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世代を越えて、民族のことばを
京都朝鮮第三初級学校の朝鮮語教育

柳
りゅう

 美
み さ

佐
京都大学大学院博士後期課程

「うん、わかる！ ソンセンニム（先生）のいうこと、全部わかる、余裕！」

そう笑顔で話す1年生の女の子の表情には、話せるという自信があふれていた。

３カ月前、京都朝鮮第三初級学校に入学してきたばかりのころの彼女はまったく朝鮮語がわからなかった。

在日コリアン４世の彼女に、習い始めたばかりの朝鮮語を「わかる」と思わせる朝鮮学校とはいったいどのようなところなのか。

在
日
朝
鮮
学
校
は
、
終
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
か
ら
、

在
日
コ
リ
ア
ン
（
韓
国
・
朝
鮮
籍
）
三
世
・
四
世
の
母
語

が
完
全
に
日
本
語
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
え
る
現
在
ま
で
、

朝
鮮
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
故
地
で
あ
る
朝
鮮
半
島
の
分
断
や
、
日
本
の
政
治
情

勢
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
周
辺
事
情
に
影
響
を
受
け
な
が
ら

も
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、
日
本
に
お
け
る
移
民
に
と
っ

て
の
最
大
の
継
承
語
教
育
機
関
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。

現
在
国
内
に
点
在
す
る
朝
鮮
学
校
の
数
は
幼
稚
園
か
ら

小
・
中
・
高
、
大
学
校
ま
で
合
わ
せ
て
約
七
〇
校
。
日
本

の
教
育
環
境
に
あ
わ
せ
て
「
六
・
三
・
三
・
四
」
制
を
基

本
と
す
る
教
育
体
系
を
も
つ
。
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
も

つ
在
日
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
日
本
の
学
校
教

育
に
相
当
す
る
教
科
教
育
と
民
族
意
識
を
育
む
た
め
の
教

育
を
、
朝
鮮
語
だ
け
で
お
こ
な
う
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習

の
対
象
と
な
る
言
語
に
ひ
た
り
き
っ
た
状
態
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
教
科
を
学
ぶ
方
式
を
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
方
式
と
よ
ぶ
。

入
学
直
後
か
ら
の
朝
鮮
語
教
育

京
都
朝
鮮
第
三
初
級
学
校
は
、
観
光
地
と
し
て
有
名
な

金
閣
寺
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
。
保
護
者
や
日
本
人
の
支
援

者
か
ら
は
「
チ
ェ
サ
ミ
」
と
い
う
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い

る
。
一
九
六
七
年
に
創
立
さ
れ
た
学
校
は
敷
地
内
に
付
属

の
幼
稚
園
が
併
設
さ
れ
、
現
在
で
は
園
児
を
含
め
一
年
生

か
ら
六
年
生
ま
で
約
五
〇
名
が
学
ぶ
。
三
階
建
て
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
校
舎
に
は
、
教
室
の
他
、
図
書
室
を
兼
ね
た

多
目
的
室
、
音
楽
室
な
ど
も
あ
る
。

入
学
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
児
童
を
受
け
も
つ
の
は
、

ベ
テ
ラ
ン
の
趙

チ
ョ
ウ

弘ホ
ン
ジ
ャ子
先
生
。
朝
鮮
大
学
校
を
卒
業
し
た
在

日
コ
リ
ア
ン
二
世
で
朝
・
日
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
。
一

年
生
の
授
業
は
月
曜
か
ら
土
曜
日
ま
で
毎
日
四
時
間
あ
る

が
、
一
週
間
の
時
間
割
で
は
朝
鮮
語
が
九
時
間
、
日
本
語

が
四
時
間
、
英
語
が
一
時
間
の
合
計
一
四
時
間
あ
り
、
じ

つ
に
週
間
総
授
業
数
の
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
言
語
教

育
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
朝
鮮
学

校
が
、
児
童
の
基
礎
言
語
能
力
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

朝
鮮
学
校
の
小
学
校
初
期
段
階
に
お
け
る
第
二
言
語

（
朝
鮮
語
）
教
授
法
の
特
徴
は
、
児
童
の
日
常
に
即
し
た

教
科
書
を
用
い
て
実
用
的
な
口
語
表
現
を
多
く
教
え
る
こ

と
に
あ
る
。
入
学
直
後
の
五
週
間
は
文
字
指
導
が
な
い
。

そ
の
あ
い
だ
は
学
校
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
応
じ

た
表
現
や
必
要
単
語
な
ど
を
会
話
形
式
で
ひ
た
す
ら
練
習

さ
せ
、
児
童
が
朝
鮮
語
で
ス
ム
ー
ズ
に
学
校
生
活
に
慣
れ

て
い
け
る
よ
う
な
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
に
始

ま
る
文
字
指
導
で
は
カ
ラ
フ
ル
な
絵
カ
ー
ド
の
使
用
や
、

朝
鮮
の
文
字
を
模
し
た
体
操
を
組
み
入
れ
る
な
ど
、
児
童

が
無
理
な
く
楽
し
く
学
習
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
児
童
の
母
語
で
あ
る
日
本

語
の
助
け
を
借
り
て
教
科
内
容
の
理
解
を
優
先
し
、
同
時

に
朝
鮮
語
の
文
法
に
も
意
識
を
向
け
る
よ
う
な
指
導
法
が

用
い
ら
れ
る
。

教
師
は
休
み
時
間
の
会
話
に
も
注
意
を
は
ら
い
適
切
な

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
与
え
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
言
語

学
習
の
機
会
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

一
年
生
児
童
は
、
入
学
し
て
一
年
以
内
に
日
本
語
と
英
語

以
外
の
す
べ
て
の
授
業
で
教
師
の
朝
鮮
語
の
指
示
を
ほ
ぼ

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
あ
い
さ
つ
な
ど
校
内
で
の
朝
鮮
語
の
簡
単
な
日
常
会

話
を
習
得
す
る
。
こ
の
驚
異
的
な
習
得
の
早
さ
は
イ
マ
ー

ジ
ョ
ン
方
式
な
ら
で
は
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

継
承
語
教
育
を
促
す
工
夫

児
童
は
授
業
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
も
朝
鮮
語

を
学
ん
で
ゆ
く
。
毎
日
の
あ
い
さ
つ
や
当
番
な
ど
で
交
わ

さ
れ
る
決
ま
っ
た
会
話
は
、
そ
れ
自
体
が
彼
ら
に
と
っ
て

言
語
習
得
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
作
文
発
表
会

や
早
口
こ
と
ば
大
会
な
ど
で
朝
鮮
語
を
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う
暢
に
操
る
上
級

生
を
見
て
憧
れ
の
気
持
ち
を
抱
い
た
り
、
朝
鮮
語
の
み
で

一
日
過
ご
す
「
ウ
リ
マ
ル
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
運
動
」
で

模
範
生
に
な
る
こ
と
な
ど
は
、
朝
鮮
語
学
習
へ
の
動
機
づ

け
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
文
化
祭
の
準
備
な
ど
で

民
族
音
楽
や
舞
踊
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
も
、
言
語
と
そ
れ

以
外
の
面
か
ら
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
成
す
る

の
に
よ
い
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
日
本
で
生
ま
れ
育
つ
朝
鮮
人
児
童
生
徒
に

と
っ
て
、
朝
鮮
学
校
は
民
族
の
こ
と
ば
を
習
得
す
る
だ
け
の

場
で
は
な
い
。
彼
ら
が
朝
鮮
人
と
し
て
異
国
で
生
き
て
い

く
た
め
に
欠
か
せ
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
む
た
め
に

必
要
な
、
か
け
が
え
の
な
い
場
所
で
も
あ
る
こ
と
は
幾
度

と
な
く
先
生
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
域
住
民
と
の
交
流

朝
鮮
学
校
は
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
。

チ
ェ
サ
ミ
で
は
近
隣
の
公
立
小
学
校
と
年
間
を
通
し
て
交

流
会
を
も
っ
て
お
り
、
児
童
ら
が
互
い
に
訪
問
し
あ
っ
て

ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
を
し
て
い
る
。
チ
ェ
サ
ミ
の
バ
ザ
ー

で
は
、
近
く
の
鷹た

か
が
み
ね峯
小
学
校
の
「
お
や
じ
の
会
」
メ
ン

バ
ー
が
焼
く
チ
ヂ
ミ
が
名
物
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
学
生
を
中
心
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
か
ら

の
朝
鮮
学
校
へ
の
理
解
を
促
そ
う
と
い
う
動
き
も
見
ら
れ

る
。
同
志
社
大
学
K
O
R
E
A
文
化
研
究
会
や
日
朝
友
好

学
生
の
会
＠
京
都
な
ど
の
協
力
で
「
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ン
サ
ー
ト
」
が
こ
れ
ま
で
に
五
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
に
は
、
京
都
・
滋
賀
の
朝
鮮
学
校
児
童
生
徒
の
ほ
か
、

日
本
の
小
学
校
児
童
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
児
童
、
日
本
の

大
学
生
な
ど
多
く
の
市
民
や
団
体
が
出
演
し
、
歌
や
踊
り

で
チ
ェ
サ
ミ
を
応
援
し
た
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
日

朝
文
化
の
交
流
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な
く
、
逆
境
の
な
か

で
民
族
教
育
の
灯
火
を
守
ろ
う
と
す
る
朝
鮮
学
校
関
係
者

に
大
き
な
勇
気
を
与
え
て
い
る
。

同
校
の
姜カ

ン

秀ス
ヒ
ャ
ン香
校
長
は
語
る
。「
多
く
の
日
本
の
人
び

と
に
公
開
授
業
や
運
動
会
で
学
校
を
訪
ね
て
き
て
ほ
し
い
。

わ
た
し
た
ち
の
民
族
教
育
に
つ
い
て
知
っ
て
ほ
し
い
。
朝

鮮
学
校
は
い
つ
で
も
そ
の
門
を
開
け
て
い
ま
す
」。

初級部一年生の
教室に掲げられた、
はじめて学ぶ朝鮮
文字のお手本

初級部一年生の国語（朝鮮語）
のテキスト（文字指導前）

文化祭で民族衣装を着て太鼓を
たたく幼稚班の園児たち

鷹峯小学校、只楽（らくし）小学校、チェサミで毎年おこなっている
３校リーグのサッカーで優勝したよ！


