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記
憶
に
対
す
る
解
釈
が
政
治
的
･イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に

な
さ
れ
た
と
し
て
も
'
強
烈
で
鮮
烈
な
記
憶
そ
の
も
の
は
'

強圧的で理不尽な教育が
何十年も記憶の底によこたわる不幸
日本の偲佑｢満洲国｣によるものを忘却してはならない

安田敏朗

そ
う
大
幅
に

本
書
は
､
植
民
地
教
育
史
を
専

門
と
す
る
編
著
者
が
こ
の
十
年
間

に
あ
つ
め
た
､
旧

｢満
洲
国
｣
で

教
育
窄
つ
け
た
ひ
と
び
と
の
証
言

集
で
あ
る
｡
取
材
対
象
は
千
二
百

人
を
こ
え
､
中
国
で

『日
本
在
華

植
民
地
教
育
体
験
録
』
と
し
て
出

版
準
備
が
す
す
ん
で
い
る
と
い
う

の
だ
が
､
う
ち
五
十
名
の
証
言
を

｢日
本
人
に
よ
ん
で
も
ら
い
た
い
｣

と
訳
者
に
託
し
た
も
の
が
本
書
で

あ
る
｡
訳
者
に
も
自
身
で
証
言
を

あ
つ
め
た

『大
連

ア
カ
シ
ア
の

学
窓
』
(明
石
書
店
､
二
〇
〇
三

年
)が
あ
る
と
は
い
え
､五
〇
〇
頁

を
こ
え
る
大
部
の
翻
訳
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
に
､敬
意
を
表
し
た
い
｡

証
言
者
の
生
年
は
､
一
九
一
〇

年
か
ら

一
九
三
三
年
に
わ
た
る

(
T
九
一
〇
年
代
が
三
名
'
二
〇

年
代
前
半
が
十
三
名
､
後
半
が
二

十
七
名
'
三
〇
年
代
前
半
が
七

名
)
O
民
族
別

(現
在
の
呼
称
)

で
は
朝
鮮
族
二
名
'満
洲
族
五
名
､

モ
ン
ゴ
ル
族
三
名
以
外
は
漢
族
｡

女
性
は
四
名

(う
ち
満
洲
族
が
1

名
)
と
一
割
に
み
た
な
い
｡
一
九

は
か
わ
ら
な

二
〇
年
代
に
証
言
者
が
四
十
名
と

集
中
し
､
二
四
年
か
ら
二
六
年
に

限
定
す
れ
ば
二
十
人
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
､
｢満
洲
国
｣
成
立
前

後
に
学
齢
期
に
達
し
､
自
分
の
学

校
教
育
歴
が
十
四
年
間
と
い
う

｢満
洲
国
｣
支
配
下
に
ほ
ぼ
お
さ

ま
っ
て
し
ま
っ
た
方
々
か
ら
多
数

の
貴
重
な
証
言
が
え
ら
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
｡師
範
学
校
(節

道
学
校
t
と
い
っ
た
)
を
卒
業
し

｢満
洲
国
｣
の
教
員
と
な
っ
た
四

人
の
証
言
も
あ
る
ど

の
よ
う
に
､

｢満
洲
国
｣
お
よ
び
旅
順
に
お
け

る
初
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
か

け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
ど

の
よ
う
な
教
育
が
な
さ
れ
て
い
た

の
か
を
､
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
｡
副
題
に
あ
る
よ

う
に
､
こ
の
時
期
の

｢満
洲
国
｣

に
よ
る
教
育
は
｢奴
隷
化
教
育
(奴

化
教
育
)｣
と
中
国
で
は
称
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
解
釈
に
あ
や
ま
り

は
な
い
だ
ろ
う
が
'
み
ず
か
ら
の

教
育
歴
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
っ
た

と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､
つ
ら

い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢抗
し
て
｣

い
だ
ろ
う

と
も
あ
る
の
は
'
教
育

に
他
の
遠

択
肢
が
な
く
､
親
に
学

費
な
ど
で

負
担
を
か
け
つ
つ
も
､

や
は
り
植

民
地
支
配
へ
の
憤
慨
を

も
ち
つ
づ

け
て
き
た
証
言
者
た
ち

の
気
持
を

代
弁
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
｡

取
材
年
は
ほ
と
ん
ど
が
二
〇

〇

〇
年
な
の
で
'
大
半
が
七
〇
代

｡

記
憶
は
暖
昧
に
な
っ
て
い
な
い

と

断
言
は
で
き
な
い
し
'
あ
と
か
ら

の
操
作
も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
｡
し

か
し
'
記
憶
に
対
す
る
解
釈
が
政

治
的
･
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
な
さ

れ
た
と
し
て
も
､
強
烈
で
鮮
烈
な

記
憶
そ
の
も
の
は
､
そ
う
大
幅
に

は
か
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
う
し

た
証
言
は
'
学
問
的
さ
か
し
ら
を

ふ
り
か
ざ
さ
ず
に
謙
虚
に
き
く
べ

き
で
あ
る
｡

通
読
し
て
評
者
の

｢記
憶
｣
に

の
こ
っ
た
こ
と
を
列

記
す
る
｡
と

に
か
く
日
本
人
は
よ

く
殴
る
｡
意

味
も
な
く
殴
る
｡

中
国
人
差
別
意

識
む
き
だ
し
の
教

員
｡
日
本
人
に

は
米
､中
国
人
に

は
コ
ー
リ
ャ
ン
'

と
い
っ
た
給
食

で
の
差
別
｡
生
徒

間
で
の
密
告

(こ
れ
は
日
本
人
に

よ
る
も
の
の
他

に
､
同
民
族
に
よ

る
も
の
も
あ
っ

た
よ
う
だ
)や
｢階

級
服

従
｣
と
よ
ば
れ
た
硬
直
し
た

先
輩

後
輩
関
係
｡
学
業
を
中
断
し

て
の

｢勤
労
奉
仕
｣
と
日
本
人
生

徒
の

優
遇
｡
｢国
民
訓
｣の
暗
唱
｡

宮
城
遥
拝
の
あ
と
に
皇
帝
の
い
る

方
角
に
む
か
っ
て
の
遥
拝
｡
神
社

参
拝
.
教
科
書
で

｢満
洲
国

の

国
旗

を
学
習
し
た
あ
と
に
､
｢自

分
は

満
洲
国
人
で
す
｣
と
い
う
ま

で
教

師
に
質
問
さ
れ
つ
づ
け
た
こ

と
｡

突
然
の
荷
物
検
査

(魯
迅
や

老
舎

､
巴
金
な
ど
は
禁
書
で
あ
っ

た
)｡

教
科
目
の

｢国
語
｣
の
ひ

と
つ

と
し
て

｢日
語

(日
本
語
)｣

が
と
り
い
れ
ら
れ
た

こ
と

(
一
九

三
八
年

｢新
学

制
｣
以
降
｡
地
域

に
よ
っ
て
｢国

語
｣
科
は
｢日
語
｣

と

｢満
語

(中
国
語
)｣､
｢日
語
｣

と

｢蒙
古

語
｣
な
ど
の
く
み
あ
わ

せ
)
へ
の

違
和
感
｡
日
本
人
教
師

や
生
徒
が

つ
か
う
ブ
ロ
ー
ク
ン
･

チ
ャ
イ
lT

ズ
を

｢協
和
語
｣
と

よ
ぶ
こ
と

､
こ
れ
は
連
帯
責
任
の

た
め
に
二

列
な
ら
ん
で
む
き
あ
い

生
徒
同
士

で
ピ
ン
ク
を
く
ら
わ
し

あ
う
こ
と

を

｢協
和
ビ
ン
空

と

称
し
た
こ

と
と
あ
わ
せ
て
､
｢五

族
協
和
｣

の
内
実
を
皮
肉
に
も
象

徴
し
て
い

る
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
｡
あ
る
い

は
､
ま
ち
の
ぞ
ん
だ

遠
足
の
ほ
ろ

に
が
い
回
顧
｡
わ
ず

か
だ
が
､
日

本
人
と
の
交
流
を
な

つ
か
し
む
声

｡
ま
た
あ
る
い
は
'

漠
族
の
､
朝
鮮
族

へ
の
反
発
と
同

情
の
交
錯
｡
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を

感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
｡

ま
た
'
各
証
言
者
の
略

歴
が
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
し

た
い
｡
つ
ま
り
一




