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ま
た
、
被
害
者
の
方
々
の
心
の

問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
心
の

傷
と
い
う
の
は
お
金
と
か
時
間
で

決
し
て
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
お
金
を
払
っ
て
謝

罪
を
し
て
解
決
を
図
っ
て
き
た
歴

史
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
徴

用
工
問
題
に
つ
い
て
は
原
因
究
明

や
補
償
と
い
う
の
が
ま
だ
ま
だ
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
し
っ
か
り
と

調
査
し
て
対
応
し
て
い
く
と
い
う

姿
勢
が
日
本
政
府
に
は
も
っ
と
あ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

韓
国
側
の
対
応
に
つ
い
て
で
す

が
、
文
在
寅
大
統
領
は
大
法
院
が

出
し
た
判
決
に
対
し
て
と
り
た
て

て
声
明
を
出
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

そ
の
点
で
は
、
三
権
分
立
が
で
き

て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方

で
、
韓
国
側
に
も
日
本
の
政
府
と

話
し
合
う
姿
勢
を
と
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
徴
用
工
訴
訟
の
原
告
の

方
々
は
、
企
業
と
被
害
者
の
賠
償

請
求
問
題
で
話
を
済
ま
せ
た
い
、

日
本
政
府
に
外
交
問
題
に
し
て
ほ

し
く
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
る
よ

う
で
す
。
外
交
問
題
に
し
て
し
ま

う
と
、
日
韓
請
求
権
協
定
が
持
ち

出
さ
れ
て
う
や
む
や
に
な
っ
て
し

ま
う
と
か
、
話
し
合
い
に
時
間
が

か
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
わ
け
で
す
。
被
害
者
の
方
々
が

ご
高
齢
な
の
で
、
ど
ん
ど
ん
亡
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る

こ
と
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
る
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

韓
国
の
学
生
か
ら

次
々
に
鋭
い
質
問

Ｑ　

韓
国
の
学
生
の
反
応
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
た
か
？

　

つ
ぎ
の
よ
う
な
鋭
い
質
問
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。
①
徴
用
工
に
つ

い
て
日
本
政
府
の
公
式
見
解
で
は

「
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
強
制
と

い
う
言
葉
を
意
図
的
に
避
け
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
や
中
国
の
場

合
に
つ
い
て
は
ど
う
認
識
し
て
い

る
の
か
、
②
私
の
発
表
の
中
で
、

私
が
戦
争
に
お
け
る
被
害
は
認
識

し
て
い
て
も
、
加
害
は
認
識
し
て

い
な
か
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
日
本
の
多
く
の
学
生
も
そ

う
な
の
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
、
③
韓
国
で
は
安

倍
首
相
が
自
分
の
人
気
を
得
る
た

め
に
、
わ
ざ
と
日
韓
関
係
を
悪
化

さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
認
識
が
あ
る
が
、
日
本
に
も
そ

の
よ
う
な
認
識
は
あ
る
か
と
い
う

も
の
で
し
た
。

　

①
に
つ
い
て
は
正
直
ド
キ
リ
と

し
ま
し
た
。
朝
鮮
半
島
以
外
の
か

つ
て
日
本
の
植
民
地
下
に
あ
っ
た

国
々
や
、
日
本
の
侵
略
を
受
け
た

国
に
つ
い
て
の
質
問
が
出
る
と
は

思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

私
は
「
朝
鮮
の
植
民
地
時
代
」
ば

か
り
を
見
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

質
問
を
さ
れ
た
韓
国
の
学
生
は
、

日
本
が
行
っ
た
全
て
の
行
為
を
一

連
の
も
の
と
し
て
見
て
い
る
の
だ

と
わ
か
り
、
全
体
的
に
俯
瞰
す
る

見
方
が
私
に
は
足
り
な
か
っ
た
と

感
じ
ま
し
た
。
②
の
質
問
で
は
私

を
含
む
日
本
の
大
学
生
が
、
植
民

地
に
関
し
て
ど
の
く
ら
い
教
育
を

受
け
て
き
た
の
か
が
問
わ
れ
た
も

の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
植
民
地

時
代
に
関
し
て
十
分
な
教
育
を
受

け
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
と
思

い
ま
し
た
。
③
の
質
問
は
、
日
本

の
総
理
大
臣
が
韓
国
の
学
生
の
目

に
ど
う
写
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か

る
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

質
問
に
対
す
る
私
の
回
答
に
、

韓
国
の
学
生
は
真
剣
に
耳
を
傾
け

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
合
同

ゼ
ミ
で
日
本
の
学
生
と
韓
国
の
学

生
が
共
に
、
そ
し
て
真
剣
に
徴
用

工
問
題
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
人
と
人
と
の

繫
が
り
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
日
韓

両
国
で
暮
ら
す
人
々
の
関
係
を
よ

り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
に
違
い

な
い
と
い
う
希
望
を
く
れ
ま
し

た
。
今
回
の
合
同
ゼ
ミ
で
は
、
日

韓
関
係
史
を
研
究
し
て
い
く
上
で

最
も
基
本
的
で
大
切
な
姿
勢
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

衝
撃
を
受
け
た

高
校
の
歴
史
授
業

Ｑ　

ど
う
し
て
近
現
代
史
に
関
心
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
か
？

　

小
さ
い
頃
か
ら
テ
レ
ビ
と
か
で

戦
争
の
特
集
と
か
を
見
て
い
て
と

て
も
怖
い
と
思
っ
て
い
て
、
戦
争

の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校
生
の
時

に
日
本
史
の
先
生
が
た
ま
た
ま
先

生
個
人
の
判
断
で
植
民
地
時
代
を

詳
し
く
扱
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
ま
で
戦
争
で
日
本
は
常

に
被
害
者
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
が
、
外
国
に
行
っ
て
現
地

の
人
た
ち
に
酷
い
こ
と
を
し
て
い

た
こ
と
を
そ
の
時
に
初
め
て
知
っ

て
大
変
な
衝
撃
を
受
け
、
大
学
で

詳
し
く
勉
強
し
よ
う
と
決
め
た
ん

で
す
。

　

大
学
に
入
っ
た
際
に
分
野
を
選

択
す
る
に
あ
た
り
、
東
洋
史
と
日

本
近
現
代
史
の
両
方
が
植
民
地
時

代
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
で
ど
ち

ら
を
選
ぶ
か
迷
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、植
民
地
時
代
に
つ
い
て
は
、

日
本
近
現
代
史
で
扱
わ
れ
る
方
が

多
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
大
学
の
シ

ス
テ
ム
で
卒
業
論
文
を
書
く
に
あ

た
っ
て
、
東
洋
史
は
外
国
の
史
料

を
使
っ
て
論
文
を
書
く
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
か

ら
、
向
こ
う
の
言
葉
を
使
っ
て
向

工
の
問
題
が
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
て

い
て
、
外
交
面
で
日
韓
関
係
が
悪

化
し
て
い
た
時
だ
っ
た
の
で
、
韓

国
の
学
生
の
前
で
日
本
人
の
私
が

考
え
て
い
る
徴
用
工
問
題
を
発
表

し
た
ら
ど
ん
な
意
見
が
聞
け
る
か

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
報
告
の
発

表
時
間
は
20
分
程
度
し
か
な
か
っ

た
の
で
、
ど
こ
ま
で
内
容
を
詰
め

る
か
と
、
と
て
も
悩
ん
だ
ん
で
す

が
、
と
り
あ
え
ず
は
辞
典
と
か
教

科
書
に
載
っ
て
い
る
朝
鮮
人
強
制

連
行
と
い
う
も
の
が
、
日
本
で
は

ど
う
い
う
認
識
な
の
か
と
い
う
こ

と
を
調
べ
て
ま
と
め
ま
し
た
。
そ

の
上
で
発
表
で
は
、
私
が
日
本
の

政
府
の
対
応
に
つ
い
て
問
題
だ
と

思
っ
て
い
る
点
を
述
べ
て
、
そ
の

後
に
松
本
の
強
制
連
行
調
査
団
の

活
動
や
松
代
大
本
営
の
保
存
運
動

を
紹
介
し
ま
し
た
。

一
刻
も
早
い
解
決
が

求
め
ら
れ
て
い
る

Ｑ　

徴
用
工
問
題
に
つ
い
て
は
ど
ん

な
角
度
か
ら
扱
っ
た
の
で
す
か
？

　

私
が
問
題
だ
と
思
っ
て
い
る
の

は
、
日
本
政
府
が
日
韓
請
求
権
協

定
で
解
決
済
み
で
あ
る
と
い
う
一

点
張
り
で
、
そ
れ
以
上
話
は
し
ま

せ
ん
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。
日
韓
請
求
権
協
定
が

結
ば
れ
た
当
時
と
い
う
の
は
、
朴

正
煕
大
統
領
の
独
裁
政
権
下
に

あ
っ
て
、
補
償
を
求
め
て
い
た
元

徴
用
工
の
方
々
の
声
が
か
き
消
さ

れ
て
し
ま
い
、
補
償
を
含
め
た
は

ず
の
お
金
が
、
韓
国
の
経
済
復
興

の
た
め
に
投
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
日

韓
請
求
権
協
定
の
一
点
張
り
で
対

応
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
は
無

理
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

よ
う
に
思
い
ま
す
。

徴
用
工
問
題
に
つ
い
て

韓
国
で
発
表

Ｑ　

韓
国
で
の
合
同
合
宿
ゼ
ミ
で
、

徴
用
工
問
題
つ
い
て
発
表
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
内
容
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

信
大
人
文
学
部
の
大
串
潤
児
教

授
と
韓
国
の
光カ

ン
ウ
ン云

大
学
の
金キ

ム
グ
ァ
ン
ヨ
ル

廣
烈

先
生
が
毎
年
二
つ
の
大
学
の
合
同

ゼ
ミ
を
開
催
し
て
下
さ
っ
て
い
ま

す
。
あ
る
年
に
信
大
生
が
韓
国
へ

行
っ
た
ら
翌
年
は
光
云
大
学
の
学

生
が
信
大
に
来
て
ゼ
ミ
を
行
う
と

い
う
相
互
交
流
を
続
け
て
い
る
も

の
で
す
。
今
年
の
3
月
に
そ
の
合

同
ゼ
ミ
が
韓
国
で
あ
り
、
信
大
か

ら
は
私
を
含
め
、
3
人
が
報
告
し

ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
自
由
に
決
め

て
い
い
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、

私
は
「
徴
用
工
問
題
と
現
代
日
本

社
会
」
と
題
し
て
報
告
し
ま
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
は
徴
用
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人と人のつながりが

日韓の架け橋になる

【
２
面
に
続
く
】
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