
関
釜
裁
判
の
経
過
と
判
決

関
釜
裁
判
の
経
過

一
九
九
二
年
一
二
月
二
五
日
、
元
軍
隊
「
慰
安
婦
」

の
朴
頭
理
、
河
順
女
、
元
勤
労
挺
身
隊
員
の
柳
賛
伊
、

朴

の
四
人
の
原
告
が
国
に
対
し
て
公
式
謝
罪
と
賠

償
を
求
め
て
山
口
地
裁
下
関
支
部
に
提
訴
し
た
。
請
求

額
は
元
、
慰
安
婦
」
原
告
に
つ
い
て
は
各
一
億
一

0
0

0
万
円
、
元
勤
労
挺
身
隊
員
原
告
に
つ
い
て
は
各
三
三

O
O万
円
で
あ
る
。

原
告
の
朴
頭
理
、
河
順
女
は
「
よ
い
働
き
口
が
あ
る
」

と
の
甘
言
に
欺
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
台
湾
、
上
海
で
軍
隊

「
慰
安
婦
」
生
活
を
強
い
ら
れ
、
柳

、
朴

は

各
々
一
六
歳
と
一
三
歳
の
と
き
に
「
日
本
で
働
げ
ば
女

学
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
同
帰
っ
て
く
れ
ば
家
が
建

て
ら
れ
る
」
等
の
国
民
学
校
教
師
の
言
葉
を
信
じ
て
勤

労
挺
身
隊
に
志
願
し
、
富
山
の
不
二
越
で
重
労
働
を
強

い
ら
れ
た
被
害
者
で
あ
る
。
原
告
ら
は
釜
山
挺
身
隊
問

題
対
策
協
議
会
の
金
文
淑
会
長
の
呼
び
か
妙
に
応
え
、

同
会
に
被
害
を
申
告
し
た
こ
と
か
ら
提
訴
の
運
び
と
な

っ
た
。そ

の
後
、
第
二
次
、
第
三
次
原
告
と
し
て
、
上
海
で

軍
隊
「
慰
安
婦
」
生
活
を
強
い
ら
れ
た
李
順
徳
、
勤
労

挺
身
隊
員
と
し
て
不
二
越
に
動
員
さ
れ
た
朴

、
沼

津
の
東
京
麻
糸
会
社
に
動
員
さ
れ
た
養
容
珠
、
鄭
水
蓮
、

李

、
名
古
屋
の
三
菱
名
航
道
徳
工
場
に
動
員
さ
れ

た
梁
錦
徳
の
六
名
が
加
わ
り
、
合
計
一

O
名
の
原
告
団

と
な
っ
た
。

第
二
、
三
次
原
告
の
う
ち
李
順
徳
、
梁
錦
徳
は
太
平

洋
戦
争
犠
牲
者
光
州
遺
族
会
(
李
金
珠
会
長
)
の
会
員
で

あ
り
、
そ
の
他
は
釜
山
挺
対
協
に
申
告
し
た
被
害
者
で

あ
る
。な

お
、
訴
訟
の
進
行
中
に
永
野
法
務
大
臣
に
よ
る
「
従

軍
慰
安
婦
は
当
時
の
公
娼
」
と
の
発
言
が
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
元
「
慰
安
婦
」
原
告
が
名
誉
棄
損
と
し
て
各

一
O
O万
円
の
損
害
賠
償
を
新
た
に
請
求
し
た
。

山
本
晴
太

原
告
ら
の
多
く
が
釜
山
に
居
住
し
て
い
た
た
め
、
出

廷
が
比
較
的
容
易
な
下
関
を
提
訴
地
と
し
て
選
ぶ
こ
と

に
し
た
。
ま
た
、
地
方
支
部
の
方
が
良
心
的
な
裁
判
官

に
出
会
え
る
確
率
が
高
く
、
日
程
的
に
も
原
告
の
訴
え

に
十
分
に
耳
を
傾
け
る
余
裕
が
あ
る
と
の
期
待
も
あ
っ

た
。
下
関
は
原
告
ら
の
連
行
に
お
付
る
上
陸
地
で
あ
り
、

法
律
的
に
は
「
不
法
行
為
地
」
と
し
て
の
管
轄
を
主
張

し
た
。こ

れ
に
対
し
国
は
「
下
関
も
東
京
も
国
境
を
越
え
て

出
廷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
大
差

は
な
い
同
他
の
件
と
統
一
的
な
認
否
を
す
る
必
要
が
あ

る
同
上
陸
地
が
不
法
行
為
地
と
し
て
管
轄
が
認
め
ら
れ

る
な
ら
、
連
行
さ
れ
て
移
動
し
た
場
合
、
ど
こ
で
も
訴

訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
の
理

由
を
挙
げ
て
東
京
地
裁
へ
の
移
送
を
申
し
立
て
た
。
原

告
側
は
被
告
の
主
張
に
反
論
す
る
と
と
も
に
原
告
が
出

廷
す
る
の
に
要
す
る
時
間
と
費
用
を
詳
細
に
証
明
し
、

下
関
で
訴
訟
が
係
属
す
る
利
益
を
主
張
し
た
。
ま
た
戦
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後
責
任
を
問
う
関
釜
裁
判
を
支
援
す
る
会
が
移
送
に
反

対
す
る
署
名
運
動
を
展
開
し
、
短
期
間
に
一
万
人
の
署

名
を
集
め
て
提
出
し
た
。
こ
の
結
果
、
裁
判
所
は
固
に

移
送
申
立
の
取
り
下
げ
を
促
し
、
下
関
で
訴
訟
が
始
ま

る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
五
年
余
り
に
わ
た
り
、
ニ

O
回
の
弁
論
が
行

わ
れ
た
。
原
告
一

O
名
の
う
ち
九
名
が
意
見
陳
述
を
行

い
、
八
名
に
つ
い
て
本
人
尋
問
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

大
部
分
の
弁
論
期
日
に
お
い
て
裁
判
官
が
原
告
の
肉
声

に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
元
勤
労
挺
身
隊
原

告
の
当
時
の
国
民
学
校
の
教
師
に
対
し
て
証
人
尋
問
を

行
っ
た
。
そ
の
他
に
、
勤
労
挺
身
隊
の
日
本
人
関
係
者

と
憲
法
学
者
が
証
人
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
前

者
は
本
人
が
直
前
に
な
っ
て
証
言
を
辞
退
し
、
後
者
は

所
要
で
出
廷
の
都
合
が
つ
か
ず
尋
問
が
実
現
し
な
か
っ

た。
弁
護
団
の
基
本
的
立
場

弁
護
団
と
し
て
は
戦
後
責
任
の
問
題
は
現
在
の
日
本

の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
換
言

す
れ
ば
、
個
人
の
尊
厳
を
最
高
の
価
値
と
見
な
す
筈
の

戦
後
社
会
に
お
い
て
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
原
告
ら
の

被
害
が
謝
罪
も
賠
償
も
な
く
放
置
さ
れ
て
き
た
と
い
う

事
実
を
、
日
帝
時
代
の
被
害
事
実
以
上
に
問
題
に
し
た

い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
。
第
一
回
弁
論
に
お
い
て
李
博

盛
弁
護
士
が
こ
の
訴
訟
に
臨
む
弁
護
団
の
立
場
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
要
を
得
た
意
見
陳
述
を
行
っ
て
い
る
。

今
、
我
々
、
そ
し
て
あ
な
た
方
が
地
に
足
を
付
い

て
立
っ
て
い
る
こ
の
日
本
の
地
は
、
お
国
の
た
め
に

と
亡
く
な
っ
た
日
本
人
は
人
間
と
し
て
ま
た
は
英
霊

と
し
て
眠
っ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
下
に
は
、

牛
馬
否
物
以
下
に
扱
わ
れ
た
朝
鮮
の
人
た
ち
が
、
血

と
涙
の
叫
ぴ
声
を
あ
げ
る
口
も
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
死

屍
累
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で

す。
本
来
で
あ
れ
ば
、
謝
罪
と
償
い
の
た
め
に
、
日
本

国
が
原
告
ら
に
歩
み
寄
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
無
為
無
策
の
ま
ま
放
置

し
て
き
た
結
果
、
こ
う
し
て
裁
判
官
を
挟
ん
で
対
決

す
る
と
い
う
、
深
い
深
い
溝
を
作
り
だ
し
た
の
で
す
。

原
告
ら
が
求
め
て
い
る
謝
罪
と
償
い
は
、
そ
も
そ
も
、

こ
の
よ
う
な
裁
判
と
い
っ
た
対
決
手
続
に
よ
っ
て
、

原
告
ら
が
日
本
国
か
ら
勝
ち
取
る
こ
と
で
解
決
す
べ

き
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
も
敢
え
て
原
告
ら
が
、
自
ら
名
乗
り
出
て
、

し
か
も
、
日
本
に
足
を
運
ん
で
ま
で
、
裁
判
に
訴
え

出
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。

被
告
が
取
り
下
げ
た
本
件
訴
訟
の
移
送
申
立
に
お

い
て
、
被
告
は
、
原
告
ら
の
謝
罪
と
償
い
の
訴
え
を

「
超
法
規
的
」
と
評
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
原

告
ら
に
対
す
る
謝
罪
と
償
い
の
た
め
の
法
的
措
置
を

何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
被
告
自
ら
が
、
進
ん

で
認
め
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
原

告
ら
が
、
こ
の
半
世
紀
の
問
、
そ
の
侵
奪
さ
れ
た
人

間
性
を
回
復
す
る
に
つ
い
て
、
全
く
の
無
法
地
帯
に

放
置
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
我
々
、
原
告
ら
代
理
人
と
し
て
は
、
こ

の
半
世
紀
の
問
、
法
治
国
家
を
選
択
し
て
き
た
日
本

の
中
に
お
い
て
、
原
告
ら
の
人
間
性
回
復
の
た
め
の

法
規
範
が
存
在
し
続
け
て
き
た
こ
と
を
信
じ
て
、
被

告
の
言
う
「
超
法
規
」
と
い
う
閣
の
中
か
ら
、
原
告

ら
の
訴
え
を
根
拠
づ
げ
る
法
規
範
を
照
ら
し
出
そ
う

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

原
告
ら
の
踏
み
に
じ
ら
れ
た
人
間
性
が
回
復
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
「
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷

従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う

と
努
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地

位
を
占
め
た
い
と
」
宣
言
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、

果
た
し
て
あ
っ
て
よ
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
法
廷
で
、
原
告
ら
は
、
自
分
が
経
験
し
た
事

実
を
百
分
の
一
も
万
分
の
一
も
言
葉
で
言
い
表
す
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
言
葉
で
言

い
表
せ
な
い
ほ
ど
の
経
験
な
の
で
す
。

原
告
ら
の
経
験
し
た
事
実
は
、
今
ま
で
、
死
と
い

う
沈
黙
と
恥
蓋
と
い
う
黙
秘
の
た
め
、
表
立
っ
て
問

題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
て
原
告
ら
が
沈
黙
を
破
っ
て
叫
ぴ
声
を
あ
げ

た
以
上
、
も
は
や
過
去
の
事
実
と
し
て
消
し
去
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
消
し
去
る
ど
こ
ろ
か
、
今
こ
う

し
て
現
実
の
人
間
の
叫
び
と
し
て
我
々
の
耳
に
心
に
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は
っ
き
り
と
刻
み
込
ま
れ
ま
し
た
。

法
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
叫
ぴ
声

に
、
何
の
救
済
の
手
立
て
を
考
え
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
は
ず
で
す
。

よ
っ
て
、
我
々
、
原
告
代
理
人
と
し
て
は
、
本
件

訴
訟
に
お
い
て
、
事
実
の
認
定
を
迅
速
に
行
う
べ
く
、

被
告
に
対
し
て
、
手
持
ち
の
証
拠
資
料
を
提
出
す
る

よ
う
に
要
求
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
に
お
か
れ
ま

し
で
も
、
「
半
世
紀
も
前
の
こ
と
を
今
更
」
と
い
う
予

断
を
排
し
て
頂
き
、
あ
る
べ
き
法
規
範
の
発
見
に
目

を
凝
ら
し
て
頂
き
た
く
要
望
じ
ま
す
。

原
告
ら
の
法
的
主
張

原
告
ら
の
主
張
を
整
理
し
た
最
終
準
備
書
面
の
目
次

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
は
じ
め
に

第
二
歴
史
的
事
実

一
日
帝
の
韓
国
併
合
と
戦
争
へ
の
朝
鮮
人
の
動

員

緯
国
併
合
と
植
民
地
支
配

戦
争
へ
の
動
員

3

連
行
さ
れ
た
朝
鮮
人
の
帰
選

二
戦
後
補
償
の
国
際
的
潮
流

ー
ド
イ
ツ

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

2 2 3 

4

日
本
に
お
け
る
戦
後
処
理
の
現
状

第
三
「
従
軍
慰
安
婦
」

一
「
従
軍
慰
安
婦
」
制
度

二
日
本
政
府
の
対
応

第
四
元
慰
安
婦
原
告
ら
の
被
害
事
実

一
原
告
河
順
女
の
被
害
事
実

二
原
告
朴
頭
理
の
被
害
事
実

三
原
告
李
順
徳
の
被
害
事
実

第
五
朝
鮮
人
女
子
勤
労
挺
身
隊

第
六
挺
身
隊
原
告
ら
の
被
害
事
実

一
原
告
ら
が
連
行
さ
れ
た
軍
需
工
場
に
つ
い
て

1

不
二
越
鋼
材
工
業
株
式
会
社
富
山
工
場

2

東
京
麻
糸
紡
績
株
式
会
社
沼
棒
工
場
に
つ

い
て

3

三
菱
重
工
業
名
古
屋
航
空
機
製
作
所
道
徳

工
場

4

右
各
工
場
で
の
朝
鮮
人
女
子
勤
労
挺
身
隊

の
労
働
の
実
態

ニ
各
挺
身
隊
原
告
ら
の
被
害
事
実

1

原
告
柳

の
被
害
事
実

2

原
告
朴

の
被
害
事
実

3

原
告
朴

の
被
害
事
実

4

原
告
李
英
普
の
被
害
事
実

5

原
告
菱
容
珠
の
被
害
事
実

6

原
告
鄭
水
運
の
被
害
事
実

7

原
告
梁
錦
徳
の
被
害
事
実

第
七
原
告
ら
の
請
求
の
棋
拠

一
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
に
基
づ
く
責
任

第第
九八

ニ
損
失
補
償
責
任

三
立
法
不
作
為
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任

四
挺
身
勤
労
契
約
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害

賠
償
責
任

不
法
行
為
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任

結
語

前
記
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
弁
護
団
は
主
に
日
本
国

憲
法
を
根
拠
と
し
た
法
律
構
成
を
行
っ
た
。
も
と
よ
り

国
際
法
を
根
拠
と
す
る
主
張
に
反
対
す
る
わ
げ
で
は
な

い
が
、
弁
護
団
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
国
際
法
に
よ
り

戦
後
補
償
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
法
律
構
成
よ
り
現
在

の
日
本
が
依
拠
す
る
根
源
的
な
価
値
体
系
で
あ
る
憲
法

か
ら
自
律
的
に
戦
後
補
償
(
賠
償
)
を
行
う
と
い
う
構
成

が
相
応
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
際

法
に
つ
い
て
は
直
接
適
用
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、

憲
法
に
よ
る
賠
償
を
基
礎
付
貯
る
間
接
的
な
理
由
と
し

て
主
張
す
る
こ
と
に
し
た
。

右
の
立
場
か
ら
は
、
「
立
法
不
作
為
に
よ
る
国
家
賠
償

請
求
」
の
主
張
が
も
っ
と
も
率
直
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

そ
も
そ
も
、
戦
後
五

O
年
を
過
ぎ
て
数
知
れ
ぬ
ア
ジ
ア

の
侵
略
戦
争
・
植
民
地
支
配
の
被
害
者
逮
が
日
本
に
謝

罪
や
賠
償
を
求
め
て
い
る
現
状
は
、
日
本
の
戦
後
補
償

が
植
民
地
支
配
や
戦
争
を
支
え
た
人
々
に
厚
く
、
戦
争

に
心
な
ら
ず
も
動
員
さ
れ
た
人
々
に
は
薄
い
「
援
製
法
」

の
体
系
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た

人
々
を
補
償
の
範
囲
外
に
置
き
、
殆
ど
す
べ
て
の
援
護

立
法
に
国
籍
条
項
を
置
い
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
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ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
補
償
の

問
題
は
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
の
被
害
者
へ
の
補
償
立
法
が

欠
如
し
て
い
る
と
い
う
立
法
不
作
為
の
問
題
な
の
で
あ

る。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
立
法
行
為
の
違
法
責
任
に

つ
い
て
は
最
高
裁
の
一
九
八
五
年
一
一
月
一
二
日
判
決

が
あ
り
、
「
国
会
議
員
の
立
法
行
為
は
、
立
法
の
内
容
が

憲
法
の
一
義
的
な
文
言
に
違
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
国
会
が
あ
え
て
当
該
立
法
を
行
う
と
い
う
ご
と
き
、

容
易
に
想
像
し
難
い
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
で
な
い
限

り
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
違
法

の
評
価
を
受
凶
り
な
い
も
の
と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

最
高
裁
自
身
が
「
容
易
に
想
定
し
が
た
い
よ
う
な
例

外
的
な
場
合
」
と
い
う
以
上
、
ま
さ
に
最
高
裁
が
立
法

行
為
を
違
法
と
し
て
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

は
「
容
易
に
想
定
し
難
い
」
の
で
あ
っ
て
、
立
法
行
為

の
違
法
責
任
を
追
及
し
て
賠
償
を
求
め
る
道
を
事
実
上

閉
ざ
し
た
判
例
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
例

を
前
提
と
す
る
限
り
、
立
法
不
作
為
に
よ
る
国
家
賠
償

責
任
を
主
要
な
主
張
と
す
れ
ば
、
証
拠
調
べ
を
拒
否
さ

れ
「
門
前
払
い
」
さ
れ
る
可
能
性
い
を
考
慮
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
憲
法
前
文
、
九
条
、
一
三

条
を
主
な
根
拠
と
す
る
「
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
」

を
主
位
的
主
張
、
明
治
憲
法
上
の
財
産
権
補
償
を
根
拠

と
す
る
主
張
、
勤
労
挺
身
隊
に
つ
い
て
は
国
と
の
契
約

関
係
を
根
拠
と
す
る
主
張
を
予
備
的
に
主
張
し
、
さ
ら

に
そ
れ
ら
の
予
備
的
主
張
と
し
て
立
法
不
作
為
に
よ
る

国
家
賠
償
責
任
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務

主
位
的
な
主
張
で
あ
る
「
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義

務
に
も
と
づ
く
賠
償
責
任
」
の
概
要
は
左
記
の
通
り
で

あ
る
。日

本
国
憲
法
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
っ
て
日

本
が
受
け
入
れ
た
諸
理
念
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
近
代

国
家
原
理
、
明
治
以
来
の
日
本
国
家
の
侵
略
・
植
民
地

支
配
が
か
か
る
近
代
国
家
原
理
に
違
背
し
て
い
た
と
い

う
歴
史
認
識
を
根
本
規
範
と
し
て
い
る
。

そ
の
憲
法
前
文
は
、
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
ぴ
戦

争
の
惨
禍
が
起
き
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を

決
意
」
し
「
い
ず
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に

専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
れ
は
前
記
の
根
本
規
範
か
ら
み
る
と
、
単

な
る
抽
象
的
な
人
道
主
義
に
よ
る
戦
争
否
定
で
は
な
く
、

歴
史
的
事
実
と
し
て
の
具
体
的
な
侵
略
戦
争
、
植
民
地

支
配
に
対
す
る
反
省
の
表
明
で
あ
り
、
「
自
国
の
こ
と
に

専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
た
」
国
家
は
日
本
で
あ
り
、

そ
の
日
本
の
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
」
戦
争
の
惨
禍

が
起
き
て
し
ま
っ
た
と
の
認
識
の
表
明
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。日

本
国
憲
法
は
右
の
反
省
を
踏
ま
え
、
「
恒
久
平
和
を

念
願
」
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
戦
争
放
棄

(
第
九
条
)
を
規
定
し
、
一
方
で
自
国
の
安
全
を
「
平
和

を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
」
し
て
維
持

す
る
と
宣
言
し
た
。

す
な
わ
ち
憲
法
は
戦
争
放
棄
、
戦
力
の
不
保
持
と
い

う
不
作
為
と
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
と
の
信
頼
関
係
の

構
築
と
い
う
作
為
を
日
本
の
平
和
と
安
全
の
維
持
の
た

め
の
車
の
両
輪
と
し
て
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
に
隣
接
す
る
(
そ
れ
故
に
国
際
紛
争
の

対
象
と
な
り
や
す
い
)
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
」
と
は
ま

さ
に
日
本
の
植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
の
被
害
者
で
あ

る
。
侵
略
戦
争
、
植
民
地
支
配
を
行
っ
て
き
た
日
本
が
、

そ
れ
を
反
省
し
、
そ
の
被
害
者
で
あ
る
諸
国
民
と
の
信

頼
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
、
憲
法
が
日
本
国
の
平

和
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
命
じ
て
い
る
唯
一
の
作

為
な
の
で
あ
る
。
憲
法
は
そ
の
作
為
の
内
容
ま
で
明
文

で
規
定
し
て
い
な
い
が
、
侵
略
戦
争
や
植
民
地
支
配
の

被
害
者
と
の
信
頼
関
係
を
再
構
築
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
、
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
被
害
者
に
謝
罪
し
、

そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
砂
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明

で
あ
り
、
作
為
の
内
容
は
充
分
に
特
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
右
の
謝
罪
と
賠
償
の
相
手
方
が
単
に
侵
略

戦
争
・
植
民
地
支
配
の
被
害
を
受
付
た
国
家
だ
け
で
は

な
く
、
被
害
者
た
る
個
人
を
含
ん
で
い
る
事
は
、
憲
法

が
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
」
で
は
な
く
あ
え
て
「
平
和

を
愛
す
る
諸
国
民
」
と
規
定
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

か
か
る
意
味
で
、
日
本
国
憲
法
前
文
及
び
第
九
条
は

政
府
に
対
し
、
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
被
害
者
に

対
す
る
謝
罪
と
賠
償
を
具
体
的
内
容
と
す
る
「
道
義
的
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国
家
た
る
べ
き
義
務
」
を
負
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
の
概
要

一
九
九
八
年
四
月
二
七
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
は
、

元
軍
隊
「
慰
安
婦
」
原
告
に
つ
い
て
は
立
法
不
作
為
に

よ
り
三

O
万
円
の
賠
償
を
命
じ
、
勤
労
挺
身
隊
原
告
の

訴
え
を
棄
却
し
た
。

判
決
は
ま
ず
、
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
に
つ
い

て
」
約
八

O
O
O字
の
紙
面
を
費
や
し
て
検
討
し
て
い

る
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
は
、
確
か
に
、

帝
国
日
本
の
軍
国
主
義
と
こ
れ
に
よ
る
植
民
地
、
占
領

地
支
配
に
関
し
て
否
定
的
な
認
識
と
反
省
を
有
し
、
か

っ
、
そ
の
抜
本
的
改
革
を
図
ろ
う
と
の
意
図
の
も
と
に

存
立
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
」
と
し
つ
つ
「
同

憲
法
制
定
当
時
、
戦
争
被
害
に
対
す
る
賠
償
は
平
和
条

約
、
講
和
条
約
等
の
国
家
間
条
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

の
が
通
常
で
あ
り
、
同
憲
法
も
当
然
そ
の
前
提
に
立
っ

て
い
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
軍
国
主
義

の
被
害
に
つ
い
て
も
、
右
条
約
等
に
よ
る
賠
償
を
本
則

と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
、

そ
れ
以
上
に
、
直
ち
に
個
人
に
対
す
る
謝
罪
と
賠
償
の

立
法
義
務
が
あ
る
と
ま
で
は
解
し
難
い
J
と
し
て
「
道

義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
」
に
よ
る
主
張
を
排
斥
し
た
。

そ
の
上
で
、
判
決
は
立
法
不
作
為
に
関
す
る
前
記
最

高
裁
判
例
を
一
部
変
更
し
、
「
積
極
的
違
憲
立
法
の
是
正

に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
そ
の
事
案
へ
の
適
用
を
拒

否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
明
に
果
た
さ
れ
る
の
に
対
し
、

消
極
的
違
憲
の
立
法
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
憲

確
認
訴
訟
を
認
め
る
こ
と
に
種
々
の
難
点
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
救
済
方
法
に
な
る
と
も
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
立
法
不
作
為
に
こ
そ

(
国
家
賠
償
法
上
の
)
違
法
と
認
め
る
余
地
を
広
げ
る
必

要
が
あ
る
」
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
「
立
法
不
作
為

に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
が
日
本
国
憲
法
秩
序
の
恨
幹
的

価
値
に
関
わ
る
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
も
た
ら
し
て
い

る
場
合
に
も
、
例
外
的
に
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。

そ
し
て
軍
隊
「
慰
安
婦
」
制
度
の
事
実
関
係
に
つ
い

て
「
徹
底
し
た
女
性
差
別
・
民
族
差
別
思
想
の
現
れ
」

と
認
定
し
、
コ
人
権
侵
害
が
)
日
本
国
憲
法
制
定
前
の
帝

国
日
本
の
国
家
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ

と
同
一
性
あ
る
国
家
で
あ
る
被
告
に
は
、
そ
の
法
益
侵

害
が
真
に
重
大
で
あ
る
限
り
、
被
害
者
に
対
し
よ
り
以

上
の
被
害
の
増
大
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
配
慮
、
保
証

す
べ
き
条
理
上
の
法
的
作
為
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る

と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
個
人
の
尊
重
、
人
格
の

尊
厳
に
根
底
的
価
値
を
お
き
、
か
っ
帝
国
日
本
の
軍
国

主
義
等
に
関
し
て
否
定
的
認
識
と
反
省
を
有
す
る
日
本

国
憲
法
制
定
後
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
義
務
が
重
く
な
り
、

被
害
者
に
対
す
る
何
ら
か
の
損
害
回
復
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
L

と
し
て
国
に
立
法
義

務
を
認
め
、
さ
ら
に
被
告
が
そ
の
義
務
を
尽
く
さ
な
か

っ
た
不
作
為
は
「
そ
れ
自
体
が
同
女
ら
の
人
格
の
尊
厳

を
傷
つ
砂
る
新
た
な
侵
害
行
為
と
な
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」
と
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
三
年
八
月
の
河
野
官
房
長
官
談
話

か
ら
三
年
後
の
一
九
九
六
年
八
月
に
は
立
法
を
な
す
べ

き
合
理
的
期
聞
が
経
過
し
て
、
立
法
不
作
為
が
国
家
賠

償
法
上
の
違
法
と
な
っ
た
と
し
て
国
の
賠
償
義
務
を
認

め
、
賠
償
額
は
、
「
将
来
の
立
法
に
よ
り
被
害
回
復
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
」
て
、
立
法
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
事
に
よ
る
原
告
の
精
神
的
損
害
に
対
す
る
一
人
三

O

万
円
と
し
た
。

ま
た
、
公
式
謝
罪
に
つ
い
て
は
、
謝
罪
の
方
法
に
つ

い
て
裁
判
所
の
介
入
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
少
な

く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
必
要
が
認
め
ら
れ
な
い
と

排
斥
し
、
勤
労
挺
身
隊
原
告
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
を
放

置
す
る
こ
と
が
日
本
国
憲
法
上
黙
視
し
得
な
い
重
大
な

人
権
侵
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
し
て
全
て
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

永
野
発
言
に
つ
い
て
は
「
朝
鮮
人
慰
安
婦
に
つ
い
て

の
認
識
と
評
価
が
根
本
的
に
誤
っ
て
お
り
~
本
訴
に
お

け
る
被
告
代
表
者
た
る
地
位
に
も
あ
る
人
物
の
発
言
と

し
て
は
そ
の
妥
当
性
に
か
な
り
の
疑
問
が
あ
る
」
と
し

つ
つ
、
特
定
の
個
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と

し
て
請
求
を
棄
却
し
た
。

関釜裁判の経過と判決

判
決
の
限
界

判
決
直
後
、
原
告
ら
が
激
し
い
不
満
を
表
明
し
た
の

は
三

O
万
円
と
い
う
金
額
で
あ
る
。
韓
国
で
は
こ
の
金

額
が
寸
新
た
な
民
族
差
別
で
あ
る
」
と
ま
で
批
判
さ
れ
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た。
し
か
し
、
前
記
の
よ
う
に
、
三

O
万
円
と
い
う
金
額

は
立
法
不
作
為
が
違
法
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
判
決
時
ま
で
一
年
半
立
法
が
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
対
す
る
精
神
的
損
害
へ
の
賠
償
額
で
あ
り
、
原
告
の

被
害
全
体
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
判
決
自
体
に

よ
っ
て
十
分
な
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対

す
る
原
告
の
不
満
は
当
然
で
あ
る
が
、
三

O
万
円
と
い

う
金
額
が
民
族
差
別
で
あ
る
と
の
批
判
は
判
決
の
趣
旨

を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
も
と
よ
り
三

O
万
円
と
い
う
賠
償
額
が
正

当
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
立
法
不
作
為
に
よ
る

国
家
賠
償
を
認
め
る
判
決
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
違
法

な
立
法
不
作
為
に
よ
る
損
害
の
範
囲
を
立
法
の
遅
延
に

よ
る
精
神
的
損
害
に
限
る
必
要
は
な
く
、
立
法
に
よ
っ

て
填
補
さ
れ
る
べ
き
被
害
そ
の
も
の
の
賠
償
を
命
じ
る

こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
謝
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
律
構
成
に
困
難

な
点
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
単
な
る
金
の
問

題
で
は
な
く
道
理
を
た
だ
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
い

う
原
告
ら
の
心
情
に
お
い
て
謝
罪
の
占
め
る
地
位
の
重

要
性
に
判
決
は
思
い
至
ら
な
か
っ
た
。

勤
労
挺
身
隊
原
告
に
つ
い
て
は
、
「
当
時
の
帝
国
日
本

の
学
生
生
徒
の
勤
労
動
員
に
比
し
て
も
、
よ
り
劣
悪
、

危
険
下
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
民
族
差
別
的
な

取
り
扱
い
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
今
な
お
残
る
わ
が
国
の

朝
鮮
人
差
別
問
題
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
ま

で
認
定
し
な
が
ら
、
「
慰
安
婦
」
原
告
に
比
べ
れ
は
人
権

侵
害
の
度
合
い
が
少
な
い
と
の
無
意
味
な
理
由
で
諦
求

を
棄
却
し
た
。

勤
労
挺
身
隊
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
韓
国

に
お
い
て
も
十
分
な
認
識
が
不
足
し
、
そ
の
歴
史
的
事

実
も
未
解
明
で
あ
る
こ
と
が
判
決
に
も
影
響
し
た
面
も

あ
る
。
(
判
決
自
体
も
「
朝
鮮
総
督
府
が
い
か
な
る
指
示
を
出

し
て
い
た
の
か
」
「
欺
聞
が
意
図
的
・
組
織
的
で
な
も
の
で
あ

っ
た
か
」
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
が
な
い
と
指
摘
し
て
い

る
。
)し

か
し
、
判
決
が
せ
っ
か
く
「
慰
安
婦
」
原
告
に
つ

い
て
立
法
不
作
為
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
と
い
う
戦
後

責
任
一
般
に
通
用
す
る
普
遍
的
な
論
理
を
採
用
し
な
が

ら
、
被
害
の
程
度
に
つ
い
て
の
ま
っ
た
く
明
確
で
な
い

基
準
に
よ
っ
て
勤
労
挺
身
隊
原
告
に
つ
い
て
は
立
法
裁

量
の
問
題
と
し
、
こ
の
判
決
の
普
遍
化
の
道
を
自
ら
閉

ざ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
残
念
で
あ
っ
た
。

な
お
、
弁
護
団
と
し
て
も
当
初
勤
労
挺
身
隊
原
告
の

損
害
が
元
「
慰
安
婦
」
原
告
の
損
害
よ
り
軽
微
で
あ
る

と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(
そ
の
た

め
両
者
の
請
求
額
が
異
な
っ
て
い
る
)
。
し
か
し
、
そ
の
後

原
告
ら
と
繰
り
返
し
接
す
る
う
ち
に
、
勤
労
挺
身
隊
原

告
の
被
害
(
特
に
心
的
被
害
)
が
決
し
て
元
「
慰
安
婦
」

原
告
よ
り
軽
微
と
は
言
え
な
い
と
の
認
識
を
持
つ
に
至

っ
て
い
る
。

彼
女
た
ち
は
が
動
員
さ
れ
た
の
は
、
小
学
校
高
学
年

の
「
子
ど
も
」
と
い
え
る
年
齢
で
あ
る
。
彼
女
遣
は
国

民
学
校
の
優
等
生
で
あ
り
、
「
大
日
本
帝
国
」
へ
の
愛
国

心
を
胸
に
、
高
等
教
育
へ
の
希
望
を
抱
い
て
て
渡
日
し

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
女
学
校
へ
の
進

学
は
虚
妄
で
あ
り
、
給
与
も
支
給
さ
れ
ず
、
た
だ
親
か

ら
引
き
離
さ
れ
た
寂
し
さ
、
男
子
工
員
の
代
役
と
し
の

重
労
働
、
空
腹
、
空
襲
の
恐
怖
に
苛
ま
れ
る
だ
け
の
生

活
を
送
ら
さ
れ
、
日
本
へ
の
愛
国
心
は
裏
切
ら
れ
た
。

そ
の
上
、
帰
国
後
は
日
帝
協
力
者
と
蔑
ま
れ
、
従
軍
「
慰

安
婦
」
と
誤
解
さ
れ
、
勤
労
挺
身
隊
の
経
歴
を
ひ
た
隠

し
に
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
、
勤
労
挺
身
隊
の
経
験
者
に
は
帰
国
後
に

自
殺
し
た
も
の
も
多
く
、
原
告
ら
の
な
か
に
も
現
在
も

心
的
障
害
に
悩
む
者
も
い
る
の
で
あ
る
。

控
訴
審
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
勤
労
挺
身
隊
の

被
害
を
更
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る。
判
決
の
意
義

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
限
界
の
下
に
あ
る
判
決
で
あ

る
が
、
そ
の
積
極
的
側
面
は
正
当
に
評
価
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
事
実
認
定
で
あ
る
。
判
決
は
「
慰
安
婦
」

制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
極
め
て
明
快
に
認
定
し
た
。

ご
」
の
従
軍
慰
安
婦
制
度
が
、
原
告
ら
の
主
張
す
る
と

お
り
、
徹
底
し
た
女
性
差
別
、
民
族
差
別
思
想
の
現
れ

で
あ
っ
た
、
女
性
の
人
格
の
尊
厳
を
棋
底
か
ら
侵
し
、

民
族
の
誇
り
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も

決
し
て
過
去
の
問
題
で
は
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
克

服
す
べ
き
根
源
的
人
権
問
題
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら

48 第21号(1998年秋季号)戦争責任研究季刊



か
で
あ
る
J
。

「
従
軍
慰
安
婦
制
度
は
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
も
、
婦

人
及
ぴ
児
童
の
売
買
禁
止
に
関
す
る
国
際
条
約
(
一
九

一
二
年
)
や
強
制
労
働
に
関
す
る
条
約
(
一
九
三
O
年
)

上
違
法
の
疑
い
が
強
い
存
在
で
あ
っ
た
が
、
単
に
そ
れ

に
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
制
度
は
、
慰
安
婦
原
告
ら

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
植
民
地
、
占
領
地
の
未
成

年
女
子
を
対
象
と
し
、
甘
言
、
強
圧
等
に
よ
り
本
人
の

意
思
に
反
し
て
慰
安
所
に
連
行
し
、
さ
ら
に
、
旧
軍
隊

の
慰
安
所
に
対
す
る
直
接
的
、
間
接
的
関
与
の
下
、
政

策
的
、
制
度
的
に
旧
軍
人
と
の
性
交
を
強
要
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
ニ

O
世
紀
半
ば
の
文
明
的
水
準

に
照
ら
し
て
も
、
極
め
て
反
人
道
的
か
つ
醜
悪
な
行
為

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
流
国

を
標
梼
す
る
帝
国
日
本
が
そ
の
国
家
行
為
に
お
い
て
加

担
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝

国
日
本
は
、
旧
軍
隊
の
み
な
ら
ず
、
政
府
自
ら
も
事
実

上
こ
れ
に
加
担
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
先
に
み
た
と

お
り
の
重
大
な
人
権
侵
害
と
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
ば
か
り
か
、
慰
安
婦
原
告
ら
を
始
め
、
慰
安
婦
と
さ

れ
た
多
く
の
女
性
の
そ
の
後
の
人
生
ま
で
を
も
変
え
、

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
も
な
お
屈
辱
の
半
生
を
余
儀

な
く
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
制
定
後
五

O
年
余
を
経
た
今
日
ま
で
同
女
ら
を
際
限
の
な
い
苦
し

み
に
陥
れ
て
い
る
。
」

そ
し
て
事
実
認
定
の
根
拠
と
し
て
原
告
ら
の
陳
述
の

信
用
性
に
言
及
し
、
「
過
去
を
長
く
隠
し
続
け
、
本
訴
に

至
っ
て
始
め
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
事
実
と
そ
の
重

み
に
鑑
み
れ
ば
」
原
告
ら
の
陳
述
の
信
用
性
は
高
い
と

認
定
し
た
。
こ
れ
は
、
隠
蔽
史
観
グ
ル
ー
プ
の
コ
冗
慰

安
婦
の
証
言
は
信
用
で
き
な
い
」
と
の
議
論
を
言
外
に

否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
軍
隊
「
慰
安
婦
」
問
題
を
日
本
国
憲
法
の
根

源
的
価
値
観
か
ら
評
価
し
よ
う
と
試
み
、
被
害
者
を
戦

後
五

O
年
余
に
わ
た
っ
て
放
置
し
た
こ
と
を
特
に
問
題

に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
」
の
主
張
に

お
け
る
原
告
ら
の
主
張
の
核
心
で
あ
る
。
裁
判
所
は
右

の
主
張
自
体
は
否
定
し
つ
つ
、
問
題
意
識
の
核
心
を
受

げ
入
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
は
立
法
府
に
対
す
る
裁
判
所
の
極
め
て
強
い
意

思
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

前
記
の
よ
う
に
賠
償
を
立
法
遅
延
に
対
す
る
慰
謝
料

に
限
定
し
た
こ
と
は
こ
の
判
決
の
限
界
で
も
あ
る
が
、

一
方
で
、
「
将
来
の
立
法
に
よ
り
被
害
回
復
が
な
さ
れ
る

こ
と
を
考
威
し
」
て
立
法
遅
延
の
慰
謝
料
を
認
め
る
こ

と
に
よ
り
、
三
権
分
立
制
の
下
で
可
能
な
限
り

2HA
法

命
令
判
決
」
に
近
づ
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件

原
告
の
み
へ
の
賠
償
で
は
な
く
、
軍
隊
「
慰
安
婦
」
制

度
へ
の
賠
償
全
体
の
解
決
を
志
向
し
て
い
る
と
も
評
価

で
き
る
。

ま
た
、
前
記
の
よ
う
に
判
決
が
み
ず
か
ら
道
を
閉
ざ

し
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
判
決
の
論
理
は
決
し
て

軍
隊
「
慰
安
婦
」
問
題
に
特
有
の
論
理
で
は
な
く
、
戦

後
責
任
の
追
及
に
普
通
化
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

る。

何
よ
り
も
、
最
高
裁
判
例
を
明
確
に
批
判
し
つ
つ
、

一
部
で
は
あ
れ
、
国
家
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
こ
と
は
、

現
在
の
日
本
の
司
法
状
況
の
下
の
裁
判
所
と
し
て
は
驚

く
べ
き
勇
気
あ
る
判
決
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
他
の
戦

後
補
償
訴
訟
に
も
道
を
聞
き
、
日
本
の
戦
後
補
償
政
策

に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
う
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

関釜裁判の経過と判決49 




