
 

今
、
日
本
が
直
面
し
て
い
る
こ
と

　

私
は
歴
史
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の

韓
国
・
北
朝
鮮
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
地
域

研
究
者
で
す
。
そ
の
私
が
な
ぜ
歴
史
認
識
問
題

の
話
を
す
る
の
か
。
歴
史
問
題
あ
る
い
は
歴
史

的
事
実
と
は
、
当
時
何
が
起
き
た
か
を
、
学
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
を
使
っ
て
、
議
論
す
べ
き

学
問
的
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
が
今
、

直
面
し
て
い
る
問
題
は
そ
の
歴
史
が
ど
う
だ
っ

た
か
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
使
っ
て
不
当
な

内
政
干か

ん

渉し
ょ
う

を
受
け
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　

国
と
国
と
の
間
で
、
歴
史
認
識
が
違
う
の
は

当
然
で
あ
り
、
そ
の
違
い
に「
問
題
」が
あ
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
と
い
う
言
葉
を
使
う

か
ら
に
は
、
何
か
を
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
と
日
本
も
歴
史
認
識
が
違
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
問
題
で
は
な
い
わ

け
で
す
。
た
と
え
ば
、
東
京
裁
判
の
問
題
を
ど

う
認
識
す
る
か
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
で
大
き

な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近
代
国

家
は
戦
争
を
し
た
あ
と
、
条
約
を
結
ぶ
の
で
す
。

条
約
を
結
べ
ば
、
戦
争
に
つ
い
て
外
交
的
に
持

ち
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
と
は
学

者
の
世
界
で
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
合
う
の
が
近

代
的
国
家
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
今
、
日
本
で
は
そ
の
歴
史
認
識
の

違
い
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
韓
国
・
中
国
両
政
府

が
外
交
的
に
干
渉
し
て
い
ま
す
。
こ
の
内
政
干

渉
が
、
現
代
の
日
本
と
韓
国
・
北
朝
鮮
と
の
関

係
に
お
け
る
地
域
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
す
か

ら
、
私
は
韓
国
・
北
朝
鮮
問
題
の
専
門
家
と
し
て
、

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
一
日
に
廣
池
千
九
郎
記
念
講
堂
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
開
教
養
講
話
の
要
旨
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
す
。

講
演
録

国
家
の
基
本
で
あ
る

歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か

道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
歴
史
研
究
室
室
長・教
授

北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
た
日
本
人
を
救
出
す
る
た
め
の
全
国
協
議
会（
救
う
会
）会
長

西に
し

岡お
か  

力つ
と
む

昭和31年、東京都生まれ。国際基督教大学卒業。韓国延世
大学留学。筑波大学大学院地域研究科修了。昭和57～59
年、在ソウル日本大使館専門調査員。現代コリア研究所主
任研究員を経て、平成14年まで『現代コリア』編集長を務
める。平成9年より北朝鮮拉致被害者家族とともに救出活
動を展開している。主な著書に、『よくわかる慰安婦問題』
（草思社文庫）、『日韓「歴史問題」の真実』『横田めぐみさん
たちを取り戻すのは今しかない』（以上、PHP研究所）、『朝日
新聞「日本人への大罪」』（悟空出版）、『なぜニッポンは歴史
戦に負け続けるのか』（実業之日本社）などがある。
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国家の基本である歴史認識問題とは何か講演録

歴
史
認
識
問
題
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一い

っ

環か
ん

で
取

り
組
ん
で
い
る
の
で
す
。

 

歴
史
認
識
問
題
を
生
み
出
し
た
三
要
素

　

こ
こ
で
、
歴
史
認
識
問
題
に
つ
い
て
定
義
付

け
を
し
て
み
ま
す
と
、「
主
権
国
家
の
内
政
に
属

す
る
自
国
史
へ
の
認
識
に
対
し
て
、
他
国
政
府

が
干
渉
し
、
外
交
問
題
化
す
る
こ
と
」と
な
り
ま

す
。
歴
史
認
識
問
題
は
一
九
八
二
年
、
中
国
と

韓
国
が
日
本
の
検
定
済
み
歴
史
教
科
書
の
記
述

に
つ
い
て
修
正
を
求
め
た
こ
と
を
嚆こ

う

矢し

と
し
、
一

九
九
二
年
、
慰い

安あ
ん

婦ふ

強
制
連
行
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

以
降
、
本
格
化
し
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
日
本
に
対
す
る
不
当
な
内
政
干
渉

は
一
九
八
二
年
に
始
ま
り
、
そ
れ
以
前
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史
的
事
実
が
あ
っ
て
、
す

ぐ
起
き
た
の
な
ら
歴
史
の
問
題
な
の
で
す
が
、

歴
史
的
事
実
が
あ
っ
た
あ
と
、
条
約
や
協
定
で

済
ん
で
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
二
年

か
ら
ま
た
問
題
が
起
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
現
代

的
な
問
題
で
す
。
そ
の
現
代
的
理
由
は
多
く
あ

り
ま
し
た
が
、
大
き
な
問
題
点
は
日
本
の
内
部

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
歴
史
認
識
問
題
を
生
み
出
し
た
要
素
は

次
の
三
点
で
す
。
第
一
に
日
本
国
内
の
反
日
マ

ス
コ
ミ
・
学
者
・
運
動
家
が
事
実
に
反
す
る
日

本
非
難
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
第
二
に
そ
れ

を
中
国
・
韓
国
両
政
府
が
正
式
な
外
交
問
題
に

し
て「
内
政
干
渉
」的
要
求
を
押
し
つ
け
、
第
三

に
外
務
省
は
そ
の
不
当
な
要
求
に
対
し
て
事
実

に
踏
み
込
ん
だ
反
論
を
せ
ず
、
ま
ず
謝
罪
し
て

道
義
的
責
任
を
認
め
、
人
道
支
援
の
名
目
で
、

す
で
に
条
約
・
協
定
で
解
決
済
み
で
あ
る
補
償

を
再
び
中
途
半
端
な
形
で
行
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
第
一
と
第
三
は
日
本
の
問
題
な
の
で
す
。
そ

の
結
果
、
国
際
社
会
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト（
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
に
対
し

て
組
織
的
に
行
っ
た
大
量
虐ぎ

ゃ
く

殺さ
つ

）の
よ
う
な
虐
殺
あ
る

い
は
強ご

う

姦か
ん

を
日
本
が
行
っ
た
と
い
う
ま
っ
た
く

根こ
ん

拠き
ょ

の
な
い
批
判
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
歴
史
教
科
書
の
検
定
基
準
に

近き
ん

隣り
ん

諸
国
の
感
情
に
配
慮
す
る
こ
と
が
入
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
、
現

在
の
安
倍
政
権
で
も
削
除
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
、
昨
年
の
十
二
月
に
稲い

な

田だ

防
衛
大
臣

が

國
や
す
　
く
に

神
社
を
参
拝
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
中

国
・
韓
国
両
政
府
は
公
式
に
非
難
し
ま
し
た
。

日
本
の
閣
僚
が
自
国
の
伝
統
的
な
や
り
方
で
、

英え
い

霊れ
い

に
対
し
て
追つ

い

悼と
う

の
意
を
表
明
す
る
こ
と
に
、

な
ぜ
外
国
が
非
難
す
る
の
か
。
こ
れ
は
明
確
な

内
政
干
渉
だ
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
い

ま
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。

 

始
ま
り
は
一
九
八
二
年

　

そ
れ
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。
日
中
国

交
正
常
化
や
日
韓
国
交
正
常
化
の
あ
と
、
す
ぐ

そ
う
い
う
状
況
が
で
き
た
の
で
は
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
中
国

交
正
常
化
は
一
九
七
二
年
、
日
韓
国
交
正
常
化

は
一
九
六
五
年
に
成
立
し
ま
し
た
が
、
両
国
と

も
一
九
八
二
年
ま
で
歴
史
認
識
問
題
を
外
交
に

出
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
、
日
本
が

ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
主
張
が
正
し
い
の

で
あ
れ
ば
、
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
直
後
か
ら
感

情
が
高
ま
っ
て
、
時
間
が
経た

て
ば
経
つ
ほ
ど
下

が
っ
て
い
く
の
が
通
常
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
補
償
を
求
め
る
の
が
、
国
交
正

常
化
の
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
国

際
法
に
基
づ
い
て
、
お
金
や
援
助
な
ど
要
求
し

て
得
る
も
の
を
得
て
条
約
に
サ
イ
ン
を
す
る
。

そ
う
す
れ
ば
近
代
国
家
で
は
清
算
が
済
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
あ
と
の
歴
史
認
識
問
題
は

学
者
の
領
域
に
な
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
日
本
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と
中
国
や
韓
国
と
の
間
で
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
八
二
年
、
歴
史
教
科
書
問
題

が
起
き
ま
し
た
。
日
本
国
内
の
教
科
書
検
定
に

お
い
て
、
日
本
軍
が
華か

北ほ
く（

中
国
北
部
）に「
侵
略
」

と
あ
っ
た
記
述
を
、
文
部
省（
当
時
）
が「
進
出
」

と
書
き
換
え
た
と
日
本
の
各
新
聞
が
報
道
し
て
、

大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
と
韓
国
が
外
交

ル
ー
ト
で
抗
議
し
て
く
る
と
、
当
時
の
宮み

や

澤ざ
わ

喜き

一い
ち

内
閣
官
房
長
官
が
談
話
を
発
表
し
て
、
謝
罪

し
た
だ
け
で
な
く
、
教
科
書
の
検
定
基
準
ま
で

変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
報
道
が

誤
り
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
原
稿
の
段
階
か

ら「
進
出
」と
表
記
さ
れ
て
い
て
、
検
定
の
影
響

を
受
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。『
産
経

新
聞
』だ
け
が
訂
正
記
事
を
掲
載
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
中
国
と
韓
国
が
強
く
抗
議
す
れ
ば
、
た

と
え
そ
れ
が
事
実
に
基
づ
か
な
い
理り

不ふ

尽じ
ん

な
抗

議
で
あ
っ
て
も
、
日
本
は
頭
を
下
げ
る
こ
と
を

知
ら
し
め
た
の
で
す
。
こ
れ
が
歴
史
認
識
問
題

の
原
型
で
す
。

  

非
難
を
す
れ
ば
日
本
は
折
れ
る

　

次
に

國
神
社
参
拝
問
題
が
起
き
ま
し
た
。

今
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、

國
神
社
参
拝
に
対

し
て
中
国
や
韓
国
か
ら
反
対
さ
れ
る
理
由
は
Ａ

級
戦
犯
が
合ご

う

祀し

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
Ａ
級
戦
犯
合
祀
が
公
に
な
っ

た
の
は
一
九
七
九
年
で
す
。
そ
の
あ
と
、
八
五

年
の
七
月
ま
で
六
年
間
、
当
時
の
大お

お

平ひ
ら

、
鈴す

ず

木き

、

中な
か

曽そ

根ね

首
相
が
二
十
一
回
参
拝
し
た
と
き
は
、

中
国
も
韓
国
も
何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
が
八
五
年
、
中
曽
根
首
相
が
公
式
参
拝

す
る
と
言
っ
た
と
き
、
突
然
中
国
か
ら
の
批
判

が
始
ま
り
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、『
朝
日
新

聞
』が
こ
の
公
式
参
拝
は
大
問
題
だ
と
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
始
め
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

問
題
も
日
本
発
信
で
行
わ
れ
、
中
国
が
問
題
に

し
た
た
め
、
中
曽
根
首
相
は
参
拝
を
止や

め
ま
し

た
。
こ
こ
で
も
し
諸
外
国
に
非
難
さ
れ
て
も
、

こ
れ
は
内
政
問
題
だ
と
参
拝
を
続
け
て
い
れ
ば

非
難
は
効き

か
な
い
と
な
っ
た
と
思
う
の
で
す

が
、
参
拝
を
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
非
難
す

れ
ば
日
本
は
止
め
る
国
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

  

慰
安
婦
問
題

　

そ
し
て
一
九
九
一
年
、
ま
た『
朝
日
新
聞
』が

社
を
あ
げ
て
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
日
本
軍
が

公
的
制
度
の
下も

と

で
、
女
子
挺て

い

身し
ん

隊
と
し
て
朝
鮮

か
ら
女
性
を
強
制
連
行
し
、
慰
安
婦
に
し
た
と

い
う
も
の
で
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
使
わ
れ
た
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の
が
吉よ

し

田だ

清せ
い

治じ

氏
の
証
言
で
し
た
。
彼
の
証
言

は
、
韓
国
の
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

で
慰
安
婦
狩
り
を
軍
令
で

行
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
が
、
彼
が
よ
り
犯
罪

的
な
の
は「
女
子
挺
身
隊
と
し
て
強
制
連
行
し

た
」と
言
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
う
言
う
と
、
法
律

に
基
づ
い
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

実
は
日
本
に
朝
鮮
史
研
究
会
と
い
う
学
会
が

あ
り
ま
す
。
韓
国
に
謝
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

る
関
係
の
学
者
が
多
く
参
加
し
て
い
る
団
体
で

す
が
、
そ
の
団
体
も
七
〇
年
代
ま
で
は
、
慰
安

婦
の
こ
と
を「
女
子
挺
身
隊
と
し
て
強
制
連
行
し

た
」と
書
い
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

八
〇
年
代
に
な
っ
て『
朝
鮮
史
入
門
』と
い
う
本

の
中
で
そ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

も
八
二
年
か
ら
吉
田
氏
が「
自
分
が
や
り
ま
し

た
」と
証
言
し
た
か
ら
で
す
。

　

す
る
と
、
今
度
は
こ
の
吉
田
氏
の
証
言
を
裏

付
け
る
と
い
う
元
慰
安
婦
が
現
れ
た
と
し
て『
朝

日
新
聞
』が
、「
女
子
挺
身
隊
と
し
て
戦
場
に
連
行

さ
れ
た
元
慰
安
婦
が
生
存
し
て
い
た
」と
書
き
ま

し
た
。
し
か
し
調
べ
て
み
る
と
、
本
人
は
貧
困

の
結
果
、
キ
ー
セ
ン（
売
春
も
す
る
芸
者
）
に
売
ら

れ
、
そ
こ
で
彼
女
を
買
っ
た
人
が
慰
安
所
に
連

れ
て
行
っ
た
と
話
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
紙

は
、
本
人
が
言
っ
て
い
る
そ
の
部
分
は
書
か
な

い
で
、
本
人
が
言
っ
て
い
な
い「
女
子
挺
身
隊
と

し
て
戦
場
に
連
行
さ
れ
た
」と
書
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た『
朝
日
新
聞
』の
数
々
の
誤
報
が

韓
国
の
マ
ス
コ
ミ
を
騒
が
せ
ま
し
た
。『
朝
日
新

聞
』は
自
分
た
ち
の
検
証
記
事
や
第
三
者
検
討
委

員
会
の
記
事
な
ど
で
、
同
紙
の
誤
報
が
韓
国
を

は
じ
め
、
諸
外
国
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か

を
証
明
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
と
韓
国
の
新
聞
の
記
事
を
比
べ
て
み
る
と
、

『
朝
日
新
聞
』が
九
一
年
に
集
中
的
に
慰
安
婦
の

こ
と
を
報
道
し
た
ら
、
九
二
年
か
ら
韓
国
の
新

聞
も
報
道
し
始
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
時じ

系け
い

列れ
つ

は『
朝
日
新
聞
』が
先
で
、
し
か
も
そ
れ
が
誤
報

な
の
で
す
。
誤
報
で
反
日
が
日
韓
で
盛
り
上
が

り
、
韓
国
政
府
が
そ
の
こ
と
を
外
交
交
渉
で
取

り
上
げ
、
当
時
の
宮
澤
首
相
が
盧ノ

泰テ

愚ウ

大
統
領

に
八
回
も
謝
罪
し
ま
し
た
。「
実
際
は
日
本
の
言

論
機
関
の
ほ
う
が
こ
の
問
題
を
提
起
し
、
我
が

国
の
国
民
の
反
日
感
情
を
焚た

き
つ
け
、
国
民
を

憤ふ
ん

激げ
き

さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
」（『
文
藝
春
秋
』一
九

九
三
年
三
月
号
）と
盧
大
統
領
は
述
べ
て
い
ま
す
。

  

日
本
統
治
時
代
と
慰
安
婦
に
対
す
る
証
言

　

私
は
八
二
年
か
ら
八
四
年
、
在
ソ
ウ
ル
日
本

大
使
館
専
門
調
査
員
と
し
て
韓
国
に
い
ま
し
た
。

当
時
、
韓
国
の
人
た
ち
は
、
日
本
の
統
治
時
代

の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
と
聞
い

た
ら
、
懐な

つ

か
し
が
っ
て
い
る
人
が
多
く
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
力
で
近
代
化
で
き

ず
に
植
民
地
化
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
悔く

や

国家の基本である歴史認識問題とは何か講演録
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し
い
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
独
立
し
た

あ
と
は
、
日
本
に
頼
ら
ず
自
国
の
力
で
近
代
化

し
た
い
と
、
一
般
の
愛
国
者
は
み
ん
な
そ
う
思
っ

て
い
ま
し
た
。
一
方
、
統
治
時
代
の
学
校
の
先

生
が
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
区
別
な
く
、
一
生
懸

命
教
育
を
し
て
く
れ
、
よ
く
世
話
を
し
て
く
れ

た
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
金キ

ム

泳ヨ
ン

三サ
ム

、
金キ

ム

大デ

中ジ
ュ
ン

元
大
統
領
は
自

分
た
ち
が
大
統
領
に
な
っ
た
ら
、
自
分
を
育
て
て

く
れ
た
日
本
人
の
恩
師
を
大
統
領
官
邸
に
呼
ん
で

い
ま
す
。
恩
師
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
遺
族
を
歓か

ん

迎げ
い

し
て
い
ま
す
。
道み

ち

端ば
た

の
女
性
を

殴な
ぐ

っ
て
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
を
日
本
が
行
っ
て
い

た
ら
、
彼
ら
が
恩
師
を
呼
ん
だ
り
、
懐
か
し
い
と

思
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
研
究
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
当
時

を
知
る
韓
国
人
の
先せ

ん

達だ
つ

か
ら
多
く
の
教
え
を
受

け
ま
し
た
。
み
な
が
口
を
そ
ろ
え
て
、「
当
時
の

朝
鮮
は
貧
し
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
娼し

ょ
う

家か

や
軍

の
慰
安
所
で
働
か
ざ
る
を
得
な
い
女
性
が
多
く

い
た
。
な
ぜ
そ
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
か
」と

嘆
い
て
い
ま
し
た
。

　

金
泳
三
、
金
大
中
元
大
統
領
の
先
輩
に
あ
た
る

日
本
の
元
政
治
家
は「
日
本
と
韓
国
の
マ
ス
コ
ミ

は
愚
か
な
こ
と
ば
か
り
を
書
い
て
い
る
。
二
・
二

六
事
件
は
、
将
校
ら
が
東
北
出
身
の
兵
士
の
手
紙

を
読
ん
で
、
兵
士
の
妹
ら
が
貧
し
さ
の
た
め
に
売

ら
れ
て
い
る
事
情
を
知
り
、
決
起
し
た
の
だ
。
当

時
の
朝
鮮
の
田い

な
か舎
は
も
っ
と
貧
し
か
っ
た
。
日
本

軍
が
女
性
を
強
制
連
行
す
る
な
ん
て
あ
る
わ
け
な

い
じ
ゃ
な
い
か
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

在
日
朝
鮮
人
評
論
家
の
高コ

峻ジ
ュ
ン

石ソ
ク

氏
は
、
吉
田
清

治
氏
が
慰
安
婦
狩
り
を
行
っ
た
と
い
う
済
州
島
出

身
で
す
が
、
そ
の
高
氏
も
、
本
当
は
日
本
人
に
は

教
え
た
く
な
い
と
言
い
な
が
ら
、「
日
本
統
治
時

代
、
済
州
島
に
あ
る
自
分
の
村
で
、
あ
る
未
亡
人

が
若
い
娘
を
何
人
か
連
れ
て
、
中
国
で
慰
安
所
を

経
営
し
て
金
を
儲も

う

け
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
、
村
か

ら
若
い
娘
ら
が
そ
の
慰
安
所
に
働
き
に
行
っ
た
。

吉
田
が
言
う
よ
う
な
慰
安
婦
狩
り
な
ど
聞
い
た
こ

と
が
な
い
」と
話
し
ま
し
た
。

　

慰
安
婦
問
題
を
取
材
し
て
き
た
あ
る
韓
国
人
記

者
は
、「
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
最
初
は
許
し
が

た
い
戦
争
犯
罪
だ
と
思
っ
た
が
、
今
は
、
ど
こ
の

国
の
軍
隊
で
も
あ
る
こ
と
だ
と
わ
か
っ
て
き
た
。

元
慰
安
婦
に
話
を
聞
く
と
、
慰
安
所
で
い
か
に
ひ

ど
い
目
に
あ
っ
た
か
は
能の

う

弁べ
ん

に
語
る
が
、
慰
安
所

に
連
れ
て
行
か
れ
た
過
程
は
話
さ
な
い
。
取
材
を

続
け
る
と
、
女ぜ

衒げ
ん

に
よ
っ
て
連
れ
て
行
か
れ
た
と

い
う
事
実
が
出
て
く
る
。
当
時
、
朝
鮮
の
田
舎
に

入
っ
て
慰
安
婦
を
連
れ
て
行
っ
た
の
は
日
本
人
で

は
な
く
朝
鮮
人
だ
。
こ
の
問
題
に
は
闇や

み

が
あ
る
。

私
は
こ
れ
以
上
、こ
の
問
題
で
記
事
は
書
か
な
い
」

と
吐と

露ろ

し
ま
し
た
。

  

国
際
社
会
が
騙
さ
れ
る

　

日
本
で
従
軍
慰
安
婦
問
題
も
落
ち
着
き
を
み

せ
て
い
た
矢
先
の
一
九
九
二
年
、
今
度
は
日
本

弁
護
士
連
合
会
所
属
の
戸と

塚つ
か

悦え
つ

朗ろ
う

氏
が
国
際
連

合
の
人
権
委
員
会
に
慰
安
婦
の
こ
と
を
提て

い

訴そ

し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
彼
が「
セ
ッ
ク
ス
ス
レ
イ

ブ
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
国
連
の
い
ろ
い
ろ

な
委
員
会
で
論
議
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
九

六
年
に「
ク
ワ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」が
出
ま
し
た
。

こ
の
報
告
書
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
女
性

に
対
す
る
暴
力
の
例
と
し
て
、
日
本
軍
の
慰
安

婦
制
度
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
こ
の
制
度

は
、「
性
奴
隷
」制
と
定
義
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い

と
国
連
の
公
立
文
書
に
書
か
れ
ま
し
た
。
四
年

前
、
戸
塚
氏
が
使
っ
た
言
葉
が
国
連
中
で
定
着

し
た
の
で
す
。
こ
の
ク
ワ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
に
も
、

吉
田
清
治
氏
の
証
言
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

九
六
年
は
、
そ
の
一
年
前
に
村
山
談
話
が
出

て
、
ア
ジ
ア
女
性
基
金
を
作
っ
て
日
本
は
謝
罪
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し
、
人
道
的
な
立
場
で
償つ

ぐ
な

い
を
し
た
あ
と
で
し

た
。
中
途
半
端
な
償
い
だ
け
を
し
て
、
反
論
し

な
い
と
事
態
は
悪
化
す
る
の
で
す
。

　

先
に
歴
史
認
識
問
題
を
生
み
出
し
た
三
要
素

を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
実
は
四
つ
目
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
国
際
社
会
が
騙だ

ま

さ
れ
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
こ
の
国
際
社
会
に
持
ち
込
ん

だ
の
も
最
初
は
日
本
人
な
の
で
す
。
こ
れ
も
、

実
は
私
た
ち
が
隙す

き

を
作
っ
た
か
ら
起
き
た
も
の

で
す
。
日
本
に
反
日
活
動
家
が
い
て
誤
報
を
流

し
ま
し
た
。
内
政
干
渉
に
対
し
て
内
政
干
渉
と

言
わ
ず
、
事
実
で
反
論
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
こ
そ
、
日
本
だ
け
に
歴
史
認
識
問
題
が
起

き
て
い
る
理
由
で
す
。

  

嘘
に
は
嘘
だ
と
主
張
す
る

　

二
〇
一
四
年
、『
朝
日
新
聞
』が
と
う
と
う
吉
田

清
治
氏
の
証
言
は
虚き

ょ

偽ぎ

だ
っ
た
と
認
め
、
記
事

を
撤て

っ

回か
い

し
ま
し
た
が
、
謝
罪
の
言
葉
は
当
初
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
紙
は
、
吉
田
氏
の
著
書

や
証
言
が
捏ね

つ

造ぞ
う

だ
と
わ
か
っ
た
後
も
長
ら
く
訂

正
を
せ
ず
、
慰
安
婦
問
題
が
国
際
社
会
で
広
く

問
題
化
す
る
要
因
を
作
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
ま
で
広
ま
っ
た
嘘
を
ど
う
や
っ
て
解
消
し

て
い
く
の
か
。
そ
の
た
め
に
第
一
に
し
な
く
て
は

い
け
な
い
こ
と
は
、
事
実
に
基
づ
く
反
論
で
す
。

あ
る
い
は
、
戦
後
こ
う
い
う
問
題
が
い
つ
、
誰
が
、

な
ぜ
起
こ
し
た
の
か
も
研
究
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
と
と
も
に
、
な
ぜ
一
九
九
二
年
か
ら

慰
安
婦
問
題
が
外
交
問
題
に
な
っ
た
の
か
。
ど
う

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経へ

て
、
ど
の
よ
う
な
勢
力
に

よ
っ
て
表
面
化
し
、
拡か

く

散さ
ん

し
て
い
っ
た
か
に
つ
い

て
、
体
系
的
な
研
究
が
急き

ゅ
う

務む

で
す
。

　

こ
れ
ま
で
私
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
数
人
と
慰

安
婦
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
国
を
挙

げ
て
外
交
問
題
化
を
図
る
相
手
国
に
対
し
て
、も
っ

と
組
織
的
に
資
料
を
集
め
、
反
論
す
る
必
要
を
痛つ

う

感か
ん

し
て
い
ま
す
。そ
こ
で「
歴
史
認
識
問
題
研
究
会
」

を
作
り
、
歴
史
的
事
実
の
実
証
研
究
や
散さ

ん

逸い
つ

し
て

い
る
関
係
資
料
の
収
集
、
ま
た
、
一
連
の
研
究
を

土
台
に
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
め
た
国
際
発

信
や
提
言
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
こ
の
四
月
か
ら
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
の
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に「
歴
史
研
究

室
」を
設
置
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
室
長
に

な
っ
て
、
わ
が
国
の
名
誉
を
守
る
た
め
の
実
証

研
究
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

日
本
の
た
め
に
、
根
拠
を
も
っ
て
嘘
は
嘘
だ

と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
理
論
的
な

研
究
と
実
証
的
な
資
料
収
集
が
必
要
で
す
。
そ

れ
が
歴
史
認
識
問
題
で
す
。
今
、
行
動
を
起
こ

さ
な
け
れ
ば
、
本
当
に
日
本
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

を
行
っ
た
よ
う
な
世
界
一
残ざ

ん

虐ぎ
ゃ
く

で
、
不
道
徳
な

国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
い
ま
す
。

今
を
逃
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

国
家
の
基
本
問
題
で
あ
る
歴
史
認
識
問
題
に

皆
様
の
多
く
の
ご
支
援
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『朝日新聞』の「慰安婦報道」に対する検証結果を報告する独立検証委員会
（左から）高橋史朗氏、中西輝政委員長、西岡力副委員長（写真提供＝産経新聞社）
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