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友
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歴
史
教
育
者
協
議
会 

会
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新
た
な
充
実
へ
む
け
て 

 
 

 

い
相
互
交
流
の
必
要
も
あ

り
、
組
織
的
な
主
体
を
確

立
す
る
こ
と
も
話
し
合
い

ま
し
た
。 

 

も
う
8
年
も
つ
づ
け
る

京
都
日
本
語
教
室
を
お

手
本
に
す
る
こ
と
も
話
合

い
ま
し
た
。
京
都
は
厚
・
労

省
の
外
郭
団
体
で
あ
る
中

国
残
留
孤
児
援
護
基
金

か
ら
資
金
を
仰
い
で
い
る

こ
と
な
ど
の
提
起
も
。 

岡
山
地
元
紙
の
福
祉
財

団
へ
の
資
金
要
請
も
、
話

題
と
な
り
ま
し
た
。 

 

講
師
団
会
議
は
、
新
た

な
発
展
へ
向
け
て
の
論
議

を
今
後
と
も
必
要
だ
と

痛
感
し
ま
し
た
。 

ち
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
ユ
ー

モ
ア
あ
ふ
れ
る
報
告
も
多
く
あ
り

ま
し
た
。 

 

問
題
点
は
、
若
い
人
た
ち
が
就
職

し
て
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
ま

た
、
孤
児
の
年
令
の
人
た
ち
の
不
参

加
が
目
立
ち
始
め
た
こ
と
な
ど
で

す
。
こ
れ
ら
の
視
点
に
立
ち
、
開
講

日
や
時
間
の
変
更
、
講
師
の
配
置

の
こ
と
な
ど
、
多
く
の
事
柄
を
話
し

合
い
ま
し
た
。 

 

現
在
、
教
室
の
運
営
は
訴
訟
原

告
団
と
支
え
る
会
の
両
者
で
～
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
財
政
的
な
支
援

を
多
方
面
に
仰
ぐ
必
要
性
や
、
日

本
語
の
受
講
だ
け
で
な
く
幅
の
広

日日日本本本語語語教教教室室室・・・岡岡岡山山山   講講講師師師団団団会会会議議議ののの報報報告告告   

魯
迅
の
世
界 

 

 

魯
迅
も
中
国
を
知
る
窓
口
に
な

っ
た
。
「
藤
野
先
生
」
に
は
、
叩
頭

こ
う
と
う

の

ほ
か
な
か
っ
た
。
明
治
末
年
、
清
国

留
学
生
の
ノ
ー
ト
の
「
て
に
を
は
」

ま
で
直
さ
れ
た
人
の
い
た
こ
と
を

知
り
、
救
わ
れ
る
気
が
し
た
。
先

生
の
写
真
を
終
生
掲
げ
た
人
も

立
派
だ
。 

高
校
三
年
生
の
と

き
、
一
九
五
七
年
、
担
任
の
内
田

暁
郎

あ

き

お

先
生
が
「
孔ク

ン

乙イ
ー

己チ
ー

」
を
読
ん

で
く
だ
さ
る
。 

大
森
久
雄 

 

久
々
に
、
日
本
語
教
室
・
岡
山
の

講
師
団
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

（
２
月
２２
日
・
長
岡
に
て
） 

「
孤
児
の
た
め
に
こ
そ
～
」
と
、
献
身

す
る
温
か
い
心
の
持
ち
主
ば
か
り
の

講
師
の
人
た
ち
。
会
議
は
和
や
か

な
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
た
も
の
で
し

た
。 

 

岩
間
支
え
る
会 

会
長
の
あ
い
さ

つ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
講
師
団
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と

め
は
、
受
講
者
一
人
ひ
と
り
の
評

価
や
、
現
在
当
面
す
る
課
題
を
提

起
し
ま
し
た
。 

 

各
講
師
か
ら
の
自
己
紹
介
を
兼

ね
た
報
告
は
、
日
ご
ろ
接
す
る
人
た

科
挙
く
ず
れ
の
田
舎
の
読
書
人
。

酒
場
で
笑
い
も
の
に
さ
れ
、
い
ざ
り

な
が
ら
姿
を
消
す
。 

 

先
生
は
何
を
伝
え
ら
れ
た
か
っ

た
の
か
と
、
今
も
思
い
返
す
。 

志
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
読
書
人

へ
の
哀
れ
み
か
、
そ
の
よ
う
な
人
生

を
生
ん
だ
仕
組
み
へ
の
憤
り
か
。 

中
途
半
端
な
学
問
は
す
る
な

と
の
教
え
か
。
す
で
に
鬼
籍
に
入

ら
れ
た
先
生
に
、
も
は
や
問
う
す

べ
も
な
い
。 

ず
っ
と
後
に
、
上
海
の

魯
迅
記
念
館
で
「
惜
別 

藤
野 

謹
呈
周
君
」
と
書
か
れ
て
い
る
藤

野
先
生
の
写
真
を
見
る
。
北
京
の

旧
居
の
部
屋
に
も
写
真
は
掲
げ
ら

れ
て
い
た
。 

そ
れ
に
つ
け
、
太
宰
治
の
「
惜

別
」
は
時
流
に
乗
り
、
は
し
ゃ
ぎ
す

ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。 

 

中
国
史
へ
の
関
心 

 
高
校
を
出
て
か
ら
だ
っ
た
か
、
中

国
語
を
初
め
て
聞
い
た
。
町
内
の

新
渓
園
で
文
芸
講
演
会
が
あ
り
、

中
国
文
学
者
吉
川
幸
次
郎
が
杜

甫
を
語
ら
れ
た
。
杜
詩
の
一
遍
を

中
国
語
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
岩

波
新
書
の
『
新
唐
詩
選
』
に
は
中

国
音
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
で
は
分
か
ら
ぬ
語
感

に
驚
い
た
。 

漢
文
よ
り
中
国
語

だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
や
や
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
別
物
だ
と
思
い
直

し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
語
を

習
う
機
会
は
な
か
っ
た
。 

 

大
学
の
史
学
課
程
で
は
、
東
洋

史
演
習
で
『
元
史
』
食
貨
志
を
読

ん
だ
。
牧
野
修
二
先
生
の
研
究
室

で
中
国
の
刊
本
を
ガ
リ
版
に
し
、

テ
キ
ス
ト
に
す
る
。
簡
野
道
明
の

『
字
源
』
を
引
き
、
読
み
下
・
・
・
せ

な
い
。
教
場
で
の
重
い
沈
黙
の
時
。

忘
れ
が
た
い
。 

一
九
五
九
年

秋
、
京
都
国
立
博
物
館
で
特
別

展
・
隋
唐
の
美
術
を
見
た
。
初
め

て
接
し
た
異
国
の
品
々
に
見
入
っ

た
。
も
っ
と
も
、
同
行
し
て
く
れ
た

同
窓
の
女
性
に
気
を
と
ら
れ
、
何

を
み
た
か
定
か
で
な
い
。 

岩
波
書

店
か
ら
中
国
詩
人
選
集
が
出
て
い

た
。
高
橋
和
巳
注
の
『
李
商
隠
』
に

心
引
か
れ
た
。
中
国
史
に
関
し
、

顧
頡

こ
う
き
っ

剛こ
う

の
『
古
史
辨
自
序
』
（
平
岡

武
夫
訳 

創
元
社 

昭
和
十
五

年
）
で
読
書
人
に
あ
こ
が
れ
た
。
魯

迅
の
経
歴
を
知
っ
た
こ
と
も
重
な

っ
て
い
る
。
さ
て
、
書
は
い
く
ら
か

読
ん
だ
。
し
か
し
、
社
会
の
木
鐸
に

は
ほ
ど
遠
い
。 

 

概
説
は
、
那
珂
通
世
『
支
那
通

史
』
（
岩
波
文
庫
）
、
和
田
清
『
中

国
史
概
説
』
（
岩
波
全
書
）
、
『
京

大
東
洋
史
』
（
創
元
社
）
の
時
代
だ

っ
た
。
後
、
貝
塚
茂
樹
の
『
中
国
の

歴
史
』
（
岩
波
新
書
）
に
出
会
う
。

さ
ら
に
後
、
顧
の
口
述
『
中
国
史

学
入
門
』
（
小
倉
芳
彦
ら
監
訳
・

研
文
出
版 

一
九
八
七
年
）
で
中

国
史
研
究
が
概
観
で
き
た
。
実
証

と
は─

─

そ
の
本
来
の
意
味
を
考

え
さ
せ
ら
れ
た
。 

 

北
京
・
中
華
書
局
出
版
の
二
十

四
史
と
清
史
稿
を
内
山
書
店
か

ら
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
読
み
通
せ
は

せ
ぬ
。
し
か
し
、
そ
こ
に
中
国
が
あ

る
と
い
え
る
。  

（
続
く
） 

 

民
営
化
は 

値
上
げ
か
ら 

 郵便振替手数料のこと 

 こ
の
４
月
か
ら
値
上
げ
で
す
。 

１
万
円
ま
で
７０
円
だ
っ
た

の
が
、
百
円
に
な
り
、
そ
れ
以

上
の
金
額
も
３０
円
ず
つ
の
値

上
げ
に
。
こ
れ
は
振
替
払
込

料
金
を
加
入
者
（
日
中
友
好

協
会
）
が
負
担
す
る
赤
い
紙

を
利
用
す
る
場
合
、
協
会
が

貯
金
セ
ン
タ
ー
に
手
数
料
と

し
て
払
う
金
額
の
こ
と
で
す
。 

た
か
が
３０
円
と
い
っ
て
も
団

体
に
と
っ
て
は
痛
い
で
す
。 

こ
の
一
年
月
平
均
１
５
０
０
円 

 
 

 
 

 
 

 

く
ら
い
で
し
た 

（
竹
内
） 

 

 

 



 

建
国
記
念
日
を
考
え
る
県
民
の

集
い
に
１１
日
参
加
し
、
地
元
で
中

国｢

残
留
孤
児｣

訴
訟
を
支
え
る
会

の
事
務
局
長
を
し
て
い
る
方
の
講
演

を
聴
き
ま
し
た
。
旧
満
州
か
ら
帰

国
さ
れ
た
方
で
す
。
昭
和
２０
年
７

月
に
お
父
さ
ん
は
現
地
招
集
さ
れ

ま
し
た
。
敗
戦
直
後
の
大
混
乱
の

中
、
身
重
の
お
母
さ
ん
に
連
れ
ら
れ

て
必
死
で
逃
げ
た
そ
う
で
す
。
９
月

２
日
に
生
れ
た
弟
は
翌
日
に
死
亡
。

捕
虜
に
な
っ
て
い
た
お
父
さ
ん
は
脱

走
し
、
１０
月
に
再
会
。
翌
年
、
３
人

で
や
っ
と
佐
世
保
に
着
い
た
と
の
こ

と
で
し
た
。
同
席
さ
れ
て
い
た
残
留

孤
児
の
方
は
、
５０
歳
前
に
や
っ
と

帰
国
で
き
た
も
の
の
、
仕
事
が
な

い
、
孤
独
な
生
活
、
中
国
に
残
し
た

養
父
母
の
こ
と
な
ど
を
中
国
語
で

訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
語
が
良

く
理
解
で
き
な
い
た
め
に
、
「
目
が

あ
っ
て
も
見
え
な
い
、
耳
が
あ
っ
て
も

聞
こ
え
な
い
、
口
が
あ
っ
て
も
し
ゃ
べ

れ
な
い
」
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
聞

き
ま
す
と
、
「
ど
う
し
て
政
府
は
彼

ら
が
３０
代
の
時
期
に
帰
国
さ
せ
る

努
力
を
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
本
当
に

残
念
に
思
い
ま
す
。 

満
鉄
に
つ
い
て
の
お
話
も
あ
り
、
衝

撃
を
受
け
ま
し
た
。
敗
戦
の
混
乱
の

中
、
満
鉄
の
社
員
や
軍
部
の
人
た
ち

は
、
一
般
の
人
々
を
置
き
去
り
に

し
、
列
車
に
の
っ
て
帰
国
で
き
た
。
自

分
の
こ
と
だ
け
し
か
考
え
な
か
っ
た

特
権
的
な
人
た
ち
の
こ
と
が
許
せ
な

い
と
憤
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
実
は
私

の
父
は
満
鉄
の
社
員
で
、
私
た
ち
の

兄
弟
は
全
員
満
州
生
ま
れ
で
す
。
父

が
病
気
を
し
た
た
め
、
昭
和
１６
年
に

家
族
で
帰
国
し
ま
し
た
。
も
し
父
が

病
気
で
な
く
敗
戦
後
ま
で
い
た
と
し

た
ら
、
や
は
り
特
権
を
利
用
し
て
さ

っ
さ
と
帰
国
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
、

今
、
自
分
の
生
活
の
中
で
ど
う
生
か

せ
ば
よ
い
の
か
。
宿
題
を
与
え
ら
れ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

包 

龍 

特
権
的
な
満
鉄 

憤
る
話
を
聞
い
て 

 

徳
方
宏
治 

（
岡
山
市
６５
歳
） 

朝
日
新
聞
２
月
２２
日
付
・
声
の
欄
よ
り
転
載 

（
投
稿
者
ご
本
人
の
手
に
よ
り
一
部
加
筆
さ
れ
て
い
ま
す
） 

「残留」孤児訴訟支援に 
５０万円をおくる 

       日中カレンダーの収益から 

２月１８日の全国理事会の会場で、訴訟の全国的連

絡所となっている市民連絡会の佃、渕上両弁護士と

原告の田中さんに、日中友好協会会長伊藤敬一さん

から５０万円が贈呈されました。ことしはあと少しで１万

部にとどくところでした。岡山支部も大いに貢献。 

（竹内） 

 
二
月
十
八
日
の
晩
、
こ
の
地
方
に

伝
わ
る
祭
り
の
一
種
、
西
大
寺
裸
祭

り
を
観
賞
し
て
き
た
。
こ
の
ま
つ
り
は

五
百
年
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
た
め

有
名
で
、
集
ま
る
人
も
大
変
多
く
い

た
。
ま
つ
り
と
言
え
ば
ほ
と
ん
ど
が

宗
教
的
行
事
に
纏
わ
る
。
裸
祭
り

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は

人
々
が
、
一
年
の
豊
作
や
無
病
を

願
い
入
れ
た
宝
木
と
い
う
の
を
も
ら

う
た
め
我
先
に
と
争
っ
て
い
た
。 

 

そ
も
そ
も
こ
の
ま
つ
り
は
、
世
界
に

で
も
他
に
類
の
な
い
も
の
で
は
な
い
か

と
も
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
冬

の
一
番
寒
い
と
き
に
裸
に
な
る
し
、

ま
し
て
上
か
ら
水
を
か
け
る
と
は
更

に
苦
し
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
つ

り
の
歴
史
的
起
源
が
私
の
中
で
は
定

か
で
は
な
い
が
、
本
質
的
に
言
え
ば

民
衆
を
バ
カ
に
し
、
故
意
に
苦
し
め

た
い
気
持
ち
が
起
源
の
裏
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
人
間
と
は
罪
の
あ
る
も

の
で
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
こ
と
事

態
が
苦
し
み
で
あ
る
。
と
い
う
神
学

或
い
は
仏
教
哲
学
に
も
と
づ
い
た
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
絶
対
的
な
話
で
、
相
対
的
に
言
え

ば
人
間
に
も
幸
福
が
存
在
す
る
た

め
、
上
記
に
記
し
た
わ
ざ
と
苦
し
め

て
い
る
と
い
う
の
は
存
立
す
る
と
思

え
る
。 

 

ま
た
仏
教
寺
院
で
あ
る
に
も
関
ら

ず
、
そ
こ
で
争
い
ご
と
を
さ
せ
て

人
々
に
怪
我
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
も

注
意
す
べ
き
だ
と
思
う
。
本
堂
の
台

が
小
さ
い
た
め
、
人
が
そ
こ
か
ら
落

ち
た
り
、
喧
嘩
し
た
り
、
し
て
い

た
こ
と
も
見
か
け
た
の
で
あ
る
。 

以
上
は
批
判
的
観
点
か
ら
み
た

が
、
そ
こ
に
面
白
い
こ
と
も
た
く

さ
ん
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
例
え
ば
裸
に
す
る
こ
と
で
、

人
々
の
注
目
を
集
め
観
衆
を
喜

ば
せ
て
ま
つ
り
を
に
ぎ
や
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
経
済

効
果
も
抜
群
で
あ
る
。 

 

何
百
年
の
歴
史
が
あ
る
こ
と

で
、
文
化
的
価
値
観
も
高
い
。 

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
行
事
が
何

百
年
も
続
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ

こ
に
い
る
人
々
が
い
か
に
も
勤
勉

で
努
力
家
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
だ
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
裸
ま
つ
り
が
庶
民
文
化
で
あ

る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
こ
こ
の
人
々
の

娯
楽
な
り
精
神
的
支
え
に
な
っ
て
い

く
こ
と
が
、
私
に
は
大
変
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。 

 

だ
。
（
こ
れ
は
日
本
人
の
意
見
） 

２
．
場
所
構
わ
ず
し
ゃ
が
み
込
ん
で
用

を
足
す
の
で
、
不
衛
生
極
ま
り
な
い
。

時
に
は
、
道
行
く
人
に
か
か
る
と
い
う

被
害
に
遭
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

し
か
も
排
泄
行
為
に
つ
い
て
、
ま
だ

余
り
マ
ナ
ー
を
身
に
付
け
て
い
な
い
人

が
多
い
中
、
子
供
へ
の
マ
ナ
ー
教
育
の
妨

げ
に
な
る
。
（
日
中
両
方
の
意
見
） 

３
．
格
好
が
悪
く
、
見
た
目
も
悪
過
ぎ

る
。
（
こ
れ
は
日
本
人
の
意
見
）  

そ
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
見
。 

１
．
中
国
の
紙
お
む
つ
は
、
ま
だ
品
質

が
良
く
な
く
し
か
も
値
段
も
高
い
の
で

む
れ
る
。 

こ
の
ズ
ボ
ン
な
ら
経
済
的
だ
。 

２
．
厚
着
の
中
国
で
は
ズ
ボ
ン
を
脱
ぐ

時
、
風
が
入
る
の
で
、
返
っ
て
ゾ
ク
ッ
と

冷
え
て
体
に
良
く
な
い
。
脱
が
ず
に
排

泄
す
る
方
が
寒
く
な
く
て
済
む
。 

３
．
体
に
良
い
。
「
気
」
の
概
念
で
肛
門

を
塞
い
で
し
ま
う
と
、
体
に
良
く
な
い

と
い
う
の
が
あ
る
。
何
故
良
く
な
い
か

と
言
う
と
、
「
気
」
が
体
の
中
に
篭
っ
て

し
ま
う
の
で
。
（
気
が
誤
っ
て
体
に
向
く

と
か
な
り
危
険
な
状
態
に
陥
る
そ
う

だ
。 「

気
」
と
は
、
気
功
の
「
気
」
の
こ
と
で

す
。
多
く
の
中
国
人
は
気
の
存
在
を

信
じ
て
い
る
。  

 
 

宝
馬 

 

 

中中
国国
のの  

股股
開開
きき
ズズ
ボボ
ンン  

  

中中
国国
でで
、、
ここ
のの
よよ
うう

なな
風風
景景
をを
見見
かか
けけ
たた

ここ

とと

がが

ああ

りり

まま

すす

かか
？？  

  

皆皆
ささ
んん
はは
どど
うう
思思

いい
まま
すす
かか
？？  

  

中
国
で
は
０
歳
か
ら

３
歳
く
ら
い
の
子
供
は

「
開
襠
裤
」
と
呼
ば
れ

る
、
股
の
部
分
が
開
い

た
ズ
ボ
ン
を
穿
い
て
い

る
。
こ
の
ズ
ボ
ン
は
、
前

か
ら
お
尻
の
部
分
に
か
け
て
パ
ッ
ク
リ

と
開
い
て
い
る
の
で
、
し
ゃ
が
め
ば
、

そ
の
ま
ま
排
泄
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
お
陰
か
中
国
の
子
供
は
１

歳
半
ぐ
ら
い
か
ら
自
分
で
排
泄
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
情

報
だ
と
「
排
泄
の
習
慣
を
促
す
素
晴

ら
し
い
ズ
ボ
ン
じ
ゃ
な
い
か
」
と
絶
賛

し
た
く
な
る
が
、
こ
の
ズ
ボ
ン
に
つ
い

て
ち
ょ
っ
と
賛
否
両
論
が
あ
る
。 

先
ず
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
見
か
ら 

１
．
夏
な
ら
ま
だ
し
も
真
冬
に
お
尻

を
丸
出
し
に
し
て
、
冷
た
い
空
気
に

触
れ
て
お
尻
を
真
っ
赤
に
さ
せ
て
ま

で
穿
か
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
可

哀
相
す
ぎ
る
。
病
気
に
な
り
そ
う

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

 

３
月
１３
日
（
月
）
１
時
半
か
ら
民
主
会

館
で
行
な
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
々
で
す
。 

高校生たちのはだか祭り （大人とは別に） 

 

澤山 

 

竹内和 

 

坪井 

 

服部 


