
韓
国
の
ソ
ウ
ル
中
央
地
裁
が
21

⽇
︑
い
わ
ゆ
る
元
慰
安
婦
ら
20
⼈

が
⽇
本
政
府
に
総
額
30
億
ウ
?
ン

︵
約
2
億
9
千
万
円
︶
の
賠
償
を

求
め
た
訴
訟
で
︑
原
告
の
訴
え
を

認
め
ず
︑
請
求
を
退
け
た
︒
同
地

裁
は
１
⽉
に
︑
別
の
訴
訟
で
元
慰

安
婦
の
請
求
に
対
し
て
⽇
本
政
府

に
賠
償
を
命
じ
た
判
決
を
出
し
て

お
り
︑
今
回
は
そ
の
１
⽉
判
決
と
は

異
な
n
た
判
断
だ
n
た
︒
菅
政
権

は
慰
安
婦
裁
判
に
つ
い
て
﹁
国
際

法
違
反
﹂
と
主
張
し
て
お
り
︑

今
回
の
判
決
も
⽇
本
政
府
の
主
張

と
同
様
の
判
断
を
し
た
形
と
な
n

た
︒
菅
⾸
相
は
１
⽉
判
決
の
直
後
に

﹁
国
際
法
上
︑
主
権
国
家
は
他
国

の
裁
判
権
に
服
さ
な
い
︒
そ
う
い

う
中
で
こ
の
訴
訟
は
却
下
さ
れ
る

べ
き
と
考
え
る
︒
⽇
韓
の
慰
安
婦

問
題
に
つ
い
て
は
︑
１
９
６
５
年

の
⽇
韓
請
求
権
協
定
に
お
い
て
︑

完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
済
み
で

あ
る
︒
だ
か
ら
︑
韓
国
政
府
と
し

て
国
際
法
上
違
反
を
是
正
す
る
措

置
を
採
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
い

︒
我
が
国
と
し
て
は
︑
こ
の
よ

う
な
判
決
が
出
さ
れ
る
こ
と
は

︑
断
じ
て
受
け
⼊
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
﹂
な
ど
と
︑
⽇
本
政
府
と

し
て
容
認
し
な
い
こ
と
を
明
確
に

⽰
し
て
い
た
︒

国
際
法
で
は
︑
主
権
国
家
は
他

国
の
裁
判
権
に
服
さ
な
い
と
い
う

﹁
主
権
免
除
﹂
の
原
則
が
あ
る
が
︑

ソ
ウ
ル
中
央
地
裁
の
１
⽉
判
決
は

こ
の
原
則
を
適
⽤
し
な
い
と
い
う

⼿
法
で
︑
原
告
の
勝
訴
と
し
︑
今

回
の
判
決
で
は
逆
に
こ
の
原
則
を

適
⽤
し
︑
原
告
の
敗
訴
と
し
た
わ

け
だ
︒
ま
た
︑
ソ
ウ
ル
中
央
地
裁

は
先
ご
ろ
︑
１
⽉
判
決
に
関
連
し
︑

訴
訟
費
⽤
確
保
の
た
め
の
⽇
本

わ
ら
ず
︑
韓
国
政
府
は
︑
⽇
本

政
府
が
10
億
円
を
拠
出
し
て
設
⽴

し
た
﹁
和
解
・
癒
や
し
財
団
﹂
を
⼀

⽅
的
に
解
散
さ
せ
る
な
ど
︑
韓
国

政
府
が
信
頼
を
裏
切
る
⾏
為
を

⼀
⽅
的
に
⾏
n
て
も
い
る
︒
慰
安

婦
裁
判
で
⽇
本
政
府
へ
の
賠
償
請

求
が
棄
却
さ
れ
て
も
︑
慰
安
婦
を

め
ぐ
る
⽇
韓
間
の
問
題
が
解
決
さ

れ
た
訳
で
は
な
い
︒
少
⼥
像
は
依

然
と
し
て
撤
去
さ
れ
て
い
な
い
し
︑

そ
れ
ば
か
り
か
︑
韓
国
の
鄭
外
相

⾃
ら
が
︑
２
０
１
５
年
の
慰
安
婦

合
意
に
つ
い
て
﹁
⽇
本
政
府
は
︑

韓
国
が
合
意
を
守
ら
ず
国
際
法
違

反
だ
と
理
屈
に
合
わ
な
い
主
張
を

続
け
て
い
る
︒
⽇
本
に
そ
の
よ
う

な
資
格
が
あ
る
の
か
︒
問
題
の
根

本
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
﹂
な
ど
と

述
べ
︑
現
在
で
も
⽇
本
政
府
を
強

く
批
判
し
て
い
る
の
だ
︒

慰
安
婦
を
め
ぐ
る
⽇
韓
間
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑
韓

国
政
府
が
︑
両
国
の
問
題
を
最

終
的
に
解
決
し
た
⽇
韓
請
求
権

協
定
や
慰
安
婦
合
意
の
取
り
決

め
に
⽴
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ず
︑
そ
れ
が
唯
⼀
の
解
決
策
だ
︒

政
府
資
産
の
差
し
押
さ
え
に
つ
い

て
﹁
国
際
法
に
違
反
す
る
恐
れ
が

あ
る
﹂
と
︑
差
し
押
さ
え
を
認
め

な
い
決
定
を
し
て
い
る
が
︑
こ
れ

も
﹁
主
権
免
除
﹂
の
原
則
を
適
⽤

し
た
も
の
だ
︒
し
か
し
︑
今
回
の

判
決
に
つ
い
て
原
告
側
は
反
発
し
︑

控
訴
す
る
⾒
通
し
と
な
n
て
お
り
︑

控
訴
審
で
﹁
主
権
免
除
﹂
の
原
則

が
適
⽤
さ
れ
る
か
否
か
は
不
明
だ

し
︑
韓
国
司
法
全
体
が
慰
安
婦
ら

に
よ
る
⽇
本
政
府
に
対
す
る
賠
償

請
求
の
不
法
性
を
認
め
た
訳
で
は

な
い
だ
ろ
う
︒
菅
⾸
相
の
談
話
に

も
あ
n
た
よ
う
に
︑
こ
の
裁
判
は

﹁
主
権
免
除
﹂
の
原
則
問
題
に
加

え
︑
１
９
６
５
年
の
⽇
韓
請
求
権

協
定
が
第
２
条
で
⽇
韓
間
の
請
求

権
に
つ
い
て
﹁
完
全
か
つ
最
終
的

に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と

を
確
認
す
る
﹂
と
し
て
い
る
こ
と

や
︑
２
０
１
５
年
12
⽉
の
い
わ

ゆ
る
⽇
韓
両
国
の
慰
安
婦
合
意
に

も
反
す
る
な
ど
︑
正
当
性
は
認
め

ら
れ
な
い
︒
こ
の
合
意
で
は
︑
慰

安
婦
問
題
が
﹁
最
終
的
か
つ
不
可

逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認

す
る
﹂
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑


