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ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
「
ミ
ス
・
サ
イ
ゴ
ン
」

が
１
月
14
日
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
。
フ
ァ
ン
の
一
人
と
し
て
は

寂
し
い
限
り
だ
。
「
ミ
ス
・
サ

イ
ゴ
ン
」
は
「
ウ
ェ
ス
ト
サ
イ

ド
物
語
」
な
ど
と
並
ん
で
ミ
ュ

ー
ジ
カ
ル
史
上
最
高
傑
作
の
一

つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
赴
任
当
初
ベ
ト
ナ
ム

か
ら
の
帰
還
兵
た
ち
が
続
々
と

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
っ
て
く
る

の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た

私
と
し
て
は
、
こ
の
作
品
に
は

特
に
生
々
し
い
感
動
を
覚
え

る
。
内
容
的
に
は
歌
劇
「
蝶
々

夫
人
」
の
ベ
ト
ナ
ム
版
で
米
兵

と
田
舎
か
ら
出
て
き
た
ベ
ト
ナ

ム
女
性
と
の
悲
恋
も
の
だ
が
、

後
半
は
「
ブ
イ
ド
イ
（
ベ
ト
ナ

ム
語
で
〃
ゴ
ミ
く
ず
〃
）
」
を

テ
ー
マ
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
問

題
提
起
し
た
形
と
な
っ
て
い
る

の
が
大
変
印
象
深
い
。
第
二
幕

の
最
初
の
「
ブ
イ
ド
イ
の
存
在

を
忘
れ
る
な
！
」
と
高
ら
か
に

歌
う
迫
力
満
点
の
男
声
合
唱
を

思
い
出
す
方
も
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

米
兵
と
ベ
ト
ナ
ム
女
性
と
の

間
で
生
ま
れ
た
ブ
イ
ド
イ
は
約

４
万
人
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

歴
史
を
知
る
も
の
に
と
っ
て

「
ミ
ス
・
サ
イ
ゴ
ン
」
は
当
時

米
国
側
と
し
て
参
戦
し
た
韓
国

兵
（
約
32
万
人
）
と
ベ
ト
ナ
ム

女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
「
ラ

イ
ダ
イ
ハ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
混

血
児
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
。

そ
の
数
約
３
万
人
（
最
低
で
も

５
０
０
０
人
）
と
い
う
。
ブ
イ

ド
イ
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
政

府
は
そ
の
存
在
を
認
め
、
あ
る

程
度
救
済
措
置
が
取
ら
れ
て
い

る
が
、
ラ
イ
ダ
イ
ハ
ン
に
つ
い

て
は
韓
国
政
府
は
徹
底
的
に
無

視
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
ブ

イ
ド
イ
と
大
き
く
違
う
の
は
ラ

イ
ダ
イ
ハ
ン
の
場
合
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
韓
国
兵
士
に
よ
っ
て

繰
り
返
さ
れ
た
性
的
暴
行
の
結

果
生
ま
れ
た
混
血
児
と
い
う
事

だ
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
後
、

置
き
去
り
に
さ
れ
た
ラ
イ
ダ
イ

ハ
ン
は
共
産
党
政
権
下
で
「
敵

国
の
子
」
と
し
て
迫
害
さ
れ
、

差
別
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。

ブ
イ
ド
イ
に
し
て
も
ラ
イ
ダ

イ
ハ
ン
に
し
て
も
敵
地
に
侵
攻

し
た
兵
士
が
現
地
の
婦
女
子
を

蹂
躙
（
じ
ゅ
う
り
ん
）
し
た
結

果
の
悲
劇
と
言
っ
て
も
良
い
と

思
う
が
、
一
方
で
、
大
東
亜
戦

争
中
に
中
国
や
南
方
に
侵
攻
し

た
日
本
軍
兵
士
と
現
地
婦
女
子

と
の
間
に
何
千
、
何
万
と
い
う

混
血
児
が
生
ま
れ
て
い
て
現
在

も
差
別
を
受
け
て
い
る
な
ど
と

い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
は
な

い
。
こ
れ
は
何
故
か
？
　
反
日

勢
力
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
「
日

本
軍
が
性
奴
隷
と
し
て
強
制
連

行
し
た
朝
鮮
人
、
中
国
人
の
慰

安
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
20
万
人
い
た

か
ら
だ
」
と
い
う
事
に
な
る
だ

ろ
う
が
、
こ
ん
な
事
実
は
あ
り

得
な
い
。
そ
も
そ
も
所
謂
「
従

軍
慰
安
婦
問
題
」
は
、
吉
田
清

治
と
い
う
稀
有
な
詐
欺
師
の
大

ウ
ソ
を
長
年
に
わ
た
っ
て
日
本

の
大
手
メ
デ
ィ
ア
が
拡
販
し
、

そ
れ
を
日
本
政
府
が
認
め
る
よ

う
な
曖
昧
な
態
度
（
「
河
野
談

話
」
や
「
村
山
談
話
」
）
を
取

り
続
け
て
き
た
結
果
、
今
日
の

大
問
題
に
発
展
し
て
し
ま
っ
た

も
の
だ
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
は
３

年
前
に
よ
う
や
く
誤
報
を
認
め

謝
罪
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

海
外
に
派
遣
さ
れ
た
日
本
兵
士

の
数
は
平
均
１
０
０
〜
１
５
０

万
人
程
度
だ
。
も
し
彼
ら
の
言

う
よ
う
に
40
万
人
か
ら
の
慰
安

婦
が
一
日
に
十
数
人
の
兵
士
を

強
制
的
に
相
手
さ
せ
ら
れ
て
い

た
と
す
れ
ば
、
日
本
人
兵
士
は

戦
場
で
毎
日
何
人
も
の
慰
安
婦

を
と
っ
か
え
ひ
っ
か
え
遊
ん
で

い
た
こ
と
に
な
る
。
冷
静
に
考

え
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え

な
い
事
は
直
ぐ
わ
か
る
。
ま
た
、

あ
の
血
の
気
の
多
い
韓
国
・
朝

鮮
の
男
た
ち
が
20
万
人
も
の
自

分
た
ち
の
妻
、
娘
、
恋
人
た
ち

が
無
理
や
り
日
本
兵
に
連
行
さ

れ
て
い
く
の
を
指
を
く
わ
え
て

見
て
い
た
と
い
う
の
か
。
こ
れ

も
あ
り
え
な
い
。

で
は
ど
こ
を
探
し
て
も
日
本

兵
と
の
混
血
児
が
大
量
に
見
当

た
ら
な
い
理
由
は
何
か
。
誤
解

を
恐
れ
ず
に
勇
気
を
も
っ
て
書

か
せ
て
い
た
だ
く
と
、
私
は
慰

安
所
の
存
在
と
日
本
軍
に
よ
る

慰
安
婦
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
お

陰
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
即
ち
、

こ
の
制
度
の
お
陰
で
日
本
兵
は

現
地
の
婦
女
子
を
蹂
躙
し
た
り

性
的
暴
行
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
衛
生
管
理
を
徹

底
す
る
こ
と
に
よ
り
性
病
や
疫

病
の
蔓
延
を
防
い
だ
と
も
い
え

る
。
言
い
方
は
変
だ
が
、
今
に

し
て
思
う
と
大
変
合
理
的
な
シ

ス
テ
ム
で
現
地
の
婦
女
子
を
救

っ
た
し
、
米
兵
や
韓
国
兵
が
起

こ
し
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
悲

劇
を
生
ま
な
く
て
済
ん
だ
と
も

い
え
る
の
だ
。
か
と
い
っ
て
、

私
は
こ
の
制
度
を
決
し
て
肯
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現

在
の
価
値
観
か
ら
考
え
る
と
決

し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
制
度

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
事
も
現

在
の
価
値
観
に
当
て
は
め
て
し

ま
う
と
問
題
の
本
質
を
見
失
っ

て
し
ま
う
。
「
慰
安
婦
」
が
い

わ
ば
高
給
取
り
の
売
春
婦
で
あ

り
、
そ
の
施
設
も
軍
の
認
可
を

受
け
た
売
春
所
（
宿
）
で
あ
っ

た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
さ

ま
ざ
ま
な
資
料
が
そ
れ
を
裏
付

け
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
で
赤

線
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は

１
９
５
８
年
で
あ
り
、
戦
後
13

年
経
っ
て
か
ら
だ
。
韓
国
の
妓

生
（
キ
ー
セ
ン
）
制
度
に
い
た

っ
て
は
正
式
に
廃
止
さ
れ
た
の

は
今
世
紀
に
入
っ
た
２
０
０
４

年
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ま
で
は
両

国
で
「
売
春
」
は
職
業
と
し
て

公
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

「
慰
安
婦
」
と
い
う
言
葉
に

し
て
も
90
年
代
に
な
っ
て
広
ま

っ
た
も
の
だ
。
軍
な
ど
の
記
録

に
よ
る
と
当
時
は
「
女
性
接
客

者
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
し
、

「
慰
安
所
」
も
「
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ス
」
と
記
載
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う

な
状
況
下
で
現
在
の
価
値
観
だ

け
を
当
て
は
め
て
「
慰
安
婦
」

に
対
し
て
「
女
性
の
人
権
」
を

云
々
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い

る
。
「
お
国
の
た
め
」
に
進
ん

で
慰
安
婦
に
応
募
し
た
日
本
女

性
も
少
な
か
ら
ず
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
今
」

の
感
覚
で
「
慰
安
婦
」
を
論
じ

る
こ
と
は
む
し
ろ
彼
女
た
ち
に

対
す
る
冒
涜
に
な
り
は
し
な
い

か
。英

国
穆
穆
穇
に
よ
る
と
、
17

年
９
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
「
ベ
ト

ナ
ム
で
被
害
に
遭
っ
た
女
性
と

子
供
た
ち
を
救
う
」
市
民
団
体

「
ラ
イ
ダ
イ
ハ
ン
の
た
め
の
正

義
」
が
設
立
さ
れ
、
韓
国
政
府

に
謝
罪
を
求
め
る
運
動
を
開
始

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
英
国
人

彫
刻
家
が
制
作
し
た
等
身
大
の

「
ラ
イ
ダ
イ
ハ
ン
像
」
を
在
ベ

ト
ナ
ム
韓
国
大
使
館
前
な
ど
に

設
置
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い

る
と
も
伝
え
て
い
る
。
ま
さ
に

韓
国
政
府
や
反
日
勢
力
に
と
っ

て
は
ブ
ー
メ
ラ
ン
だ
。
で
も
何

故
ロ
ン
ド
ン
な
ん
だ
？
　
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

「
ミ
ス
・
サ
イ
ゴ
ン
」
を
観
た

ロ
ン
ド
ン
市
民
の
間
で
、
ブ
イ

ド
イ
か
ら
ラ
イ
ダ
イ
ハ
ン
を
想

起
さ
せ
、
ベ
ト
ナ
ム
で
非
道
を

尽
く
し
た
韓
国
（
軍
）
に
非
難

の
矛
先
を
向
け
る
に
至
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
「
ミ
ス
・
サ

イ
ゴ
ン
」
は
も
と
も
と
89
年
に

ロ
ン
ド
ン
で
初
演
さ
れ
91
年
に

鳴
り
物
入
り
で
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ

イ
に
や
っ
て
き
た
。
今
回
の
25

周
年
記
念
公
演
も
ま
ず
は
ロ
ン

ド
ン
で
上
演
さ
れ
て
か
ら
ブ
ロ

ー
ド
ウ
ェ
イ
入
り
し
た
。
だ
と

す
れ
ば
ロ
ン
ド
ン
が
反
韓
運
動

の
発
祥
の
地
と
な
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な

い
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
身
に
覚
え

の
な
い
「
慰
安
婦
問
題
」
で
虐

め
ら
れ
続
け
る
日
本
人
に
と
っ

て
「
ミ
ス
・
サ
イ
ゴ
ン
」
は
必

見
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
あ
ろ

う
。
終
了
ま
で
あ
と
数
日
だ
。

是
非
劇
場
に
足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。
（
白
田
正
樹
、
音

楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
バ
ー

ゲ
ン
郡
の
フ
ォ
ー
ト
リ
ー
区
議

会
は
12
月
14
日
、
旧
日
本
軍
の

慰
安
婦
碑
の
設
置
を
全
会
一
致

で
決
め
た
。
慰
安
婦
碑
は
現
在
、

全
米
で
10
個
ほ
ど
あ
る
が
、
同

州
で
は
５
例
目
と
な
る
。
場
所

は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
公
有
地

に
建
て
ら
れ
る
予
定
。
デ
ザ
イ

ン
は
決
定
し
て
お
り
、
設
置
運

動
を
始
め
た
地
元
の
高
校
生
ら

に
よ
る
碑
文
が
刻
ま
れ
る
が
、

日
本
へ
の
言
及
は
な
い
と
い

う
。フ

ォ
ー
ト
リ
ー
の
慰
安
婦
碑

建
設
は
２
０
１
３
年
に
も
市
議

会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
韓
国
系

住
民
ら
の
間
で
デ
ザ
イ
ン
や
銘

文
内
容
を
め
ぐ
り
一
致
が
な
さ

れ
な
い
な
ど
し
て
頓
挫
（
と
ん

ざ
）
し
た
。
昨
年
、
韓
国
系
を

中
心
と
す
る
高
校
生
ら
が
作
る

フ
ォ
ー
ト
リ
ー
青
少
年
協
議
会

（
Ｙ
穇
Ｆ
Ｌ
）
が
設
置
運
動
を

始
め
、
今
年
６
月
か
ら
市
議
会

で
協
議
が
開
始
さ
れ
た
。
９
月

７
日
に
開
か
れ
た
議
会
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
で
は
フ
ォ
ー
ト
リ
ー
の

日
本
人
在
住
者
ら
が
「
間
違
っ

た
歴
史
認
識
で
韓
国
系
住
民
と

日
系
住
民
を
分
断
す
る
こ
と
に

な
る
」
な
ど
と
碑
設
置
に
反
対

の
立
場
を
強
く
表
明
し
た
。

反
対
運
動
を
中
心
的
に
担
っ

て
き
た
「
ひ
ま
わ
り
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｎ
」
（
永
門
洋
子
代
表
）
が
市

長
や
市
議
会
議
員
に
働
き
か
け

た
り
韓
国
メ
デ
ィ
ア
に
「
慰
安

婦
碑
設
置
反
対
の
声
明
文
」
を

提
出
し
た
り
、
署
名
サ
イ
ト

change.org

で
５
９
２
２
人

の
慰
安
婦
碑
設
置
反
対
の
賛
同

を
集
め
フ
ォ
ー
ト
リ
ー
区
議
会

に
提
出
し
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
総
領
事
館
の
高
橋
礼
一

郎
総
領
事
も
マ
ー
ク
・
ソ
コ
リ

ッ
チ
市
長
と
面
会
し
て
説
得
に

あ
た
り
、
日
本
で
タ
レ
ン
ト
活

動
を
し
て
い
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
弁
護
士
の
ケ
ン
ト
・
ギ
ル

バ
ー
ト
さ
ん
も
市
長
に
Ｅ
メ
ー

ル
を
送
る
な
ど
し
て
設
置
反
対

を
Ｂ
え
た
。
採
決
前
に
も
フ
ォ

ー
ト
リ
ー
在
住
者
が
反
対
の
意

見
を
述
べ
た
。

ひ
ま
わ
り
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
永

門
代
表
は
「
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
が
力
及
ば
ず
、
残
念
な

結
果
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
フ
ォ
ー
ト
リ
ー
慰
安
婦
碑

に
つ
い
て
そ
の
動
向
に
注
視

し
、
皆
さ
ま
に
ご
報
告
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
話
し
て

い
る
。
ひ
ま
わ
り
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

は
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
お
よ
び

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
者
で
作
る

日
本
人
会
で
、
日
本
の
「
な
で

し
こ
ア
ク
シ
ョ
ン
」
（
山
本
優

美
子
代
表
）
の
海
外
協
力
団
体
。

フ
ォ
ー
ト
リ
ー
区
は
人
口
約

３
万
７
０
０
０
人
で
韓
国
系
住

民
は
３
割
を
超
え
る
。
隣
接
す

る
パ
リ
セ
イ
ズ
パ
ー
ク
区
に
も

慰
安
婦
碑
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。

NJ州

区
議
会
が
全
会
一
致
で
設
置
可
決

フ
ォ
ー
ト
リ
ー
に
慰
安
婦
碑

〈
寄
　
稿
〉

ド
ン
ト
・
ミ
ス
・
サ
イ
ゴ
ン

〜
人
気
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
か
ら

慰
安
婦
問
題
を
考
え
る
〜

昨
年
11
月
22
日
に
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
市
長
の
エ
ド
・
リ
ー

氏
が
市
内
の
中
華
街
に
建
て
ら

れ
た
慰
安
婦
像
を
含
む
土
地
の

譲
渡
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
正

式
に
承
認
し
た
。
こ
と
に
よ
っ

て
米
国
の
公
共
地
に
立
つ
慰
安

婦
像
は
三
つ
に
な
っ
た
。
第
一

が
２
０
１
３
年
７
月
に
建
て
ら

れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
グ
レ

ン
デ
ー
ル
市
の
慰
安
婦
像
で
あ

り
、
第
二
は
、
２
０
１
７
年
６

月
に
建
て
ら
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア

州
ブ
ル
ッ
ク
ヘ
イ
ブ
ン
市
の
も

の
で
、
い
ず
れ
も
中
小
都
市
で

あ
っ
た
が
、
大
都
市
と
し
て
は

今
回
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が

初
め
て
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
念
碑
は
い
ず
れ

も
慰
安
婦
の
像
が
記
念
碑
の
中

心
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
像
で
は
な
く
、
慰
安
婦
の

姿
を
石
版
に
彫
っ
た
記
念
碑
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
以
前
か
ら
公

共
の
場
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

最
初
の
も
の
は
、
２
０
１
０
年

10
月
に
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州

の
パ
リ
セ
ー
ド
・
パ
ー
ク
の
図

書
館
入
り
口
に
建
て
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
碑
文
に
は
「
１
９
３

０
年
代
か
ら
１
９
４
５
年
ま
で

日
本
帝
国
の
軍
隊
に
よ
っ
て
連

行
さ
れ
て
、
「
慰
安
婦
」
と
な

り
、
誰
も
が
決
し
て
忘
れ
る
べ

き
で
な
い
悪
質
な
人
権
侵
害
に

耐
え
Ｃ
い
た
20
万
人
の
女
性
と

少
女
を
記
念
し
て
。
人
道
へ
の

犯
罪
の
恐
怖
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
等
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
歴
史
的
事
実

に
反
す
る
部
分
が
あ
り
、
反
日

的
色
彩
が
強
い
。
そ
の
後
２
０

１
２
年
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市

郊
外
の
ナ
ッ
ソ
ー
郡
ウ
ェ
ス
ト

ベ
リ
ー
に
建
て
ら
れ
、
２
０
１

３
年
に
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ベ
リ
ー

に
も
う
一
つ
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ

ー
ジ
ー
の
ハ
ッ
ケ
ン
サ
ッ
ク
に

同
様
の
も
の
が
建
て
ら
れ
た
。

更
に
２
０
１
４
年
に
は
、
ヴ
ァ

ー
ジ
ニ
ア
州
フ
ェ
ア
フ
ァ
ク
ス

郡
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の

ユ
ニ
オ
ン
シ
テ
ィ
に
建
て
ら

れ
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
は
、

後
で
述
べ
る
グ
レ
ン
デ
ー
ル
裁

判
の
影
響
に
よ
っ
て
、
動
き
が

静
ま
っ
て
い
た
が
、
裁
判
の
終

結
が
明
ら
か
に
な
っ
た
２
０
１

７
年
初
頭
か
ら
、
慰
安
婦
像
の

建
設
が
再
開
さ
れ
て
き
て
い

る
。
今
後
は
更
に
様
々
な
都
市

に
同
じ
よ
う
な
記
念
碑
が
建
て

ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
慰
安
婦
碑
や
像
の

設
立
は
実
は
２
０
０
７
年
の
米

国
議
会
の
下
院
で
な
さ
れ
た
決

議
１
２
１
号
「
日
本
非
難
決
議
」

が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

決
議
を
推
進
し
た
の
が
実
は
日

系
ア
メ
リ
カ
人
の
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
地
区

選
出
の
マ
イ
ク
・
ホ
ン
ダ
議
員

（
当
時
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
決

議
は
、
１
９
９
６
年
に
国
連
の

特
別
報
告
者
の
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ

女
史
の
作
成
し
た
「
慰
安
婦
」

に
関
す
る
報
告
書
を
元
に
し
た

も
の
で
、
そ
の
内
容
は
「
慰
安

婦
は
強
制
的
に
連
行
さ
れ
、
性

奴
隷
に
さ
れ
て
、
輪
姦
、
性
暴

力
、
堕
胎
な
ど
の
極
度
の
苦
難

を
受
け
た
者
」
と
さ
れ
さ
ら
に

「
そ
れ
は
20
世
紀
で
も
特
筆
す

べ
き
人
身
売
買
で
あ
っ
た
」
と

結
論
付
け
て
、
日
本
政
府
に
謝

罪
を
求
め
る
極
め
て
厳
し
い
決

議
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の

決
議
は
、
下
院
で
な
さ
れ
た
だ

け
で
、
上
院
で
は
審
議
さ
れ
ず
、

当
時
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
も
そ

れ
と
は
距
離
を
置
い
て
い
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
決

議
で
は
、
慰
安
婦
は
「
強
制
的

に
連
行
さ
れ
」
、
「
自
由
の
な
い

性
奴
隷
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、

日
本
政
府
が
著
し
い
人
権
侵
害

の
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
決
議
は
、
単
に
慰
安
婦

碑
の
建
設
を
い
く
つ
か
の
都
市

に
建
て
る
こ
と
を
誘
導
し
た
だ

け
で
は
な
く
、
米
国
内
の
州
や

市
で
「
日
本
非
難
」
の
決
議
が

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
州
レ

ベ
ル
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
イ
リ
ノ

イ
が
、
市
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
ミ
ル
ビ
タ
ス
、
フ
ラ
ー

ト
ン
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市

が
そ
の
よ
う
な
決
議
を
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
慰
安
婦
に
つ
い

て
の
厳
し
い
理
解
は
、
前
述
の

国
連
特
別
報
告
者
の
報
告
を
元

に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

報
告
は
、
特
別
報
告
者
が
日
本
、

韓
国
と
北
朝
鮮
を
短
期
間
訪
問

し
た
結
果
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
当
時
英
文

で
書
か
れ
た
数
少
な
い
著
書
で

あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ヒ
ッ
ク
ス

の
『
慰
安
婦
』
を
基
盤
と
し
て

書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
更
に

吉
田
清
治
の
『
私
の
戦
争
犯
罪
』

に
書
か
れ
て
い
る
婦
女
子
の
強

制
調
達
を
ま
と
も
に
信
じ
て
書

か
れ
た
も
の
で
、
信
頼
で
き
る

報
告
書
で
は
な
い
。
吉
田
清
治

に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、

報
告
書
が
出
さ
れ
た
時
点
で

は
、
実
は
既
に
そ
の
虚
構
が
知

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
回
以
降
に

述
べ
る
よ
う
に
日
本
国
の
名
誉

は
国
際
連
合
の
軽
率
な
報
告
に

よ
っ
て
、
「
慰
安
婦
」
に
つ
い

て
世
界
に
間
違
っ
た
情
報
が
流

さ
れ
、
日
本
政
府
は
深
刻
な
人

権
侵
害
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
特
に
日
本
と

の
競
争
意
識
の
強
い
韓
国
が
日

本
を
蔑
む
道
具
と
し
て
利
用
で

き
る
こ
と
を
見
出
し
て
、
そ
れ

を
利
用
し
て
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
蔑
む
た
め
に
使
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

歴
史
の
真
実
を
求
め
る
世
界
連

合
の
会
　
理
事
長

目
良
浩
一

慰安婦像がなぜ米国各地に広がっているのか

意見広告

歴史の真実を求める世界連合会
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１
９
９
６
年
、
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
い
た
国
連
特
別
報

告
書
が
世
界
に
流
さ
れ
て
日
本
は
罪
を
着
せ
ら
れ
た
。

●海外から歴史問題を考えるシリーズ ①


