
■
「
一
回
来
る
と
癖
に
な
る
？
」

…
…
除
夜
の
鐘
も
平
成
17
年
か
ら

で
す
の
で
、
今
回
で
９
年
目
と
な

り
ま
し
た
。
ま
こ
と
、
早
い
も
の

で
す
。

鐘
を
撞
い
た
後
は
本
堂
へ
参
拝
。

つ

み
な
さ
ん
、
新
年
の
お
参
り
を
さ

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

今
回
も
甘
酒
と
お
酒
を
準
備
し

（
無
料
）

、
ド
ラ
ム
缶
で
の
火
で
暖

を
と
り
な
が
ら
、
参
加
者
は
思
い

思
い
の
立
ち
話
を
…
…
。

■
年
々
、
参
加
者
が
増
え
て
い

る
よ
う
で
す
（
私
は
本
堂
で
お
参

り
を
し
て
い
ま
す
の
で
状
況
が
分

か
り
ま
せ
ん
が
…
…
）
。

■
昨
年
か
ら
「
厚
木
市
除
夜
の

鐘
」
に
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

を
す
る
と
、
な
ぜ
か
本
照
寺
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
が
ト
ッ
プ
に
出
て
き
ま

す
。
(^^)

今
で
は
、
検
索
し
て
調
べ

る
人
が
大
半
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ

の
効
果
も
大
き
い
の
で
し
ょ
う
。

未
だ
の
方
は
、
是
非
今
年
こ
そ
！

い

ま

■
「
身
延
大
会
」
が
４
月
19
日

（
土
）
～
20
日
（
日
）
の
１
泊
２

日
に
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
毎
年
、

聖
地
・
身
延
山
へ
２
千
人
前
後
が

参
集
の
も
と
に
開
催
さ
れ
る
こ
の

「
身
延
大
会
」
。

本
照
寺
で
は
聖
徒
団
と
し
て
こ

の
大
会
に
初
回
よ
り
連
続
し
て
参

加
、
そ
し
て
平
成
15
年
か
ら
広
く

一
般
に
も
呼
び
か
け
「
本
照
寺
・

身
延
山
団
参
」
と
し
て
参
加
、
今

年
で
通
算
49
回
目
と
な
り
ま
す
。

是
非
、
日
蓮
聖
人
・
法
華
経
を

信
奉
す
る
日
蓮
宗
「
本
照
寺
」
の

お
檀
家
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
９

年
間
過
ご
さ
れ
た
お
山
、
身
延
山
・

久
遠
寺
へ
参
拝
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
、
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

【
参
加
費
】
１
万
８
千
円
で
す
。

多
く
の
ご
参
加
を
是
非
！

詳
細
は
聖
徒
団
の
地
区
役
員
、

ま
た
は
本
照
寺
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。
締
切
り
は
４
月
１
日
。

【
初

日
】
バ
ス
午
前
８
時
白
山

集
会
所
出
発
～
伊
勢
原
～
身
延

山
で
昼
食
～
大
会
に
参
加
～
ご

廟
所
（
び
ょ
う
し
ょ

・
日
蓮
聖
人
の

お
墓
）
へ
参
拝
～
お
買
い
物
～

宿
坊
（
寺
）

へ
宿
泊
（
非
日
常
！
）

【
２
日
目
】
午
前
10
時
30
分
ま
で

大
会
に
参
加
。
大
会
終
了
後
、

バ
ス
に
て
「
富
士
川
サ
ー
ビ
ス

エ
リ
ア
」
「
沼
津
港
」
な
ど
寄

り
道
を
し
な
が
ら
帰
路
へ
♪

■
日
蓮
宗
で
は
主
立
っ
た
も
の

お

も

だ

だ
け
で
も
30
ほ
ど
の
世
界
地
域
支

援
活
動
を
長
年
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
そ
ん
な
中
か
ら
ス
リ
ラ

ン
カ
で
の
支
援
を
紹
介
し
ま
す
。

「
子
供
た
ち
に

教
育
と
お
題
目
を
」

①
お
題
目
を
唱
え
る
子
供
の
育
成
。

②
素
直
な
心
を
持
つ
子
供
の
育
成
。

③
思
い
や
り
を
持
つ
子
供
の
育
成
。

④
平
等
の
心
を
持
つ
子
供
の
育
成
。

を
、
教
育
の
基
本
と
し
て
活
動
。

園

内

に

は

大
曼
荼
羅
ご

だ

い

ま

ん

だ

ら

本
尊
が
奉
安

さ
れ
子
供
た

ち
は
毎
日
お

題
目
を
唱
え

な
が
ら
仏
さ

ま
と
一
緒
に
生
活
し
ま
す
。
貧
し

い
地
域
の
子
供
に
、
無
料
で
仏
教

の
幼
稚
園
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

日
蓮
宗

常
栄
山
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団
塊
（
だ
ん
か
い
）

兵
庫
県
西
宮
市

松
浦
末
子

64

何
か
の
塊
の
よ
う
に

か
た
ま
り

団
塊
と
呼
ば
れ
る
世
代

戦
争
が
終
わ
り

幸
せ
と
平
和
を
願
っ
て

沢
山
の
子
供
が
生
ま
れ
た

貧
し
い
な
が
ら
も

親
の
愛
で
育
っ
た

働
き
も
し
た

遊
び
も
し
た

恋
も
し
た

笑
っ
た
り
泣
い
た
り

塊
で
は
な
い

み
ん
な
一
人
ひ
と
り
の

人
生
が
あ
っ
た
の
だ

赤
字
（
あ
か
じ
）

神
奈
川
県
綾
瀬
市

佐
藤
健
光

73

「あ
な
た
と
の
人
生

苦
労
が
多
く

私
は
赤
字
で
す

長
生
き
を
し
て

穴
埋
め
し
て
く
だ
さ
い
」

君
ら
し
い
励
ま
し
に

私
は
無
言
で
う
な
ず
く

良
い
日
に
は

君
に
恋
文
を

書
い
て
お
き
た
い

お
へ
そ

長
野
県
安
曇
野
市

中
村
詠
子

40

子
供
の
お
へ
そ
を

眺
め
な
が
ら

６
年
前
は
私
と

繋
が
っ
て
い
た
ん
だ
な
と

つ

な自
分
の
お
へ
そ
を

眺
め
な
が
ら

40
年
前
は

母
と

繋
が
っ
て
い
た
ん
だ
な
と

こ
ん
な
に

大
き
く
な
り
ま
し
た

生
ま
れ
て
来
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う

産
ん
で
く
れ
て

あ
り
が
と
う

産
経
新
聞
「
朝
の
詩
」
か
ら

ネ
ッ
ト
の
ト
ッ
プ
に

除
夜
の
鐘
に
多
く
の
参
拝
者
が

日
蓮
宗
総
本
山

身
延
山
へ
参
拝

そ

う

ほ

ん

ざ

ん

み

の

ぶ

さ

ん

今後本照寺へのメール通信
は以下でお願いいたします。

honshou49@i.softbank.jp

また院首（先代）は電話に出ませんの
で転送か留守番電話となることが多
くなります。何とぞご了承ください。

「私が死を考えるのは死ぬためではない、生きるためだ」 アンドレ・マルロー（仏）

◆
我
が
親
の
年
忌
法
要
へ
我
が

子
、
つ
ま
り
故
人
に
と
っ
て
は
孫

を
列
席
さ
せ
る
親
、
ま
た
列
席
さ

せ
な
い
親
…
…

◆
『
10
代
の
犯
罪
が
増
加
』
。

こ
ん
な
新
聞
見
出
し
が
目
に
付
く

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
さ
て
、

「
子
供
は
親
の
背
中
を
見
て
育
つ
」
、

そ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
。
だ
が
、

生
業
と
い
う
厳
し
い
く
く
り
の
中

な

り

わ

い

で
は
た
し
て
親
は
、
ど
ん

な
「
背
中
」
を
見
せ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
…
…
い

や
、
実
は
見
せ
る
べ
き

「
背
中
」
す
ら
無
い
の
で

は
な
い
か
。
実
際
、
私
た
ち
親
は

明
確
な
文
言
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
背

も

ん

ご

ん

中
に
記
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

「
昨
日
は
か
の
こ
と
、
今
日
は
こ

の
こ
と
と
て
、
ひ
た
す
ら
に
世
間

の
利
益
に
ほ
だ
さ
れ
て
（
束
縛
さ

そ

く

ば

く

れ
て
）
」
【
日
蓮
聖
人
】
、
と
い
っ

た
背
中
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た

学
校
の
先
生
の
背
中
は
ど
う
か
。

◆
「
子
供
は
大
人
の
言
う
こ
と

を
聞
く
の
は
得
意
で
は
な
い
が
、

大
人
の
真
似
に
か
け
て
は
天
才
で

あ
る
」
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
・
英
。

心
し
た
い
言
葉
で
あ
る
。
子
供
は

大
人
社
会
の
鏡
そ
の
も
の
。
親
の

背
中
は
ふ
た
つ
し
か
な
い
…
…

◆
「
仏
法
を
学
ば
ん
人
、
知
恩

ち

お

ん

報
恩
な
か
る
べ
し
や
」

ほ

う

お

ん【
日
蓮
聖
人
・
開
目
鈔
】

か
い
も
く
し
ょ
う

先
ず
初
め
に
私
た
ち
親
が
背
中

に
記
す
べ
き
は
、
知
恩
報
恩
の
４

文
字
で
は
な
い
か
。
い
わ
ん
や
仏

教
者
た
る
も
の
。

親

の

背

中

日

蓮

宗

の
海

外

支

援



■
私
が
『
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

タ
イ
ム
ズ
』
東
京
支
局
の
初
代
支

局
長
と
し
て
、
初
め
て
日
本
の
土

を
踏
ん
だ
の
は
昭
和
39
年
。
ち
ょ

う
ど
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催

さ
れ
た
年
だ
っ
た
。
以
来
、
日
本

に
と
ど
ま
る
こ
と
50
年
、
今
で
は

外
国
特
派
員
協
会
で
も
最
古
参
だ
。

イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
育
っ
た
私

は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
日
本
人
は

野
蛮
で
残
酷
な
民
族
で
あ
る
と
、

さ
ん
ざ
ん
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
ち
ょ

う
ど
当
時
の
日
本
人
が
「
鬼
畜
米

英
」
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
と
同

じ
こ
と
だ
。
戦
後
に
な
っ
て
も
、

日
本
の
た
め
に
ア
ジ
ア
の
植
民
地

を
す
べ
て
失
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
、

日
本
に
対
す
る
憎
悪
の
感
情
は
消

え
る
ば
か
り
か
、
強
ま
る
ば
か
り

だ
っ
た
。
そ
ん
な
環
境
の
中
で
、

私
の
中
に
も
、
日
本
を
憎
む
気
持

ち
が
、
ご
く
自
然
に
醸
成
さ
れ
て

い
た
。

■
し
た
が
っ
て
、
来
日
当
初
は

東
京
裁
判
が
裁
い
た
「
日
本
＝
戦

争
犯
罪
国
家
論
」
「
南
京
大
虐
殺
」

に
つ
い
て
も
事
実
で
あ
る
と
単
純

に
信
じ
て
い
て
、
何
ら
疑
っ
て
い

な
か
っ
た
。

だ
が
日
本
に
滞
在
す
る
間
に
、

連
合
国
か
ら
の
視
点
で
も
な
く
、

日
本
か
ら
の
視
点
で
も
な
い
第
三

者
的
視
点
で
、
20
世
紀
の
日
本
と

ア
ジ
ア
の
歴
史
を
俯
瞰
（
ふ
か
ん
・
見

渡
す
）

し
た
と
き
、
そ
う
し
た
見
方

が
大
き
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気

付
い
た
（
中
略
）
。

■
大
東
亜
戦
争
は
、
日
本
の
自

衛
の
た
め
の
戦
い
だ
っ
た
。
そ
れ

は
戦
後
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
ア
メ
リ

カ
に
戻
っ
て
議
会
で
証
言
し
た

「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
証
言
」
に
よ
っ

て
も
明
ら
か
だ
。
【
前
回
紹
介
】

東
京
裁
判
は
裁
判
の
名
に
も
値
し

な
い
、
無
法
の
復
讐
劇
だ
っ
た
。

「
南
京
大
虐
殺
」
に
し
て
も
、
信

用
で
き
る
証
言
は
何
一
つ
と
し
て

な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
中
国
が
外

国
人
記
者
や
企
業
人
を
使
っ
て
世

界
に
発
信
し
た
謀
略
宣
伝
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

【
関
西
放
送
・
「
や
し
き
た
か
じ

ん
の
そ
こ
ま
で
言
っ
て
委
員
会
」

（
や
し
き
た
か
じ
ん
１
月
３
日
逝
去
）

の
番

組
で
、
南
京
大
虐
殺
の
証
拠
写
真

と
さ
れ
て
き
た
写
真
の
出
展
が
す

べ
て
分
か
り
研
究
の
結
果
、
虐
殺

と
い
う
嘘
が
す
べ
て
究
明
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
の
国
家
資
料
等
も
こ
れ

を
裏
付
け
た
。
番
組
で
は
デ
ー
ブ
・

ス
ペ
ク
タ
ー
も
納
得
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
検

索
可
。
「
テ
キ
サ
ス
親
父
」
の
検

お

や

じ

索
も
ど
う
ぞ
。
(^^)

住
職
注
】

■
「
慰
安
婦
問
題
」
に
つ
い
て

は
、
論
ず
る
に
も
値
し
な
い
（
下

の
囲
み
記
事
参
照
）
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
が
日

本
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
に
抗
議

し
糾
（
た
だ
）

し
て
い
く
動
き
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か
、
見
ら
れ

て
も
ご
く
わ
ず
か
だ
っ
た
。
い
ま

国
際
社
会
で
「
南
京
大
虐
殺
は
な

か
っ
た
」
と
言
え
ば
、
も
う
そ
の

人
は
相
手
に
さ
れ
な
い
。
ナ
チ
ス

の
ガ
ス
室
を
否
定
す
る
人
と
同
列

に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
残
念

な
が
ら
、
こ
れ
は
厳
粛
な
る
事
実

だ
。
だ
か
ら
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
だ
が
、
日
本
が
日
本
の

立
場
で
、
世
界
に
向
け
て
訴
え
続

け
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
歴

史
的
事
実
と
し
て
確
定
し
て
し
ま

う
。
日
本
は
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た

努
力
が
、
異
常
に
少
な
か
っ
た
。

■
日
本
は
相
手
の
都
合
を
慮
（
お

も
ん
ば
か
）

っ
た
り
、
気
に
入
ら
れ
よ

う
と
し
て
へ
つ
ら
う
必
要
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
の
立
場
で
、

中
国
は
中
国
の
立
場
で
、
日
本
は

日
本
の
立
場
で
も
の
を
言
う
。
当

然
そ
れ
ら
は
食
い
違
う
。
た
だ
、

そ
れ
で
い
い
の
だ
。
世
界
と
は
そ

う
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
だ
け

が
物
わ
か
り
の
い
い
顔
を
し
て
い

た
ら
、
た
ち
ま
ち
付
け
込
ま
れ
て

し
ま
う
。

■
も
う
一
つ
私
が
声
を
大
に
し

て
言
い
た
い
の
は
、
「
南
京
」
に

せ
よ
「
靖
国
参
拝
問
題
」
に
せ
よ

「
慰
安
婦
問
題
」
に
せ
よ
、
現
在

懸
案
に
な
っ
て
い
る
問
題
の
ほ
ど

ん
ど
は
、
日
本
人
の
側
か
ら
中
国

や
韓
国
に
嗾
（
け
し
か
）

け
て
、
問
題

に
し
て
も
ら
っ
た
の
が
事
実
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
の
問
題
を
ど
う

す
る
か
。
そ
れ
は
日
本
人
が
自
分

で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
吉
田
清
治
（
せ
い
じ
）

は
「
私
の
戦

争
犯
罪
」
を
出
版
（
昭
和
58
年
）

し
、

済
州
島
（
チ
ェ
ジ
ュ
と
う
）

な
ど
で
朝

鮮
人
女
性
を
慰
安
婦
に
す
る
た
め

に
軍
命
令
で
強
制
連
行
を
し
た
と

告
白
証
言
を
行
い
、
そ
の
謝
罪
活

動
な
ど
が
注
目
さ
れ
た
が
、
後
に

日
本
と
韓
国
の
追
跡
調
査
か
ら
創

作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
本
人

も
慰
安
婦
狩
り
が
創
作
で
あ
る
こ

と
を
認
め
た
。
済
州
島
出
身
の
韓

国
人
、
呉
善
花
（
オ
・
ソ
ン
フ
ァ
・
拓
殖

大
学
教
授
。
日
本
に
帰
化
）

も
「
そ
ん
な

話
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
」
と
証

言
す
る
。
し
か
し
吉
田
の
証
言
は

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
下
院
１
２
１
号

決
議
（
２
０
０
７
年
）

な
ど
の
事
実
認

定
で
も
有
力
な
証
拠
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
朝
日
新
聞
や

毎
日
新
聞
、
東
京
新
聞
。
朝
日
新

聞
記
者
・
植
村

隆
。
社
民
党
・

福
島
み
ず
ほ
、
な
ど
が
け
し
か
け

て
き
た
。
住
職
注
】

■
日
本
人
は
い
ま
だ
に
連
合
国

が
で
っ
ち
上
げ
た
「
戦
勝
国
」
史

観
の
呪
い
か
ら
脱
け
出
し
て
い
な

い
。
本
書
が
、
そ
の
束
縛
か
ら
逃

れ
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

平成26年3月1日

日
本
人
は
野
蛮
で
残
酷

1月/3月/7月/10月/12月発行 本照寺だより

■
韓
国
や
中
国
に
呼
び
か
け
る
言
葉
は
今
、
こ
れ
し

か
な
い
だ
ろ
う
。
お
釈
迦
さ
ま
い
わ
く
、
「
こ
の
世
の
憎

し
み
は
憎
し
み
に
よ
っ
て
止
む
こ
と
は
な
く
、
愛
に
よ
っ
て

の
み
止
む
。
こ
れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
。
愛
に
よ
っ
て
怒
り

に
打
ち
勝
て
。
与
え
る
こ
と
で
貪
欲
に
打
ち
勝
て
。
真
実
に
よ
っ

て
偽
り
を
言
う
者
に
打
ち
勝
て
」
。
法
句
経
（
ダ
ン
マ
パ
ダ
）
か
ら
。

編
集
後
記

世
界
に
向
け
て
訴
え
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば

こ
れ
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
定
し
て
し
ま
う

■
韓
国
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
日
本
を
憎
む
の
か
？

率
直
な
る

感
想
で
あ
る
…
。
２
０
２
０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
日
本
に
決

ま
っ
た
が
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
I
O
C
）

の
各
国
委

員
や
世
界
の
有
力
マ
ス
コ
ミ
に
「
日
本
で
は
日
常
的
に
人
種
差

別
が
行
わ
れ
て
お
り
日
本
に
は
五
輪
開
催
の
資
格
が
な
い
」
と

す
る
文
章
を
送
り
つ
け
た
韓
国
の
団
体
が
あ
る
が
、
韓
国
政
府

は
こ
の
団
体
に
補
助
金
を
交
付
し
更
に
活
動
を
讃
え
て
指
導
者

に
勲
章
を
贈
っ
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
性
奴
隷
と
さ
れ
る

従
軍
慰
安
婦
像
を
建
て
、
今
後
も
そ
の
数
を
増
や
そ
う
と
す
る
。

一
体
な
ぜ
韓
国
は
そ
こ
ま
で
日
本
を
貶
（
お
と
し
）

め
よ
う
と
す

る
の
か
…
…
今
回
は
慰
安
婦
問
題
の
一
考
察
と
し
て
、
㊧
「
連

合
国
戦
勝
史
観
の
虚
妄
」
か
ら
「
ま
え
が
き
」
を
紹
介
す
る
。

歴
史
の
誤
り
に
気
付
く

ヘンリー・Ｓストークス

■1938年英国生まれ。61年オッ
クスフォード大学修士課程修
了後、62年フィナンシャル・
タイムズ入社。64年東京支局
初代支局長。67年ザ・タイム
ズ東京支局長。78年ニューヨー
ク・タイムズ東京支局長を歴
任。著書に『なぜアメリカは
対日戦争を仕掛けたのか』
（詳伝社新書）など。

■日本の戦争は西洋のように大虐殺や、女性の

強姦を伴わなかった。戦国時代の合戦は兵同士の

もので、民衆を巻き込まなかった。農民は合戦が

あると、弁当を持参で土手の上などから、見物し

た。

戦国時代が終わって、ほどなくして、徳川幕府

による江戸時代が始まった。日本では260年にお

よぶ平和が、明治維新まで続いた。

■むしろ男女の大虐殺や、処女の集団強姦は、

キリスト教世界のお家芸だ。たとえば、聖書の

「民放記」では、神の宣託を受けたモーゼが、異

教徒は「男も女も全員虐殺」することを命じてい

る。さらに、「男を知らない処女は分かち合え」

というのだから、恐ろしい。

■日本の「慰安婦」の実態は、もちろん「性奴

隷」ではまったくない。売春婦だった。そのこと

を、米国側の資料が裏付けしている。

米国戦争情報室の心理戦争チームの報告による

と、昭和19年8月、ビルマ奥地のミッチーナで朝

鮮人（当時は日本国籍）慰安婦を聞き取り調査し、

「売春婦にすぎない」としている。

■米国の報告書は更に、日本軍の慰安所や慰安

婦の実情を詳細に述べている。それによると、

「奴隷」どころか、慰安婦のほうがはるかに立場

が上のように感じてしまう。以下はその調査書か

ら。

『慰安所の団体待合室で兵士は、サービスを受

ける順番を待つ。兵士はお互いに恥ずかしそうで

もあった。需要が供給より多いので、自由時間に

サービスを受けられず、がっかりして兵舎にもど

る兵士もいた。酔っ払っている客は、拒否もでき

た。慰安婦は将兵とピクニックに行ったり、スポー

ツを楽しんだりしていた。故郷に帰ることも、自

由にできた慰安婦たちもいた』。

■「性奴隷」と表現するのが、まったく間違い

なのは、慰安婦はサービスを提供して、その対価

を得ていたことである。上等兵が月10円の収入で

あるのに対し、慰安婦は、その30倍の300円の月

収を得ていた。これは高級娼婦だ。

本文から慰安婦の実態を紹介

「本当の死が見えないと本当の生も生きられない」藤原新也（写真家・写真集「メメント・モリ」から）

今年の2月20日、米グレンデール市を相手取り慰安
婦像の撤去を求め提訴。原告の一人、南カリフォル
ニア在住の目良浩一・元ハーバード大学助教授は、
訴訟に踏み切った動機を語る。「ねつ造された歴史
の被害者として積極的に加害者と戦う」と。




