
『翻訳と連帯　ある寄せ場労働者の「抗日パルチザン参加者たちの回想記」翻訳の軌跡』
（編訳・鈴木武、発行・同志社コリア研究センター、2023年3月17日、非売品、A5判328ページ）

※本書は『回想記』全264話から精選した28話で、電子版が発行元の同志社コリア研究センターの

ウェブサイト　https://do-cks.net/works/publication/korea05/　で読めます。QRコードは⇨
264話全訳データは 　https://fire.st/h6yq1ut にあります。

民との組織的な連帯をめざす歴史的な手がかりを探

りました。

　抗日パルチザン闘争と在日朝鮮人運動から先人の

闘いを知り、学ぶことは、私たち自身の生きる糧で

す。国際主義の伝統はどこにあったのか。労働者に

国境はありません。なぜいがみあい対立しなければ

ならないのか、どうすれば手を繋ぐことができるの

か。ともに読み、考え、話し合いましょう。

日 時　12月 8日	 	場 所　赤羽北区民センター（赤羽北ふれあい館）
　（日）午後１時15分～４時半　　　　第１和室（椅子・座布団あり。アクトピア北赤羽六号館3階） 

J R埼京線北赤羽」駅赤羽口から徒歩1分、北区赤羽2–25-8

参加費　ひとり500円（要予約）

主催（予約）　前田年昭　　メール　tmaeda1966516@gmail.com
電 話　080–5075–6869

○参加希望の方は事前にお申し込みください（電話・メール）。
○当日は報告者の問題提起と、感想や意見の交流、討議を行います。
○あらかじめ対象テキストを読んできてください。

『
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
参
加
者
た
ち
の
回
想
記
』読
書
会
vol.
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　第 1 回読書会（昨年 5 月20日）で、「回想記」の

歴史的背景、朝鮮人民の抗日革命闘争史を学んだ私

たちは、第 2 回（ 8 月13日）、第 3 回（12月 2 日）、

第 4 回（ 4 月 6 日）で各自が選んだ回想記について

報告、討議を続けてきました。

　第5回（6月30日）、第6回（9月15日）は、梶村秀

樹『排外主義克服のための朝鮮史』を学び、日本の

労働者のなかにある民族排外主義を克服し、朝鮮人

至
　

赤
羽
駅

至
　

浮
間
舟
渡
駅

第
六
回
読
書
会
で
の
報
告
を
終
え
て

労
働
者
人
民
の
イ
ン
タ
ー
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
を
復
権
さ
せ
よ
う

須
田
光
照

梶
村
の
本
の
う
ち
「
八
・
一
五

以
後
の
朝
鮮
人
民
」、
中
で
も
１
９

４
５
年
か
ら
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
る

１
９
５
０
年
ま
で
の
部
分
を
報
告

し
た
。
私
を
含
む
日
本
人
民
が
い

か
に
こ
の
時
期
の
朝
鮮
人
民
の
苦

闘
を
よ
く
知
ら
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
た
。

　
こ
こ
が
わ
か
ら
な
い
と
、
朝
鮮

の
拉
致
問
題
も
「
ミ
サ
イ
ル
」
問

題
も
そ
の
歴
史
的
経
緯
が
わ
か
ら

な
い
。
日
本
政
府
に
よ
る
朝
鮮
学

校
無
償
化
排
除
の
本
当
の
攻
撃
性

も
わ
か
ら
な
い
。
在
日
朝
鮮
人
を

標
的
と
し
て
出
発
し
た
戦
後
入
管

法
の
本
質
も
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま

り
朝
鮮
と
日
本
の
「
今
」
に
つ
な

が
る
鎖
の
環
が
こ
の
５
年
間
で
は

な
い
か
。

　
日
本
人
民
が
朝
鮮
現
代
史
を
欠

落
さ
せ
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ

に
、
こ
の
時
期
に
存
在
し
た
在
日

朝
鮮
人
と
日
本
人
が
共
に
闘
っ
た

歴
史
を
日
本
共
産
党
が
「
正
史
」

か
ら
抹
消
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る

と
思
う
。

　
在
日
朝
鮮
人
と
の
連
帯
の
あ
り

方
で
日
本
共
産
党
の
側
に
多
く
の

誤
り
が
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う

が
、
成
果
も
含
め
て
一
切
を
な
か

っ
た
こ
と
に
す
る
清
算
的
な
姿
勢

か
ら
は
現
在
へ
の
教
訓
を
何
も
残

せ
な
い
。

　
ま
た
、
反
帝
国
主
義
の
立
場
で

命
を
か
け
て
闘
っ
た
在
日
朝
鮮
人

を
「（
共
産
党
に
）
引
き
回
さ
れ

た
」
と
い
う
受
け
身
の
存
在
に
お

と
し
め
る
世
間
の
言
説
に
も
違
和

感
が
あ
る
。

　
梶
村
は
、
あ
の
当
時
の
朝
鮮
人

民
に
つ
い
て
国
際
共
産
主
義
運
動

の
指
針
を
朝
鮮
で
も
日
本
で
も
自

分
の
持
ち
場
で
よ
く
担
お
う
と

し
た
と
評
し
、
対
す
る
日
本
人

は
「
自
分
じ
し
ん
の
問
題
が
何
で

あ
る
か
さ
え
わ
か
っ
て
い
な
か
っ

た
」
と
批
判
し
て
い
る
。
同
感
で

あ
る
。

　
産
湯
と
と
も
に
赤
子
ま
で
流
し

て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
の
継
承
・

克
服
・
発
展
で
、
労
働
者
人
民
の

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
復

権
さ
せ
よ
う
。

【
２
面
に
つ
づ
く
】

13:30～14:30　報告　岡崎耕史（福祉労働者）
　リムガン県エチャグ戦闘 	（第2巻第11話） パク・ソンチョル

14:30～15:30　報告　キム・ヨンイル（福祉労働者）　
　革命のつぼみたち	（第４巻第29話）  パク・ヨンスン
革命の暴風雨の中で育ち、
勇敢に闘った児童団員たち（第11巻第16話） ファン・スニ	 	 ※参加ご希望の方で全訳が読めない

方にはメールでおくります。
15:45～16:30　討議　

mailto:tmaeda1966516@gmail.com
https://do-cks.net/works/publication/korea05/%E3%80%80%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82QR%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E2%87%A8
https://fire.st/h6yq1ut
http://www.teisensha.com/han/20241208text.pdf
http://www.teisensha.com/han/20241208text.pdf


　
今
回
、
第
5
回
、
第
6
回
と
連

続
し
て
梶
村
秀
樹
『
排
外
主
義
克

服
の
た
め
の
朝
鮮
史
』を
学
ん
だ
。

著
者
が
こ
の
本
を
書
い
た
１
９
７

１
年
は
、
在
日
朝
鮮
人
を
収
容
・

強
制
送
還
す
る
大
村
収
容
所
問
題

な
ど
入
管
闘
争
が
闘
わ
れ
て
い
た

こ
ろ
。
当
時
の
青
年
学
生
は
、
朴

慶
植『
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
記
録
』

（
65
年
）、
平
岡
正
明
『
日
本
人
は

中
国
で
何
を
し
た
か
　
中
国
人
大

量
虐
殺
の
記
録
』（
72
年
）『
中
国

人
は
日
本
で
何
を
さ
れ
た
か
　
中

国
人
強
制
連
行
の
記
録
』（
73
年
）、

本
多
勝
一
『
中
国
の
日
本
軍
』（
72

年
）
な
ど
を
読
み
、
日
本
の
加
害

の
歴
史
を
知
っ
た
。
70
年
の
華
青

闘
（
華
僑
青
年
闘
争
委
員
会
）
の

告
発
も
そ
の
流
れ
に
あ
り
、
差
別

抑
圧
者
の
お
前
に
何
が
わ
か
る
と

言
わ
れ
て
た
じ
ろ
ぎ
な
が
ら
も
必

死
に
歴
史
を
知
ろ
う
と
し
た
。

　
私
が
阪
神
教
育
闘
争
を
知
っ
た

の
も
、
地
元
で
あ
る
尼
崎
に
い
た

用
さ
れ
た
と
か
利
用
し
た
と
い
う

関
係
は
、
私
は
間
違
っ
て
い
る
と

思
う
。
例
え
ば
、
日
本
人
の
中
で

も
日
本
共
産
党
の
綱
領
を
モ
ス
ク

ワ
で
作
っ
た
と
か
、
上
海
か
ら
持

っ
て
来
た
と
か
、
そ
れ
は
間
違
い

で
あ
っ
た
と
否
定
し
て
し
ま
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

そ
う
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
は

そ
れ
し
か
出
来
な
か
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
述

べ
、「
民
族
的
と
い
っ
て
も
根
底
は

階
級
的
」
と
強
調
し
た
が
、
戦
前

の
全
協
（
日
本
労
働
組
合
全
国
協

議
会
）
の
闘
い
に
は
、
日
本
人
と

朝
鮮
人
と
の
連
帯
し
た
国
際
主
義

が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。

　
半
世
紀
を
経
て
、
朝
鮮
学
校
無

償
化
排
除
抗
議
の
金
曜
行
動
に
参

加
し
な
が
ら
、
私
が
強
く
思
う
こ

と
は
、
阪
神
教
育
闘
争
が
在
日
朝

鮮
人
運
動
の
な
か
で
は
連
綿
と
語

り
継
が
れ
て
い
る
の
に
、
日
本
の

労
働
運
動
、
反
体
制
運
動
の
な
か

で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
（
よ
う

に
み
え
る
）
の
は
な
ぜ
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
民
族
と
い
っ
て
も
抑
圧
民
族
と

被
抑
圧
民
族
と
で
は
同
じ
で
は
な

い
。
し
か
し
な
お「
民
族
解
放
」
を

共
通
の
旗
印
に
し
て
闘
っ
た
全
協

か
ら
阪
神
教
育
闘
争
へ
の
か
つ
て

の
歴
史
を
、
国
際
主
義
の
伝
統
と

し
て
再
発
見
、復
権
し
、引
き
継
ぎ

た
い
。
積
極
面
を
含
め
一
切
を
否

定
す
る
歴
史
清
算
主
義
は
、
手
を

つ
な
い
で
連
帯
す
る
道
を
ふ
さ
ぐ

こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
頃
だ
っ
た
。
以
来
今
ま
で
、

日
本
と
朝
鮮
と
の
連
帯
の
希
望
の

灯
り
と
し
て
、
こ
の
闘
い
を
心
に

留
め
置
い
て
き
た
。
日
本
の
学
校

教
育
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
阪

神
教
育
闘
争
に
対
す
る
権
力
の
弾

圧
は
、
現
在
に
続
く
一
元
的
な
管

理
教
育
の
始
ま
り
と
し
て
ど
う
し

て
も
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
釜
ヶ
崎
で
日
雇
労
働
者

の
労
働
運
動
に
か
か
わ
っ
た
（
71

年
〜
）
と
き
、
鈴
木
組
を
は
じ
め

直
接
の
交
渉
相
手
だ
っ
た
人
夫
供

給
業
者
や
手
配
師
の
多
く
が
在
日

朝
鮮
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
労

働
者
が
彼
ら
を
朝
鮮
人
と
し
て
侮

蔑
す
る
事
態
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
こ
れ
は
何
と
し
て
で
も
変
わ

ら
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
。
第
１
回

読
書
会
で
紹
介
し
た
「
反
入
管
通

信
」（
73
年
）
で
船
本
洲
治
は
花
岡

事
件
を
採
り
あ
げ
た
。悩
む
私（
た

ち
）
に
手
を
の
ば
し
て
く
れ
た
の

は
、
在
日
朝
鮮
人
の
人
夫
出
し
の

女
将
さ
ん
や
焼
肉
屋
の
親
父
さ
ん

だ
っ
た
。「
あ
な
た
が
左
翼
な
ら
、

分
裂
を
統
一
に
変
え
た
キ
ム
・
イ

ル
ソ
ン
と
祖
国
光
復
会
を
学
び
な

さ
い
」
と
言
わ
れ
た
私
は
釜
ヶ
崎

で
朝
鮮
人
民
の
抗
日
闘
争
の
歴
史

を
学
び
始
め
た
。
彼
ら
は
、「
お
前

に
何
が
わ
か
る
か
」と
言
っ
て
壁
を

つ
く
る
こ
と
は
せ
ず
、
総
連
系
民

団
系
を
問
わ
ず
学
習
に
必
要
な
手

助
け
を
し
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
私

も
「
わ
か
る
は
ず
も
な
い
」
と
口

を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
う
の
で
な
く
、

歴
史
を
知
ろ
う
と
思
っ
た
。「
回
想

記
」
を
全
訳
し
た
鈴
木
武
さ
ん
ら

と
の
74
〜
75
年
の
朝
鮮
語
の
勉
強

会
も
、
並
行
し
て
や
っ
た
チ
ュ
チ

ェ
思
想
研
究
会
も
同
じ
問
題
意
識

か
ら
だ
っ
た
。
労
働
者
の
な
か
に

あ
る
排
外
主
義
、
朝
鮮
差
別
を
克

服
し
た
い
、
反
体
制
運
動
の
な
か

に
あ
る
分
裂
と
対
立
を
克
服
し
た

い
、
と
い
う
二
つ
の
強
い
問
題
意

識
を
、
当
時
か
ら
今
に
い
た
る
ま

で
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
の
ど
ち

ら
も
、
ひ
と
つ
も
解
決
し
て
い
な

い
こ
と
を
思
う
と
、
歯
嚙
み
す
る

ほ
ど
悔
し
い
。

　『
排
外
主
義
克
服
の
た
め
の
朝

鮮
史
』
に
は
、
こ
の
時
代
の
雰
囲

気
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
朝

鮮
人
民
の
抗
日
闘
争
の
生
命
力
と

は
対
比
的
に
、日
本
の
運
動
に〝
厳

し
い
〞
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の

は
、
日
本
人
と
し
て
の
自
責
の
感

情
と
責
任
感
か
ら
く
る
思
い
に
よ

る
の
だ
ろ
う
（
当
時
の
入
管
闘

争
で
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
日
本

共
産
党
の
「
政
治
利
用
主
義
」
に

対
す
る
告
発
や
批
判
が
主
流
だ
っ

た
）。
今
回
、
読
書
会
で
読
み
直
し

て
み
て
、
改
め
て
そ
の
「
時
代
の

刻
印
」を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、

労
働
者
人
民
の
闘
い
は
利
用
し
た

り
利
用
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
自
主
的
な
闘
い
の

歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
思
え
た
こ

と
は
、
ひ
と
つ
の
収
穫
だ
っ
た
。

　
そ
の
典
型
が
、
第
6
回
読
書
会

で
須
田
さ
ん
が
紹
介
し
た
『
あ
る

被
抑
圧
者
の
手
記
』（
86
年
、新
地

平
社
）
で
あ
る
。
金
相
泰
は
「
利

　
憲
法
を
制
定
す
る
力
と
は
、
す

な
わ
ち
革
命
で
あ
り
、
そ
れ
を
担

う
の
は
人
民
で
あ
る
。
そ
し
て
憲

法
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
主
権
者
＝

国
民
と
な
る
こ
と
で
、
人
民
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
は
失
わ
れ
、
革
命
は

下
げ
止
ま
る
。

　
要
は
、
植
民
者
の
く
せ
に
民
族

解
放
な
ど
笑
止
千
万
、
な
ど
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
話
は
お
し
ま
い
、

何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
と
あ
な
た
の
あ
い
だ
に

あ
る
差
異
を
、
普
遍
的
な
法
則
に

よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で

は
な
く
、
引
き
受
け
る
こ
と
。
自

身
の
主
体
を
問
い
直
す
た
め
に
、

他
者
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と

努
め
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
何
度

で
も
出
会
い
直
せ
る
は
す
だ
。

歴
史
の
継
承
と
は
清
算
で
は
な
く
誤
り
も
引
き
継
ぐ
こ
と

前
田
年
昭

　
本
書
の
構
成
は
大
き
く
三
つ
に

分
か
れ
る
。
一
つ
、
朝
鮮
史
を
学

ぶ
上
で
の
問
題
意
識
と
方
法
論
に

つ
い
て
。
二
つ
、
朝
鮮
民
族
解
放

闘
争
と
世
界
革
命
運
動
の
交
点
。

そ
し
て
三
つ
目
、
今
回
取
り
上
げ

た
『
八
・
一
五
以
後
の
朝
鮮
人
民
』

は
刊
行
当
時
に
お
け
る
朝
鮮
現
代

史
と
な
る
。

　
朝
鮮
現
代
史
を
正
し
く
捉
え
る

た
め
に
は
、
朝
鮮
人
民
の
大
衆
意

識
は
8
・
15
の
前
と
後
で
切
断
さ

れ
て
い
な
い
連
続
性
を
も
っ
て
い

る
こ
と
、
南
と
北
そ
し
て
在
日
の

歴
史
は
相
互
に
規
定
し
合
っ
て
進

ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
戦
後
世

界
分
割
に
お
い
て
日
本
戦
後
史
と

朝
鮮
現
代
史
が
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ

る
。

　
梶
村
は
、
朝
鮮
人
民
は
解
放
直

後
か
ら
日
帝
と
闘
っ
て
き
た
指
導

者
と
と
も
に
新
朝
鮮
を
建
設
し
よ

う
と
す
る
が
、
日
本
人
民
は
敗
戦

と
引
揚
に
伴
う
被
害
者
意
識
に
ひ

き
ず
ら
れ
た
貧
し
き
戦
後
体
験
だ

っ
た
、
と
い
う
。
植
民
者
の
子
弟

で
あ
る
こ
と
の
負
い
目
か
ら
か
、

そ
れ
と
も
自
己
批
判
や
自
己
否
定

と
い
っ
た
運
動
の
作
風
か
ら
か
、

日
本
人
民
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
に

は
手
厳
し
い
。

　
日
本
人
民
に
も
、
民
族
解
放
の

歴
史
が
必
要
で
あ
る
し
、
実
際
に

そ
う
言
い
う
る
闘
い
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
民
族
解
放
闘
争
の

質
は
、
支
配
す
る
側
／
さ
れ
る
側

で
当
然
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
い
う
民
族
と
は
実
存
を
支

え
る
よ
す
が
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
こ
と
で
は
な
い
。

人
は
、
主
権
者
で
あ
る
こ
と
で
加

害
の
側
に
立
つ
と
同
時
に
、
統
治

さ
れ
る
者
と
し
て
被
害
を
受
け
る

二
重
性
を
持
つ
。

共
通
の
敵
と
立
ち
向
か
う
た
め
に
他
者
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う

キ
ム
・
ヨ
ン
イ
ル

【
１
面
か
ら
の
つ
づ
き
】

第
六
回
読
書
会
で
の
キ
ム
さ
ん
・
須
田
さ
ん
の
報
告
を
き
い
て


