
 2184 

 

597 

2010/2/15 

 

第
８２
回
日
中
文
化
講
座 

ニ
ホ
ン
語
を
教
え
る
人
の
た
め
の
５
か
条 

 

日
中
友
好
協
会
で
は
、
中
国
帰
国

者
支
援
の
一
環
と
し
て
、
日
本
語
教

室
を
開
い
て
い
ま
す
。 

講
師
は
日
中
友
好
に
関
心
の
あ
る

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
の
方
達
で
す
。
「
教
え

る
」
と
い
う
よ
り
「
文
化
」
の
違
い
を

確
か
め
「
話
し
こ
と
ば
」
を
伝
授
し
て

い
る
・・
・。
と
い
う
雰
囲
気
で
す
。 

そ
れ
で
も
、
ど
う
し
た
ら
日
本
語

を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
と

一
生
懸
命
さ
の
あ
ま
り
、
教
条
的
に

な
っ
た
り
、
せ
っ
か
く
、
教
室
に
足
を

運
ん
で
来
て
い
る
の
に
、
「
わ
か
ら
な

い
・
む
ず
か
し
い
」
と
思
っ
た
ま
ま
、

帰
ら
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
り
と
い

う
場
面
が
多
々
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
日
中
友
好
協
会
岡
山
支

部
の
第
８２
回
文
化
講
座
と
し
て
、

理
事
長
で
あ
る
竹
内
和
夫
氏
を
講

師
に
、
「
ニ
ホ
ン
語
を
教
え
る
人
の
た

め
の
５
か
条
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、

日
本
語
の
教
え
方
を
学
ぶ
事
に
し

ま
し
た
。 

５
か
条
と
は
、
①
相
手
は
何
を
求

め
て
い
る
の
か
？
②
ア
イ
ウ
エ
オ
？

③
ど
ん
な
練
習
を
す
る
べ
き
か
？
④

ど
ん
な
単
語
や
文
が
必
要
か
？
⑤
ニ

ホ
ン
語
、
い
ま
と
む
か
し
、
で
す
。 

４
月
１１
日
（
日
）
、
岡
山
市
国
府
市

場
に
あ
り
ま
す
高
島
公
民
館
で
行

わ
れ
ま
す
。
日
本
語
教
室
の
講
師

を
さ
れ
て
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
関

心
の
あ
る
方
、
ど
な
た
で
も
参
加
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。
こ
の
機
会
に
日

本
語
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
い

て
み
ま
せ
ん
か
！ 

稲
葉
泰
子 

下
の
文
章
は
、
岡
山
高
退
教
（
岡
山
県
高

校
・
障
害
児
学
校
退
職
教
職
員
の
会
の
略
）
の

会
報
一
一
八
号
か
ら
の
転
載
で
す
。 

井
上
さ
ん
は
「
中
国
帰
国
者
の
日
本
語
教

室
・
岡
山
の
会
」
の
代
表
で
、
長
岡
県
営
住
宅

の
中
央
集
会
場
で
帰
国
者
に
日
本
語
を
教
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
校
退
職
後
に
、
中
国
で

大
学
生
に
日
本
語
を
教
え
た
時
の
体
験
か

ら
、
中
国
と
日
本
の
「
歴
史
教
育
の
彼
我
の
差

を
痛
感
」さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
月
三
十
一
日
に
、
日
中
有
識
者
に
よ
る

日
中
歴
史
共
同
研
究
の
報
告
書
が
、
戦
後
史

部
分
を
の
ぞ
き
、
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
南
京

大
虐
殺
に
つ
い
て
、
双
方
が
そ
の
事
実
を
確
認

し
た
こ
と
は
、
一
つ
の
成
果
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
犠
牲
者
数
で
は
、
双
方
の
主
張
を

併
記
す
る
な
ど
、
ど
ち
ら
か
に
一
致
さ
せ
よ

う
と
は
し
て
い
な
い
。
今
後
共
同
研
究
を
す

す
め
、
他
の
分
野
も
含
め
て
「
双
方
の
認
識
の

溝
」
を
埋
め
る
努
力
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。 そ

の
時
に
大
切
に
な
る
の
が
「
政
治
と
の
距

離
感
」を
保
つ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

日
中
不
再
戦
を
掲
げ
六
〇
年
に
な
る
私
た

ち
の
日
中
友
好
協
会
は
、
日
中
間
で
の
歴
史

に
つ
い
て
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、

今
後
の
共
同
研
究
に
大
い
に
期
待
し
た
い
。 

共
同
研
究
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
多
く
の

困
難
を
と
も
な
う
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
側

座
長
の
北
岡
伸
一
氏
（
東
大
法
学
部
教
授
）

が
「
た
と
え
相
手
の
意
見
に
賛
成
で
き
な
く
て

も
、
相
手
が
そ
う
考
え
る
の
は
あ
る
程
度
理

解
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
観

点
が
、
今
後
の
共
同
作
業
の
な
か
で
は
、
大
切

に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

日
中
友
好
協
会
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山
支
部 
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小
林
軍
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そのようなことを思いながら・・・ 
                                    井上進夫 

私は先日、岡山県中学校弁論大会で主催新聞社長賞を受けた中学生の文章を読

んだ。内容は次のようなものだ。中国出身の両親を持つ中学生が、夏休みを利用して

祖父母の住む中国へ行った時、中国の友人たちに「南京大虐殺のこと、教科書に書い

てあるの?」等々日中戦争のことを鋭く質問され、自分がこのことに関してほとんど知ら

ない(学んでない)ことを痛感した経験を述べたものだ。 

それを読んで私は、退職後に中国福建師範大学で日本語を教えた時のことを思い

出した。 

私は任期の終わる６月末ごろの最後の授業で、少し感傷的になりながら、「七月七日

は何の日ですか。」と問いかけた。するとある学生がさっと手を上げて「はい、その日は

1937 年盧溝橋事変が起きた日です。」ときっぱり答えたのだ。七夕を期待していたの

は私だけで、学生たちの多くは納得顔だ。日本の学生でこの日を盧溝橋事件と答える

者がどれくらいいるだろうかと、強い印象を持ったことを思い出したのだ。 

中国では大学生だけでなく中学生でも、あの戦争を強い憤りを持って語るということ

を知り、改めて歴史教育の彼我の差を痛感した。歴史を語るとき、立場によって解釈が

異なるのは仕方ないが、その時代に何があり、その結果どうなったのかを、国民(特に

若者)がそれぞれ自分で判断できる材料だけは与えることは必要である。それなくして

は、お互いの国同士(若者同士)の真の理解は生まれないだろう。 

そのようなことを思いながら、私はいま中国帰国者のための日本語教室で、週 1回、

講師をしている。中国残留孤児だった方をはじめ、いろいろな立場の人たちが勉強に

来る。彼らと日本語を学んだり、時には中国のことを教えてもらったりして楽しんでい

る。 
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友
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第８２回日中文化講座 

ニホン語を教える人のための５か条 

[日時] 4月 11日(日)10時～12時 

[場所] 高島公民館 

      岡山市中区国府市場９９－５ 

TEL（086）275-1341 

[講師] 竹内和夫 

（岡山大学名誉教授 言語学  

日中友好協会岡山支部理事長） 

[参加費] 無料 

 

中国と日本の「歴史教育の彼我の差を痛感」 

右が井上さん 

三江学院の校舎 

南京民間抗日戦争博物館 



 

中
国
映
画
界
で
は
10

年
間
ほ

と
ん
ど
新
作
映
画
は
作
ら
な
か
っ

た
、
作
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
１
９
７

５
、
７
６
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
周
恩

来
あ
た
り
が
、
「
中
国
映
画
界
に
は

新
作
映
画
が
少
な
い
で
は
な
い
か
」

と
江
青
女
子
に
文
句
を
言
っ
た
た

め
に
、
江
青
女
子
は
映
画
を
作
る

事
を
命
令
し
た
ん
で
す
。 

 

革
命
オ
ペ
ラ
と
か
革
命
バ
レ
エ
の

映
画
だ
と
か
、
紅
衛
兵
と
か
革
命

分
子
が
活
躍
す
る
映
画
が
、
収
容

所
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
映
画
監
督

と
か
映
画
俳
優
を
呼
び
戻
し
て
、

映
画
を
撮
ら
せ
る
ん
で
す
。 

そ
の
人
達
は
映
画
を
撮
り
た
い

か
ら
ね
、
で
も
集
団
製
作
で
す
か

て
い
ま
す
。
そ
の
２
番
目
に
載
っ
て

い
ま
し
た
。
趙
丹
（
チ
ョ
ウ
タ
ン
）
で

す
。
そ
の
一
節
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

“
中
国
旅
行
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り

の
杉
村
春
子
先
生
か
ら
電
話
が
入

っ
た
。 

 

「
あ
な
た
が
た
の
探
し
て
い
た
趙

丹
さ
ん
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
よ
。

…
…
え
え
お
元
気
で
。
趙
丹
さ
ん

は
、
映
画
女
優
だ
っ
た
こ
ろ
の
江
青

の
過
去
を
よ
く
知
っ
て
い
た
、
と
い

う
理
由
で
、
五
年
三
か
月
も
独
房

に
入
れ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
っ
て
…

…
。
松
山
さ
ん
が
今
度
の
映
画
代

表
団
で
中
国
へ
来
ら
れ
る
の
を
、
待

っ
て
、
待
っ
て
い
る
か
ら
と
伝
え
て

く
れ
っ
て
…
…
よ
か
っ
た
わ
ね
ぇ
、

本
当
に
…
…
」
“ 

 

石
子
順
氏
の
講
演
の 

テ
ー
プ
起
こ
し
秘
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

真
田
紀
子 

 

現
在
連
載
中
の
、
第
80
回
日
中

文
化
講
座
「
い
ま
の
中
国
を
ど
う

見
る
か
―
映
画
・
漫
画
を
通
し
て

―
」
の
テ
ー
プ
か
ら
原
稿
を
起
こ
し

て
い
て
、
も
っ
と
も
困
る
の
が
人
名

で
す
。
特
に
中
国
人
の
名
は
、
ほ
と

ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
名
で

す
。
石
子
さ
ん
の
レ
ジ
メ
に
書
い
て

あ
る
と
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
が
、

例
え
ば
聶
耳
（
ニ
エ
ア
ル
）
な
ど
。
今

回
、
チ
ョ
ウ
タ
ン
と
い
う
音
で
ネ
ッ

ト
で
検
索
し
ま
し
た
が
、
出
て
き
ま

せ
ん
。 

 

そ
こ
で
、
思
い
出
し
た
の
が
、
自

宅
に
あ
る
高
峰
秀
子
著
の
『
い
っ
ぴ

き
の
虫
』
で
す
。
目
次
を
引
く
と
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
本
は
彼
女
と
交

友
の
あ
っ
た
人
々
に
つ
い
て
書
か
れ

れ
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
彼
の
書
い
た

文
章
を
読
む
と
、
い
つ
殺
さ
れ
る

か
わ
か
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
の
が
助

か
っ
た
ん
で
す
。
な
ぜ
助
か
っ
た
か

と
い
う
と
、
趙
丹
と
日
本
の
映
画

女
優
の
高
峰
秀
子
さ
ん
と
は
親
交

が
あ
っ
た
。
文
化
大
革
命
の
前
に

高
峰
秀
子
さ
ん
と
、
そ
の
ご
主
人

で
シ
ナ
リ
オ
作
家
で
映
画
監
督
の

松
山
善
三
さ
ん
は
趙
丹
に
呼
ば
れ

て
一
か
月
間
上
海
と
か
中
国
全
土

を
旅
行
し
て
、
す
っ
か
り
親
友
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
が
帰
っ
て
き
て

し
ば
ら
く
た
っ
た
ら
文
化
大
革
命

で
す
。
だ
か
ら
高
峰
秀
子
さ
ん
は

文
革
の
最
中
い
ろ
ん
な
人
が
来
る

と
そ
う
い
う
人
た
ち
に
会
う
た
び

に
、
中
国
か
ら
の
要
人
に
「
趙
丹
さ

ん
ど
う
し
て
ま
す
。
趙
丹
さ
ん
元

気
で
す
か
。
」
と
聞
い
て
、
中
国
か

ら
来
る
人
に
は
必
ず
聞
い
て
い
た

ら
し
い
で
す
。 

つ
づ
く 

ら
自
分
の
名
前
は
出
な
い
ん
で
す

よ
ね
。 

あ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
若
い
世
代

の
映
画
監
督
達
か
ら
、
文
化
大
革

命
の
末
期
に
文
革
の
映
画
を
撮
っ

た
と
い
う
こ
と
を
追
求
さ
れ
て
い
る

大
監
督
な
ど
い
ま
し
た
け
ど
、
そ

れ
を
追
求
す
る
の
は
可
愛
そ
う
過

ぎ
る
よ
。 

１
９
３
０
年
代
の
映
画
ス
タ
ー

で
、
中
国
映
画
の
大
ス
タ
ー
で
趙

丹
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
聶
耳

（
ニ
エ
ア
ル
）
と
い
う
音
楽
家
を
モ
デ

ル
に
し
た
音
楽
映
画
と
か
、
「
阿
片

戦
争
」
の
主
役
を
し
た
俳
優
で
す
。

こ
の
人
も
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
死

刑
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
言
わ

第
８０
回
日
中
文
化
講
座 

「
い
ま
の
中
国
を
ど
う
見
る
か
ー
映
画
・
漫
画
を
通
し
て
ー
」 

石
子
順
氏 

講
演 

⑫ 
 

 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

２
月
２２
日
（
月
）
午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で

す
。 

  

 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

中
国
は
ど
こ
へ
向
か
う
か
④ 

 

                                                       
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗
本 

泰
治 

 
 
 胡

錦
涛
あ
い
さ
つ
と
中
国
の
経
済
発
展
２ 

 

を
徒
歩
で
わ
た
っ
て
国
境
を
越
え

た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
北
京

ま
で
行
く
の
に
５
日
か
か
っ
て
い
ま

す
。
民
間
で
は
飛
行
機
は
使
え
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
全
部
汽
車
の

旅
で
す
。
ア
メ
リ
カ
や
日
本
な
ど

か
ら
の
「
中
国
封
じ
込
め
政
策
」
に

よ
っ
て
、
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。
そ
う
い
う
中
で
、
社
会
主
義
の

も
と
で
市
場
経
済
を
導
入
す
る
こ

と
を
決
め
た
の
で
す
。 

 

そ
れ
以
後
の
３０
年
間
は
、
経
済

成
長
の
年
平
均
伸
び
率
が
９
，

８
％
で
、
２
０
０
８
年
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ

（
国
内
総
生
産
）
は
、
日
本
に
次
い

で
世
界
第
３
位
に
発
展
す
る
に
至

り
ま
し
た
。
こ
ん
ど
の
世
界
経
済

危
機
を
見
て
も
、
ア
メ
リ
カ
一
極

の
従
来
の
経
済
秩
序
で
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い
こ
と
が
だ
れ
の
目
に
も

明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
中
国

の
役
割
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
す
。 

 
 

先
日
も
倉
敷
・
岡
山
両
支
部
の

「
南
京
、
鎮
江
、
上
海
の
旅
」
に
参

加
し
ま
し
た
が
、
中
国
の
変
化
発

展
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。 

 
 

上
海
で
は
来
年
５
月
の
「
上
海

万
博
」
で
、
道
路
、
橋
梁
の
新
改

築
、
地
下
鉄
線
の
新
設
工
事
、
上

海
ー
北
京
間
の
新
幹
線
工
事
、
上

海
空
港
の
拡
張
で
利
用
客
６
０
０

０
万
人
に
、
な
ど
め
ま
ぐ
る
し
く

変
化
し
て
い
ま
し
た
。
新
聞
で
は
、

中
国
の
新
車
販
売
台
数
が
ア
メ
リ

カ
を
ぬ
い
て
年
間
１
３
０
０
万
台
に

な
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 
 

つ
づ
く 

南
京
の
暮
ら
し
あ
れ
こ
れ
” 

報
告
会
に
参
加
し
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
田
紀
子 

 

２
０
１
０
年
２
月
６
日
（
土
）
午
後

１
時
半
か
ら
、
岡
山
県
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
で
、
曽
田
和
子
さ
ん
に
よ

る
報
告
会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

ご
本
人
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
予
想
外
に
多
く
の
方
が

参
加
さ
れ
て
、
レ
ジ
メ
が
足
り
な
い

状
況
で
し
た
。 

 

私
も
久
し
ぶ
り
に
、
岡
山
・
十
五

年
戦
争
資
料
セ
ン
タ
ー
の
研
究
会

に
参
加
で
き
、
ま
た
、
と
て
も
興
味

の
あ
る
題
材
で
し
た
の
で
、
時
間
が

あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
、
４
時
を

ま
わ
っ
て
し
ま
い
、
残
念
な
が
ら
途

中
で
退
席
し
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
曽
田
さ
ん
が
働
い
て
お
ら

れ
る
南
京
市
郊
外
の
三
江
学
院
と

い
う
の
が
私
立
大
学
で
あ
り
、
か
な

り
裕
福
な
家
庭
の
子
女
が
多
い
と

い
う
こ
と
。
そ
こ
で
日
本
語
を
教
え

 
 

佐
藤
先
生
が
中
国
を
訪
問
し

た
の
は
１
９
５
７
年
で
す
か
ら
、
文

化
大
革
命
の
前
で
、
社
会
主
義
の

経
済
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る

か
ま
だ
模
索
の
時
代
で
し
た
。
残

さ
れ
た
当
時
の
写
真
を
見
る
と
、

大
規
模
な
橋
梁
建
設
や
工
場
建

設
が
進
む
一
方
、
「
先
進
の
ソ
連
の

経
験
を
積
極
的
に
学
習
し
よ
う
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
見
ら
れ
ま
す

か
ら
、
経
済
は
中
央
指
令
型
の
統

制
経
済
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

非
能
率
な
統
制
経
済
で
は
発

展
し
ま
せ
ん
。
７８
年
に
、
そ
の
経

済
を
改
革
し
、
市
場
経
済
を
導
入

す
る
開
放
政
策
を
取
り
入
れ
た
の

で
す
。 

 

佐
藤
先
生
の
訪
中
の
時
の
記
録

を
見
る
と
、
こ
の
記
録
は
訪
中
団

の
副
秘
書
長
だ
っ
た
岡
山
市
の
正

司
武
雄
さ
ん
の
記
録
で
す
が
、
香

港
か
ら
中
国
の
深
圳
へ
向
け
て
「
橋

る
よ
う
に
な
っ
て
、
５
年
を
超
え
て
い

る
こ
と
な
ど
話
さ
れ
て
、
続
い
て
大

学
で
の
１
年
間
の
生
活
を
説
明
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

中
国
で
は
新
学
期
は
９
月
か
ら
始

ま
り
、
９
月
10
日
の
教
師
節
、
中
秋

節
、
10
月
１
日
の
国
慶
節
等
々
。
そ

の
な
か
で
教
師
節
と
は
、
今
の
日
本

で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
教
師
を

学
生
が
敬
っ
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。

そ
の
日
は
、
学
生
が
教
師
を
招
待
し

て
く
れ
、
お
金
も
彼
ら
が
出
し
て
も

て
な
し
て
く
れ
る
と
の
こ
と
。 

 

特
に
今
回
の
報
告
の
中
心
は
、
２

０
０
８
年
に
開
催
さ
れ
た
岡
山
・
十

五
年
戦
争
資
料
セ
ン
タ
ー
設
立
十

周
年
記
念
『
総
動
員
の
時
代
』
パ
ネ

ル
展
の
パ
ネ
ル
の
一
部
を
、
中
国
で

展
示
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。 

２
０
０
９
年
９
月
18
日
、
南
京
民

間
抗
日
戦
争
博
物
館
（
中
国
で
の

民
間
の
施
設
は
大
変
珍
し
い
そ
う

で
す
）
で
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
取
り

組
み
や
、
そ
の
催
し
に
三
江
学
院
の

学
生
が
学
長
の
指
示
で
参
加
し
た

こ
と
な
ど
、
驚
き
の
内
容
で
し
た
。 

 

南京のお話を・・曽田和子さん 


