
尖

聞

は

日

本

の

明

ら

か

に

領

土

だ

李
登
輝
今
日
は
日
本
の
皆
さ
ん
が
非
常

に
強
い
関
心
を
お
持
ち
だ
と
思
う
の
で、

尖
問
諸
島
の
問
題
か
ら
お
話
し
し
ま
し
ょ

う。
こ
れ
は
小
さ
い
島
の
問
題
の
よ
う
に

尖閣と領土を守れf

李
私
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
と、
日
本

人
の
ほ
う
が
こ
わ
ご
わ
と
し
た
顔
を
す
る

ん
で
す
よ。
二
O
O
九
年、
沖
縄
に
行っ

た
時
に
県
知事
と
食
事
を
し
な
が
ら「
尖
閣

は
沖
縄
の
も
の
だ」
と
言っ
た
ら、
県
知
事

が
黙っ
て
し
まっ
た。
こ
れ
は
お
か
し
い。

日
本
人
は
国
を
愛
し
て
い
な
い
の
か
と
び

っ
く
り
し
ま
し
た。

も
ち
ろ
ん、
台
湾
で
も
私
の
発
言
に
眉

を
ひ
そ
め
る
人
は
い
ま
す。
最
近
も「
F
a

c
e
t
o
Fa
c
e」
と
い
う
テ
レ
ビ

番
組
で
六
人
の
言論
人
と
話
を
し、
「
尖
問

諸
島
は
日
本
の
も
の
だ」
と
し
て
歴
史
的
な

・総力特集

見
え
て、
実
は
非
常
に
大
き
な
問
題。
日
本

が
独
立
国
で
あ
る
か
否
か、
ま
た
悲
法
に

ま
で
か
か
わっ
て
く
る
問
題
で
す。

中
嶋
全
く
そ
の
と
お
り
で
す
ね。

調添削一

号1
李
台
湾
で
は一

九
七
二
年、
当
時

職
業
学
生
と
し
て

国
民
党
か
ら
海
外

派
遣
さ
れ
て
い
た

馬
英
九
総
統
が

「
尖
聞
は
台
湾
の

も
の
で
あ
る」
と

い
う
論
文
を
住
い

根
拠
も
話
し
ま
し

た。
す
る
と
番
組

を
見
た
私
の
若
い

フ
ァ
ン
か
ら、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
反
応
が
あ
り
ま

し
た。
「
何
を
言

っ
て
い
る
ん
だ
l

尖
閣
は
台
湾
の
も
の
だ
！」
と。

私
は
言っ
た
ん
で
す。
「
台
湾
の
も
の
だ

と
い
う
な
ら、
根
拠
を
示
し
な
さ
い。
何

を
根
拠
に
し
て
い
る
の
か」
と。
す
る
と、

み
ん
な
黙っ
て
し
ま
う。
中
国
の
主
張
も

そ
う
で
す
が、

根拠
が
な
い
の
で
す
よ。

日
本
と
台
湾
の
間
に
あ
る
尖
閣
で
の
問

題
は
漁
業
の
部
分
だ
け
で、
日
本
の
農
水

省
漁
業
局
と
あ
る
程
度
話
を
付
け
て
双
方

が
漁
を
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
問
題
は
な

く
な
る。
問
題
の
発
端
は
そ
こ
に
あ
り
ま

し
た。
だ
か
ら、
政
治
屋
が
わ
い
わ
い
騒

い
で
も、
漁
民
さ
え
そ
れ
に
乗
ら
な
け
れ

目’I
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李

て
い
ま
す。民

進
党
の
な
か
で
も「
尖
悶
諸
島

は
台湾
の
も
の
で
あ
る」
と
言
う人
間
も
い

古AF
h～、

ま
す
し、

台湾
の一
般
国
民
に
も「
尖
問諸

島
は
台
湾
の
領
土
だ」
と
主
張
す
る
声
が
あ

る。
し
か
し、
尖
問
諸
島
は
日
本
の
領
土

で
す。
私
は
昔
か
ら
そ
う
言っ
て
き
た。

中
嶋
こ
れ
は
日
本
国
民
が
非
常
に
勇
気

付
け
ら
れ
る
発
言
で
す
ね。
李
登
榔
元
総

統
が
尖
悶
詩
品
は
日
本
の
も
の
だ
と
明
確

に
発
言
さ
れ
る
こ
と
は、
日
本
の
た
め
に

も、
台
湾
の
た
め
に
も、
ア
ジ
ア
全
体
の

た
め
に
も
非
常
に
意
味
が
大
き
い。

ば
い
い
と
い
う
形
で、
私
は
こ
れ
ま
で
失

問
問
題
を
処
理
し
て
き
た
の
で
す。

中
嶋
「
領
土

問題」
で
は
な
く、
「
漁
業
問

題」
な
の
で
す
ね。

尖
閣
で
と
も
に
漁
を

李
少
し
歴
史
の
話
を
し
ま
し
ょ
う。
尖

問
諸
島
周
辺
は
昔
か
ら
非
常
に
い
い
漁
場

で、
台
湾
は
日
本
統
治
時
代
か
ら
近
海
漁

業
を
行っ
て
い
ま
し
た。
ま
た、
沖
純
の

漁
民
も
尖
閣
ま
で
行
〈
均
に
時
間
が
か
か

る
か
ら、
と
台
湾
の
射
膨
に
住
ん
で
い
た

く
ら
い
で
す。

台湾
総
督
府
が
毎
年
刊行
し
て
い
た『
台

湾
の
漁
業』
と
い
う
本
に
も、
「
沖
純
政
府

は
漁
民
と
漁
船、
漁
場
の
管
理
が
う
ま
く

で
き
な
い
の
で、
台
北
州
政
府
（
今
の
台

北
県、
宜
蘭県
な
ど
を
含
む）
に
委託
し
た」

と
舎
か
れ
て
い
ま
す。
昔
は
台
湾
も
沖
純

も
同
じ
囲
内
だ
か
ら、
何
も
問
題
な
かっ

た
ん
で
す。
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
今
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の
人
は
知
ら
ない
ん
だ
ね。

編
集
部
日
本
人
の
大
多
数
の
人
々
は、

今
回
の
尖
閣
事
件
で、
や
っ
と
尖
閑
諸
島

の
持
つ
意
味
を
認
識
し
た、
と
い
う
く
ら

い
だ
と
思い
ま
す。

李
戦
後、
沖
純
が
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ

れ
て
か
ら
も、
台
湾
の
漁
民
は
依
然
と
し

て
尖
閤へ
魚
を
取
り
に
行っ
て
い
た
ん
で

すおう

す。
特
に
蘇
襖
あ
た
り
に
漁
港
を
作っ
て、

漁
民
は
あ
ち
こ
ち
に
出
か
け
て
い
ま
し
た

か
ら、
基
隆
の
漁
民
と一
緒
に
なっ
て、

尖
閣へ
も
漁
に
出
て
い
た
の
で
す。

当
然、
尖
閑
諸
島
は
沖
縄
と一
緒
に
ア

メ
リ
カ
の
占
領
下
に
あ
り
ま
し
た
が、
当

の
ア
メ
リ
カ
は
漁
業
の
こ
と
ま
で
気
に
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た。
だ
か
ら、
台
湾
の

漁
民
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
漁
を
続
け
て
い

た
の
で
す。

し
か
し一
九
七
二
年、
佐
藤
内
閣
の
時

に
沖
制
が
返
還
さ
れ
る
と、
尖
閣
は
日
本

領
土
で
す
か
ら、
台
湾
の
漁
民
が
魚
を
取

記憶
し
て
い
ま
す。

李
そ
の
後、
台
湾
の
農
業
委
員
会
か
ら

日
本
の
農
林
水産
省
に「
台湾の
漁
民
に
も

漁
業
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か」
と

相
談
し
ま
し
た。
そ
の
お
達
し
は
生
き
て、

台
湾
の
漁
民
は
尖
問
に
上
陸
は
で
き
な
い

け
れ
ど、
周
辺
で
漁
を
す
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
た
の
で
す。

尖閣と領土を守れf・総力特窮

り
に
行
く
こ
と
が
国
際
法
違
反
と
さ
れ
る

よ
う
に
なっ
た。
漁
民
が
漁
を
す
る
た
め

に
尖
閣
に
近
づ
い
て
領
海
侵
犯
を
し
て
し

ま
い、
日
本
側
が
追
い
払
う、
と
い
う
よ

うな
こ
と
が
た
び
た
び
起
こっ
た
の
で
す。

し
か
し
漁
業
や
農
業
は
い
わ
ゆ
る
慣
習

法
が
非
常
に
大
切
で、
た
と
え
ば
農
業
で

も
川
の
水
を
利
用
す
る
際、
環
境
が
多
少

変
わ
っ
て
も、
厳
密
な
法
律
で
は
な
く、

慣
習
法
と
し
て
今
ま
で
と
同
じ
権
利
が
残

さ
れ
る
も
の
で
す。
に
も
か
か
わ
ら
ず、

今
ま
で
ど
お
り
漁
を
し
た
だ
け
で「
領
海
侵

犯
だ」
と
い
わ
れ
て
し
まっ
て
は、
台
湾
の

漁
民
に
戸
惑
う
部
分
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う。
そ
れ
が
抗
議
の
声
に
なっ
た。

そ
の
声
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
は
私
が

台
北
市
長、
副
総
統、
総
統
を
や
っ
て
い

た
時
期
で
す
か
ら、
何
と
か
し
な
け
れ
ば

と
思っ
て
い
ま
し
た。

中
嶋
台
湾
の
活
動家
が「
尖
閣
は
台
湾
の

も
の
だ」
と
声
を
挙
げ
始
め
た
の
は、
八
O

編
集
部
に
も
か
か
わ
ら
ず、
抗
議
活
動

は
活
発
で
し
た。
九
O
年
に
は
台
湾
船
二

隻
が
魚
釣
島
周
囲
の
領
海
を
侵
犯。
九
六

年
七
月
に
団
連
海
洋
法
が
発
行
し、
日
本

が
排
他
的
経
済
水
域
を
設
定
す
る
と、
九

月、
十
月
と
香
港
や
台
湾
の
活
動
家
が
領

海
侵
犯
し
て
い
ま
す。
以
来、
周
辺
海
域

で
の
断
続
的
な
抗
議
活
動
が
行
わ
れ
て
い

ま
す。
香
港
反
日
派
の
動
き

日台友好が策アジアの安定をもたらす

中
嶋
香
港
か
ら
台
湾へ
や
っ
て
来
て
活

動
を
し
て
い
る、
と
の
お
話
で
し
た
が、

こ
の
人
た
ち
に
は、
反
日
運
動
を
行
う
歴

史
的
背景
が
存
在
し
て
い
ま
す。

一
九
四一
年
十
二
月
に
日
本
軍
の
香
港

島
攻
略
が
行
わ
れ
た
際、
香
港
義
勇
兵
を

含
む
イ
ギ
リ
ス
軍
と
日
本
軍
は
と
も
に
現

さんぴ

場
で
の
判
断
を
誤
り、
酸
・外
を
極
め
る
戦

闘
状
態
に
陥
り
ま
し
た。
こ
の
時、
香
港

攻
略
左
翼
隊
長
だ
っ
た
田
中
良
三
郎
大
佐

ー
九
0
年代
に
か
け
て
で
す
ね。

李
「
台
湾
の
活
動
家」
と
言っ
て
も、
実

体
は
香
港
か
ら
や
っ
て
き
た「
愛
国
同
心

会」
と
い、

？中台統一
を
唱
え
る
急
進
的
な

グ
ル
ー
プ
で、
彼
ら
が
尖
閣
を
持
ち
出
し

て、
台
湾
囲
内
を
扇
動
す
る
よ
う
に
なっ

た
の
で
す。
そ
こ
へ
当
時
の
国
民
党
政
府

の一
部
が
乗っ
か
っ
て
し
まっ
た。
私
の

総
統
時
代
に
も、
海
軍
が
漁
船
を
保
護
す

る
と
言っ
て
尖
閣
の
近
く
ま
で
船
を
出
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た。

中
嶋
当
時、
日
本
は
竹
下
内
閣
で
し
た。

外
務
省
の
ア
ジ
ア
局
長
か
ら
私
に
電
話
が

あ
り、
「
こ
れ
か
ら
竹
下
首
相
が
お
電
話
を

し
ま
す
の
で、
ぜ
ひ
中
嶋
先
生
か
ら
李
総

統
に
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い」
と
い
わ
れ
ま

し
た。
当
時
は
日
台
の
パ
イ
プ
が
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ね。

そ
の
日
は
日
曜
目
だ
っ
た
の
で
す
が、

李
総
統
は
総
統
府
に
閣
僚
を
招
集
し
て、

す
ぐ
に
漁
船
の
集
結
を
止
め
さ
せ
た、
と
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は、
戦
後
東
京
裁
判
に
か
け
ら
れ、
B
C

級
戦
犯
と
し
て
二
十
年
の
刑
を
下
さ
れ
て

い
ま
す。
当
時
の
香
港
攻
略
作
戦
の
日
本

側
参謀
は、
瀬
島
龍
三
氏
だ
っ
た
の
で
す。

そ
し
て
香
港
陥
落
の
十
二
月
二
十
五
日

は、
日
本
軍
国
主
義へ
の
告
発
を
込
め
て

「
香
港
の
黒
い
ク
リ
ス
マ
ス」
と
今
で
も
語

ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で、
こ
れ
が
反
日
の
芽

に
なっ
て
い
た。

さ
ら
に、
私
は
六
九
年
か
ら
七一
年
ま

で
香
港
総
領
事
館
に
い
ま
し
た
が、
七
O

年
の
暮
れ
か
ら
七一
年
に
か
け
て、
香
港

で
初
め
て
尖
聞
を
め
ぐ
る
反
日
デ
モ
が
行

わ
れ
て
い
ま
す。

こ
れ
は「
香
港
索
償
協
会」
そ
の
他
の
団

体
が
組
織
し
た
デモ
で、
日
本
軍
政
下
で、

当
時
の
額
で
約
三
億
円
の
軍
票
が
出
さ
れ

た
の
で
す
が、
そ
れ
を
強
制
的
に
香
港
ド

ル
と
換
え
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
補
償
を

求
め
る
も
の
で
し
た。
以
降、
日
本
に
対

す
る
抗
議
に
尖
悶
諸
島
問
題
が
加
わ
り、
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尖閣と領土を守れf・総力特錦

反
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
色
が
強
まっ
て
い

っ
た
の
で
す。

こ
う
い
っ
た
背
景
を
背
負
う
香
港
で
誕

生
し
た「
愛
国
同
心
会」
な
ど
の
反
日
グ
ル

ー
プ
が
台
湾
に
やっ
て
き
て「
尖
閣
諸島
は

台
湾
の
も
の
だ」
と
叫
び、
上
陸
を
試
み
て

い
る
の
で
す。

李
私
の
主
張
が
気
に
入
ら
な
い
の
か、

こ
の
辿
中
は
私
が
引
退
し
て
か
ら
も
自
宅

近
くへ
や
っ
て
き
て、
何
か
叫
ん
で
い
る

よ
う
で
す。
暴
力
行
為
に
山
ょ
う
と
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が、
群
衆
が
そ
れ
を
許

さ
ず、
返
り
討
ち
に
あっ
て
い
ま
し
た
よ。

中
国
の
強
か
な
外
交

中
嶋
先
ほ
ど、
李
管
姉
さ
ん
が「
台
湾
に

も
中
国
に
も
尖
問
領
有
の
歴
史
的
根
拠
は

な
い」
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が、
ま
さ
に
そ

の
と
お
り
な
の
で
す。

尖
問
諸
島
の
領
有
権
を
中
国
が
主
張
し

始
め
た
の
は、
一
九
七一
年。
初
め
て「
外

常
に
有効
な。
臭恒
に
な
り
ま
す。

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ、
中
国
が
領
有

権
を
主
張
す
る
の
は、
「
尖
悶
諸
島
は
台
湾

の
も
の
で
あ
る。
台
湾
は
中
固
な
の
で
あ

る
か
ら、
尖
問
諸
島
も
中
国
の
も
の
で
あ

る」
と
い、

っ考え
な
の
で
す。
そ
れ
以
上
の

楓
拠
は
あ
り
ま
せ
ん。

中
嶋

今
回
の
尖
問
事
件
の
流
出
ビ
デ
オ

の
映像
は
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？

李
ぶ
つ
か
っ
た
シ
l
ン
の
写
其
は
見
ま

し
た
が、
テ
レ
ビ
で
は
見
て
い
ま
せ
ん。

最
近
テ
レ
ビ
は
見
な
い
こ
と
に
し
た。
偏

り
す
ぎ
て
い
る
し、
ウ
ソ
ば
か
り
流
す
か

ら（
笑）。

「
指
導
者
不
在」
の
日
本

中
嶋
あ
れ
を
見
る
と、
い
か
に
今
回
の

事
件
が
中
国
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

か、
歴
然
と
わ
か
り
ま
す。
と
こ
ろ
が、

民
主
党
政
械
は
船
長
を
釈
放
し
た、
？
人

映
像
を一
般
公
開
し
な
か
っ
た
た
め、
国

民
は
政
府
の
弱
腰
の
対
応
に
強
い
怒
り
と

交
部
声
明」
と
し
て、
「
釣
魚
島
（
尖
悶
諸

島）
は
中
国
の
領
土
で
あ
る」
と
発
表
し
て

い
ま
す。
こ
れ
は、
六
八
年
に
国
連
ア
ジ

ア
極
東
経
済
委
員
会
（
E
C
A
F
E）
の

海
洋
調
査
で
尖
閣
諸
島
に
豊
富
な
海
底
資

源
が
あ
る
と
明
ら
か
に
なっ
た
後
で
し
た。

し
か
し、
日
本
は
何
の
抗
議
も
し
な
い

ま
ま、
七
二
年
に
日
中
国
交
正
常
化
し
て

し
ま
い
ま
し
た。
同
時
に、
日
台
国
交
断

絶
を
し
た
わ
け
で
す。
後
の一
九
七
九
年

に
訪
日
し
た
部
小
平
が
言っ
た
の
が「
尖閣

の
問
題
は一
時
棚
上
げ
し
て
構
わ
な
い。

次
の
世
代、
ま
た
次
の
世
代
は
我
々
よ
り

知
恵
が
あ
る
だ
ろ
う」。
日
本
政
府
は
こ
れ

を
聞い
て
安
心
し
て。
棚
上
げ。
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す。

し
か
し、
国
交
正
常
化
か
ら
二
十
年
後

の
九
二
年、
中
国
は
領
海
法
と
い
う
圏
内

法
を
制定
し、
「
台
湾
及
び
そ
こ
に
含
ま
れ

b－－

AJ’しu，aF
る
釣
魚
島
と
そ
の
付
属
の
島
棋」、
つ
ま
り

尖
問
諸
島
を
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
決
め

不
満
を
感
じ
て
い
ま
し
た。
海
保
の一
職

員
の
手
で、
映
像
は
流
れ
ま
し
た
が。

李
こ
の
件
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ン
ト

ン
国
務
長
官
が「
尖
聞
は
安保
条
約
の
純
聞

内」
と
発
言
し
ま
し
た
ね。
さ
ら
に
ス
タ
イ

ン
パ
l
グ
国
務
副
長
官
も
安
倍
晋
三
元
総

理
と
の
会
談
で「
日

者安全保障
条
約第
五

条
が
適
用
さ
れ
る」
と
発
言
し
ま
し
た。

対
し
て、
日
本
政
府
の
対
応
に
つ
い
て

は、
中
西
郷
政
京
都
大
学
教
授
が「
菅
総
理

の
歴
史
的
大
罪」
と
普
か
れ
て
い
ま
し
た

ね。
ア
メ
リ
カ
が
顔
を
出
し
て「
安
保
条
約

の
範
囲
内」
と
言っ
た
だ
け
で
は
不
十
分
で

す。
日
本
政
府
が
自
ら「
日
本
の
領
土
だ」

と
毅
然
と
し
た
態
度
で
言
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い。

こ
の
問
題
に
お
い
て
基
本
的
な
問
題
は

何
か
と
い
う
と、
結
局
は
甑
法
九
条
に
繋

がっ
て
い
く、
と
い
う
こ
と
で
す。
安
保

の
純
聞
内
と
い
う
の
は、
ア
メ
リ
カ
が
動

か
な
け
れ
ば
日
本
の
海
上
自
衛
隊
は
尖
問

を、
さ
ら
に
い
え
ば
自
分
の
回
を
守
れ
な

て
し
ま
い
ま
し
た。

こ
の
時、
日
本
側
は
宮
津
喜一
首
相、

橋
本
恕
中
国
大
使
と
い
う
ま
さ
に「
親
中」

の
布
陣
で
し
た。
政
府
は
領
海
法
に
何
ら

の
抗
議
を
し
な
い
ば
か
り
か、
二
カ
月
後

に
は
江
沢
民
が
来
日。
さ
ら
に
こ
の
年
の

秋
に
は「
日
中
友
好」
と
い
う
こ
と
で、
天

皇・
皇
后
両
陛
下
が
ご
訪
中
な
さっ
て
い

る
の
で
す。

編
集
部
狙
い
済
ま
し
た
か
の
よ
う
な一

’い曹仇」仇九

速
の
流
れ
で
す
ね。
非
常
に
強
か
で
あ
る

と
と
も
に、
日
本
の
政
治
の
だ
ら
し
な
き

が
目
立
ち
ま
す。

李
中
国
は
国
賓
館
に「
釣
魚
台」
と
い
う

名前
をつ
け
て
い
ま
す。
表
向
き「
名前
は

尖閑諸
島
の「
釣
魚
島
（
中
国
名）」
と
は
関

係
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す。
し
か
し
台
湾

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
各
国
の
要
人
が
こ

こ
に
呼
ば
れ、
宿
泊
し、
会
見
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
か
ら、
そ
の
た
び
に「
釣
魚
台」

と
い
う
名
前
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
は、
非
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い
と
い
う
こ
と
に
な
る。
領
土
が
侵
害
さ

れ
て
も
憲
法
が
反
撃
を
許
さ
な
い、
と
い

う
こ
と
に
なっ
て
し
ま
う
か
ら
で
す。

こ
の
構
図
は
台
湾
と
同
じ
で、
台
湾
も

「
台
湾
関
係
法」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
囲
内

法
の
下
で
動
い
て
い
る
よ
う
な
形
に
なっ

て
い
る
ん
で
す。

編
集
部
日
本
も
台
湾
も、
国
家
と
し
て

の
主
体性
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
ね。

（二
O
二
年二
月号よ
り一

部再録）

り
と
う
を

台
湾
前
総
統．一
九
二
三
年、
台
湾生
ま
れ．
台
北
宜間同組事
業
後、

京
都
帝
国
大
学
中
退．
台
湾
大
学
率
築。
米
コ
l
ネ
ル
大
学
大

学
問昨士
（
農
業
経
済
学）・
台
北
市
長
な
ど
を
歴
任し
た
の
ち、

持
経
閣
総
統（
当
時）
か
ら・
八
四
年、
副
総
統
に
指
名さ
れる。

八
八
年
駕
経
国
の
死
去
に
と
も
砿
い
総
統
に
昇
絡．
一
九
九
六

年、
初
の
総
統
選
撃で
大
腸．
二
O
O
O
年五
月、
総
統
を
退
任。

密
密
に
『「
武
士
道」
解
題』
（
小
学
館
文
郎）
『
鼠
高
指
導
者

の
条
件」
「
台湾
の
主
強」
（P
HP
研
究
所）
な
ど・

な
か
じ
ま
み
ねお

一
九三
六
年
生
ま
れ．
六
O
年
東
京
外国
館
大
学中
国
科
背中
間情。

六五

年東京大
学大
学
院

図際関係総腺謹率
緩・
ハ
O

年東京

大

営企会
学
問
士．

照京外
国

館大祭良、

文節科録台中央
教

育

糠納会祭
員、

内問教
育向生

会阪有限
者倭
員を
歴任．
現

在は
国
際
教
養
大
学
理
問伊
良
学
良、
才能
教
育研
究会
会
良－

m翰銀

『北京烈型｛

筑摩魯
甥）
で
サン
トリ
ー堂蕊
銭
量。

二
O
O三
年

宣筒大
差

問量・
近密に『日
本人の
教謹（
朝

日新聞出版）
が
ある．
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