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（
日
中
友
好
協
会
京
都
府
連
合
会
会
長
・
立
命
館
大
学
特
命
教
授
） 

 

昨
年
の
嵐
山
「
日
中
不
再
戦
」
碑
前
集
会
（
二
三
年

九
月
十
六
日
）
に
お
け
る
会
長
挨
拶
で
は
、
ラ
ス
ト
エ

ン
ペ
ラ
ー
愛
新
覚
羅
溥
儀
の
弟
・
溥
傑
（1

9
0
7

～9
4

年
）

が
揮
毫
し
た
「
反
戰 

平
龢[

和] 

親
鄰 

友
好
」
と
い
う

書
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
立
命
館
大
学
国
際
平
和

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上

で
、
こ
の
八
文
字
は
、
ま
さ
に
日
中
友
好
運
動
の
神
髄

を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
思
う
と
語
っ
た
の
だ
っ
た

（
『
友
好
新
聞
・
府
連
版
』
第3

2
7

号
に
書
の
写
真
も
掲

載
）。そ
の
際
に
も
少
し
言
及
し
た
の
だ
が
、実
は
私
は
、

九
四
年
三
月
七
日
に
北
京
・
八
宝
山
革
命
公
墓
大
霊
堂

で
挙
行
さ
れ
た
溥
傑
の
葬
儀
に
、
当
時
、
天
津
で
在
外

研
究
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
学
代
表
の
ア
テ

ン
ド
を
命
じ
ら
れ
て
参
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
か

ら
思
う
と
、
中
国
の
要
人
（
溥
傑
は
、
全
国
人
民
代
表

大
会
常
務
委
員
会
委
員
、
同
民
族
委
員
会
副
主
任
、
中

日
関
係
史
研
究
会
副
会
長
）
の
葬
儀
に
参
列
す
る
と
い

う
、
本
当
に
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
と
改
め
て
実
感
し
て

い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
会
葬
御
礼
と
し
て
、
書
家
と
し
て

も
著
名
な
溥
傑
の
筆
致
で
「
燕
瀛
比
鄰
航
一
葦
」
と
刻

ま
れ
た
ガ
ラ
ス
製
の
文
鎮
を
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
文
字

も
意
味
も
な
か
な
か
読
み
取
り
に
く
い
部
分
も
あ
っ

て
、
三
十
年
近
く
放
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
を
思
い 

      

出
し
た
。
今
回
、
何
と
か
読
み
解
け
た
（
中
国
人
の
友
人
の
援
助

も
あ
っ
た
こ
と
は
白
状
す
る
し
か
な
い
）
の
で
、
内
容
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。―

―

「
燕
」
は
古
代
の
戦
国
七
雄
の
一
国
で
、
現

在
の
河
北
省
北
部
・
遼
寧
省
南
部
つ
ま
り
北
京
の
周
辺
地
域
に

位
置
し
て
い
た
た
め
、
北
京
の
古
称
も
「
燕
京
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
燕
」
は
中
国
を
象
徴
す
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
だ
。「
瀛
」

は
海
の
意
だ
が
、
日
本
を
「
東
瀛
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
ま

た
「
比
鄰
」
は
も
ち
ろ
ん
、
近
隣
に
位
置
す
る
と
の
意
味
で
あ

る
。「
葦
」
は
し
ば
し
ば
小
さ
な
舟
に
喩
え
ら
れ
、
古
詩
に
も
「
航

一
葦
」（
小
舟
が
航
行
す
る
）
と
い
う
表
現
が
稀
に
見
ら
れ
る
ら

し
い
。
即
ち
、「
燕
瀛
比
鄰
航
一
葦
」
は
、「
日
本
と
中
国
は
近
隣

に
あ
り
小
舟
が
行
き
来
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
よ
う
だ
。

最
後
ま
で
日
中
友
好
交
流
の
架
け
橋
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
溥

傑
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

私
と
し
て
も
二
〇
二
四
年
を
、「
燕
瀛
比
鄰
航
一
葦
」
の
精
神
を

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
か
つ
実
践
し
て
い
く
年
に
し
て
い
か

ね
ば
、
と
改
め
て
考
え
て 

い
る
。
本
年
も
何
卒
よ
ろ 

し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

（
溥
傑
と
立
命
館
と
の
関 

係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
立 

命
館
孔
子
学
院H

P

掲
載 

の
学
院
長
コ
ラ
ム
『
考
え 

て
み
チ
ャ
イ
ナ
・
中
国
の 

こ
と
』
の
「
そ
の8

4

～8
6

」 

で
詳
述
し
て
い
る
の
で
、 

参
照
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
く 

思
い
ま
す
。） 
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十
一
月
二
十
六
日
（
日
）、
宇
治
支
部
主
催
の
見
学
会
に 

は
、
留
学
生
を
含
む
約
十
名
の
参
加
者
が
般
若
寺
（
奈
良
市
） 

を
訪
れ
ま
し
た
。 

 

般
若
寺
は
、
飛
鳥
時
代
に
創
建
さ
れ
た
真
言
律
宗
の
寺
院 

で
、
天
平
七
年
（
七
三
五
年
）
に
は
聖
武
天
皇
が
平
城
京
の 

鬼
門
を
守
る
た
め
に
『
大
般
若
経
』
を
塔
の
基
壇
に
収
め
、 

卒
塔
婆
を
建
て
た
こ
と
が
寺
名
の
起
こ
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
般
若
寺
に
は
、
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
（
現
・
奈 

良
女
子
大
）
の
学
生
だ
っ
た
長
谷
川
テ
ル
さ
ん
が
一
九
三
二 

年
四
月
三
十
日
、
般
若
寺
を
学
友
と
訪
れ
「
抑
圧
的
・
閉
塞 

的
な
社
会
の
あ
り
よ
う
と
闘
お
う
」
と
誓
い
合
っ
た
こ
と 

な
ど
を
刻
ん
だ
「
長
谷
川
テ
ル
訪
問
記
念
の
碑
」
石
碑
が
残 

さ
れ
て
い
ま
す
。
長
谷
川
テ
ル
さ
ん
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス 

ト
で
抗
日
運
動
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
方
で
、
日
中
友
好
史 

を
語
る
中
で
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
方
で
す
。 

              

 
 

                        

   

境
内
に
は
約
十
五
万
本
の
コ
ス
モ
ス
が
植
え
ら
れ
て
お 

り
、「
コ
ス
モ
ス
寺
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ス 

モ
ス
畑
の
始
ま
り
は
、
寺
の
現
住
職
が
約
五
十
年
前
、
境
内

で
一
輪
の
コ
ス
モ
ス
が
咲
い
て
い
る
の
を
発
見
し
た
こ
と 

が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ
以
来
、
毎
年
、
心
地
よ
く
過
ご
し 

て
も
ら
う
た
め
に
手
入
れ
を
欠
か
さ
ず
行
い
、
コ
ス
モ
ス
を 

育
て
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

訪
れ
た
日
は
晩
秋
で
あ
り
、
コ
ス
モ
ス
は
満
開
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
色
と
り
ど
り
の
花
が
境
内
を
彩
り
、
訪 

れ
た
人
々
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。
当
日
は
、
住
職
の
案
内
の 

後
、
長
谷
川
テ
ル
さ
ん
の
石
碑
の
前
で
、
府
連
の
西
田
さ
ん 

か
ら
「
長
谷
川
テ
ル
さ
ん
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
を
受 

け
ま
し
た
。 

 

今
回
の
見
学
会
に
参
加
し
た
参
加
者
か
ら
は
、「
コ
ス
モ 

ス
の
花
が
美
し
く
、
心
が
癒
さ
れ
ま
し
た
」「
長
谷
川
テ
ル 

さ
ん
の
石
碑
を
訪
れ
て
、
日
中
友
好
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し 

た
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

 

宇
治
支
部
で
は
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
見
学
会
を
開
催
し
、 

会
員
の
皆
様
と
の
交
流
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。（
上
村
） 
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コ
ロ
ナ
禍
が
終
わ
り
や
っ
と
観
光
旅
行
が
解
禁
に
な
っ
た

と
聞
い
て
、
こ
の
夏
、
中
国
旅
行
を
計
画
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

以
前
、
日
本
人
は
二
週
間
以
内
は
ビ
ザ
不
要
、
自
由
に
行

く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
こ
の
制
度
は

再
開
し
て
い
な
い
。
あ
わ
て
て
７
月
上
旬
に
ビ
ザ
申
請
を
し

よ
う
と
し
た
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約
は
八
月
二
十
五
日
ま
で

埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
仕
方
な
く
予
定
を
一
か
月
伸
ば
し
、

飛
行
機
と
ホ
テ
ル
予
約
を
や
り
直
し
て
、
再
度
挑
戦
し
た
。 

 

大
阪
ビ
ザ
セ
ン
タ
ー
へ
行
っ
て
み
る
と
、
応
対
は
と
て
も

親
切
だ
っ
た
。
す
ぐ
に
手
続
き
が
済
み
、
一
週
間
後
、
無
事

に
観
光
ビ
ザ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
き
た
。
調
べ
て
み
る
と

中
国
側
か
ら
観
光
目
的
で
入
国
す
る
場
合
は
、
元
々
ビ
ザ
フ

リ
ー
で
は
な
か
っ
た
し
、
用
意
す
る
書
類
も
我
々
よ
り
大
変

な
の
だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
日
本
側
の
入
国
制
限
の
ほ
う
が
厳

し
い
の
で
あ
る
。
は
や
く
相
互
の
ビ
ザ
フ
リ
ー
が
実
現
し
て

ほ
し
い
も
の
だ
と
思
う
。 

 

久
し
ぶ
り
の
中
国
旅
行
、
お
金
を
ど
う
し
よ
う
か
と
困
っ

て
い
た
。
中
国
は
電
子
マ
ネ
ー
が
普
及
し
て
お
り
、
生
活
の

全
て
の
場
面
で
紙
幣
を
使
う
こ
と
が
な
い
。
露
天
市
場
で
も

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
か
ざ
し
て
支
払
う
の
だ
と
い
う
。
使
わ
れ
る

の
は
支
付
宝
（
ア
リ
ペ
イ
）、
微
信
支
付
（
ウ
ィ
チ
ャ
ッ
ト
ペ

イ
）
の
二
つ
。
ど
ち
ら
も
日
本
人
の
口
座
か
ら
は
入
金
で
き

な
い
の
で
、
日
本
在
住
の
留
学
生
に
頼
み
、
支
付
宝
へ
中
国

元
を
送
金
し
て
も
ら
い
、
現
金
も
五
百
元
ほ
ど
入
手
し
た
。 

 

さ
て
準
備
万
端
整
っ
た
。
上
海
の
浦
東
空
港
の
ス
タ
バ
で

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
っ
そ
く
支
付
宝
で
支
払

い
が
で
き
て
便
利
だ
っ
た
。
法
律
上
は
現
金
の
受
け
取
り
拒

否
は
で
き
な
い
と
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
、
あ
る
ホ
テ
ル
で
三

百
二
十
元
の
支
払
い
に
紙
幣
を
四
百
元
出
す
と
、
小
銭
が
な

い
と
断
ら
れ
た
。
小
銭
を
使
っ
た
の
は
、
公
園
で
ア
イ
ス
を

買
っ
た
時
ぐ
ら
い
。 

 

上
海
の
街
歩
き
に
便
利
だ
っ
た
の
は
、
ス
マ
ホ
に
入
れ
た

支
付
宝
と
、
高
徳
地
図
と
い
う
地
図
ア
プ
リ
。
高
徳
地
図
で

現
在
地
か
ら
目
的
地
ま
で
の
交
通
機
関
を
調
べ
、
そ
れ
を
見

な
が
ら
、
バ
ス
に
乗
っ
た
り
地
下
鉄
に
乗
っ
た
り
で
き
る
の

だ
。
写
真
は
魯
迅
公
園
か
ら
浦
城
路
浦
電
路
ま
で
行
っ
た
時

の
例
で
あ
る
。
指
示
通
り
バ
ス
停
で
待
っ
て
い
る
と
バ
ス
が

来
る
。
京
都
市
バ
ス
と
同
じ
く
、
バ
ス
停
に
バ
ス
の
運
行
状

況
が
表
示
さ
れ
て
い
て
、
安
心
感
が
あ
っ
た
。
バ
ス
に
乗
る

と
き
は
小
さ
な
カ
メ
ラ
に
ス
マ
ホ
を
当
て
れ
ば
、
支
付
宝
で

支
払
い
が
済
む
。
地
下
鉄
の
場
合
も
、
乗
車
時
と
降
車
時
に

自
動
改
札
に
当
て
る
だ
け
だ
っ
た
。
便
利
な
ア
プ
リ
の
お
か

げ
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
へ
簡
単
に
独
り
歩
き
が
で
き
た
の
は
、

と
て
も
有
難
か
っ
た
。（
中
国
語
教
室
・
火
曜
日
受
講
生
） 

 

            

                              

 

 

 



4 

 

  
 

   

「
い
ち
ば
ん
好
き
な
演
目
は
何
か
」
と
訊
か
れ
た
ら
、
答
え

に
窮
し
て
し
ま
う
。
誰
が
演
じ
る
か
、
そ
の
日
の
出
来
は
ど

う
か
な
ど
、
条
件
に
よ
っ
て
答
え
は
異
な
る
。
結
果
、「
某
某

の
演
じ
た
『
○
○
』
が
良
か
っ
た
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。

敢
え
て
挙
げ
れ
ば
、
麒
麟
童
こ
と
周
信
芳
（
一
八
九
五
～
一

九
七
五
）
の
『
徐
策
跑
城
』
で
あ
ろ
う
か
。 

上
海
京
劇
を
代
表
す
る
老
生
・
周
信
芳
は
、
一
九
一
〇
年

代
か
ら
本
格
的
な
活
動
を
始
め
、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後

は
伝
統
劇
界
の
頂
点
と
し
て
梅
蘭
芳
と
並
び
称
さ
れ
た
。
最

近
は
ご
無
沙
汰
だ
が
、
修
論
か
ら
三
十
年
、
筆
者
と
周
信
芳

と
の
付
き
合
い
は
長
い
。
な
お
、
彼
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
理

由
は
失
念
し
た
。
別
テ
ー
マ
で
書
い
た
修
論
を
リ
ジ
ェ
ク
ト

さ
れ
た
た
め
、
資
料
の
探
し
や
す
い
ネ
タ
を
探
し
た
の
だ
ろ

う
。
恩
師
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
物
な
ら
関
連
資
料
に
は
困
ら

な
い
と
見
て
い
た
節
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
代
の
演
劇

雑
誌
を
め
く
っ
て
も
周
信
芳
へ
の
言
及
は
少
な
く
、
北
京
の

京
劇
俳
優
に
関
す
る
記
事
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
や
む
な

く
近
隣
の
大
学
に
通
い
、
上
海
最
大
の
日
刊
紙
『
申
報
』
の

重
た
い
縮
刷
版
を
二
十
年
分
ほ
ど
ひ
っ
く
り
返
し
て
周
信
芳

関
連
の
劇
評
や
広
告
を
か
き
集
め
、
よ
う
や
く
論
文
の
体
裁

を
整
え
た
。 

 
 

幼
少
期
か
ら
舞
台
に
立
っ
て
い
た
周
信
芳
は
、
変
声
を
経

て
、
老
生
と
し
て
は
致
命
的
な
嗄
れ
声
の
持
ち
主
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
規
範
に
囚
わ
れ
な
い
上
海
を
活
動
拠
点
と
し
た

こ
と
で
そ
の
声
は
個
性
と
認
識
さ
れ
、
加
え
て
身
の
こ
な
し

や
表
情
を
重
視
す
る
「
做
工
老
生
」
た
る
こ
と
に
比
重
を
置

く
こ
と
で
、
演
劇
界
に
お
け
る
地
位
を
確
立
す
る
。
そ
の
代

表
作
の
一
つ
が
『
徐
策
跑
城
』
で
、
周
信
芳
自
身
の
映
像
は

も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
も
麒
派
（
周
信
芳
の
流
派
）
演
目
の
上

演
会
で
、
後
継
者
の
演
技
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
劇
は
、
唐
代
の
名
将
薛
仁
貴
と
そ
の
一
族
を
描
く
「
薛

家
将
」
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
老
臣
・
徐
策
は
、
奸
臣
の
謀

計
で
滅
亡
寸
前
と
な
っ
た
薛
家
の
者
が
、
捲
土
重
来
を
期
し

て
挙
兵
す
る
様
を
城
壁
か
ら
眺
め
、
歓
喜
し
て
城
壁
を
駆
け

下
り
る
。
途
中
、
足
が
も
つ
れ
尻
餅
を
つ
く
が
、
自
ら
老
い

を
楽
し
む
よ
う
に
、
快
活
な
笑
い
声
を
た
て
る
。 

老
臣
が
全
身
で
興
奮
を
表
現
す
る
姿
を
鑑
賞
す
る
芝
居
だ

が
、
筆
者
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
の
は
、「
高
抜
子
」（
曲
牌
の

一
つ
）
冒
頭
の
「
湛
湛
青
天
不
可
欺
、
是
非
善
悪
人
尽
知
」

と
い
う
歌
詞
を
、
徐
策
が
朗
々
と
歌
い
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
歳
に
な
る
と
、
職
場
で
ト
ラ
ブ
ル
に
立
ち
会
う
機

会
も
多
い
。
そ
ん
な
時
は
、
脳
内
の
徐
策
に
力
強
く
「
湛
湛

青
天
」
と
う
た
っ
て
も
ら
い
、
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
る
こ

と
に
し
て
い
る
。（
ふ
じ
の 

な
お
こ
・
関
西
学
院
大
学
教
授
） 

           

     

敦
煌
は
西
安
か
ら
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
砂
漠
の
入
口
の
オ

ア
シ
ス
都
市
で
昔
か
ら
仏
教
で
栄
え
莫
高
窟
な
ど
貴
重
な
遺

跡
が
残
っ
て
い
る
。
西
田
敏
行
の
映
画
で
有
名
で
あ
る
。
莫

高
窟
は
た
び
重
な
る
西
洋
や
日
本
の
探
険
隊
の
盗
掘
に
よ
り

貴
重
な
物
は
大
か
た
持
ち
さ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
貴
重
な

文
化
財
で
あ
る
。
砂
漠
に
は
風
化
し
た
遺
跡
が
点
在
し
て
い

る
。
砂
丘
は
さ
ら
さ
ら
で
、
鳥
取
砂
丘
の
し
っ
と
り
し
た
砂

丘
と
は
違
い
大
変
歩
き
ず
ら
い
。 
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北
京
時
間
と
は
四
時
間
の
時
差
が
あ
り
十
時
に
な
っ
て
も

明
る
い
。
現
在
の
町
は
近
代
化
さ
れ
て
い
る
。
張
掖
か
ら
知

り
あ
っ
た
中
国
旅
行
者
と
一
緒
に
ま
わ
っ
た
。 

                           

   
 

 

        

二
〇
二
二
年
四
月
頃
、
台
湾
で
一
週
間
の
自
主
待
機
期
間

で
は
、
生
活
必
需
品
購
入
が
理
由
の
場
合
、
外
出
は
可
能
と

な
る
の
で
、
特
に
生
活
に
苦
痛
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
特

に
研
究
目
的
で
台
湾
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
荷
物
に
入
れ
て

い
た
資
料
を
読
み
、
自
主
的
に
研
究
を
行
っ
て
い
れ
ば
い
い

だ
け
で
す
。
な
の
で
、
こ
の
自
主
待
機
期
間
の
詳
細
は
省
略

し
、
一
週
間
が
経
過
し
ま
し
た
。 

 

つ
い
に
、
自
主
待
機
期
間
も
終
了
し
、
自
由
に
台
湾
を
移

動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
入
境
し
て
、
自
由
に

移
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ビ
ザ
の
更
新
で
す
。
台
湾
で
は
、
入

境
の
際
に
ビ
ザ
を
使
っ
て
い
て
も
、
半
年
以
上
滞
在
す
る
場

合
に
は
、
台
湾
内
で
「
滞
在
」
の
た
め
の
ビ
ザ
に
切
り
替
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
主
待
機
期
間
終
了
に
伴

い
、
台
湾
の
バ
ス
や
地
下
鉄
な
ど
公
共
交
通
機
関
に
乗
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
早
速
ビ
ザ
の
手
続
き
を
す
る
た
め
に
、

「
移
民
署
」
に
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
は
四
月
五

日
で
清
明
節
で
移
民
署
は
お
休
み
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
移
民
署
に
行
く
た
め
に
台
北
市
の
中
心
部
ま
で

来
た
の
で
、
移
民
署
が
お
休
み
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

だ
け
で
帰
る
の
は
つ
ま
ら
な
い
で
す
。
そ
こ
で
、
当
時
、
台

北
で
開
館
し
ば
か
り
と
い
う
国
立
台
湾
博
物
館
鉄
道
部
パ
ー

ク
（
鉄
道
博
物
館
）
に
行
き
ま
し
た
。
鉄
道
博
物
館
は
、
台

湾
の
鉄
道
史
が
全
て
分
か
る
と
い
う
博
物
館
で
、
日
本
で
も

鉄
道
フ
ァ
ン
か
ら
は
非
常
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
施
設
で
す
。

鉄
道
博
物
館
の
展
示
は
、
日
本
統
治
時
代
の
鉄
道
か
ら
最
新

の
台
湾
の
鉄
道
ま
で
が
本
当
に
全
て
展
示
さ
れ
て
お
り
、
圧

巻
で
し
た
。
鉄
道
が
好
き
で
な
く
て
も
、
台
湾
に
興
味
の
あ

る
方
は
、
台
湾
の
歴
史
を
鉄
道
の
視
点
か
ら
見
る
と
い
う
点

で
鉄
道
博
物
館
は
一
回
行
っ
て
み
る
こ
と
を
オ
ス
ス
メ
し
ま

す
。
ま
た
、
台
湾
に
行
け
な
い
人
も
、
鉄
道
フ
ァ
ン
を
は
じ

め
多
く
の
人
か
ら
注
目
を
受
け
て
い
る
博
物
館
で
あ
る
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
多
く
の
方
が
紹
介
ブ
ロ
グ

な
ど
を
書
い
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
見
る
だ
け
で
も
気
分
が

味
わ
え
る
か
と
思
い
ま
す
。（
続
く
） 

      

※
本
文
で
「
移
民
署
」
に
行
っ
た
と
書
き
ま
し
た
が
、
本
当

は
「
外
交
部
ビ
ザ
セ
ン
タ
ー
」
に
行
く
べ
き
で
し
た
。
行
く

先
を
間
違
え
た
理
由
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。
次
号
以
降

そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

（
二
〇
二
二
年
台
湾
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
採
択
者
／
（
元
）
台

湾
・
淡
江
大
学 

日
本
政
経
研
究
所 

訪
問
研
究
員
（
二
〇
二

二
年
）
／
「
高
橋
孝
治 

中
国
」
で
ウ
ェ
ブ
を
検
索
！ 

 

鉄道博物館外観 

ְ

Ҳ

ʴ

21
ᶥ

 

ʺ
♅

ἱ

 

 

国
立
台
湾
博
物
館
鉄
道
部
パ
ー
ク 

場
所
：
台
北
市
延
平
北
路
一
段
二
号 

休
館
日
：
月
曜
日 

開
館
時
間
：9

時
～1

7

時 

入
館
料
：1

0
0

台
湾
ド
ル 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
トh

ttp
s://w

w
w

.n
tm

.g
o
v.tw

/jp
/
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十
二
月
二
日
・
三
日
に
「
平
和
の
た
め
の
博
物
館
・
市
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
全
国
交
流
会
が
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
智

村
に
あ
る
「
満
蒙
開
拓
平
和
祈
念
館
」
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
集
会
の
報
告
で
は
な
く
、
記
念
館
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
満
蒙
開
拓
平
和
祈
念
館
」
は
二
〇
〇
六
年
に
飯
田
日
中

友
好
協
会
の
定
期
大
会
で
開
設
が
確
認
さ
れ
、
阿
智
村
か
ら

土
地
の
無
償
提
供
を
受
け
、
公
的
な
補
助
金
も
受
け
て
二
〇

一
三
年
に
開
館
し
ま
し
た
。
展
示
は
満
蒙
開
拓
の
歴
史
か
ら

始
ま
り
、
満
州
で
の
生
活
の
様
子
、
引
き
揚
げ
の
様
子
、
そ

し
て
引
き
揚
げ
者
の
証
言
と
続
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
展
示
を

通
し
て
、
戦
争
の
悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
・
平
和
創
造
と
い

う
館
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

               

 

心
に
残
っ
た
証
言
を
紹
介
し
ま
す
。 

【
逃
避
行
】・
・
・
そ
う
し
と
る
う
ち
に
、
も
う
行
け
な
い
っ

て
川
に
子
ど
も
を
捨
て
ち
ゃ
う
人
が
で
て
き
た
。
も
う
ど
う

し
よ
う
も
な
い
も
ん
で
、
子
ど
も
を
流
し
た
ん
で
す
。
私
も

七
人
く
ら
い
ま
で
流
れ
て
い
く
の
を
見
た
ん
だ
け
ど
、
止
め

て
や
る
こ
と
も
で
き
ん
、
助
け
て
や
る
こ
と
も
で
き
な
い
。 

【
収
容
所
か
ら
中
国
人
の
家
へ
】 

日
本
人
は
米
を
食
べ
る

の
で
米
の
ご
飯
食
べ
さ
せ
よ
う
っ
て
な
、
食
べ
さ
せ
て
く
れ

た
に
、
我
々
だ
け
に
な
。
う
れ
し
か
っ
た
よ
。 

          

展
示
の
最
後
に
は
「
未
来
に
向
か
っ
て
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
来
館
者
の
心
に
語
り
か
け
ま
す
。 

  
 

あ
の
時
代
に
問
い
か
け
て
み
ま
す
。 

 

 

な
ぜ
「
満
州
」
へ
行
っ
た
の
で
す
か
。 

 

今
を
生
き
る
あ
な
た
に
問
い
か
け
て
み
ま
す
。 

 
 

あ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
ら
、
ど
う
し
ま
す
か
。 

 
 

（
中
略
） 

 
 

歴
史
を
学
び
、
今
を
見
つ
め
、
未
来
を
つ
く
る
。 

 
 

同
じ
過
ち
を
く
り
か
え
さ
な
い
た
め
に
。 

 

 

平
和
な
社
会
を
築
く
た
め
に
。 

 

 

戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
の
は
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
戦
争
は
起
こ
る
の
で
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
過

去
に
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
戦
争
が
起
こ
っ
た
の
か
の
歴
史
を
真

摯
に
受
け
止
め
、
そ
の
原
因
を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
が
大
切

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
日
本
人
が
中
国
大
陸

で
中
国
の
人
々
に
対
し
て
行
っ
た
加
害
の
事
実
、
戦
後
中
国

に
残
さ
れ
た
孤
児
た
ち
が
帰
国
し
た
後
の
生
活
苦
、
こ
れ
ら

に
対
す
る
真
摯
な
補
償
も
大
切
で
す
。 

 

満
蒙
開
拓
の
歴
史
を
学
び
、
改
め
て
日
中
友
好
協
会
の
取

組
の
意
義
を
感
じ
ま
し
た
。 
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「
弁
護
士
の
弁
護
士
た
る
所
以
は
、
そ
の
戦
闘
性
に
あ
る
」。

そ
の
人
の
事
務
所
に
は
鮮
や
か
な
墨
蹟
の
額
が
掛
か
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
初
め
て
お
会
い
し
た
印
象
が
烈
々
た
る
扁
額
の

言
葉
と
は
正
反
対
と
言
っ
て
も
よ
い
小
柄
で
温
厚
な
紳
士
で

あ
っ
た
の
で
余
計
に
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
感
じ
ら
れ
た
。 

 

日
中
京
都
府
連
の
会
員
で
渡
辺
哲
司
弁
護
士
を
知
る
人
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
長
く
事
務
所
を
置
い
た

「
オ
ク
ム
ラ
ビ
ル
」
の
二
階
フ
ロ
ア―

が
「
渡
辺
・
玉
村
法

律
事
務
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
は
案
外
多

い
の
で
は
な
い
か
。 

 

二
二
年
十
二
月
二
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
、「
自
由
法

曹
団
京
都
支
部 

六
十
年
記
念
誌
」
（
二
三
年
十
二
月
二
日
発

行
）
に
載
っ
た
弁
護
士
仲
間
の
加
藤
秀
則
氏
の
一
文
（「
渡
辺

哲
司
さ
ん
を
偲
ん
で
」
）
で
初
め
て
知
っ
た
。 

 

加
藤
氏
に
よ
れ
ば
実
際
に
は
渡
辺
さ
ん
の
弁
護
士
人
生
は

そ
の
墨
蹟
の
言
葉
の
よ
う
に
「
戦
闘
的
」
だ
っ
た
。
一
九
四

二
年
、
新
潟
県
燕
市
に
生
ま
れ
る
。
六
一
年
、
県
立
三
条
高

校
を
卒
業
、
同
年
、
京
都
大
学
法
学
部
入
学
。
六
六
年
、
司

法
試
験
合
格
、
司
法
研
修
所
修
習
生
を
経
て
、
六
九
年
に
弁

護
士
登
録
。
所
属
し
た
京
都
第
一
法
律
事
務
所
で
は
労
働
争

議
を
支
援
し
、
争
議
を
め
ぐ
る
裁
判
で
精
力
的
に
弁
護
活
動

を
つ
づ
け
た
。
京
都
自
動
車
教
習
所
労
組
、
国
労
ス
ト
ラ
イ

キ
、
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
擁
護
な
ど
手
掛
け
た
裁
判
で
は
ほ

と
ん
ど
勝
訴
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
。
大
言
壮
語
せ
ず
、
粘

り
強
く
た
た
か
う
の
が
渡
辺
流
だ
っ
た
。 

 

日
中
京
都
府
連
事
務
所
の
退
去
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は

二
〇
一
六
年
秋
の
こ
と
だ
っ
た
。
オ
ク
ム
ラ
ビ
ル
が
東
京
の

不
動
産
会
社
で
あ
る
ア
セ
ッ
ト
リ
ー
ド
社
に
買
収
さ
れ
、
ア

セ
ッ
ト
社
が
賃
借
人
に
対
し
て
ビ
ル
機
能
の
刷
新
・
高
度
化

の
た
め
に
一
時
な
い
し
永
久
的
な
退
去
を
求
め
て
き
た
こ
と

に
は
じ
ま
る
。
自
ら
も
賃
借
人
の
一
人
で
あ
る
渡
辺
さ
ん
の

動
き
は
素
速
く
て
、
一
六
年
の
暮
れ
に
は
賃
借
人
全
員
で
「
対

策
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
、
結
束
し
て
対
処
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
私
た
ち
は
渡
辺
弁
護
士
に
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ア
セ

ッ
ト
社
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
依
頼
し
正
式

な
契
約
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
の
経
過
は
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
府
連
は
こ
の
時
点
で
三
年
前
に
発
覚
し
た

財
政
危
機
か
ら
脱
却
し
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
奥
村
ビ
ル
を

退
去
し
た
後
に
新
た
に
中
国
語
教
室
を
探
し
て
開
講
体
制
を

整
え
る
こ
と
も
焦
眉
の
課
題
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
退
去
に
伴

う
損
失
と
費
用
、
新
た
な
事
務
所
を
設
置
す
る
に
要
す
る
費

用
を
計
算
し
、
ア
セ
ッ
ト
社
と
交
渉
を
続
け
た
。
渡
辺
さ
ん

は
交
渉
の
場
に
同
席
し
、
ま
た
交
渉
に
関
わ
る
細
か
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
。
結
局
、
移
転
に
伴
っ
て
二
百
数
十

万
円
の
退
去
料
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
府
連

に
と
っ
て
貴
重
な
運
営
資
金
に
な
っ
た
。 

 

一
年
余
り
の
交
渉
を
経
て
、
す
べ
て
の
賃
借
人
の
身
の
振

り
方
を
確
認
し
た
後
、
渡
辺
さ
ん
の
事
務
所
も
移
転
し
た
。

思
い
返
せ
ば
こ
う
し
た
一
連
の
プ 

ロ
セ
ス
の
中
に
も
渡
辺
弁
護
士
の 

「
粘
り
強
い
戦
闘
性
」
は
よ
く
発 

揮
さ
れ
て
い
た
。 

 

感
謝
と
と
も
に
、
心
か
ら
の 

ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。 

 

（
斎
藤
敏
康
） 

 

呆
子 

（
中
国
語
で
「
本
の
虫
」
と
い
う
意
味
） 
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十
月
三
十
日
刊
・2

2
9

Ｐ
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
：
食
糧
危
機
へ

の
処
方
箋 

「
野
田
モ
デ
ル
」
が
日
本
を
救
う
、
と
あ
り
ま

す
。
表
の
帯
：
い
ま
、
日
本
に
必
要
な
の
は
武
器
よ
り
農
業

だ
。 「

食
料
自
給
率3

8
%

」
の
ウ
ソ
に
騙
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。

世
界
で
真
っ
先
に
飢
え
る
国
は
日
本 

鋭
く
著
者
が
緊
急
提

言
！
全
国
民
必
読
の
書 

和
歌
山
発
の
「
野
田
モ
デ
ル
」
こ

そ
が
日
本
農
業
再
生
の
道
を
拓
く
！
と
あ
り
ま
す
。
裏
の
帯
：

序
章 

日
本
か
ら
「
食
べ
物
」
が
消
え
る
！
食
糧
危
機
と
飢

え
の
予
兆 

第
一
章
自
給
率

3
8

%

は
幻
の
数
値
に
過
ぎ
な
い 

以
下
（「
飢
え
」
対
策
が
チ
グ
ハ
グ
な
日
本
の
農
政
）（
和
歌

山
に
あ
っ
た
農
業
の
未
来
と
希
望
）（「
野
田
モ
デ
ル
」
が
つ

く
る
日
本
の
「
シ
ン
・
農
業
」）（
野
田
忠
は
な
ぜ
革
命
を
起

こ
せ
た
の
か
）（「
野
田
モ
デ
ル
」
で
日
本
の
農
業
は
甦
る
）

は
じ
め
に
農
業
崩
壊
は
、
国
民
の
命
の
危
機
そ
の
も
の
（
以

下
１
～
７
Ｐ
よ
り
）…

…

日
本
国
民
の
命
は
、
こ
れ
ま
で
も
、

こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
輸
入
が
続
く
こ
と
が
前
提
の
「
砂
上
の

楼
閣
」
の
中
に
あ
る
の
だ
。
国
内
生
産
基
盤
の
増
強
が
不
可

欠
だ
が
、
増
強
ど
こ
ろ
か
弱
体
化
が
加
速
し
て
い
る
。…

…

な
ぜ
農
産
物
は
「
価
格
転
嫁
」
が
で
き
な
い
の
か
。
仲
卸
業

者
さ
ん
が
そ
の
理
由
を
端
的
に
話
し
て
く
れ
た
。「
農
家
さ
ん

に
払
う
価
格
が
ど
う
決
ま
る
か
と
い
う
と
、
大
手
の
小
売
店

が
い
く
ら
で
売
る
か
な
の
だ
。
そ
れ
が
決
め
ら
れ
て
、
仲
卸

さ
ん
は
こ
の
値
段
で
逆
算
し
て
買
っ
て
き
て
ね
と
言
わ
れ
る
。

悪
い
け
れ
ど
も
、
農
家
さ
ん
の
コ
ス
ト
は
殆
ど
関
係
な
い
の

で
す
。」…

…
 

今
が
ま
さ
に
分
水
嶺
だ
と
思
う
。…

…

生
産
者
に
と
っ
て

は
一
筋
の
光
明
と
も
い
え
る
農
産
物
流
通
の
新
し
い
形
が
生

ま
れ
て
い
る
。…

…

農
産
物
直
売
所
で
あ
る
。…

…

不
可
能

を
見
事
に
克
服
し
た
の
が
「
株
式
会
社
プ
ラ
ス
」
が
和
歌
山
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県
を
中
心
に
展
開
す
る
農
産
物
直
売
所
「
産
直
市
場
よ
っ
て

っ
て
」
だ
。…

…

こ
の
「
野
田
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
は
、
出

店
生
産
者
の
販
売
高
が
約
一
億
円
と
い
う
ケ
ー
ス
も
生
ま
れ
、

そ
れ
以
外
に
も

1
0

0
0

万
円
を
超
え
る
出
店
生
産
者
が

2
5
7

人
に
増
大
し
て
い
る
。…

…

「
直
売
所
の
多
店
舗
化
で
農
業

の
崩
壊
を
食
い
止
め
る
」…

…

「
売
り
手
よ
し
・
買
い
手
良

し
・
世
間
良
し
」
の
「
三
方
良
し
」
に
「
社
員
良
し
」
を
加

え
た
「
四
方
良
し
」
を
掲
げ
て
社
員
の
幸
福
に
も
配
慮
す
る

こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
和
歌
山

県
が
地
元
の
市
に
寄
付
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
く
県
や
市
の

就
農
支
援
事
業
の
拡
充
も
促
し
て
い
る
。…

…

「
直
売
所
革

命
」
と
呼
べ
る
「
野
田
モ
デ
ル
」
の
全
国
展
開
は…

…

日
本

農
業
と
食
の
未
来
を
創
る
大
き
な
力
に
な
る
と
確
信
す
る
。

…
…

こ
の
取
り
組
み
に
学
び
、
ま
た
、
そ
れ
を
消
費
者
と
し

て
支
え
る
こ
と
で
、
日
本
農
業
に
希
望
の
光
を
見
だ
す
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
。 

大
き
い
活
字
で
、
間
隔
も
あ
り
、
読
み
易
く
、
統
計
の
裏

づ
け
も
し
っ
か
り
あ
り
ま
す
。 

大
学
で
「
農
業
経
済
ゼ
ミ
」
で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
や

っ
と
希
望
の
光
と
受
け
止
め
ま
し
た
。  

 
 

（
中
本
学
） 

          

͚ͩΦͯΌ͢ΩΎΏͬͮ͜͞Φ͵Ɂּד Ζ ͧΕṮᶅκ₢͠γ ΒͯΦͯί͞Ɂ 

京都府連は、2023 年 4 月には 249 人（会員 148 人・準会員（読者）101 人）でしたが、年末に 232 人

（会員 143 人・準会員 88 人）に減少しました。退会の理由としては、ご逝去された方、高齢で新聞が読め

なくなったのなどの理由（つまり「自然減」といえます）以外に、“新聞読まない。今までは何気に会費払

っていたが、その（経済的な）余裕が無くなった”という方もあります。どの組織も直面している“高齢化”

は、おおいに憂慮するべき点ですし、物価高騰の昨今、文化への支出を削らないと生活できない！というこ

とになれば、まず、日本中国友好協会やめようかな…となってしまうということでしょうか。中国は身近で

はないんですね。 

また、日本社会では、中国が脅威だと言われており、そこから生まれる嫌悪感が、人々の中国離れを引き

起こしているようにも感じます。（私自身も近しい人に“なんでそんな事してんの！やめとき！”とよく言

われます）。確かに、両国間には、様々な紛争・緊張・対立があるのは事実です。そんな中で新しい会員を

迎えるのは困難ですが、今大切な事は、中国は大切な隣人であり、日中両国民が平和と友好のために協力す

る事が、東アジアと世界に、「平和と発展」を導くということです。その要になるのが「日本中国友好協会」

であり、今こそ出番です。今の中国と日本を知らせる「日中友好新聞」を、読みやすくわかりやすいものに

するために、みなさんのご意見をお寄せください。また、コロナ禍で中断していた講演会や文化イベントを

再開させ、「日中友好協会」を知ってもらう機会を作り、新しい会員を迎えましょう。 

会費・新聞代は活動の基礎となるものです。また、会員が減少すれば、活動の担い手も確保出来なくなり、

その弱体化が生じかねません。理事・常任理事・事務局も努力しておりますが、まずは会員皆様のお力が必

要となります。周りの方に是非「日中友好協会・新聞」を勧めて下さい。よろしくお願いいたします。   

 

ʝ Ε͢ αͻʝ 

  

事務所の閉室は ２０２３・１２・２６（火）～２０２４・０１・０４（木） です。 

 中国語は、０１・１２（金）のクラスから始まります。  

          事務局長 向田美智子 

◆お詫び・その 1 

2024 カレンダー「中国の旅」たくさ

んの方にお買い求めいただき、誠にあ

りがとうございます。しかしながら、

日付にミスがありました。6 月 23 日

（日）が 24 日になって、24 日が 2 つ

あります。本来ならば訂正したものに

差し替えてお届けすべきですが、経費

的に不可能な為、ご容赦ください。申

し訳ございません。（事務局） 

 

◆お詫び その２ 

先月号「府連版」に CCTV の楊紅霞

（ヤン・ホンシャ）記者のメッセージを 

掲載しましたが、写真は東京支局長の 

可欣蕾（カ・シンライ）様でした。お

詫びの上、訂正いたします。（編集部） 


