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日
韓
で
議
論
を
呼
ん
だ
『
帝
国
の
慰
安
婦
』
な
ど
の
著
書
で
知
ら

れ
る
韓
国
・
世
宗
大
名
誉
教
授
、
朴
裕
河
さ
ん
が
『
歴
史
と
向
き
合

う　

日
韓
問
題

─
対
立
か
ら
対
話
へ
』（
毎
日
新
聞
出
版
）
を
刊

行
し
た
。
1
9
6
5
年
の
国
交
正
常
化
以
降
「
最
悪
」
と
評
さ
れ
る

日
韓
関
係
を
ど
う
修
復
す
る
か
。
な
ぜ
日
本
の
謝
罪
は
、
韓
国
に
届

か
な
い
の
か
。
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
「
Z
o
o
m
（
ズ
ー
ム
）」

を
用
い
て
ソ
ウ
ル
の
朴
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。

日
韓
基
本
条
約
と
日
韓
併
合
に
立
ち
戻
る

　

─
本
書
に
込
め
た
問
題
意
識
を
う
か
が
い
ま
す
。『
和
解
の
た

め
に
』『
帝
国
の
慰
安
婦
』
な
ど
の
著
書
で
日
韓
の
歴
史
問
題
を
取

り
上
げ
、
一
貫
し
て
解
決
策
を
探
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
10
年
で
韓
国
に
対
す
る
日
本
の
思
い
が
変
わ
っ
て
き
て
、「
も

う
い
い
」
と
い
う
諦
め
、
無
関
心
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
方
が
目

立
ち
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
増
え
た
の
は
確
か
だ
と
思
う
の
で
、
も

大
事
な
の
は
相
手
を
理
解
す
る
気
持
ち

『
歴
史
と
向
き
合
う　

日
韓
問
題

─
対
立
か
ら
対
話
へ
』を
刊
行

朴
裕
河
さ
ん
に
聞
く

朴パ
ク　

裕ユ
ハ河　

氏

（
韓
国
・
世
宗
大
名
誉
教
授
）
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う
一
度
原
点
に
戻
っ
て
い
ろ
ん
な
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

そ
ん
な
気
持
ち
に
な
る
の
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
振
り
回
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
も
っ
た
に
な
い
と
い
う
思
い
で
し

た
。
対
立
す
る
状
況
に
な
る
ほ
ど
、
逆
に
「
な
ぜ
」
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。『
反
日
種
族
主
義
』（
元
ソ
ウ

ル
大
教
授
ら
が
執
筆
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
）
な
ど
の
本
は
、
韓
国
の

民
族
性
が
問
題
だ
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
互
い
の
国
の
政
治
や

社
会
に
関
す
る
情
報
の
問
題
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

─
本
書
は
、
慰
安
婦
問
題
、
元
徴
用
工
問
題
、
日
韓
併
合
、
日

韓
協
定
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
日
韓
の
議
論
の
構
造
を
正
面
か
ら
論

じ
た
と
い
う
印
象
で
す
。

　

両
国
が
対
立
し
て
い
る
徴
用
や
慰
安
婦
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、

背
景
に
あ
る
1
9
6
5
年
の
日
韓
協
定
（
日
韓
基
本
条
約
及
び
付
随

す
る
諸
協
定
）
と
、
1
9
1
0
年
の
日
韓
併
合
に
立
ち
戻
ら
な
い
と

接
点
が
見
い
だ
せ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
慰
安
婦
や
元
徴
用
工
の
専

門
家
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
日
韓
協
定
や
日
韓
併
合

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
も
の
は
意
外
に
見
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
、
歴
史
が
専
門
で
は

な
い
け
れ
ど
あ
え
て
論
じ
て
み
ま
し
た
。

　

私
自
身
は
日
本
文
学
の
研
究
者
と
し
て
、
主
に
明
治
時
代
の
文
学

を
研
究
し
な
が
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
帝
国
主
義
の
問
題
を
考
え
て

き
ま
し
た
。
日
本
の
植
民
地
支
配
に
は
ず
っ
と
関
心
を
持
っ
て
い
ま

韓国・世宗大名誉教授の朴裕河さん＝東京都内で2022年 6月27日、髙橋勝視氏撮影
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す
。
実
は
『
帝
国
の
慰
安
婦
』
の
前
に
植
民
地
支
配
と
は
何
か
に
つ

い
て
書
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
よ
う
や
く
今
回
少
し
だ
け
書
い
て

み
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

─
歴
史
問
題
は
歴
史
学
だ
け
で
な
く
、
国
際
法
や
女
性
学
、
文

学
な
ど
か
ら
の
研
究
も
あ
り
得
ま
す
。
専
門
を
超
え
て
架
橋
す
る
必

要
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

こ
れ
ま
で
の
本
も
含
め
て
、
歴
史
を
め
ぐ
る
言
説
を
テ
ー
マ
に
し

た
批
評
だ
と
、
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
日
韓
対
立
の
根
っ
こ
に

は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
あ
る
の
で
、専
門
家
に
向
け
て
書
く
、

と
い
う
よ
り
、
一
般
市
民
と
共
に
考
え
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ

た
。
ア
カ
デ
ミ
ア
（
学
術
界
）
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
が
や
は
り
あ
る
の
で
す
。

学
者
の
責
任
、
学
問
の
政
治
化
を
問
う

　

─
歴
史
問
題
に
お
け
る
学
者
、
知
識
人
の
影
響
力
は
大
き
く
、

責
任
は
重
い
と
も
思
い
ま
す
。

　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
。
学
術
書
の
影
響
力
に
は
限
界
が
あ
っ

て
、
一
般
人
向
け
の
本
を
書
い
た
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、『
帝

国
の
慰
安
婦
』
は
正
に
支
援
団
体
批
判
、
運
動
批
判
で
し
た
。
韓
国

の
運
動
家
の
中
に
は
学
者
も
い
て
、
特
に
初
期
は
学
者
が
中
心
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
本
書
の
狙
い
を
一
言
で
言
え
ば
、
学
者
の
責
任

を
問
い
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
問
の
意
義
と
は
真
実
追
求

の
は
ず
な
の
に
、
実
際
に
は
学
問
の
運
動
化
や
、
さ
ら
に
政
治
化
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
2
0
1
4
年
に
朝
日
新
聞
が
慰
安
婦
の
「
強
制
性
」
の
記

事
を
取
り
下
げ
た
際
も
、
一
部
の
学
者
が
主
張
す
る
「
強
制
性
」
の

議
論
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の
認
識
を
具

体
的
に
批
判
す
る
論
文
も
よ
う
や
く
出
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
左

派
学
者
で
批
判
し
た
人
は
私
の
知
る
限
り
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
意
見
を
言
う
の
も
不
自
由
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
一
種
の
文
化
権
力
が
存
在
し
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
学
者
も
間
違
え
る
こ
と
は
あ
る
し
、
自
説
を
修

正
し
な
が
ら
や
る
の
も
可
能
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

『歴史と向き合う　日韓問題─対立から対
話へ』（毎日新聞出版）
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で
も
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、 

私
の
言
葉
で
言
え
ば
、
日
本
の
一
部

の
学
者
に
（
韓
国
を
純
粋
な
被
害
者
像
に
か
こ
っ
て
免
罪
す
る
）「
帝

国
主
義
的
温
情
主
義
」
が
あ
る
た
め
で
す
。

　

─
本
書
は
特
に
こ
の
30
年
を
対
象
に
議
論
し
て
い
ま
す
。
日
韓

に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
歳
月
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

30
年
以
上
前
の
韓
国
の
民
主
化
闘
争
、
広
く
は
1
9
8
0
年
の
光

州
事
件
以
降
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
現
代
の
韓
国
に
す
ご
く
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
数
年
の
状
況
か
ら
見
え
て
き
ま
し
た
。
同

じ
時
期
に
韓
国
は
大
き
く
経
済
成
長
し
、
日
韓
関
係
も
様
変
わ
り
し

ま
し
た
。

　

例
え
ば
2
0
0
0
年
代
初
め
に
、
ド
ラ
マ
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
が
韓

流
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
よ
ね
。
あ
の
時
、
日
本
の
女
性
が

韓
国
の
男
性
に
関
心
を
向
け
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
日
本
女
性
は

韓
国
の
男
性
に
ど
こ
か
優
越
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ

ん
な
関
係
が
変
化
し
始
め
た
時
代
で
し
た
。
他
方
で
、韓
国
挺
身（
て

い
し
ん
）
隊
問
題
対
策
協
議
会
（
挺
対
協
）
な
ど
が
政
治
的
発
言
を

活
発
化
し
た
頃
で
も
あ
り
、
自
分
の
歴
史
観
を
強
く
押
し
出
し
ま
し

た
。
80
年
代
の
民
主
化
の
〝
後
遺
症
〟
で
リ
ベ
ラ
ル
が
ね
じ
れ
た
進

み
方
を
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
と
て
も
残
念
で

あ
り
、
こ
の
間
、
私
自
身
も
私
の
『
和
解
の
た
め
に
』
を
め
ぐ
り
研

究
会
が
分
裂
す
る
ね
じ
れ
を
経
験
し
て
い
る
ん
で
す
。

植
民
地
化
正
す
流
れ
、
日
本
が
先
導
を

　

─
『
歴
史
と
向
き
合
う
』
の
中
で
強
調
し
て
い
る
の
は
植
民
地

の
問
題
で
す
。
日
韓
併
合
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
長
年
の
難
問
で
す

が
、
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

　

基
本
的
に
日
本
は
こ
の
問
題
に
真
面
目
に
向
き
合
っ
て
き
た
、
と

私
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ジ
ア
女
性
基
金
を
評
価
し
ま
し
た

し
、
そ
の
こ
と
を
韓
国
は
も
っ
と
知
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
反
戦
意
識
が
強
い
こ
と
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
上
に
植
民
地
の
問
題
が
出
て
き
て
、「
反
省
し
な
い
日
本
」
の

姿
ば
か
り
が
目
に
付
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ダ
ー
バ
ン
会
議

（
2
0
0
1
年
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ダ
ー
バ
ン
で
開
か
れ
た
人
種
主
義

に
反
対
す
る
世
界
会
議
）
以
降
の
植
民
地
化
を
正
す
流
れ
を
日
本
が

先
導
し
、
国
民
レ
ベ
ル
の
深
い
と
こ
ろ
で
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
気

持
ち
で
す
。

　

─
韓
国
の
尹
ユ
ン
ソ
ン
ニ
ョ
ル

錫
悦
新
政
権
が
5
月
に
発
足
し
、
最
近
の
世
論
調

査
で
は
日
韓
関
係
の
改
善
に
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

大
統
領
が
日
韓
関
係
の
関
係
改
善
を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
る
の

で
、
前
の
政
権
に
比
べ
れ
ば
環
境
は
整
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ

れ
で
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
韓
国
で
期
待
値
が
高
ま
っ
て

い
る
理
由
は
、
前
の
政
権
に
不
満
を
持
つ
人
た
ち
の
考
え
が
表
れ
て

い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
が
、

問
題
は
過
去
に
対
す
る
保
守
の
考
え
方
が
リ
ベ
ラ
ル
と
違
う
か
と
い
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う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
懸
案
に
つ
い
て
具
体
的
に
よ
く

知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
元
徴
用
工
問
題
に
し
て
も
中

身
を
知
る
人
は
少
な
い
の
で
す
。
日
本

の
戦
後
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
こ
こ

に
は
情
報
の
不
均
衡
と
い
う
現
象
が
あ

り
ま
す
。

　

私
は
、
互
い
に
「
相
手
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
気
持
ち
」
を
持
つ
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。
難
し
い
こ
と
、
複

雑
な
こ
と
は
見
た
く
な
い
と
思
い
が
ち

で
す
が
、
そ
れ
で
は
不
正
確
な
情
報
に

ま
す
ま
す
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
関
係
悪
化
は
こ
こ
10
年
、
20
年

関
わ
っ
て
き
た
者
た
ち
の
責
任
だ
と
い

う
意
識
を
持
て
ば
、
新
た
な
未
来
は
開

け
る
と
思
い
ま
す
。

＊ 

『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
8
月
21
日
・
28

日
合
併
号
の
記
事
に
加
筆
し
た
。

　
（
聞
き
手
・
岸
俊
光
）
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