
る
だ
け
で
、

当
時
、
わ
し
が
ど
れ
だ
け

大
変
だ
っ
た
か
・
--F
・

戦
争
は
大
規
模
な
人
権
侵
害
で
す
。

何
百
万
も
の
犠
牲
者
の
中
で
、

な
ぜ
「
慰
安
婦
」
の
問
題
だ
け
を

取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
と
お
り
だ
。

そ
う
言
っ
て

き
た
じ
ゃ
な
い
か

わ
し
は
f

完
全
に
職
業
と
し
て

選
ん
だ
女
も
1

74 

佃
の
市
民
団
備
か
5

町
議
さ
れ

Z
、

テ
し
ビ
Z
1苅
5
m

潤
決
苦
己
行
お
コ
た
の
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あ
の
時
わ
し
は
完
全
に
悪
人
扱
い
さ
れ
て
、

そ
れ
ま
で
の
読
者
も
減
ら
し
な
が
ら
、

日
本
軍
の
名
誉
を
守
る
言
論
戦
を

や
り
ぬ
い
た
。

吉
田
清
治
と
い
一
コ
詐
話
師
の

完
全
信
作
り
話
を

日
本
の
左
翼
運
動
家
が

韓
国
で

こ
れ
も
事
実
と
し
て

明
白
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
当
時
の
基
準
で
お
そ
ら
く

や
む
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
時
代
感
覚
が
あ
る

中
で
行
な
わ
れ
た
行
為
を
、
今
日
我
々
が

事
後
的
に
裁
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

特
に
刑
事
責
任
を
追
及
で
き
る
の
か

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ま
っ
た
く
そ
の
通
り

f

そ
れ
も
わ
し
が
、
何
度
も

言
い
続
け
て
き
た
こ
と
だ
よ

f

さ
ら
に
難
し
い
の
は
、
戦
後
の
平
和
条
約
や

国
交
正
常
化
協
定
で
解
決
さ
れ
た
と
い
う

立
場
を
、
日
本
政
府
も
韓
国
な
ど
の
政
府
も

取
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

ゴー7 ニス'ム宣言EXTRAI小林よしのり

そ
れ
っ
て
常
識
だ
っ
た
ん
だ

け
ど
・
.. 

日
本
と
韓
国
の
両
政
府
の

聞
で
解
決
さ
れ
た
か
ら
、

国
交
正
常
化
し
た
の
に
、

今
か
ら
蒸
し
返
し
た
ら

韓
国
は
条
約
を
守
ら
な
い
固

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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こ
ん
な
こ
と

朝
日
新
聞
社
の

「
論
座
」
に

載
る
の
だ
。

7
年
前
、

『新
ゴ
l
官一」

3
、4
巻
の
頃
を

田
宮
フ
と

隔
世
の
感
で
あ
る
。

よ
っ
ぽ
ど

人
の
い
い
者
ら
が

民
間
で
、
元
慰
安
婦
を

支
援
し
よ
う
と

い
う
の
な
ら
、

じ
ゃ
ま
は
し
な
い
。

こ
の
シ
ノ
ポ
で
も
、

「
北
朝
鮮
に
、

日
本
政
府
陪
平
壌
重
言
の

経
済
協
力
に
フ
ラ
ス
じ
て
、

慰
安
婦
ハ
の
基
金
事
業
実
施
を

表
明
せ
占
」
と
、

性
懲
り
も
な
く
主
張
し
て
い
る
。

さ
て
、

之
の
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
は
、

サ
ヨ
ク
に

内
ゲ
パ
を
巻
き
起
之
す

こ
と
に
な
っ
た
f

市
民
運
動
の
側
で
は

「
基
金
つ
ぶ
し
」
と
い
う
形

運
動
が
行
な
わ
れ
て
、

メ
デ
ィ
ア
も
大
方
は

そ
れ
に
走
り
ま
し
た
。

自
己
批
判
が
な
け
れ
ば

将
来
の
市
民
運
動
は

ま
た
同
じ
誤
り
を

繰
り
返
す
の
で
は
な
い
か
。
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そ
し
て
シ
ン
ポ
は

サ
ヨ
ク
の

「
公
開
内
ゲ
ど

の
様
相
を

呈
し
て
い
く
。

ム

ゲ

形

、…川品

川

一
お
金
が
ほ
し
い
人
も

一
大
勢
い
た
の
に
、

一
支
援
団
体
が

一
抑
え
つ
け
た
。

そ
ラ
い
う
独
善
性
を

自
己
批
判
し
な
い
限
り

市
民
運
動
の

将
来
は
な
い
。

ど・・・
毒
ま
ん
じ
ゅ
う

だ
っ
て
W

78 Kobayashi Yoshinori WASCISM Vol.lO 2004 

上
野
や
荒
井
の
よ
う
に

「
国
家
を
屈
服
さ
せ
、
国
庫
か
ら
、
?
ま
り

国
民
の
税
金
か
ら
の
み
、
賠
償
金
を
払
わ
せ
ろ
/
」

と
、
主
張
す
る
者
た
ち
に
比
べ
、

少
な
く
と
も
大
沼
は

運
動
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

元
慰
安
婦
へ
の
同
情
の
た
め
に

や
っ
て
い
る
人
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。

※「アジア女性基金Jは国民の寄付金4億8000万円を配るため設立されたが、天下り役人などのスタッフや事務所経

費には5年間で20億円以上の税金が使われ、元慰安婦の申し立てだけでほとんど検証ナシで支給、二重支給なども

行なわれていたというズサンなものだった。秦教授によると、和田春樹はこれを足がかりに天皇訪韓、日朝国交回復、国

家賠償まで狙っていたようだが、すべて失敗したO

L出掛.~.-.::-..:. 町 、、t丘町出把~~:;.:;.:.:.;.~:.\哩凹む宮t.;_;:.":.:.:.:.:.:...w.... ;，;，:;雪 |

実
を
言
う
と
、

こ
の
シ
ン
ポ
で
最
も

注
目
す
べ
き
な
の
は
、

サ
ヨ
ク
の
内
ゲ
バ
で
は

な
し
。

基
金
の
方
は
い
ろ
い
ろ
難
し
い
予
}
と
を

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
、

結
局
「
日
本
国
民
は
金
を
出
せ
」

そ
れ
か
ら
「
一
緒
に
謝
ろ
う
」
と
い
う

呼
び
か
け
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
、
謝
る
た
め
の
証
拠
が
一
切
な
い
、

「
強
制
さ
れ
た
」
な
ん
て
言
っ
て
も
、

誰
が
強
制
し
た
の
か
。

ゴーマニズム宣言EXTRAI小林よしのり79 
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日
本
国
が
強
制
し
た
な
ん
て

証
拠
は
な
い
。

韓
国
の
民
間
人
が
し
た
に

決
ま
っ
て
い
る
。



※吉見理論……慰安婦強制連行の証拠がないことを知りながらも国家の責任を追及する吉見義明・中央大教授が

唱え出した説。慰安婦は「強制」されており(誰が強制したか、という「主語Jは必ず隠す)、慰安所には設置・管理面で

軍が関与していた<f強制Jに軍が関与していたかは明らかにしない)。だから国に責任がある、とするもので、朝日新聞

を始め、すべての「謝罪派」のノてイブ、ルとなっている。

ぞ
れ
も
前
借
金
を
返
済
す
れ

自
由
だ
か
ら
、

娘
に
は
希
望
が
あ
り
、

親
に
育
て
て
も
ら
っ
た
恩
返
し
を

し
て
い
る
と
い
う
誇
り
が
あ
っ
た
。

強希
制望
はと
ぞき零
れり
ほが
どあ
必れ

ど闘ZF ば

返
済
は
容
易
だ
っ
た

売
春
は
違
法
活
必

陸
軍
刑

日
下
氏
は

実
に
簡
潔
に

問
題
の
核
心
を

述
べ
て
い
っ
て

こ
う
締
め
く
く
る
。

橋
爪
氏
は
本
来
、

「
日
本
は
近
隣
諸
国
を
侵
略
し
、

大
き
な
傷
を
残
し
だ
」

恥

と
い
う
考
え
で
、
こ
の
シ
ノ
ポ

そ
う
い
う
発
言
を
し
て
お
り

立
場
は
「
道
義
的
謝
罪

ほ
ほ
同
じ
で
あ
る
。

巴
も
か
か
わ
ら
す
、
謝
罪
派
ガ
掲
げ
、

朝
日
新
聞
が
一
面
ト
ッ
プ
に
使
い
、
‘

日
本
政
府
巴
謝
罪
さ
せ
る

f

原
動
力
と
な
っ
た

「
軍
の
関
与
」
と
い
う
「
吉
見
理
論
」
に

全
く
説
得
力
を
感
じ
な
か
つ
だ
の
だ
f

た
り

管
理
し
た
り
し
て
い
る
の
は

当
た
り
前
で
、

売
春
以
外
の
も
の
も

す
べ
て
そ
う
い
う
ふ
う
に

管
理
し
て
い
た
わ
け
だ

慰
安
所
で
も

し
て
い
た

上
野
千
鶴
子
は

い
ま
だ
に
こ
ん
な

幼
稚
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
・
.. 

まそべ証と 「
すれき舌い私
人にだ忌う l芸
九くっと主主枯 γ

野ぞRiE香タ
ピはぎ先iE返
れ日すき事験
ま下がれ者を
砕き、るの 1

えん 戸
olまら こニ

4IIA雪h

ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
て

証
言
し
て
い
る
よ
う
な

賢
い
女
性
が
い
た
の
な
ら

読
み
ま
す
か
ら

ぜ
ひ
私
の
方
に
回
し
て
く
だ
さ
い
。
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さ
ら
に
土
野
は

「
自
称
・
被
害
者
・
絶
対
真
理
教
」

で
押
し
通
し
、
日
下
氏
と
こ
ん
な

や
り
取
り
を
し
て
い
る
。

j
d

〆d
r
m
y
ム
参入

恐
る
べ
き

hw

目
下
氏
の
勇
気
，
・

ご
本
人
た
ち
が
「
強
制
が
あ
っ
た
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
事
実
を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で

し
ょ
P

フか
。

ご
本
人
が
「
自
分
で
進
ん
で
や
っ
た
」
と
は

、

そ
れ
は
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

「
強
制
さ
れ
た
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。

そ
う
言
わ
な
け
れ
ば

自
分
の
親
戚
全
部
に

こ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
だ

f

少
女
の
う
ち
に

親
か
ら
売
ら
れ
た

女
は
、
本
当
に
自
分
を

被
害
者
だ
と

思
っ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
の

す
ぐ
後
に

レ
フ
ェ
リ
ー
の

橋
爪
氏
が

ま
た
あ
っ
さ
り

言
う
の
だ
・.• 

結
局
、

「
日
本
に
戦
争
責
任
あ
り
」

と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
人
す
ら
、

慰
安
婦
問
題
で
は

説
得
で
き
な
い
と
い
う

理
論
戦
に
お
け
る

決
着
が
、
明
白
に
な
つ
だ

の
が
可

こ
の
シ
ン
ポ
で
も
、
上

「
こ
の
人
は
被
害
者
を

う
そ
つ
き
呼
ば
わ
り

し
て
い
否

f
」と

強
調
し
よ
う
と
し
て
1

そ
れ
で
も
日
下
氏
は

う
そ
を
つ
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、

う
そ
を
つ
か
な
か
っ
た
方
も
い
ら
っ
・

ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

に
か
ぐ
誰
か
が
悪
い
は
、
ず

自
分
は
そ
れ
を
非
難
す
る
に

こ
う
い
う
こ
と
も
ま
た
き
わ
め
て
容

な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
一
体

叙
プ
ヨ
守
た
で
f
x
d

自
分
は
い
い
人
だ
と
思
え
る
と
い
弓

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
そ
ん
な
に
区
別
が
つ
ふ

よ
う
な
気
が
し
て
、
非
常
に
難
し
い

問
題
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
-
。

橋
爪
氏
は

「
被
害
者
の
証
言
」
を

神
霊
化
す
る
こ
と

A

に
つ
い
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
で

懸
念
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
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ナ
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月
水

曜
日

多様な論点浮き彫り

2
0
0
4
年
(
平
成

1
6
年
)
1
月

1
4
日

厚
罰

実
斤

のが「従軍慰安婦」問題だ。昨年暮れ、東京都

内でシンポジウム「『慰安婦』問題再考」が聞

かれ、「女性のためのアジア平和国民基金」に

よる「償い事業」を支持する立場、批判する立

場、「日本国家による慰安婦の強制」自体を疑

問視する立場、と様々な人々が討論したH写

真。「論座」2月号で報告されている。

東京工業大学JCプロ

ジェクト実行委員会と朝

日カルチャーセンターの

主催。パネリストは大沼

保昭東大教授、和田春樹

同名誉教授、荒井信一

「日本の戦争責任資制セ

ンター」共同代表、上野

千鶴子東大教授、日下公

人東京町回会長、橋爪大
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三郎東工大教授の6人。

国民の募金による「償

い事業」に対して、これ

まで「日本政府による国

家補償を回避するもの」

という批判があった。

これに対し、「基金」

理事の大沼氏は、基金を

「国家の一員としての国

民と政府が」「共に償いの

主体となるという、公共

性の新たな形での模索」

と位置づげた。

同理事の和由民は、残

された問題として、韓国・

台湾で被害者の過半が事

業を受げ入れなかったこ

とに対する、日本政府の

態度表明などを挙げた。

荒井民は「基金は失放

した」といい、立法解決

をすべきだと主張。国会

に野党が提出している

「戦時性的強制被害者問

題解決促進法案」に期待

した。
上野氏は、国家賠償を

求めていたのに「被害者

に差し出されたものは、

要求したものとは違うも

のだった」と「ねじれ」

を指摘。そして国家問で

はなく、被害者個人が国

に対して「個人賠償権」

を求める動きに、「新し

い国際法上の法理を開

く」と期待した。

日下氏は「慰安婦」問

題自体について「国家に

よる強制の事実を私に教

えてくれた人はいませ

ん」と批判した。

橋爪氏は「基金」につ

いて「戦後の国際法の秩

序のもと、日本政府が守

らなければならない様々

な制約の中ではぎりぎり

できる線だったのではな

いか」と締めくくった。
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