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は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

35 

原
告

金
学
順
(
キ
ム
・
ハ
ク
ス
ン
。
軍
隊
慰
安
婦
)

原
告
金
学
順
(
以
下
、
「
金
学
順
」
と
い
う
。
)
は
、

一
九
二
三
年
中
国
東
北
地
方
の
吉
林
省
で
生
ま
れ
た
が
、
同
人
誕

生
後
、
父
が
ま
も
な
く
死
亡
し
た
た
め
、
母
と
共
に
親
戚
の
い
る
平
壌
ヘ
戻
り
、
普
通
学
校
に
も
四
年
生
ま
で
通
っ

た
。
母
は
家
政
婦
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
家
が
貧
乏
な
た
め
、
金
学
順
も
普
通
学
校
を
辞
め
、
子
守
り
や
手
伝
い
な

ど
を
し
て
い
た
。
金
泰
元
と
い
う
人
の
養
女
と
な
り

一
四
歳
か
ら
キ
l
セ
ン
学
校
に
三
年
間
通
っ
た
が
、

一
九
三

九
年
、

一
七
歳
(
数
え
)
の
春
、

「
そ
こ
ヘ
行
け
ば
金
儲
け
が
で
き
る
」
と
説
得
さ
れ
、
金
学
順
の
同
僚
で
一
歳
年
上

の
女
性
(
エ
ミ
子
と
い
っ
た
)
と
共
に
養
父
に
連
れ
ら
れ
て
中
国
ヘ
渡
っ
た
。

ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
平
壌
駅
に
行
き
、

そ
こ
か
ら
軍
人
し
か
乗
っ
て
い
な
い
軍
用
列
車
に
三
日
間
乗
せ
ら
れ
た
。
何
度
も
乗
り
換
え
た
が
、
安
東
と
北
京
を

通
っ
た
こ
と
、
到
着
し
た
と
こ
ろ
が
、

「
北
支
」
「
カ
ッ
カ
県
」
「
鉄
壁
鎖
」

で
あ
る
と
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

鉄

壁
鎮
」

へ
は
夜
着
い
た
。
小
さ
な
部
落
だ
っ
た
。
養
父
と
は
そ
こ
で
別
れ
た
。
金
学
順
ら
は
中
国
人
の
家
に
将
校
に

案
内
さ
れ
、
部
屋
に
入
れ
ら
れ
鍵
を
掛
け
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
初
め
て

「
し
ま
っ
た
」
と
思
っ
た
。
翌
日
の
朝
、
馬

の
噺
き
が
聞
こ
え
た
。
隣
の
部
屋
に
も
三
人
の
朝
鮮
人
女
性
が
い
た
。
話
を
す
る
と
、

「
何
と
パ
カ
な
こ
と
を
し
た

か
」
と
い
わ
れ
、
何
と
か
逃
げ
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
が
、
ま
わ
り
は
軍
人
で
一
杯
の
よ
う
だ
つ
た
。
そ
の
日
の
朝
の

う
ち
に
将
校
が
来
た
。

一
緒
に
来
た
エ
ミ
子
と
別
に
さ
れ
、
「
心
配
す
る
な
、
い
う
と
お
り
に
せ
よ
」
と
い
わ
れ
、
そ



し
て
、

「
服
を
脱
げ
」
と
命
令
さ
れ
た
。
暴
力
を
振
る
わ
れ
従
う
し
か
な
か
っ
た
が
、
思
い
出
す
の
が
と
て
も
辛
い
。

翌
日
か
ら
毎
日
軍
人
、
少
な
い
と
き
で
一

O
人
、
多
い
と
き
は
三

O
人
く
ら
い
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
た
。
朝
の
八

時
か
ら
三

O
分
お
き
に
兵
隊
が
き
た
。

サ
ッ
ク
は
自
分
で
も
っ
て
き
た
。
夜
は
将
校
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
た
。
兵
隊

は
酒
を
朝
か
ら
飲
み
、
歌
を
う
た
う
者
も
い
た
。
「
討
伐
」
の
た
め
出
陣
す
る
前
日
の
兵
隊
は
興
奮
し
て
お
り
、
特
に

乱
暴
だ
っ
た
。
朝
鮮
人
と
の
の
し
ら
れ
、
殴
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
軍
人
た
ち
は
犬
と
同
じ
で
、
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と
て
も
人
間
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
部
屋
の
中
で
は
、
中
国
人
の
残
し
た
中
国
服
や
日
本
軍
の
古
着
の
軍
服
を
着
せ

ら
れ
た
。
週
な
い
し
月
に
一
回
位
、
軍
医
が
き
て
検
診
を
受
け
た
。
同
原
告
は
肺
病
に
か
か
っ
た
た
め
、
薬
を
い
ろ

い
ろ
も
ら
っ
た
。
六

O
六
号
と
い
う
抗
生
物
質
の
注
射
も
打
た
れ
た
。

金
学
順
は
そ
こ
で
は
、

「
ア
イ
子
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
ら
れ
た
。
他
の
四
人
の
朝
鮮
人
女
性
は
、

一
緒
に
来
た

一一寸

ニc.

子
しー『

の
他
、
最
も
年
長
の

「
シ
ズ
エ
」
(
二
二
歳
)
と
「
ミ
ヤ
子
」
(
一
九
歳
)
「
サ
ダ
子
」
(
同
)
と
い
う
名
前

ぷ-っ，-。

争
t

J

I

シ
ズ
エ
は
、
別
室
で
特
に
将
校
用
と
し
て
一
室
を
あ
て
が
わ
れ
た
が
、
他
の
四
人
は
一
部
屋
を
ア
ン
ペ
ラ

の
カ
ー
テ
ン
で
四
つ
に
区
切
っ
た
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
た
。
食
事
は
、
軍
か
ら
米
・
味
噌
な
ど
を
も
ら
っ
て
五
人
で

自
炊
し
た
。

こ
の
鉄
壁
鎮
に
い
た
日
本
軍
部
隊
は
約
三

0
0人
位
の
中
隊
規
模
で
、
「
北
支
」
を
転
戦
し
て
い
た
。
鉄
壁
鎮
に
は

一
ヵ
月
半
位
い
た
が
、
何
度
か
移
動
し
た
。
金
学
順
ら
女
性
た
ち
も
一
緒
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
。
行
く
先
々
の
中
国
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人
の
村
に
は
、
中
国
人
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
。

い
つ
も
空
屋
と
な
っ
た
中
国
人
の
家
を
慰
安
所
と
定
め
ら
れ
た
。
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あ
る
日
、
兵
隊
が
二
人
の
中
国
人
を
連
れ
て
き
て
、

み
ん
な
の
前
で
目
隠
し
を
し
て
後
手
に
縛
り
、

日
本
万
で
首

を
切
り
落
と
す
と
こ
ろ
を
見
せ
た
。
密
偵
だ
と
言
っ
て
い
た
が
、

お
ま
え
た
ち
も
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
と
こ
う
な

る
と
の
見
せ
し
め
だ
っ
た
。

金
学
順
は
毎
日
の
辛
さ
の
た
め
逃
げ
よ
う
と
思
っ
た
が
、

い
つ
も
周
り
に
日
本
軍
の
兵
隊
が
あ
り
、
民
間
人
と
接

触
す
る
こ
と
も
少
な
く
、
中
国
で
の
地
理
も
わ
か
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
言
葉
も
出
来
な
い
た
め
、
逃
亡
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の
秋
に
な
っ
た
あ
る
夜
、
兵
隊
が
戦
争
に
行
っ
て
少
な
い
と
き
、

一
人
の
朝
鮮

人
男
性
が
部
屋
に
忍
び
込
ん
で
き
て
、
自
分
も
朝
鮮
人
だ
と
い
う
の
で
、
逃
が
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
夜
中
に
そ

う
っ
と
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
朝
鮮
人
男
性
は
越
元
環
と
言
い
、
銀
銭
の
売
買
を
仕
事
と
し
て
い
た
。
金

学
順
は
こ
の
越
に
つ
い
て
南
京
、
蘇
州
そ
し
て
上
海
へ
逃
げ
た
。
上
海
で
二
人
は
夫
婦
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
租
界
の

中
で
中
国
人
相
手
の
質
屋
を
し
な
が
ら
身
を
隠
し
、
解
放
の
と
き
ま
で
生
活
を
し
た
。

一
九
四
二
年
に
は
娘
、

四
五

年
に
は
息
子
が
生
ま
れ
た
。

四
六
年
夏
に
な
り
、
中
国
か
ら
同
胞
の
光
復
軍
と
最
後
の
船
で
韓
国
に
帰
っ
た
。

し
か
し
仁
川
の
避
難
民
収
容
所
で
娘
が
死
に
、

一
九
五
三
年
の
朝
鮮
動
乱
の
中
で
夫
も
死
に
、
金
学
順
は
行
商
を

し
な
が
ら
息
子
を
育
て
て
い
た
が
、

そ
の
息
子
も
国
民
学
校
四
年
生
の
と
き
、
水
死
し
た
。
唯
一
の
希
望
が
な
く
な

り
一
緒
に
死
に
た
い
と
思
っ
た
が
死
に
き
れ
ず
、
韓
国
中
を
転
々
と
し
な
が
ら
酒
・
タ
バ
コ
も
の
む
よ
う
な
生
活
を

送
っ
た
が
、

一
O
年
前
頃
か
ら
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ソ
ウ
ル
で
家
政
婦
を
し
て
き
た
が
、
今
は
年
老
い
た

の
で
、
政
府
か
ら
生
活
保
護
を
受
け
て
や
っ
と
生
活
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。



身
寄
り
が
な
い
金
学
順
に
と
っ
て
、
人
生
の
不
幸
は
、
軍
隊
慰
安
婦
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
金
を

い
く
ら
く
れ
で
も
取
り
返
し
の
つ
く
こ
と
で
は
な
い
。

日
本
政
府
は
悪
い
こ
と
を
悪
い
と
認
め
、
謝
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
韓
国
と
日
本
の
若
者
に
も
伝
え
、

二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
を
望
み
た
い
。

〔
二
、
原
告
ら
の
経
歴

第
二
次
原
告
団
〕
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原
告

李
貴
粉

原
告
李
貴
粉
(
イ
・
キ
プ
ン
。
以
下
、
「
李
貴
粉
」
と
い
う
。
)
は
、

一
九
二
七
年
(
戸
籍
上
は
一
九
二
九
年
)
、
慶
尚
北
道

永
川
に
生
ま
れ
た
。
李
貴
粉
は
、

四
人
き
ょ
う
だ
い
の
長
女
で
あ
り
、
永
川
中
部
小
学
校
四
年
ま
で
通
学
し
て
い
た
。

学
校
で
は
日
本
語
を
教
え
、
韓
国
語
は
習
わ
な
か
っ
た
。
満
一
一
歳
こ
ろ
、

一
家
が
ウ
ル
サ
ン
に
引
っ
越
し
、
さ
ら

に
釜
山
に
引
っ
越
そ
う
と
し
て
い
る
時
、

一
九
三
八
年
の
一

O
月
頃
の
朝
一

O
時
く
ら
い
の
こ
と
、
李
貴
粉
が
、

ウ

ル
サ
ン
の
村
で
、

女
の
子
三
人
で
、

「
か
あ
ち
ゃ
ん
、

こ
の
子
を
ど
う
す
る
か
、
す
て
て
お
い
て
て
か
わ
い
そ

う
:
:
:
」
こ
う
し
た
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
縄
跳
び
を
し
て
遊
ん
で
い
た
時
、

日
本
人
と
朝
鮮
人
通
訳
の
二
人
連
れ
の

男
た
ち
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
男
た
ち
は
、
「
お
父
さ
ん
が
呼
ん
で
い
る
、

一
緒
に
行
こ
う
」
と
い
っ
て
、
李
貴

粉
を
連
れ
出
し
た
。
こ
の
と
き
李
貴
粉
は
、
黒
い
チ
マ
、
白
い
チ
ョ
ゴ
リ
の
普
通
の
格
好
を
し
て
い
た
が
、
体
格
も

よ
く
一
四
歳
く
ら
い
に
見
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
男
た
ち
は
、
李
貴
粉
を
ウ
ル
サ
ン
市
内
の
下
宿
専
用
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の
「
チ
ョ
ン
ミ
ョ
ン
ギ
ル
」
(
越
明
吉
か
)
の
家
に
連
れ
込
ん
だ
。
李
貴
粉
は
、
途
中
で
お
か
し
い
と
思
い
、
「
家
に
帰




