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国際教養大学長

なかじま・みねお
1936年生まれ。 東大
大学院修了。東京外
国語大学長などを経
て、 今年4月から現
職。 著書に 「北 京烈

烈j「『日中友好』とい

う幻想Jなど。

尖
閣、

靖
国
は
じ
め
本
質
踏
ま
え
た
対
応
で

台
湾
な
ど
中
華
世
界
に
怯
歴
史
的
変
動
の
波

が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ち
か
に
な

っ
て
以
降
で
あ
り、
日
本
の
行
政

区
域
が
確
立
し
た
明
治
期
以
来、

領
有
権
の
主
張
な
ど
まっ
た
く
な

かっ
た。

百
年
に
訪
日
し
た
郵
小
平
主
任

が
問
題
の
解
決
を
次
の
世
代
に
ゆ

だ
ね
よ
う
と
発
言
し
て一
時
凍
結

さ
れ
て
い
た
が、
旧
年
に
は
台
湾

の
漁
民
が
大
挙
し
て
押
し
か
け
た

こ
と
も
あっ
た。
当
時
の
李
登
輝

総
統
の
英
明
な
判
断
で
即
座
に
中

止
さ
れ
た
け
れ
ど、
同
氏
は
今
日

で
も、
領
有
権
に
こ
だ
わ
ら
ず
日

台
双
方
が
協
力
し
て
開
発
す
れ
ば

交
渉
に
知
恵
と
戦
略
を

日
中
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て

い
る。
尖
閣
諸
島へ
の
不
法
上
陸

に
加
え、
沖
ノ
鳥
島
に
か
ら
め
て

排
他
的
経
済
水
域
（
E
E
Z）
拡

張
を
企
図
し
た
り、
中
国
側
の
攻

勢
が
こ
の
と
こ
ろ
目
立
っ
て
い

る。
積
年
の
「
靖
国」
問
題
は
も

と
よ
り、
今
後
の
台
湾
問
題
も
あ

る
の
で、
問
題へ
の
本
質
的
な
対

応
が
不
可
欠
で
あ
る。

ま
ず
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は、

最
初
に
問
題
が
生
じ
た
の
は、
m

i
ω
年
の
E
C
A
F
E
（
ア
ジ
ア

極
東
経
済
委
員
会）
海
洋
調
査
で

南
シ
ナ
海
や
尖
閣
諸
島
海
域
に
海

底
油
田
を
含
む
豊
か
な
海
洋
資
源

ょ
い
と
い
う
考
え
で
あ
る。

い
ず
れ
に
せ
よ、
尖
閣
諸
島
や

沖
ノ
鳥
島
の
よ
う
に
領
有
権
が
自

明
な
場
合
は、
係
争
に
す
ち
な
ち

な
い
こ
と
を
国
際
的
に
も
堂
々
と

主
張
し、
中
国
側
と
の
外
交
交
渉

の
テ
ー
ブ
ル
に
は
載
せ
な
い
こ
と

が
肝
要
で
あ
る。

「
靖
国」
問
題
に
関
し
て
は、

eうし

A
級
戦
犯
の
合
杷
を
非
難
す
る
中

国
の
立
場
は、
一
一握
り
の
悪
玉
と

多
数
の
善
良
な
人
民
大
衆
と
い
う

「
階
級
闘
争
史
観］
に
よ
る
も
の

で
あ
り、
歴
史
的
事
実
と
も
異
な

る
の
で、
受
け
入
れ
ち
れ
な
い
と

と
を
論
理
的
に
説
明
すべ
き
で
あ

る。
同
時
に
わ
が
国
は
戦
後
責
任

を
十二
分
に
負っ
て、
国
家
権
力

が一
人
の
命
も
不
当
に
奪っ
た
こ

と
が
な
い
平
和
国
家
を
見
事
に
建

設
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し

な
け
れ
ば
な
ち
な
い。
革
命
国
家

の
名
に
お
い
て
数
え
き
れ
な
い
理

の
人
命
を
犠
牲
に
し
て
き
た
中
国

と
は、
園
の
か
た
ち
が
根
本
的
に

異
なっ
て
い
る
の
だ。

わ
が
国
に
とっ
て
も
き
わ
め
て

重
要
な
台
湾
問
題
に
つ
い
て
は、

今
回
の
総
統
選
挙
が
示
し
た
よ
う

に、
台
湾
人
意
識
の
高
ま
り
と
い

う
民
意
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い

も
の
で
あ
る。
台
湾
が
歴
史
上一

度
も
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国）

に
よっ
て
統
治
さ
れ
た
こ
と
が
な

い
主
権
国
家
と
し
て
現
に
存
在
し

て
い
る
以
上、
台
湾
は
い
か
な
る

意
味
で
も
中
閣
の
も
の
で
は
な

い。
こ
こ
に
中
国
側
の
根
本
的
な

弱
点
と
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
の
で
あ

り、
台
湾
は
も
は
や
ポ
イ
ン
ト・

オ
ブ・
ノ
l
リ
タ
ー
ン
を
越
え
た

の
で
あっ
て、
台
湾
の
中
国
化
は

あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か。

中
国
化
と
い
え
ば、
町
年
の「
香

港
回
帰」
前
後
か
色、
「一
国
両

制」
と
い
う
タ
テ
マ
エ
で
急
速
な

中
国
化
が
進
ん
だ
香
港
で
は、
国

家
保
安
法
に
反
対
す
る
昨
年
7
月

の
印
万
人
の
大
デ
モ
以
来、
中
国

当
局
と
そ
の
代
弁
者
董
建
華
行
政

長
官へ
の
批
判
が
強
まっ
て
き
て

い
る。
中
国
側が
最
近
も
香
港
で

の
普
通
選
挙
を
認
め
な
い
と
確
認

し
た
こ
と
も
あっ
て、
香
港
人
意

識
も
急
速
に
台
頭
し
始
め
て
い

る。こ
う
し
て
い
ま
や
中
華
世
界
に

も
大
き
な
歴
史
的
変
動
の
波
が
起

こ
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り、
こ
の

よ
う
な
動
き
が
や
が
て
中
園
大
陸

に
大
き
な
変
化
を
も
た
ち
す
か
も

し
れ
な
い。


