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時
、
こ
の
前
を
数
百
回
と
通

り
、
平
壌
の
幾
人
の
知
り
合

い
に
聞
い
て
み
た
が
、
教
え

て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
答

え
を
労
働
新
聞
８
日
付
が
公

開
し
た
。
金
日
成
主
席
が
錦

繍
山
議
事
堂
（
現
在
の
錦
繍

山
太
陽
宮
殿
）
で
執
務
を
始

め
た
１
９
７
７
年
ま
で
長
ら
く
暮

ら
し
て
い
た
邸
宅
が
あ
る
と
い
う

▼
こ
の
場
所
に
約
８
０
０
世
帯
か

ら
成
る
普
通
江
川
岸
段
々
式
住
宅

区
が
建
設
中
だ
。
金
正
恩
総
書
記

は
こ
の
地
区
を
２
回
現
地
視
察

（
３
月
26
日
、
４
月
１
日
発
朝
鮮

中
央
通
信
）。
労
働
新
聞
に
よ
る

　

万
寿
台
議
事
堂
か
ら
普
通
門
に

向
か
う
途
中
に
、
小
さ
な
ロ
ー
タ

リ
ー
が
あ
る
。
左
に
行
け
ば
ロ
シ

ア
大
使
館
が
あ
る
。
右
へ
も
道
が

あ
り
、
そ
の
奥
に
木
々
が
生
い
茂

っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
で
も
通

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
体
、
何

が
あ
る
か
▼
筆
者
は
平
壌
滞
在

と
総
書
記
は
、
邸
宅
を
撤
去
し

て
、
国
家
機
関
や
文
化
会
館
の
よ

う
な
公
共
建
物
で
は
な
く
人
民
が

使
う
住
宅
を
建
設
し
よ
う
と
す
る

構
想
に
つ
い
て
述
べ
た
と
い
う
▼

50
年
前
の
４
月
15
日
、
主
席
の
生

誕
日
を
祝
い
練
光
中
学
校
の
生
徒

ら
が
花
か
ご
を
持
っ
て
胸
を
躍
ら

な
い
こ
と
が
少
し
惜
し
い
と
話
し

た
▼
こ
の
特
別
な
場
所
に
ど
の
よ

う
な
人
が
住
む
こ
と
に
な
る
の

か
。
総
書
記
は
、
党
と
国
家
の
た

め
献
身
的
に
服
務
し
て
い
る
功
労

者
と
科
学
者
、
教
育
者
、
文
筆
家

な
ど
勤
労
者
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ

う
と
思
う
と
述
べ
た
。　
　

（
進
）

せ
な
が
ら
邸
宅
を
訪
ね
た
の

だ
が
、
想
像
と
違
い
あ
ま
り

に
も
質
素
な
家
に
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
た
と
い
う
逸
話
も
あ

る
。
総
書
記
は
、
邸
宅
を

「
革
命
事
績
館
」
と
し
て
残

し
、
人
々
に
主
席
の
人
民
的

な
風
貌
を
見
せ
て
あ
げ
ら
れ
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　朝鮮外務省日本研究所の曺喜勝上級

研究員（歴史学学会委員長）は11日、

外務省ＨＰに「歴史わい曲の極致―日

本政府の答弁書」と題した談話を発表

し、日本軍性奴隷制の名称をめぐる日

本政府の歴史わい曲を非難した。

　日本政府は４月27日、「従軍慰安

婦」という表現は「誤解を招く恐れが

ある」として、単に「慰安婦」とする

のが適切とする答弁書を閣議決定し

た。第２次大戦中の朝鮮半島から日本

本土への労働者の動員を「強制連行」

とひとくくりにする表現も適切でない

などとした。

　これに対し談話は、「日本政府が被

害者たちを再び傷つける答弁書を決定

したことは、なんとしても国家的責任

を回避し、過去の犯罪を美化粉飾し

て、次世代にわい曲された歴史観と復

讐主義の思想を注入し、侵略の歴史を

繰り返そうとする容認できない挑戦行

為」だと断罪。「日本の政治家の靖国

神社参拝と歴史教科書のわい曲、憲法

改悪、自衛隊の再配置と軍事力増強策

動がそれを如実に物語っている」と主

張した。

　また、「日本が歳月とともに過去の

侵略歴史と犯罪蛮行を忘却させること

ができると考えるのなら、それほど大

きな誤算はない」としながら、「前世

紀、平和を破壊し、人権を蹂躙した日

本の軍国主義者の罪は時効のない特大

型反人倫的犯罪であり、表現や語句を

変えてその侵略性と強制性を隠ぺいし

ようとする手段は通じない」と強調し

た。

　そのうえで、「日本政府の答弁書は

むしろ、国際社会の正義と人類の良心

を愚弄し、自らの道徳的低劣性と破廉

恥性をあらわにした告発状、公開状と

言ってしかるべきだろう」と皮肉っ

た。

〝〝歴史わい曲の極致歴史わい曲の極致〟〟
性奴隷名称めぐる答弁書を非難　日本研究所上級研究員

今
日
の
紙
面

７
５
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朝
鮮
中
央
通
信
は
13
日
、
日

本
政
府
が
２
０
２
１
年
の
外
交

青
書
に
独
島
を
「
日
本
固
有
の

領
土
」
と
明
記
し
た
こ
と
を
非

難
す
る
論
評
を
配
信
し
た
。

　

外
交
青
書
は
、
過
去
１
年

間
、
日
本
外
務
省
が
把
握
し
た

国
際
情
勢
と
、
日
本
の
外
交
活

動
全
般
を
記
録
し
た
文
書
で
、

１
９
５
７
年
か
ら
毎
年
発
刊
さ

れ
て
き
た
。
外
務
省
は
４
月
27

日
の
閣
議
で
報
告
さ
れ
た
２
０

２
１
年
度
版
の
青
書
で
も
独
島

が
「
日
本
の
固
有
の
領
土
」
だ

と
い
う
強
引
な
主
張
を
繰
り
返

し
た
。
菅
政
権
発
足
後
は
初
と

な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
朝
鮮
中
央
通

信
社
論
評
は
「
世
紀
を
ま
た
い

で
続
く
日
本
反
動
層
の
執
よ
う

か
つ
根
深
い
領
土
強
奪
策
動
の

延
長
と
し
て
、
絶
対
に
許
さ
れ

な
い
」
と
非
難
し
た
。

　

論
評
は
「
独
島
が
わ
れ
わ
れ

の
領
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
国
際
社
会
も
認
め
て
い
る

事
実
」
と
し
た
う
え
で
、「
日

本
の
反
動
層
は
教
科
書
な
ど
を

通
じ
て
、
国
民
と
次
世
代
に
わ

い
曲
さ
れ
た
歴
史
観
を
植
え
つ

け
る
と
と
も
に
、
侵
略
思
想
を

露
骨
に
注
入
し
て
い
る
」
と

し
、「
日
本
の
独
島
強
奪
策
動

こ
そ
、
大
陸
侵
略
の
発
火
点
を

も
た
ら
す
危
険
極
ま
り
な
い
挑

発
策
動
、
戦
争
策
動
だ
」
と
糾

弾
し
た
。

〝
大
陸
侵
略
の
発
火
点
も
た
ら
す
〟

独
島
を
め
ぐ
る
外
交
青
書
を
非
難

姜
昌
仁
さ
ん

姜
昌
仁
さ
ん
（（
7575
））　　
女
性
同
盟
兵
庫

女
性
同
盟
兵
庫
・・
須
磨
垂
水
支
部
妙
法
寺
分
会
顧
問

須
磨
垂
水
支
部
妙
法
寺
分
会
顧
問

④

　

地
域
で
開
催
さ
れ
る
新
年
会
や
学
習
会
な
ど

何
か
集
ま
り
が
あ
れ
ば
顔
を
出
し
、
そ
の
際
に

は
、
必
ず
署
名
用
紙
を
持
参
す
る

―
。

　

「
も
う
習
慣
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
」

　

女
性
同
盟
兵
庫
・
須
磨
垂
水
支
部
妙
法
寺
分

会
顧
問
の
姜
昌
仁
さ
ん
（
75
）
は
、
清
々
し
い

表
情
で
そ
う
語
っ
た
。

　

姜
さ
ん
は
、
日
本
の
定
時
制
高
校
を
卒
業
後

に
青
年
学
校
に
通
い
、
朝
青
活
動
を
経
て
、
総

聯
兵
庫
県
本
部
に
勤
め
る
過
程
で
、
朝
鮮
の
言

葉
や
文
化
、
歴
史
に
触
れ
、
学
ん
だ
。
以
後
、

義
母
が
分
会
長
を
務
め
た
現
在
の
居
住
分
会

で
、
35
年
も
の
間
そ
の
意
思
を
継
ぎ
、
分
会
長

と
し
て
奔
走
し
て
き
た
。

　

そ
ん
な
人
生
を
歩
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
幼

保
無
償
化
制
度
か
ら
朝
鮮
幼
稚
園
な
ど
外
国
人

学
校
幼
稚
園
が
対
象
外
と
な
る
と
聞
い
た
と
き

に
は
「
戦
前
か
ら
何
も
変
わ
ら
な
い
現
状
に
心

底
怒
り
が
沸
い
た
」。

　

そ
し
て
実
体
験
か
ら
く
る
教
訓
だ
と
、
こ
う

続
け
た
。

　

「
朝
鮮
人
の
精
神
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に

は
民
族
教
育
し
か
な
い
」

　

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
行
う
署
名
集
め
は
、

朝
鮮
学
校
へ
の
理
解
を
広
げ
る
た
め
に
も
大
切

な
手
段
だ
と
姜
さ
ん
は
い
う
。
彼
女
が
特
に
そ

れ
を
実
感
し
た
の
は
、
署
名
を
集
め
よ
う
と
参

加
し
た
あ
る
勉
強
会
で
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

当
時
、
姜
さ
ん
が
自
己
紹
介
を
し
、
在
日
朝

今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
〝
選
択
〟

鮮
人
を
取
り
巻
く
差
別
の
現
状
に
つ
い
て
話
し

た
と
き
、
あ
る
参
加
者
か
ら
こ
ん
な
言
葉
が
返

っ
て
き
た
。

　

「
ク
ラ
ス
に
１
人
か
２
人
ほ
ど
在
日
の
子
が

い
た
け
ど
、
自
分
は
差
別
し
た
こ
と
は
な
い
」

　

「
あ
の
と
き
、
思
っ
た
ん
で
す
。
無
知
や
無

自
覚
が
圧
倒
的
に
多
い
な
と
。
自
分
が
直
接
い

じ
め
な
か
っ
た
ら
済
む
話
で
は
な
く
、
こ
れ
は

社
会
的
に
問
わ
れ
て
い
る
問
題
。
現
に
日
本
が

朝
鮮
を
植
民
地
に
し
た
歴
史
の
う
え
に
私
た
ち

在
日
朝
鮮
人
が
い
る
。
こ
う
い
う
問
題
に
対

し
、
い
か
に
当
事
者
と
し
て
向
き
合
っ
て
い
る

の
か
な
と
。
そ
う
思
う
と
、
署
名
集
め
も
、
た

だ
用
紙
を
渡
す
だ
け
で
な
く
、
事
実
を
知
ら
せ

て
理
解
者
や
支
援
者
を
増
や
す
手
段
に
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
今
回
の
１
０
０
万
人
署
名
運

動
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
も
署
名
を
集
め
る
と

な
れ
ば
、
そ
う
い
う
意
識
で
常
に
用
紙
を
持
ち

歩
い
て
い
ま
す
」
（
姜
さ
ん
）

　

「
今
日
は
何
枚
書
い
て
も
ら
お
う
か
」「
こ

の
人
に
会
っ
た
ら
書
い
て
も
ら
お
う
」。
い
つ

も
姜
さ
ん
の
頭
の
中
を
め
ぐ
る
そ
ん
な
思
い
た

ち
。

　

署
名
数
は
集
ま
り
、
支
援
の
世
論
は
高
ま
る

が
、
一
方
で
朝
鮮
幼
稚
園
の
園
児
ら
は
依
然
、

無
償
化
対
象
の
枠
の
外
に
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
現
状
を
踏
ま
え
、
姜
さ
ん
は
、
署

名
集
め
の
意
義
を
改
め
て
強
調
し
な
が
ら
、
最

後
に
こ
う
付
け
加
え
た
。

　

「
当
事
者
が
声
を
あ
げ
な
い
と
変
わ
ら
な
い

よ
う
な
社
会
が
ま
だ
あ
る
以
上
は
、
声
を
あ
げ

る
と
い
う
選
択
は
変
わ
ら
な
い
。
署
名
運
動
も

そ
の
一
環
で
す
」

（
韓
賢
珠
）

続く民族教育擁護運動を考える続く民族教育擁護運動を考える

明
日
に
つ
な
げ
る

明
日
に
つ
な
げ
る
―
無
償
化
裁
判
が
も
た
ら
し
た
も
の
―

―
無
償
化
裁
判
が
も
た
ら
し
た
も
の
―

　

２
０
１
０
年
に
高
校
無
償
化

制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
今

年
で
11
年
目
を
迎
え
た
。
同
制

度
は
、
当
初
、
朝
鮮
高
校
を
含

む
外
国
人
学
校
ま
で
対
象
と
し

た
画
期
的
な
政
策
と
し
て
注
目

を
浴
び
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
方
針
は
一

転
、
民
主
党
政
権
は
「
政
治
や

外
交
と
は
切
り
離
し
て
判
断
す

る
」
と
明
言
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
延
坪
島
砲
撃
事
件
な
ど

を
理
由
に
朝
鮮
高
校
適
用
に
関

す
る
審
査
を
中
断
し
た
。
さ
ら

に
第
２
次
安
倍
政
権
は
、
発
足

後
真
っ
先
に
朝
鮮
高
校
の
指
定

根
拠
と
な
る
「
規
定
ハ
」
を
削

除
す
る
前
代
未
聞
の
省
令
改
悪

を
は
た
ら
き
、
朝
鮮
高
校
の
み

を
無
償
化
の
対
象
外
と
す
る
異

例
の
措
置
を
と
っ
た
。

　

以
降
、
２
０
１
３
年
か
ら
各

地
５
カ
所
の
朝
鮮
高
校
に
通
う

生
徒
や
卒
業
生
ら
が
原
告
と
な

り
始
ま
っ
た
裁
判
は
、
昨
年
ま

で
に
東
京
、
大
阪
、
愛
知
で
そ

れ
ぞ
れ
原
告
敗
訴
が
確
定
し
て

い
る
（
広
島
、
九
州
は
最
高
裁

へ
上
告
中
）。

　

「
教
員
と
し
て
母
校
に
帰
っ

て
き
て
再
び
こ
の
問
題
に
向
き

合
っ
て
い
ま
す
。
…
声
を
あ
げ

行
動
し
、
こ
の
問
題
の
不
当
性

を
世
に
訴
え
続
け
る
こ
と
で
支

援
の
輪
が
広
が
り
ま
し
た
。
も

し
声
を
あ
げ
続
け
な
か
っ
た

ら
、
こ
こ
ま
で
多
く
の
方
々
が

問
題
を
正
し
く
認
知
で
き
た
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
主
張
が

正
し
い
と
い
う
の
は
こ
の
連
帯

の
事
実
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

生
徒
た
ち
に
異
国
の
地
で
も
朝

鮮
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
素

晴
ら
し
さ
を
示
す
た
め
に
も
勝

利
の
日
ま
で
闘
い
つ
づ
け
た
い

で
す
」
（
２
月
13
日
、「
高
校
無

償
化
即
時
適
用
実
現
全
国
統
一

行
動
に
連
帯
す
る
福
岡
県
民
集

会
」
で
の
九
州
中
高
・
余
信
徹

教
員
の
発
言
よ
り
）

　

大
阪
地
裁
で
の
歴
史
的
勝
訴

を
除
い
て
は
不
当
判
決
が
続

き
、
右
倣
え
で
国
に
白
旗
を
あ

げ
る
司
法
を
前
に
し
て
も
な

お
、
原
告
と
か
れ
ら
を
支
え
る

多
く
の
関
係
者
た
ち
は
、
国
の

行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
い
ま

も
世
論
に
訴
え
続
け
て
い
る
。

　

裁
判
闘
争
が
終
盤
を
迎
え
る

な
か
、
こ
れ
ま
で
街
頭
宣
伝
や

署
名
集
め
、
国
や
自
治
体
へ
の

要
請
活
動
な
ど
、
各
地
の
関
係

者
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き

た
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
と
、
そ
の

過
程
で
生
ま
れ
た
市
民
ら
の
連

帯
の
輪
は
、
幼
保
無
償
化
や
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
学
生
支
援
緊

急
給
付
金
か
ら
の
除
外
な
ど
、

い
ま
も
同
様
の
文
脈
で
侵
害
さ

れ
る
在
日
朝
鮮
人
児
童
、
生

徒
、
学
生
ら
の
基
本
的
人
権
と

学
習
権
を
守
る
闘
い
に
お
い
て

大
き
な
力
と
な
り
、
運
動
を
支

え
て
い
る
。

　

不
条
理
を
前
に
涙
す
る
子
ど

も
た
ち
の
姿
を
た
だ
記
憶
す
る

だ
け
で
な
く
、
裁
判
闘
争
と
い

う
経
験
を
明
日
に
ど
の
よ
う
に

つ
な
げ
て
い
く
の
か
。

　

新
連
載
「
明
日
に
つ
な
げ
る

―
無
償
化
裁
判
が
も
た
ら
し
た

も
の
―
」
で
は
、
先
述
の
連
帯

を
体
現
し
て
き
た
各
地
の
弁
護

団
と
そ
の
関
係
者
た
ち
に
ス
ポ

ッ
ト
を
あ
て
る
。
か
れ
ら
が
弁

護
団
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た

経
緯
や
裁
判
過
程
で
の
気
づ

き
、
見
据
え
る
課
題
な
ど
か

ら
、
無
償
化
裁
判
が
も
た
ら
し

た
も
の
が
何
か
を
確
認
し
、
今

後
も
続
く
民
族
教
育
擁
護
運
動

に
つ
い
て
考
え
る
。
（
韓
賢

珠
、
７
面
に
関
連
記
事
）

　■高校無償化制度と朝鮮高校除外

　民主党政権の目玉政策として2010年度にスタートした

「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」は、高校無償

化法（高等学校等就学支援金の支給に関する法律）に基づ

き、授業料の低減を目的に公立高校の授業料を無償化、ま

た私立高校（外国人学校含む）には就学支援金を支給する

制度だ。当初、朝鮮高校は無償化の対象に含まれていた

が、中井拉致担当相（当時）の除外要請など一部国会議員

らの横やりにより、朝鮮高校を無償化対象にするか否かを

判断するため、検討会議が発足される（2010年５月）。そ

の後、同年11月23日の延坪島砲撃事件を機に、審査は凍結

（2010年11月）され、審査再開（2011年８月）後も結論が

出ないまま、自民党政権に移行した。2012年末、文科省は

無償化対象から朝鮮高校を外す方針を表明。翌13年２月20

日付で文部科学省令の改悪により、朝鮮高校の無償化適用

根拠となる規定を削除し、制度の対象外となったことが各

地の朝高に通知された。

▲１審判決後、会見に臨む九州弁護団と学校関係者たち (2019年３月14日 )


