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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

奴
隷
及
強
制
連
行
被
害
者
問
題
対
策
委
員
会
」
を

通
じ
、
平
安
北
道
江
界
郡
出
身
の
、
故
宋ソ

ン

正ジ
ョ
ン

浩ホ

（
１
９
３
０
〜
２
０
０
９
）
さ
ん
の
証
言
を
も
ら
え
た
。

ま
た
、
２
０
１
８
年
と
２
０
１
９
年
の
追
悼
会

で
は
、
体
験
者
、
犠
牲
者
の
ご
遺
族
の
在
日
朝
鮮

人
の
方
か
ら
体
験
談
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

今
年
の
追
悼
会
で
発
言
し
た
罹
災
当
時
10
歳

だ
っ
た
金キ

ム

栄ヨ
ン

春チ
ュ
ン

さ
ん
（
葛
飾
区
、
83
歳
）
は
、
東
京
大

空
襲
で
２
人
の
妹
を
亡
く
し
た
話
を
し
、
重
要
な

事
は
、
な
ぜ
そ
こ
に
朝
鮮
人
が
い
た
の
か
を
は
っ

き
り
と
記
す
事
だ
と
指
摘
、「
空
襲
被
害
者
に
は
何

の
救
済
も
な
く
、
補
償
も
い
ま
だ
に
成
立
し
て
い

な
い
。
行
政
責
任
者
は
、
こ
の
集
会
へ
の
追
悼
の

意
さ
え
も
表
し
て
い
な
い
。
私
の
『
恨ハ

ン

』
は
未
だ

消
え
て
い
な
い
」
と
語
っ
た
。

朝
鮮
人
が
、
日
本
の
植
民
地
政
策
に
よ
り
、
異

国
の
地
で
、
ア
メ
リ
カ
の
空
爆
の
犠
牲
に
な
っ
た
事

実
、
そ
し
て
、
長
い
歳
月
を
乗
り
越
え
、
そ
の
事

実
を
掘
り
起
こ
す
事
、そ
れ
は
、と
り
も
な
お
さ
ず
、

〝
未
完
成
〞、〝
未
清
算
〞
の
日
本
の
過
去
に
直
結
し
、

忌
ま
わ
し
い
歴
史
を
清
算
す
る
事
に
繋
が
る
。

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
過
去
に
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
存
在
し
た
人
と
一
体
に
な
り
、
空
間
を
共

有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
そ
、
そ
の
時
々
に
犠
牲
に
な
っ
た
人

た
ち
の
思
い
を
一
つ
に
出
来
る
こ
と
だ
と
思
う
。

「
遺
骨
は
生
き
て
い
る
」
…
…
。

そ
し
て
、
遺
骨
は
知
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
異
国
の

地
で
、希
望
あ
る
朝
鮮
の
青
年
た
ち
が
犠
牲
に
な
っ

た
の
か
を
。

日
本
政
府
は
そ
の
責
任
か
ら
逃
れ
る
事
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

（
リ
ャ
ン
・
デ
リ
ュ
ン
／
東
京
朝
鮮
人
強
制
連
行
真
相
調
査
団

事
務
局
長
）

「
植
民
地
歴
史
博
物
館
」
と
日
本
を
つ
な
ぐ
会

―
３
年
半
余
の
活
動
を
踏
ま
え
新
し
い
「
会
」
へ

矢
野
秀
喜

１　
つ
な
ぐ
会
の
３
年
半
の
活
動
と 

 

そ
の
到
達
点

私
た
ち
は
、「『
植
民
地
歴
史
博
物
館
』
と
日
本

を
つ
な
ぐ
会
」（
以
下
、
つ
な
ぐ
会
）
を
２
０
１
５
年

11
月
に
結
成
し
ま
し
た
。

主
要
な
活
動
目
標
と
し
て
３
点
を
掲
げ
ま
し
た

―
①
博
物
館
建
設
賛
同
金
の
募
金
、
②
資
料
の
寄

贈
・
寄
託
の
呼
び
か
け
、
③
植
民
地
歴
史
博
物
館

と
日
本
の
平
和
博
物
館
・
資
料
館
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
。

以
来
、
３
年
半
余
。
そ
の
活
動
の
結
果
と
し

て
、
第
1
に
、
８
０
５
人
、
12
団
体
か
ら
総
額

１
０
４
４
万
７
千
円
の
建
設
賛
同
金
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
当
初
の
目
標
金
額
５
０
０
万
円

の
２
倍
で
す
。
第
2
に
、靖
国
神
社
関
連
の
資
料
、

日
清
戦
争
を
描
い
た
錦
絵
、
皇
太
子
時
代
の
大
正

天
皇
訪
韓
時
の
写
真
な
ど
植
民
地
支
配
に
関
わ
る

貴
重
な
資
料
や
、
植
民
地
支
配
清
算
を
め
ざ
す
運

動
の
資
料
な
ど
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し

て
第
3
に
、
い
く
つ
か
の
平
和
博
物
館
・
資
料

館
、
日
本
の
植
民
地
主
義
清
算
を
め
ざ
す
市
民
運

動
、
大
学
ゼ
ミ
な
ど
と
植
民
地
歴
史
博
物
館
と
の

連
携
、
む
す
び
つ
き
が
進
展
し
ま
し
た
。
つ
な
ぐ

会
は
植
民
地
歴
史
博
物
館
建
設
に
少
な
か
ら
ず
寄

与
し
た
と
言
え
ま
す
。

つ
な
ぐ
会
は
、
上
記
の
よ
う
に
所
期
の
目
標
は

ほ
ぼ
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
つ
な
ぐ
会
の
役
割
は
終
了
し
た
と
総
括
し
、

解
散
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

２　
植
民
地
歴
史
博
物
館
開
館
後
の
状
況

昨
年
８
月
29
日
に
博
物
館
は
開
館
。
開
館
式
に

は
、
韓
日
市
民
約
４
０
０
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

文ム
ン

在ジ
ェ

寅イ
ン

大
統
領
も
祝
辞
を
寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
植
民
地
歴
史
博
物
館
開
館
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

ま
す
。も
っ
ぱ
ら
国
民
の
力
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

政
府
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
先
に
取
り
組
ん

で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
皆
が
貴
重
な
歴
史

と
出
会
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
恐
縮
し
、
感

謝
い
た
し
ま
す
。」

そ
れ
か
ら
約
10
ヵ
月
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
１
万

人
を
は
る
か
に
超
え
る
人
び
と
が
博
物
館
を
見
学
し

ま
し
た
。
そ
の
１
割
弱
は
日
本
人
で
す
。
つ
な
ぐ
会

は
、
３
回
の
博
物
館
建
設
賛
同
者
向
け
の
見
学
ツ

ア
ー
（
博
物
館
見
学
と
南
山
、
龍
山
地
域
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
）
を
実
施
し
ま
し
た
。「
希
望

の
た
ね
（
キ
ボ
タ
ネ
）
基
金
」、
３・１
朝
鮮
独
立
運
動

１
０
０
周
年
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
そ
の
事
業
、
活
動

の
一
環
と
し
て
ユ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
を
企
画

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
コ
ー
ス
と
し
て
博
物
館
見
学

を
組
み
込
ん
で
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
大
学
の
ゼ
ミ
や
、
高

校
生
の
修
学
旅
行
な
ど
の
一
環
と

し
て
博
物
館
見
学
が
入
れ
ら
れ

る
例
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
ソ
ウ

ル
在
住
（
留
学
を
含
む
）
の
方
で
、

博
物
館
運
営
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
支
え
て
く
れ
る

日
本
人
も
い
ま
す
。
博
物
館
を

訪
ね
、
そ
こ
で
日
本
の
植
民
地
支

配
の
歴
史
、
実
態
な
ど
を
学
び
、

交
流
す
る
日
本
人
が
途
切
れ
る

こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。

３　
日
韓
関
係
を
め
ぐ
る
状
況
と 

 

植
民
地
歴
史
博
物
館
の
意
義

た
だ
、
昨
年
10
月
、
11
月
の
韓
国
大
法
院
判
決

以
降
、
日
韓
関
係
は
険
悪
化
し
「
過
去
最
悪
」
と

ま
で
言
わ
れ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
安
倍
首
相

は
、
戦
時
中
の
朝
鮮
人
労
務
動
員
の
事
実
を
否
定

し
、「
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
」
と
言
い
、「
終
わ
っ

た
こ
と
を
蒸
し
か
え
す
な
」「
韓
国
は
反
日
国
家
」

等
の
言
説
が
ま
か
り
通
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
3
月
1
日
、
３
・
１
独
立
運
動
か

ら
１
０
０
周
年
の
記
念
式
典
で
、
文
在
寅
大
統
領

が
演
説
の
中
で
「
親
日
残
滓
の
清
算
が
宿
題
」
と

言
っ
た
こ
と
を
メ
デ
ィ
ア
は
批
判
。
政
府
・
自
民

党
は
、
大
統
領
が
、
日
本
の
弾
圧
で
「
７
５
０
０

余
人
の
朝
鮮
人
殺
害
」
と
述
べ
た
こ
と
に
反
発
・

抗
議
し
ま
し
た
。「
親
日
派
」の
意
味
を
理
解
せ
ず
、

３
・１
運
動
を
「
騒
擾
」「
暴
動
」
と
決
め
つ
け
軍

隊
・
警
察
を
出
動
さ
せ
て
鎮
圧
し
た
歴
史
を
知
ら

ぬ
（
ま
た
は
、
隠
蔽
す
る
）
言
い
分
、
主
張
で
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、こ
の
国
の
政
府
、メ
デ
ィ

ア
の
、
朝
鮮
植
民
地
支
配
の
過
去
に
謙
虚
に
向
き

合
う
姿
勢
の
欠
落
な
い
し
、
植
民
地
支
配
責
任
を

否
定
す
る
歴
史
修
正
主
義
か
ら
出
て
き
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
5
月
29
日
、
つ
な
ぐ
会

の
解
散
↓
新
し
い
「
会
」
の
発
足
集
会
で
、
内
海

愛
子
さ
ん
（
恵
泉
女
学
園
大
学
名
誉
教
授
）
は
、「
嫌

韓
が
煽
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
日
本
人
は
朝

鮮
を
植
民
地
支
配
し
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
の
か
。
そ
こ
か
ら
問
わ
な
い
と
い
け
な
い
状

況
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
そ
の
と
お

り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
韓
の
間
で
は
、
今
、
年
間
１
千
万
人
を
超
え

る
人
び
と
が
往
来
し
て
い
ま
す
。
日
本
か
ら
も
、

若
い
世
代
の
人
た
ち
が
、
Ｋ
ポ
ッ
プ
、
韓
国
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、コ
ス
メ
、料
理
な
ど
に
魅
か
れ
、

韓
国
に
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
、
こ
の
国
に
と
っ
て
希
望
で
す
。
た
だ
、
若
い

人
た
ち
に
は
、「
国
と
国
と
の
間
の
こ
と
は
関
係

な
い
」「
過
去
の
こ
と
は
余
り
気
に
し
な
い
」
で

と
済
ま
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
韓
関
係
の
過
去

と
現
在
を
学
び
、
未
来
を
切
り
開
い
て
い
っ
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
過
去
を
封
印
し
て

「
未
来
志
向
」
を
言
っ
て
も
、
日
韓
関
係
を
前
に

進
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、必
ず
逆
戻
り
し
ま
し
た
。

過
去
を
直
視
し
、
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

４　
植
民
地
歴
史
博
物
館
と
日
本
を
つ
な
ぐ

取
り
組
み
は
引
き
続
き
必
要

上
記
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
を
見
る
と
き
、

も
っ
と
多
く
の
日
本
人
が
植
民
地
歴
史
博
物
館

（
＋
関
連
施
設
、
史
跡
等
）
を
訪
ね
、
見
学
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
日
本

と
植
民
地
歴
史
博
物
館
を
つ
な
ぎ
、
橋
渡
し
す
る

役
割
を
担
う
組
織
（
運
動
体
）
が
必
要
で
す
。
そ

の
た
め
、
つ
な
ぐ
会
は
一
旦
解
散
し
ま
し
た
が
、

日本からの見学者
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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

改
め
て
、
そ
の
後
継
組
織
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
新
し
い
「
会
」
は
、
今
ま
で
の
会
の

名
称
＝
「『
植
民
地
歴
史
博
物
館
』
と
日
本
を
つ

な
ぐ
会
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
ま
す
。

新
「
つ
な
ぐ
会
」
は
、
①
博
物
館
を
日
本
か
ら

サ
ポ
ー
ト
、
②
博
物
館
見
学
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
な
ど
の
企
画
、
学
習
・
交
流
の
推
進
、
③
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、な
ど
を
活
動
目
標
と
し
ま
す
。

そ
の
最
初
の
仕
事
と
し
て
、
植
民
地
歴
史
博
物
館

の
２
階
常
設
展
示
室
（「
第
１
ゾ
ー
ン
：
日
帝
は
な
ぜ

朝
鮮
を
侵
略
し
た
の
か
」「
第
２
ゾ
ー
ン
：
日
帝
の
侵
略
戦

争
、
朝
鮮
人
に
何
が
起
こ
っ
た
か
」「
第
３
ゾ
ー
ン
：
同
じ

時
代
、
違
う
人
生
–
親
日
と
抗
日
」「
第
４
ゾ
ー
ン
：
過
去

を
乗
り
越
え
る
力
、
い
ま
、
私
た
ち
は
何
を
す
る
べ
き
か
」）

の
展
示
資
料
に
つ
い
て
の
日
本
語
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
』
の
発
刊
を
目
指
し
ま
す
。
現
在
、
翻
訳
作
業

を
ほ
ぼ
完
了
し
、
デ
ザ
イ
ン
、
編
集
作
業
を
進
め

て
い
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

新
「
つ
な
ぐ
会
」
は
、
現
在
、
会
へ
の
入
会
、

カ
ン
パ
な
ど
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
や
の
・
ひ
で
き
／
「
植
民
地
歴
史
博
物
館
」
と
日
本
を

つ
な
ぐ
会
事
務
局
・
写
真
提
供
・
筆
者
）

「
植
民
地
歴
史
館
を
つ
な
ぐ
会
」

〔
郵
便
振
替
口
座
〕

　
　
口
座
名
義
：
「
植
民
地
歴
史
館
つ
な
ぐ
会
」

　
　
口
座
番
号
：
０
０
１
３
０
–
０
–
６
３
４
６
３
９

〔
連
絡
先
〕

〒
１
６
２
‐
０
８
２
３ 

東
京
都
新
宿
区
神
楽
河
岸
１
–
１

東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
№
23

植
民
地
支
配
下
で
旧
日
本
軍
の
軍
人
・
軍
属
と

し
て
強
制
動
員
さ
れ
、
戦
死
し
た
韓
国
人
の
遺
族

27
名
が
靖
國
神
社
へ
の
無
断
合
祀
を
取
り
消
す
よ

う
求
め
た
ノ
ー
！
ハ
プ
サ
第
２
次
訴
訟
に
お
い

て
、東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
28
部
は
５
月
28
日
、

原
告
の
訴
え
を
す
べ
て
斥
け
る
不
当
判
決
を
言
い

渡
し
た
。
判
決
理
由
の
説
明
も
な
く
、「
原
告
の

訴
え
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
」
と
い
う
一
言
で
裁

判
官
は
逃
げ
去
っ
た
。
原
告
は
「
簡
単
に
何
も
言

わ
ず
に
判
決
が
終
わ
っ
た
の
で
本
当
に
怒
り
を
覚

え
る
。裁
判
官
自
身
過
ち
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
」

（
李
明
九
さ
ん
）「
怒
り
が
い
っ
ぱ
い
で
、
こ
こ
で
今

か
ら
、
父
の
名
を
取
り
消
す
ま
で
座
り
込
み
し
た

い
気
持
ち
だ
」（
朴
南
順
さ
ん
）
と
、
裁
判
所
の
態

度
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
。

判
決
書
は
３
１
６
頁
と
一
見
分
厚
い
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
、
添
付
資
料
と
し
て
原
告
の
準
備
書

面
を
そ
の
ま
ま
綴
っ
た
も
の
だ
。
判
決
の
「
認
定

事
実
」
に
は
、
戦
後
の
靖
國
神
社
に
よ
る
戦
没
者

合
祀
の
経
過
こ
そ
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

原
告
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な

い
。
裁
判
所
は
原
告
の
訴
え
を
自
ら
咀
嚼
す
る
こ

と
さ
え
放
棄
し
、単
な
る
付
属
物
に
貶
め
た
。「
著

し
く
怠
惰
な
判
決
」（
大
口
昭
彦
弁
護
団
長
）
だ
。

判
決
は
、
原
告
の
訴
え
を
一
切
事
実
認
定
し
な

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
被
告
靖
國
神
社
に
は
、

一
宗
教
法
人
と
し
て
憲
法
20
条
１
項
の
規
定
す
る

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
…
我
が

国
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
保
障
の
基
本
的
な
枠

組
み
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
合
祀
行
為
等
が
信
教
の

自
由
の
保
障
の
及
ぶ
適
法
な
行
為
」
と
遺
族
に
無

断
で
行
わ
れ
た
靖
國
神
社
合
祀
を
「
適
法
」
と
ま

で
言
い
、「
本
件
各
合
祀
行
為
等
は
、
単
に
本
件

各
被
合
祀
者
を
被
告
靖
國
神
社
に
合
祀
し
、
そ
の

合
祀
を
継
続
す
る
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ

う
な
行
為
を
も
っ
て
、
被
合
祀
者
を
揶
揄
し
、
あ

る
い
は
侮
辱
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

社
会
通
念
上
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
原
告
ら
の

人
格
的
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
到
底
い
え
な

い
」
と
切
り
捨
て
た
。「
法
的
保
護
に
値
し
な
い
」

と
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
が
何
一
つ
示
さ
れ
な

い
結
論
あ
り
き
の
判
決
で
あ
る
。

今
回
の
判
決
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、「
植
民

地
支
配
」
に
つ
い
て
、
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い

こ
と
だ
。
原
告
側
は
植
民
地
支
配
下
に
行
わ
れ
た

朝
鮮
で
の
民
衆
弾
圧
と
加
害
者
の
靖
國
神
社
合

ノ
ー
！　
ハ
プ
サ
第
２
次
訴
訟

５
・
28
東
京
地
裁
不
当
判
決
に
つ
い
て

山
本
直
好


