
国

際

教

養

大

学

と

「

中

国
」

＼／／ 

間語
く る

人人

理
事
長
・

学
長

中
嶋

嶺
雄

氏

「
原
点」
編
集
長

武
藤

拓
自

同
際
教
義
大
学
学
長
室

国
際
教
義
大
学

平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日
（
於）

東
大
に
並
ぶ

武
藤

中
嶋
先
生
は
最
初
の
立
ち
上
げ
か
ら
こ
の
大
学
に
係
っ

て
来
ら
れ
ま
し
て
創
立
か
ら
理
事
長
と
学
長
を
兼
務
さ
れ、

引
っ

ぱ
っ

て
米
ら
れ
ま
し
た
。

い
ま
こ
の
大
学
は
東
北
大
や
北
大
以
上、

東
大
と
同
レ
ベ

ル
の
偏
差
値
の
大
学
と
い
う
こ
と
で
内
外
か
ら
驚
き
の
目

で
見
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

こ
の
大
学
の
こ
と
で
は
じ
め
て
相
談
を
受
け
た
の
は
東

京
外
国
語
大
学
の
学
長
だ
っ

た
平
成
十
二
年
四
月
で
し
た。

板
東
久
美
子
副
知
事
が
来
ら
れ
て
学
長
室
で
お
会
い
し
た

の
が
最
初
で
し
た
。

国
際
系
の
大
学
と
い
う
こ
と
で
情
出
を
ま
と
め
た
の
で
す

が、

県
議
会
で
は
承
認
さ
れ
な
か
っ

た
ん
で
す
ね
。

そ
れ

で
こ
の
話
は
な
く
な
っ

た
と
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ、

そ
の

ny
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あ
と
の
知
事
選
挙
で
寺
田
さ
ん
が
公
約
と
し
て
国
際
系の

新
大
学
設
立
を
掲
げ
て
再
当
選
さ
れ
創
設
準
備
委
員
会
が

設
立
さ
れ
て 、
私
が
委
員
長
に
な
り
ま
し
た 。

自
分
が
学
長
に
な
る
と
は
全
く
思っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
気
軽
に
引
き
受
け
た
ん
で
す 。
（
笑）

明
石
康
さ
ん
も
委
員
で
し
た
か
ら 。

大
学の
名
前
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
も
県
民

に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取っ
た
り
し
て
絞
り
込
ん
で
四つ
残っ

た
名
称
を 、
最
終
的
に
は
お
母
さ
ん
た
ち
の
集
ま
り
で
意

見
を
聞
き
ま
し
た
ら
国
際
教
養
大
学
が
い
い 、
と
なっ
て

決っ
た
訳
で
す 。
英
語
で
は
〉E
S
F
Z
B
巳FOロmw－

C
E
g円色
々
で
す
が 、
圏
内
向
け
は
国
際
教
養
大
学で
す 。

こ
の
前
韓
国の
高
麗
大
学の
創
立
百
年
式
典
に
招
待
さ
れ

て
行
き
ま
し
た
ら一
番
最
初
に
〉
E
S
FZ
59toロ
巳

C
E〈
号巴
々
が
出
て
い
ま
し
て
驚
き
ま
し
た 。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト

順
だ
と
上
位
に
来
る
の
は
分
か
ら
な
い
訳
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が：：： 。
そ
れ
に
外
国
人
か
ら
す
る
と
「
ア
キ

タ」
と
い
う
表
音
は
と
て
も
快
く
響
く
ん
だ
そ
う
で
す 。

こ
の
大
学
過
剰
の
時
代
に
大
学
を
新
設
す
る
か
ら
に
は 、

日
本
を
代
表
す
る
本
格
的
な
国
際
系
大
学
に
し
よ
う
と
取

り
組
ん
で
来
ま
し
た 。
し
か
し 、
意
外
に
秋
田
の
方
が
こ

武
藤

AU
 
ヲ血

の
大
学の
こ
と
を
ま
だ
知
ら
な
い
ん
で
す 。
そ
の
意
味
で

も
本
誌
の
読
者の
方々
に
は 、
よ
ろ
し
くご
理
解
を
お
願

い
致
し
ま
す 。

気
骨
の
中
国
学
者

中
嶋
先
生
が
東
京
外
国
語
大
学の
教
授
だっ
た
昭
和
三

十
年
代
か
ら
四
十
年
代 、
先
生
の
著
作
を
よ
く
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た 。

昭
和
田
十
年
代
は
じ
め
文
化
大
革
命の
頃 、
中
国
研
究
者

や
マ
ス
コ
ミ
の
多
く
は
こ
の
H

革
命H
を
褒
め
讃
え
て

い
ま
し
た
が
先
生
だ
け
は
冷
静
で
客
観
的
な
見
方
を
さ
れ

て
い
た
こ
と
に 、
あ
の
頃
か
ら
敬
服
し
て
お
り
ま
し
た 。

怒
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
超一
流
の
学
者
で
あ
る
こ

と
に
誰
も
異
存
は
な
い
で
しょ
弘
が 、
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
大
学
運
営
と
な
る
と
苦
労
す
る
の
か
な 、
と
思っ

て
い
た
ん
で
す 。
（
笑）

大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た 。
（
笑）

今
年
は
早
稲
田
が
創
立
百
二
十
五
年 、
慶
応
が
百
五
十
年

と
い
わ
れ
ま
す
が
特
徴
に
乏
し
い
と
い
わ
れ
る
大
学
が
多

い
中
で
中
嶋
先
生
の
理
念
が
根づ
い
た
こ
の
大
学
は
特
筆



中
嶋

さ
れ
るべ
き
と
思っ
て
い
る
ん
で
す 。

入
学
試
験
も
国
公
立
大
学の
前
期
日
程 、
後
期
日
程
と

い
う一
種の
「
護
送
船
団」
の
よ
う
な
受
験
生
の
囲い
込

み
に
は
最
初
か
ら
加
わ
ら
ず 、
独
自
の
日
程
で
やっ
て
い

ま
す 。

「
暫
定
入
学」
と
言っ
て 、
残
念
な
が
ら
ス
レ
ス
レ
で
不

合
格
に
なっ
た
受
験
生
を
「
特
別
科
目
等
履
修
制
度」
で

若
干
名
受
け
入
れ 、
成
績
が
伸
び一
定の
レ
ベ
ル
以
上
に

なっ
た
学
生
に
は 、
二
年
次
に
なっ
て
初
め
て
入
学
金
を

払っ
て
も
ら
う
と
い
う
制
度
も
本
学だ
け
が
やっ
て
い
ま

す 。

「
武
士
道」

を
必
読
書
に

武
藤

授
業
は
日
本
語
を一
切
使
わ
ず
英
語
オ
ン
リ
ー

で
行なっ

て
い
る
よ
う
で
す
が 、
英
語
に
堪
能
な
人
材
と
い
う
だ
け

で
な
し
に 、
人
格の
陶
冶
と
い
う
視
点
か
ら
新
渡
戸
稲
造

の
『
武
士
道』
を
学
生
の
必
読
文
献
と
し
て
お
ら
れ
る
ん

で
す
ね 。

こ
こ
に
も
先
生
の
理
念
や
哲
学
を
看
て
取
れ
る
よ
う
に
思

い
ま
す 。

中
嶋

武
藤

ご
承
知の
よ
う
に
李
登
輝
さ
ん
も
六
月
六
日
本
学に
来

ら
れ
て 、
『
武
士
道』
を一
つ
の
テ
l

マ
に
し
て
講
演
さ

れ
ま
し
た 。

新
渡
戸
稲
造
は
も
と
も
と
英
語
で
『
武
士
道』
を
書い
た

ん
で
す 。

武
士
道
を
日
本の
文
化の
精
華
と
見
な
し
て
い
ま
し
た 。

ど
の
民
族
で
も
同
じ
で
す
が
自
国の
文
化
や
伝
統
に
誇
り

を
持っ
て
い
な
い
人
は
国
際
人
と
し
て
は
通
用
し
ま
せ
ん 。

英
語ペ
ラペ
ラ
日
本
語
ウ
ス
ッ

ペ
ラ
で
は
相
手
に
さ
れ
ま

せ
ん 。

いっ
ぽ
う
イ
ン
タ
ー

ネッ
ト

情
報の
八
割
以
上
は
英
語
情

報
で
す 。
や
は
り
英
語
が
十
分
に
で
き
な
け
れ
ば
グ
ロ
ー

バ
ル
な
こ
の
時
代 、
社
会
人
と
し
て
H

通
用H
し
な
い

と
い
う
面
も
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
訳
で
す 。

李
登
輝
先
生
と
「
原
点」

李
登
輝
先
生
の
講
演
は
私
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
感
銘

し
ま
し
た 。

李
登
輝
さ
ん
で
思
い
出
し
ま
し
た
が 、
李
登
輝
さ
ん
は
政

治
家
と
し
て
は
数
少
な
い 、
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
か
ら
賞
讃



中
嶋

さ
れ
て
い
る
方
で
す 。

実
は
ヒュ
ー

マ
ン
ク
ラ
ブ
と
機
関
紙
「
原
点」
も
司
馬
さ

ん
か
ら
『
街
道
を
ゆ
く』
で
お
褒
め
い
た
だ
い
て
い
る
ん

で
す 。
九
嶋
会
長
と
菅
さ
ん
が
編
集
長の
時
代
で
し
た 。

李
登
輝
さ
ん
も
ヒュ
ー

マ
ン
ク
ラ
ブ 、
『
原
点』
も
司
馬

さ
ん
か
ら
お
褒
め
い
た
だ
い
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い

る
ん
で
す 。
（
笑）

李
登
輝
さ
ん
は
六
月 、
象
潟の
鮒
満
寺
に
行
か
れ
ま
し

た 。鮒
満
寺の
熊
谷
能
忍
和
尚
と
司
馬
さ
ん
は
戦
友
だ
そ
う
で

す
ね 。

『
街
道
を
ゆ
く』
に
司
馬
さ
ん
が
書い
て
い
ま
す 。

ハ
イ 、
李
登
輝
さ
ん
は
そ
の
事
も
ご
承
知
で
蛸
満
寺
に

行
か
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね 。

今
回
李
登
輝
さ
ん
は
芭
蕉の
「
奥の
細
道」
を
辿
る
旅
と

し
て
い
ま
し
た
ね 。

司
馬
さ
ん
は
『
街
道
を
ゆ
く』
の
最
後
に
台
湾
で
李
登

輝
さ
ん
に
お
会い
し
て 、
日
本
人
が
失っ
た
も
の
を
お
持

ち
で
あ
る
こ
と
に
深
く
感
銘
し
た
ん
で
す
ね 。

李
登
輝
さ
ん
は
戦
前
日
本の
教
育
を
受
け
た
方
で
す
が 、

『
武
士
道』
を
体
現
し
て
い
る
方
と
見
た
ん
で
す 。

武
藤

中
嶋

武
藤

中
嶋

大
学
院
開
設
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来
春
は
じ
め
て
卒
業
生
が
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が 、

就
職
希
望
者の
内
定
率
が
す
で
に
九
割
を
越
え
て
い
る
と

聞
き
ま
し
た 。

先
輩 、
O
B
も
い
な
い
の
に
すご
い
数
字
で
す
ね 。

世
界
展
開
し
て
い
る
ト
ッ

プ
企
業の
求
人
が
多い
ん
で

す 。学
生
た
ち
は
企
業の
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
け
で
は
な
く 、
将
来

を
見
据
え
て
冷
静
に
選
択
し
て
い
る
よ
う
で
す 。

来
年の
九
月
か
ら
は
専
門
職
大
学
院
が
開
設
さ
れ
ま
す 。

こ
れ
は
グ
ロ
ーバ

ル・
コ
ミュ
ニ
ケ
ー
ショ
ン
を
目
ざ
し

た
も
の
で
こ
れ
も
我
が
国
に
前
例
が
な
い
も
の
で
す 。

あ
れ
ほ
ど
国
連
に
貢
献
し
て
い
な
が
ら
な
ぜ
日
本
が
常
任

理
事
国
に
な
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 、
『ニ
ュ
ー

ズ
ウ
ィ
ー
ク』
の
ザ
カ
リ
ヤ
国
際
版
編
集
長
は
日
本
人の

コ
ミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力の
弱
さ 、
具
体
的
に
は
英
語

力の
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
ま
す 。

こ
う
い
う
点
で
も
国
際
貢
献
が
で
き
る
人
材
を
養
成
し
た

い
と
思
い
ま
す 。

こ
の
前
わ
か
杉
大
会の
折 、
皇
太
子
殿
下
も
本
学
を
ご
訪

問
さ
れ 、
激
励
を
い
た
だ
き
ま
し
た 。



武
藤

我
が
国の
中
核
と
し
て
世
界
に
活
躍
す
る
人
材
が
輩
出

さ
れ
る
大
学
と
の
印
象
を一
層
強
く
し
ま
し
た 。

大
学
設
立
四
年
で
大
学
院
も
開
設
さ
れ
る
と
い
う
の
は
あ

ま
り
聞い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん 。

大
き
く
は
な
い
が
キ
ラ
リ
と
光
る
大
学 、
少
数
精
鋭の
特

徴
あ
る
大
学
と
見
ま
し
た 。

青
春
の
大
切
な一
時
期
こ
の
秋
田
で
過ご
す
学
生
に
は
良

い
思
い
出
の
地
で
あっ
て
欲
し
い
と
多
少
紐
促
た
る
思い

で
願っ
て
い
ま
す 。
（
笑）

第
二
の
ふ
る
さ
と

中
嶋

こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は一
学
年
百
三
十
人 、
全
寮
制
で
生

活
し
て
い
ま
す 。

ま
た
海
外
か
ら
の
留
学
生
も
年
閣
を
通
じ
れ
ば
百
名
以
上

い
ま
す 。

本
学の
学
生
は
海
外
に一
年
必
ず
留
学
す
る
こ
と
に
なっ

て
い
ま
す 。

た
ん
に
留
学
す
る
だ
け
で
な
く
三
十
単
位
前
後
を
取
得
す

る
こ
と
を
課
し
て
勉
強
さ
せ
て
い
ま
す 。

こ
れ
も
日
本の
他の
大
学に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
恩っ

武
藤

中
嶋

て
い
ま
す 。中

高
教
諭
に
英
語
の
S
E
T
S

先
進
的
な
取
り
組
み
で
す
ね 。

非
常
に
残
念
で
申
し

訳
な
い
と
思
う
の
は 、
こ
の
前
体
育

館
と
多
目
的
ホ
l

ル
の
施
設
が
県
議
会で
通
ら
な
かっ
た 。

教
育
は
カ
ネ
を
出
し
て
口
を
出
さ
な
い
の
が一
番
（
笑）

と
思
う
ん
で
す
が：：： 。

中
学 、
高
校
の
教
諭
に
英
語の
教
授
法
を
教
え
る
セ
ッ
ツ

（∞回寸∞・
∞Z
550円
回口間宮ωF
40”のF
5肉
∞05
5mw円）

も
やっ
て
い
ま
す
ね 。

県
議会の
方は
本
学の
地
域へ
の
貢
献に
つ
い
て 、
もっ

と
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば 、
い
ず
れ
通
る
も
の
と
期
待

し
て
い
ま
す 。
（
笑）

実
は
こ
の
大
学
は
十
億
円
ほ
ど
の
初
期
投
資
で
発
足
し
た

例
の
な
い
安い
費
用
で
で
き
た
大
学で
も
あ
る
ん
で
す 。

が 、
私の
試
算
で
は
こ
の
大
学
が
将
来
千
人
規
模
と
な
れ

ば
毎
年
年
間
二
十
数
億
円
以
上
の
経
済
効
果
が
こ
の
地
域

に
も
た
ら
さ
れ
ま
す 。

そ
れ
が
永
続
す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
す 。

23 



武
藤

教
職
員
と
そ
の
家
族
も
含
ま
れ
ま
す
か
ら 。

こ
の
前
小
中
の
学
力
テ
ス
ト

で
秋
田
県が
ト
ッ

プ
に
な
り

ま
し
た
ね 。

い
ず
れ
高
校の
英
語
の
学
力
テ
ス
ト

の
結
果
も
公
表
さ
れ

ま
す
が 、
本
大
学
で
は
毎
年
夏
休
み
の
期
間
を
利
用
し
て

県
内の
中
学 、
高
校の
英
語
の
先
生
に
二
週
間
集
中
的
に

研
修
を
行
なっ
て
き
ま
し
た 。
毎
回
約
七
十
名
を
受
け
入

れ
て
お
り 、
秋
田
県の
各
中
高の
先
生
の
教
育
力
向
上
の

一
助
に
なっ
て
い
る
と
思い
ま
す 。

い
ろ
ん
な
意
味
で
地
域
に
も
貢
献
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

ね 。中
嶋
先
生
は
「
教
育
再
生
会
議」
の
メ
ンバ
ー

で
す
ね 。

「
中
央
教
育
審
議
会」
の
メ
ンバ
ー

で
も
あっ
た 。

国
は
先
生
を
大
学
教
育
界の
代
表
と
み
な
し
て
い
ま
す
ね 。

教
育
再
生
会
議
の
メ
ンバ
ー

が
野
依
良
治
座
長
以
下 、

近
い
う
ち
に
本
学
を
視
察
す
る
こ
と
に
なっ
て
い
ま
す 。

学
生
を
含
め
大
学
関
係
者
は
県
外
や
海
外
か
ら
が
圧
倒

的
に
多い
よ
う
で
す
が 、
秋
田
の
行
事
に
も
積
極
的
に
参

加
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね 。

え
え
そ
う
で
す 。

竿
灯
な
ん
か
に
も
喜ん
で
参
加
し
て
い
ま
す
し 、
地
元
に

中
嶋

武
藤

中
嶋

武
藤

中
嶋

武
藤

中
嶋
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馴
染
も
う
と
し
て
い
ま
す 。

県
民
が
もっ
と
関
心
を
持
ち 、
い
ろ
ん
な
意
味
で
支
援

すべ
き
大
学
と
の
思
い
が
強
ま
り
ま
し
た 。

話
題
を
少
し
変
え
ま
す
が 、
そ
れ
は
先
生
の
専
門
分
野
に

つ
い
て
で
す 。

先
生
は
現
代
中
国
研
究
の
第一
人
者
で
す
が 、
い
ま
ま
で

中
国に
関
す
る
著
作
は
ど
れ
ほ
ど
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
か 。

正
確
に
数
え
て
い
ま
せ
ん
が 、
訳
書
や
共
著
を
加
え
る

と
百
冊
を
超
え
る
と
思い
ま
す 。

そ
う
で
しょ
う
ね 。

十
代
か
ら
先
生
の
著
作
を
読
ま
せ
て
も
らっ
て
い
ま
す
が 、

先
生
は
決
し
て
は
じ
め
か
ら
反
中
国で
も
反
共
で
も
な
かっ

た
と
思っ
て
い
ま
す 。

疑
問
を
持っ
た
きっ
か
け
は
何
で
す
か 。

孫
文
百
年
祭
の
衝
撃

一
番
の
きっ
か
け
は
文
化
大
革
命
で
す 。
東
京
外
語
大

の
教
員
に
な
り
た
て
の
頃 、
公
務
員
は
共
産
圏
に
行
け
な

かっ
た 。

文
部
省
が
許
可
し
な
い
ん
で
す 。



人
事
院
総
裁
に
か
け
合っ
て
中
国
が
孫
文
生
誕
百
年
記
念

大
会
を
主
催
す
る
と
い
う
の
で
何
と
か
許
可
を
貰っ
て
北

京
に
行っ
た
ん
で
す 。

孫
文
と
関
係の
深い
日
本
人
は
外
国
か
ら
の
賓
客
と
い
う

こ
と
で
人
民
大
会
堂
の
前
列
に
座
ら
さ
れ
た
ん
で
す
が 、

ヒ
ナ
壇
の
要
人
が
み
な
左
の
ほ
う
か
ら
入っ
て
登
壇
し
て

い
る
の
に
主
催
者
で
あ
る
国
家
主
席の
劉
少
奇
と
党
総
書

記の
郵
小
平
が
い
な
い 。
孫
文の
未
亡
人
の
宋
慶
齢
さ
ん

は
中
央
に
い
ま
し
た 。

い
ぶ
かっ
て
い
る
と
開
会
直
前
に
こ
の
二
人
だ
け
が
右
側

か
ら
遅
れ
て
入っ
て
来
た 。

と
こ
ろ
が
うっ
て
代っ
て
拍
手
も
な
け
れ
ば
新
華
社
な
ど

報
道
機
関の
フ
ラッ
シ
ュ
も一
切
な
い 。

式
典の
主
役
は
周
思
来
総
理
で 、
毛
沢
東
礼
讃
に
終
始し 、

最
後
に
「
毛
主
席
語
録」
を
振
り
か
ざ
し
て
「
毛
主
席
万

歳 、
万々
歳」
と
シ
ャ
ガ
レ
た
声
で
絶
叫
し
ま
し
た 。

こ
の
間
劉
少
奇
は
苛々
し
た
様
子
で
顔
面
蒼
白 、
頻
り
に

タバ
コ
を
吸っ
て
い
ま
し
た 。

郵
小
平
は
「
今
に
見
て
い
ろ」
と
い
う
物
凄い
形
相
で
周

恩
来
を
に
ら
み
つ
け
て
い
ま
し
た
ね 。

こ
の
日
を
最
後
に
劉
少
奇
は
公
衆の
前
に
姿
を
現
わ
す
こ

武
藤

と
な
く
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
ま
し
た 。

郵
小
平
は
こ
れ
を
機
に
失
脚 、
以
後
復
活 、
失
脚 、
ま
た

復
活
と
目
ま
ぐ
る
し
い
権
力
闘
争
を
生
き
抜
き
ま
し
た 。

こ
の
孫
文の
式
典の
あ
と
上
海に
出
て
紅
衛
兵
に
追い
回

さ
れ
た
り
し
て
路
上
で
半
分
ち
ぎ
れ
た
ビ
ラ
を
拾っ
た 。

そ
れ
に
劉
少
奇
は
党
内
第一
の
実
権
派 、
第
二
の
実
権
派

は
郵
小
平
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た 。

こ
の
ピ
ラ
は
い
ま
も
大
切
に
持っ
て
い
ま
す 。

当
時
ま
だ
文
革の
実
体
がハ
ッ

キ
リ
し
て
い
な
かっ
た
の

で 、
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
事
実
か
ら
文
化
大
革
命
は
大

衆
を
動
員
し
た
権
力
闘
争だ
と
い
う
視
点
が
確
立
で
き
た

訳
で
す 。

あ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
す
る
転
機
で
も
あ
り
ま
し

た 。間
違
い
で
な
かっ
た
こ
と
は
そ
の
後の
歴
史
が
証
明
し
て

い
る
と
思っ
て
い
ま
す 。

こ
の
文
革
期
に
私
が
『
中
央
公
論』
に
書い
た
文
章
「
毛

沢
東
北
京
脱
出の
真
相」
を
李
登
輝
さ
ん
が
読
ん
で
く
れ

て
い
て 、
の
ち
に
親
交
が
は
じ
まっ
た
訳
で
す 。

大
変
な
歴
史
的
場
面
に
立
ち
合
わ
れ
た
ん
で
す
ね 。

H
文
革H
が一
応
収
束
し
た
あ
と
数
少
な
い
友
党
の

5
 



ア
ル
パ
ニ
ア
共
産
党の
訪
中
団に
対
し
毛
沢
東
は
「
文
革

は
劉
少
奇か
ら
権
力
を
奪
う
た
め
の
もの
だっ
た」
と
言っ

て
い
ま
す
ね 。

文
革の
犠
牲
者
は
七
千
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す 。

日
本の
「
悪
虐
非
道」
ど
こ
ろ
の
話
で
な
い 。

劉
少
奇の
遺
骨
は
遺
言に
よっ
て
あ
と
で
海
に
撒
か
れ
ま

し
た 。
医
者
ま
で
も
劉
を
虐
待
し
た
そ
う
で
す
ね 。

周
思
来
は
総
理
の
ま
ま
生
涯
を
全
う
し
ま
し
た
が 、
遺
言

で
遺
骨
を
飛
行
機
で
山
河に
撒
か
せ
ま
し
た 。

中
国
で
散
骨の
風
習
は
聞
き
ま
せ
ん
が
権
力
者
が
代
る
と

墓
ま
で
暴い
て
辱
め
る
の
は
中
国の
伝
統
で
す
か
ら 、
こ

の
二
人
は
そ
れ
を
避
け
た
かっ
た
の
だ
と
思っ
て
い
ま
す 。

中
国の
権
力
者の
苛
酷
な
運
命
を
感
じ
ま
す 。

あ
ま
り
言っ
て
い
る
人
は
い
な
い
よ
う
で
す
が 、
劉
少
奇

と
周
恩
来
は
ソ
リ
が
合わ
な
かっ
た
と
ずっ
と
前か
ら
思っ

て
い
た
ん
で
す 。

と
い
う
の
は
文
革の
前
か
ら
「
人
民
中
国」
を
毎
月
読
ん

で
い
ま
し
た
が 、
こ
の
二
人
が
談
笑
し
て
い
る
写
真
は
見

た
こ
と
が
な
い
ん
で
す 。

避
け
て
い
る
よ
う
に
そ
の
頃
か
ら
思っ
て
い
ま
し
た 。

毛
沢
東の
思
惑
に
乗
じ
て
周
恩
来
は
劉
少
奇
失
脚に
加
担

κυ
 
ヲ－

し
た
と
思っ
て
い
る
ん
で
す 。
ま
ち
がっ
て
い
た
ら
お
教

え
下
さ
い 。

郵
小
平
復
活に
は
周
恩
来
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
よ
ね 。

毛
沢
東
が
主
導
し
た
馬
鹿
げ
た
「
大
躍
進」
政
策
が
惨
め

な
失
敗
に
終
り
数
千
万
か
ら
億
と
も
い
わ
れ
る
餓
死
者
が

で
た 。
「
農
村
で
人
肉
を
喰っ
て
い
る
現
状
を
記
録に
せ

よ」
と
劉
少
奇
は
毛に
迫っ
た
そ
う
で
す
ね 。

「
大
躍
進」
の
失
敗の
あ
と
党の
実
権
は
劉
が
握
り 、
そ

れ
を
毛
は
文
革
と
い
う
デ
タ
ラ
メ
な
手
法
で
五
i

十
年
か

け
て
奪
権
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ 。

林
彪
国
防
相
を
毛
沢
東の
後
継
者に
指
名
ま
で
し
て
軍
を

掌
握
し 、
紅
衛
兵
を
使っ
て
地
方の
末
端
組
織
ま
で
徹
底

し
て
破
壊
し
た 。
権
力
を
自
分に
手
に
す
る
だ
け
の
た
め

に 。
ス
タ
ー
リ
ン
と
甲
乙
つ
け
難い 。

劉
少
奇
も
毛
沢
東
と
同
じ
湖
南
省の
出
身
で
す
ね 。

周
思
来
と
劉
少
奇
は
眉
目
秀
麗
で
明
噺
な
頭
脳
と
い
う
点

で
人
後に
落
ち
な
い 。
年
令
も
同
じ
で
し
た 。

共
産
党
が
すべ
て
の
上
位に
あ
る
国
で
す
か
ら 、
劉
は
周

よ
り
序
列
が
上
で
し
た 。
周の
分
野
の
外
交に
も
劉
は
自

ら
踏
み
出
し
た 。



劉
少
奇
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
し
夫
人
の
玉
光
美
と
共

に
ス
カ
ル
ノ
に
会っ
た 。
そ
の
時
王
光
美
夫
人
は
チ
ャ

イ

ナ
ド
レ
ス
で
同
席
し
た 。

そ
れ
を
毛
沢
東
夫
人
の
江
青
が
激
し
く
嫉
妬
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
ね 。
要
人
の
夫
人
で
も
ま
だ
外
国
に
同
伴
と

い
う
こ
と
が
な
く 、
公
の
席
で
は
人
民
服の
時
代
で
し
た

ね 。江
青
は
た
し
か
十
二
年
も
王
光
美
を
H

監
獄H
に
閉
じ

込
め
陰
湿
な
扱い
を
し
て
い
る 。

王
光
美
は
美
人
で
四ヶ
国
語
を
話
せ
る
イ
ン
テ
リ
で
す 。

こ
う
し
て
見
る
と
思
想
信
条
以
前の

H
業H
が
歴
史
を

っ
き
動
か
し
て
い
る
よ
う
に
感
ず
る
ん
で
す 。
王
光
美
も

遺
言
で
散
骨
し
て
い
る
で
しょ 。
共
産
党
や
中
国
人
に
対

す
る
H

不
信H
を
看
て
取
る
ん
で
す
が：：： 。

郵
小
平
に
落
胆

中
嶋

郵
小
平の
復
活
で
彼
に
期
待
し
た
の
で
す
が 、
一
九
八

九
年の
天
安
門
事
件
で
彼
は
民
衆の
デ
モ
を
武
力
で
鎮
圧

し 、
民
主
化の
流
れ
を
潰
し
ま
し
た 。

い
わ
ゆ
る
改
革・
開
放
派の
胡
耀
邦
総
書
記
や
飽
紫
陽
首

武
藤

中
嶋

武
藤

相
を
失
脚
さ
せ
た
主
役
で
し
た 。

そ
れ
以
来
中
国
に
幻
想
を
抱
か
な
く
な
り
ま
し
た 。

郵
小
平
に
よっ
て
文
化
大
革
命
は
正
式
に
否
定
さ
れ
ま

し
た
が 、
い
ま
七
千
七
百
万
と
い
わ
れ
る
中
国
共
産
党
員

と
幹
部の
多
く
は
文
革
で
「
毛
主
席
語
録」
を
振
り
か
ざ

し
た
人
た
ち
と
思・つ
ん
で
す
が 。

矛
盾
し
て
い
る
ん
で
す
よ 。

天
安
門
に
は
い
ま
も
毛
沢
東の
写
真
だ
け
が
掲
げ
ら
れ 、

人
民
元の
紙
幣の
肖
像
も
毛
沢
東
で
す 。

た
だ一
点
変
わ
ら
な
い
の
は
共
産
党一
党
独
裁
と
い
う
こ

と
で
す 。

「
民
主」
も
「
平
等」
も
共
産
党の
許
容
内
だ
け
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す 。

日
本
に
勝っ
た
の
は
毛
沢
東
と
中
国
共
産
党の
お
か
げ
と

い
う
の
が
あ
の
国の
ア
イ
ディ
ン
ティ
ティ
に
なっ
て
い

る
ん
で
す 。

そ
う
い
う
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
共
産
党
の
存
在
意
味
が
な

く
なっ
て
し
ま
う 。

と
い
う
こ
と
は
中
国
共
産
党
が

H
光H
り
続
け
る
た

め
に
は
H

凶
悪H
な
日
本
が
今
後
も
必
要
と
さ
れ
る
ん

で
しょ
う
ね 。
蒋
介
石の
国
民
党
も
日
本
と
戦っ
た
ん
で

マ’今r－



す
が 、
中
国
で
は
い
ま
共
産
党
だ
け
が
戦っ
て
日
本
に
勝

利
し
た
こ
と
に
なっ
て
る
ん
で
す
ね 。

日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
に
は
敗
け
た
と
思っ
て
い
ま
す
が
中

国
共
産
党
に
敗
け
た
と
い
う
実
感
は
な
い 。

私
は
天
安
門
事
件
の
前の
年 、
旧
満
州
や
上
海 、
北
京

に
行
き
ま
し
た 。

戦
没
者
慰
霊
の
団
体
に
同
行
し
た
ん
で
す
がパ
ス
も
飛
行

機
も
行
く
先
々
で
ど
う
い
う
訳
か
通
訳
が
い
つ
も
隣
り
に

来
て
話
し
か
け
て
来
る
ん
で
す 。

ど
の
通
訳
も
共
通
し
て
言っ
て
い
た
事
は
「こ
の
国
は
す

べ
てコ
ネ
の
社
会」
と
い
う
の
で
し
た 。

帰っ
て
か
ら
あ
の
国
は
遅
か
れ
早
か
れ
騒
乱
が
起
き
る
と

言っ
て
い
ま
し
た
が
案
の
定
そ
う
な
り
ま
し
た 。

郵
小
平
が
二
度
目の
復
活
を
し
権
力
基
盤
を
確
立
し
て
か

ら
の
事
で
す 。

「コ
ネ」
の
話
は一
党
独
裁の
当
然
の
結
果
で
しょ
う 。

来
年
は
北
京
五
輪 、
そ
の
二
年
後
に
は
上
海
万
博
で
す
が

市
場
経
済
と一
党
独
裁
が
い
つ
ま
で
も
共
存
で
き
る
も
の

か
関
心
が
あ
り
ま
す 。

中
嶋

武
藤

モ
ノ
凄
い
格
差
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所
得
格
差
も
日
本の
格
差
な
ん
で
も
の
で
な
い 。

地
方
と
都
市の
格
差
も
大
変
で
す 。

環
境
汚
染
も
ひ
ど
い 。

間
も
な
く
三
峡
ダム
が
完
成
し
ま
す
が 、
そ
の
影
響
も
未

知
数
で
す 。

平
穏
が
続
く
と
は
考
え
に
くい 。

中
国
の
政
権
交
替
は
い
つ
も
移
し
い
流
血
が
伴い
ま
す

が 、
台
湾
の
李
登
輝
さ
ん
だ
け
は
例
外
で
こ
の
流
れ
が
続

い
て
い
ま
す 。

中
国の
歴
史
で
は
特
筆
すべ
き
事
で
李
登
輝
さ
ん
は
二
十

世
紀の
忘
れ
ら
れ
な
い
政
治
家と
な
る
の
で
は
ない
で
しょ

う
か 。

先の
六
月の
ド
イ
ツ 、
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ダム
サ
ミ
ッ
ト

で
安

倍
総
理
が
胡
錦
涛
主
席
と
の
会
談
を
申
し

込
ん
だ
ら
「
日

本
が
李
登
輝の
講
演
を
認
め
る
な
ら
応
じ
ら
れ
な
い」
と

断
わ
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね 。
「
日
本
は
自
由
の
国
だ 、
そ

ん
な
こ
と
は
で
き
な
い」
と
安
倍
総
理
が
突っ
ぱ
ね
た
ら

「
会
談
し
ま
しょ
う」
と
なっ
た
ん
だ
そ
う
で
す
ね 。

李
登
輝
さ
ん
が
秋
田
で
講
演
し
た
数
日
前
で
す 。

安
倍
内
閣
以
降 、
中
国の
対
日
政
策
に
変
化
が
見
ら
れ
る



中
嶋

ょ
う
で
す
が 、
先
生
は
こ
れ
を
戦
略
的
政
策
変
更
と
見
な

さ
れ
ま
す
か 。

中
国
は
あ
ち
こ
ち
で
起
き
て
い
る
農
民
反
乱
に
見
ら
れ

る
よ
う
に 、
社
会
的
矛
盾
が
深
刻
化
し
て
お
り 、
反
日
デ

モ
な
ど
も
う
やっ
て
い
ら
れ
な
い
状
況
で
す 。
従っ
て 、

中
国の
側
か
ら
対
日
姿
勢
を
宥
和
的
に
変
え
て
来
て
い
る

の
で
あっ
て 、
そ
の
意
味
で
は
戦
略
的
変
更
で
しょ
う 。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
「
中
国
の
脅
威」
や
「
世
界
覇

権」
へ
の
衝
動
を
甘
く
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね 。

中
華
思
想
で
は
台
湾
は
「
化
外の
地」
で
中
国
で
は
な

かっ
た 。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
も
台
湾の
帰
属
は
中
国

に 、
と
は一
言
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
ね 。

そ
の
と
お
り
で
す 。

台
湾
に
武
力
侵
攻
し
な
い
よ
う
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
外
交

の
智
慧
が
今
後一
層
求
め
ら
れ
る
と
思っ
て
い
ま
す 。

武
藤

中
嶋

日
本
の
戦
前
を
仲間
御

武
藤

台
湾の
経
済
力
は
世
界
で
も
有
数
で
しょ 。

中
国
は
膨
張
主
義 、
覇
権
主
義
は
採
ら
な
い
と
言っ
て
い

中
嶋

武
藤

ま
す
が 、
近
隣
諸
国
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

絡み
の
ト
ラ
ブ
ル
が

いっ
ぱ
い
あ
り
ま
す
ね 。
尖
閣の
ガ
ス
田
も
然
り
で
す 。

戦
前
日
本
が
石
油
資
源
を
求
め
て
南
進
し
た
の
と
似
た
状

況
を
感
じ
ま
す 。

ア
フ
リ
カ
の
ス
l
ダン
そ
れ
に
中
央
ア
ジ
ア 、
ミ
ャ
ン

マ
ー 、

北
朝
鮮
と
か 、
独
裁
国
と
つ
ぎ
つ
ぎ
手
を
結
ん
で

い
ま
す 。

資
源
さ
え
確
保で
き
れ
ば
そ
の
国の
国
民の
人
権な
ん
か

「
そ
ん
な
の
関
係
ネェ
l」

（
笑）
よ
う
に
見
え
ま
す
ね 。

福
沢
諭
吉
は
幕
末
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
「
文
明」
を
実
感

し
た 。

こ
れ
を
中
園 、
朝
鮮
に
も
理
解
し
て
も
らっ
て
共
に
近
代

化
し
よ
う
と
し
ま
し
た 。

し
か
し
こ
の
国々
の
聞
く
耳
を
持
た
な
い
固
随
さ
に
失
望

し
て
い
る 。

福
沢
は
理
念
や
理
想
を
慶
応
に
結
晶
し
よ
う
と
し
た
ん
だ

と
思
い
ま
す 。

中
嶋
先
生
は一
時
期
中
国
に
期
待
し 、
そ
の
現
実
か
ら
我

が
国の
武
士
道
に
ア
イ
デ
ィ
ン
ティ
ティ
を
見
出
し
後
進

を
育
て
よ
う
と
し
て
い
ま
す 。

世
界
情
勢
を
熟
知
し
て
我
が
国の
状
況
を
憂
え 、
大
学
を



立
ち
上
げ
た
と
い
う
点
で
公
立
と
私
立
の
迎
い
は
あ
り
ま

す
が、

中
嶋
先
生
の
国
際
教
養
大
学
と
福
沢
諭
吉
が
慶
応

を
立
ち
上
げ
た
「
原
点」

に
は
共
通
す
る
も
の
を
強
く
感

じ
て
い
ま
す。

我
が
国
の
教
育
の
た
め
一

一間
の
ご
活
躍
を
心
か
ら
期
待
し

て
い
ま
す
。

今
日
は
長
い
時
間
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

中京
llj息長

嶺2
雄ぉ

国
際
教
益
大
学
問
事
長
・

学
長。

国
際
社
会
学
将。

社
会
学
博

上

（
東
京
大
学
）
。

1
9
3
6

年
長
野
県
松
本
市
生
ま
れ
。

1
9
7
7
年
点
京
外
同
語
大
学
教
回収。

1
9
9
5
1
2
0
0
l
年

点
京
外
凶
語
大
乍
長。

1
9
9
8
年
｜
2
0
0
l
年
同
立
大
学
協

会
副
会
長。

そ
の
他、

ア
ジ
ア
太
手
作
大
学
交
流
機
梢
（
U
M
A

P
）

間
際
事
務
総
長、

文
部
科
学
省
小
央
教
育
審
議
会
委
員、

財

川
法
人
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ

ウ
ス
理
下
長
な
ど
を
経
て
尉
布、

内
附

教
育
再
生
会
議
行
職
将
委
只
を
庶
務。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学、

バ

リ
政
治
学
院、

カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
サ
イ
デ
ィ
エ
ゴ

校
大
学
院
の
客
員
教
授
を
歴
任。

AU

 

，J

 

者
占
は
「
現
代
小
国
論」
「
巾
ソ
対
立
と
現
代」
「
国
際
関
係
論」

「
北
京
烈
烈
」
（
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞）
「
中
国
・

台
湾
・

香

港
」

な
ど
多
数。

2
0
0
3
年
「
正
論
大
口
」

受
日。

お話を伺ったあと、
中嶋先生と武藤（左）山平（右）左端は磯貝秘書室長（学長室にて）
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Human Club 

ヒューマン・クラブ
長

「今なら話そう」
西木正明会長， 金田勝年氏

日炎立サ

国際教養大学 と 「 中国J
国際教養大学理事長 ・ 学長

中l鳴嶺雄氏

この人に聞く

で幻の花を捕らえた
畠山陽一氏

「世界の屋根」演E昔

釘月－
dノze，、

A 

シスパーレに向かう小松由佳さん


