
 
従
軍
慰
安
婦
と
い
う
悪
質
な
虚
構 

（
最
終
章
） 

 

【心
の
内
に
あ
る
明
徳
を
磨
く
】 

 
 

皆
が
幸
せ
で
な
け
れ
ば
、
自
分
一
人
だ

け
で
は
本
当
の
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
皆
が
暮
ら
し
て
い

る
こ
の
「
社
会
」
が
幸
せ
で
な
け
れ
ば
、

私
個
人
も
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
事

で
す
よ
ね
。
思
え
ば
戦
後
、
経
済
効
率
や

利
便
性
、
機
能
性
を
追
い
求
め
て
少
し
で

も
早
く
、
少
し
で
も
便
利
に
、
少
し
で
も

豊
か
に
…
と
、
必
死
に
努
力
精
進
し
、
数

年
の
間
に
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
ま

で
登
り
詰
め
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
自

分
さ
え
良
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
大
丈
夫

と
ば
か
り
に
、
人
の
真
心
や
気
遣
い
な
ど

脇
に
置
い
て
、
物
が
主
人
公
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
幸
せ
な
人
達
が
作
る
社
会

は
、
幸
せ
な
は
ず
で
す
。
か
つ
て
の
日
本

が
そ
う
だ
っ
た
様
に
、
物
の
利
便
性
と
い

う
経
済
性
で
は
な
く
、
人
間
の
内
面
の
豊

か
さ
こ
そ
を
重
視
す
る
方
向
に
、
日
本
は

戻
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
私
達 

一
人
一
人
が
意
識
を
変
え
る
事
で
、
社
会

は
変
わ
り
ま
す
。
仏
教
は
智
慧
と
慈
悲
の

教
え
。
そ
の
智
慧
に
学
び
、
心
の
内
に
あ

る
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る
明
徳
と
い
う
人 

 

 

間
的
器
を
磨
く
こ
と
。
仏
教
的
に
は
、
心
の

中
に
備
え
て
い
る
「
仏
種
」
を
育
む
努
力
を

す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
社
会
を
変
え
る
原

動
力
に
な
り
ま
す
。
日
本
、
ひ
い
て
は
人
類

の
病
根
は
、『
無
知
』
に
帰
結
す
る
事
を
、
今

こ
そ
自
覚
し
た
い
も
の
で
す
。 

【日
本
の
病
根
は
無
知
？
】 

さ
て
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
す
。
日
本
国

内
に
も
「
従
軍
慰
安
婦
が
あ
っ
た
」
と
信
じ

て
い
る
人
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
も
そ
の
は

ず
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
も
の
を
学
校
の

授
業
で
教
え
ら
れ
、
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
す
か
ら
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
る
言
葉
を
作
り
出
し

た
の
は
、
千
田
夏
光
氏
と
い
う
日
本
人
の
作

家
で
あ
り
、
そ
れ
を
朝
日
新
聞
社
や
毎
日
新

聞
社
が
広
め
、
そ
こ
に
韓
国
が
乗
っ
か
っ
て

き
た
形
で
す
。
南
京
大
虐
殺
も
全
く
同
じ
構

図
。
《
朝
日
新
聞
社
》
は
今
や
中
国
の
言
い

分
を
代
弁
す
る
、
中
国
の
出
先
機
関
と
な
っ

て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
証
拠
に
、
業
務
提
携
を
結
ん
で
い
ま
す
。

中
国
新
聞
で
あ
る
《
人
民
日
報
》
の
社
説
を

翻
訳
し
、
そ
の
ま
ま
《
朝
日
新
聞
》
の
社
説

と
し
て
出
し
て
い
る
事
も
あ
り
ま
す
。
ま
た

私
達
の
多
く
が
中
立
だ
と
思
っ
て
い
る
《
日

本
経
済
新
聞
》
も
だ
い
ぶ
中
国
の
影
響
を
受

け
て
い
る
様
で
す
。
こ
こ
数
年
の
間
「
中
国 

 

 

市
場
に
ビ
ッ
グ
チ
ャ
ン
ス
あ
り
」
と
煽
り
ま

く
っ
て
い
た
中
心
に
は
、
《
日
本
経
済
新
聞
》

の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
今
の
時
代
、
侵
略
や

占
領
と
い
う
の
は
、
兵
器
を
持
っ
て
乗
り
込

ん
で
く
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
国

の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
他
国
が
牛
耳
っ
て
い
る

現
状
を
考
え
れ
ば
、
日
本
は
半
分
侵
略
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

【慰
安
婦
捏
造
の
対
処
方
法
】 

最
近
は
戦
前
の
事
を
知
る
人
が
少
な
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
事
が
虚
妄
を
よ
り
強
く
事

実
と
し
て
信
じ
さ
せ
る
条
件
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。 

安
倍
首
相
の
口
か
ら
慰
安
婦
問
題
の
事
実

を
具
体
的
に
説
明
し
て
頂
き
た
い
と
念
願
し

ま
す
。
慰
安
婦
を
集
め
る
の
に
国
は
関
わ
っ

て
い
な
い
こ
と
。
当
時
は
売
春
が
公
認
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
業
者
が
戦
場
で
の
慰
安
所
経

営
に
当
た
っ
た
こ
と
。
慰
安
婦
に
は
日
本
人

も
中
国
人
も
朝
鮮
人
も
い
た
こ
と
。
た
だ
日

本
軍
は
慰
安
所
の
治
安
維
持
に
は
関
わ
っ
た

こ
と
。
そ
れ
は
そ
こ
を
利
用
す
る
兵
隊
の
安

全
を
守
る
た
め
と
、
性
病
の
蔓
延
を
防
ぐ
た

め
だ
っ
た
こ
と
。
ま
た
こ
れ
は
、
被
占
領
地

の
女
性
に
対
す
る
安
全
対
策
で
も
あ
っ
た
こ

と
。
時
代
を
経
て
、
今
で
は
そ
れ
を
裏
付
け

る
証
拠
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は

戦
場
と
な
っ
た
現
地
の
女
性
に
被
害
を
与
え 

 

 

な
い
た
め
に
、
自
国
（
当
時
の
朝
鮮
は
日
本
）

の
女
性
を
集
め
て
日
本
や
朝
鮮
や
中
国
の 

業
者
が
慰
安
所
を
設
置
す
る
事
を
認
め
て 

い
ま
し
た
。
で
は
、
日
本
を
占
領
し
た
米 

国
は
ど
う
か
？
こ
れ
に
関
し
て
も
先
月
号 

に
詳
し
く
記
し
ま
し
た
が
、
日
本
に
米
国 

の
女
性
で
は
な
く
日
本
人
女
性
を
集
め
て 

慰
安
所
を
開
く
よ
う
に
命
令
し
た
の
で
し 

た
。
そ
の
命
令
書
も
残
っ
て
い
ま
す
。
日 

本
の
処
置
と
米
国
の
処
置
と
、
ど
ち
ら
が 

人
道
的
な
の
か
、
と
改
め
て
問
い
た
い
。 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
三
月
十
一
日
、

十
万
人
の
一
般
人
を
焼
き
殺
し
た
東
京
大 

空
襲
は
何
？
六
十
四
も
の
都
市
に
加
え
た 

無
差
別
攻
撃
は
何
？
最
初
か
ら
軍
事
目
標 

と
一
般
人
を
区
別
し
な
い
兵
器
で
あ
る
原 

爆
の
、
広
島
と
長
崎
の
投
下
？
そ
れ
に
よ 

り
終
戦
が
早
ま
り
、
何
百
万
も
の
命
が
救 

わ
れ
た
な
ど
と
い
う
詭
弁
は
、
絶
対
に
許 

し
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
原
爆
は
明 

ら
か
な
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
大
量
無
差
別
虐 

殺
）
で
し
た
。
東
京
裁
判
の
パ
ー
ル
（
イ 

ン
ド
人
）
判
事
も
米
軍
の
原
爆
に
つ
い
て
、 

戦
争
終
結
を
早
め
る
た
め
の
一
般
住
民
の 

殺
傷
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
ナ
チ
ス
の
ユ 

ダ
ヤ
大
量
虐
殺
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
指 

摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
東
京
裁
判
で
は
ア 

メ
リ
カ
人
弁
護
人
も
米
国
が
日
本
を
人
道 

 



 
問
題
で
非
難
す
る
の
は
お
か
し
い
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
や
っ
た

国
に
人
道
を
云
々
す
る
資
格
は
な
い
で
し

ょ
う
。 

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
多
く
の
機
関

や
人
が
こ
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
調
査
研

究
し
た
が
、
国
や
軍
が
組
織
的
に
女
性
を

強
制
連
行
し
て
従
軍
慰
安
婦
と
し
た
と
い

う
事
実
は
一
件
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

見
つ
か
ら
な
い
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
事

実
は
絶
無
だ
か
ら
で
す
。
何
度
も
記
し
て

い
ま
す
が
、
民
間
業
者
が
女
性
を
連
れ
て

き
て
、
戦
場
の
近
く
で
商
売
を
営
む
と
い

う
例
は
あ
り
ま
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
業
者

が
商
売
と
し
て
や
っ
た
こ
と
で
、
国
や
軍

の
強
制
連
行
と
は
無
関
係
で
す
。
従
軍
慰

安
婦
は
無
か
っ
た
、
事
実
で
は
無
い
と
い

く
ら
言
っ
て
も
広
が
ら
な
い
。
そ
し
て
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
の
様
に
従
軍
慰
安

婦
を
ネ
タ
に
し
た
日
本
非
難
が
繰
り
返
さ

れ
る
。
何
故
か
…
？
先
月
号
で
記
し
た
河

野
談
話
が
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
何
よ
り
の

論
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
慰

安
婦
問
題
の
核
心
で
あ
り
、
ガ
ン
な
の
で

す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？
談

話
の
主
で
あ
る
河
野
洋
平
氏
が
公
式
の
場

で
、「
調
べ
て
み
た
が
従
軍
慰
安
婦
は
事
実

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
認
め
、
謝
罪 

 

 

し
た
自
分
の
あ
の
談
話
は
間
違
い
だ
っ
た
」

と
表
明
し
、
談
話
を
取
り
消
せ
ば
い
い
の
で

す
。
そ
れ
で
根
本
か
ら
ス
ッ
キ
リ
し
、
従
軍

慰
安
婦
問
題
で
の
国
際
社
会
で
の
非
難
に
対

処
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
付

け
加
え
れ
ば
元
首
相
の
宮
澤
喜
一
氏
も
自
分

の
間
違
い
を
公
式
の
場
で
認
め
る
必
要
が
あ

る
。
宮
澤
氏
は
教
科
書
検
定
で
「
侵
略
」
を

「
進
出
」
と
書
き
換
え
さ
せ
た
と
い
う
誤
報

に
つ
い
て
、
そ
ん
な
事
実
は
な
か
っ
た
事
が

明
ら
か
に
な
っ
た
後
も
、
近
隣
諸
国
の
感
情

に
配
慮
し
た
歴
史
教
科
書
に
す
る
と
公
言
し

て
い
る
の
で
す
（
近
隣
諸
国
条
項
）
。 

【ま
と
め
】 

あ
る
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の

は
比
較
的
容
易
で
す
。
資
料
や
記
録
や
証
言

を
調
べ
て
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
が
一

つ
で
も
確
か
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
事
実
が
あ

っ
た
こ
と
が
確
定
で
き
る
か
ら
で
す
。
し
か

し
そ
ん
な
事
実
は
無
か
っ
た
事
を
証
明
す
る

の
は
非
常
に
大
変
な
困
難
を
伴
い
ま
す
。
あ

ら
ゆ
る
資
料
や
記
録
や
証
言
を
調
べ
て
も
、

そ
の
事
実
が
あ
っ
た
と
証
明
す
る
も
の
が
見

つ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
即
、
そ
ん

な
事
実
は
無
か
っ
た
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま

だ
調
べ
残
し
た
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
そ

の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
証
拠
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
難
し
さ
を 

 

 

利
用
し
て
、
邪
な
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
る

の
が
歴
史
の
捏
造
（
ね
つ
ぞ
う
）

で
す
。
従
軍
慰

安
婦
の
問
題
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
す
。 

【最
後
に
…
】 

夜
明
け
前
の
闇
が
一
番
深
い
と
言
い
ま

す
。
生
き
る
と
は
、
無
知
を
知
に
変
え
、
弱

さ
を
強
さ
に
変
え
る
事
で
す
。
苦
し
い
時
、

辛
い
時
こ
そ
、
そ
の
事
を
思
い
出
し
て
下
さ

い
。
闇
に
沈
ま
ず
、
夜
明
け
に
向
か
っ
て
少

し
ず
つ
進
ん
で
い
く
と
決
意
し
て
下
さ
い
。

あ
な
た
の
そ
の
決
意
こ
そ
が
、
朝
の
美
し
い

光
を
連
れ
て
き
ま
す
。 

 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
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ち
ょ
っ
と
一
服 

 

~

お
ひ
さ
ま
の
修
行~ 

 

芸
能
人
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
よ
く
見
か
け
ま

す
が
、
そ
の
人
が
い
る
だ
け
で
、
そ
の
場
が

明
る
く
な
る
方
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

華
が
あ
る
っ
て
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

み
な
さ
ん
の
回
り
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
ん
な
姿
を
自
分
も
身
に
つ
け
よ
う
と
努
力

し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

 

仏
・
菩
薩
像
の
よ
う
に
微
笑
ん
で
い
る
と 

周
り
の
方
が
安
心
し
、
そ
の
場
が
明
る
く 

な
り
ま
す
。
無
表
情
で
い
る
と
「
不
機
嫌 

な
の
か
な
？
」
と
周
り
が
心
配
や
恐
れ
を 

抱
き
ま
す
。
本
人
は
い
た
っ
て
普
通
に
過 

ご
し
て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。 

微
笑
み
は
心
が
い
ら
立
っ
て
い
る
と
出
来 

ま
せ
ん
。
微
笑
む
た
め
に
は
感
情
・
気
持 

ち
を
穏
や
か
に
保
つ
意
思
と
努
力
が
必
要 

と
な
り
ま
す
。
そ
の
努
力
が
ご
修
行
で
あ
り
、

徳
を
積
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

法
華
経
の
中
で
菩
薩
の
姿
を
こ
の
よ
う
に 

説
か
れ
て
い
ま
す
。 

お
ひ
さ
ま
や
月
の
光
が
暗
い
所
を
除
く
が 

ご
と
く
、
修
行
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の 

場
で
人
々
の
闇
を
照
ら
す
。
大
き
な
こ
と 

の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
心
を
穏 

や
か
に
す
る
。
意
思
・
意
図
を
も
っ
て
微 

笑
み
、
周
り
の
人
の
心
を
も
穏
や
か
に
す 

る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
積
み
重
ね
、 

思
い
や
り
が
自
分
と
同
時
に
他
人
の
心
の 

闇
を
も
取
り
除
く
の
で
す
。 

こ
の
ご
修
行
を
お
ひ
さ
ま
の
ご
修
行
・
菩 

薩
の
ご
修
行
と
言
い
ま
す
。 

お
題
目
は
神
仏
に
依
存
・
す
が
る
た
め
の 

も
の
で
は
な
く
、
お
ひ
さ
ま
・
菩
薩
の
ご 

修
行
を
す
る
宣
言
で
あ
り
、
信
念
を
作
り
、

実
行
す
る
た
め
の
源
で
も
あ
り
ま
す
。 

 


