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中
国
語
講
座
の
交
流
会
が
ひ
ら
か
れ
ま
す 

こ
の
一
枚 

赤
い
夕
陽
に 

小
便
と
ど
け 

僕
の
心
の
地
平
線 

森
田
拳
次
（
７
才
） 

 

さ
す
が
プ
ロ
の
漫
画
家
た
ち
、
少

年
の
記
憶
を
、
見
事
に
絵
に
と
ど
め

る
。 見

の
が
せ
な
い
貴
重
な
宝
。 

森
田
少
年
は
７
両
の
無
蓋
車
に
す

し
詰
め
に
な
っ
て
、
燃
え
る
夕
日
に

向
か
っ
て
、
ぼ
く
「
お
し
っ
こ
！
」
、

「
思
い
切
り
飛
ば
せ
よ
」
と
父
は
、
ぼ

く
を
高
々
と
抱
き
上
げ
た
。 

─
─

 

・ ─
─

 

そ
し
て
去
年
日
本
中
を
か
け
め

ぐ
っ
た
６０
余
の
漫
画
は
、
東
日
本
大

震
災
の
あ
と
６
枚
が
加
え
ら
れ
た
。

温
か
く
力
づ
よ
い
応
援
の
筆
。 

２
０
１
１
年
３
月
１５
日
の
署
名
。 

竹
内
和
夫 

 

父
〈
90
歳
〉
が
満
州
引
き
揚
げ
者

で
す
。 

若
い
こ
ろ
あ
ち
ら
に
渡
り
語
学
学

校
に
通
い
な
が
ら
仕
事
し
た
こ
と
や

青
春
時
代
の
真
っ
た
だ
中
を
異
国
の

地
で
過
ご
し
た
話
を
、
と
き
お
り
聞

か
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
な
ぜ
か
引
き
揚
げ
の
事
を
詳
し

く
話
し
て
く
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
体
験
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
思

い
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は

想
像
で
き
ま
す
。 

私
は
先
月
、
九
州
か
ら
夫
の
転
勤

の
た
め
に
岡
山
に
来
て
お
り
ま
す

が
、
現
在
九
州
の
介
護
施
設
に
入
っ

て
い
る
足
が
不
自
由
な
父
が
、
若
い

こ
ろ
あ
ち
ら
で
ど
ん
な
苦
労
を
し
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
あ
ら
た
め
て

思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
辛
い
苦
し
い

経
験
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代

を
通
っ
て
き
た
方
た
ち
の
平
穏
を
願

わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

女
性 

５０
歳
代 

使
用
テ
キ
ス
ト
、
各
講
師
に
よ
る
模

擬
授
業
な
ど
体
験
で
き
る
交
流
会

を
す
る
こ
と
も
決
ま
り
ま
し
た
。 

日
程
は
７
月
だ
け
を
決
め
、
細
か

い
日
時
場
所
等
は
こ
れ
か
ら
詰
め
て

い
き
ま
す
。
中
国
茶
な
ど
の
時
間
も

設
け
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
意

見
も
出
て
い
ま
す
。
大
変
有
意
義
な

懇
親
会
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
田 

 

ぎ
や
か
に
話
し
合
い
、
今
後
の
中
国

語
講
座
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
決
ま

り
ま
し
た
。 

１
点
目
：
入
門
講
座
を
２
期
（
１

年
間
）
学
ん
だ
受
講
生
は
卒
業
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
段
階
の
ク
ラ
ス

に
移
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
自
由
に
ク

ラ
ス
は
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。 

そ
し
て
、
新
し
く
入
門
講
座
と
し

て
、
初
め
て
中
国
語
を
学
ぶ
人
向
け

に
募
集
を
し
て
発
音
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る
講
座
を
設
け
る
こ
と
に
す
る
。 

２
点
目
：
２
ク
ラ
ス
以
上
受
講
す

る
方
に
は
、
２
ク
ラ
ス
目
の
受
講
料

は
２
０
０
０
円
と
す
る
。 

ま
た
、
当
日
集
ま
っ
た
方
に
持
ち

帰
っ
て
い
た
だ
い
て
、
各
ク
ラ
ス
で
意

見
を
ま
と
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
、
受
講
料
を
１
０
０
円
値

上
げ
し
て
、
３
６
０
０
円
と
す
る
。

（
中
級
と
上
級
は
４
１
０
０
円
）
そ
の

う
ち
６
０
０
円
は
日
中
友
好
協
会
の

新
聞
購
読
料
と
し
て
支
払
い
、
毎
月

三
回
発
行
さ
れ
る
新
聞
を
購
読
す

る
。
日
中
友
好
協
会
の
会
員
で
あ
る

方
は
、
受
講
料
は
変
わ
ら
ず
３
０
０

０
円
（
中
級
と
上
級
は
３
５
０
０
円
）

と
す
る
。  

 

と
い
う
内
容
で
す
。
こ
れ
は
７
月
か

ら
の
受
講
料
に
適
用
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
各
ク
ラ
ス

で
意
見
集
約
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
各
ク
ラ
ス
の
授
業
の
内
容
、

４
月
15
日
、
午
後
１
時
半
に
集

合
し
て
、
３
人
で
い
っ
し
ょ
に
キ
ル
ト

展
示
会
を
み
に
天
満
屋
へ
行
き
ま
し

た
。 キ

ル
ト
の
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
。
三
浦
百
恵
さ
ん
の
作
品
も

あ
り
ま
し
た
。
花
や
川
の
模
様
を
た

い
へん
き
れ
い
に
縫
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
中
国
食
品
商
店
へ
行
っ

て
山
楂
餅
を
か
い
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
自
分
で
カ
バ
ン
を
つ
く

り
た
い
で
す
。 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
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４
月
１６
日
（
土
）
午
後
６
時
か
ら

「
又
来
軒
」
で
行
な
わ
れ
た
、
中
国

語
講
座
講
師
、
ク
ラ
ス
委
員
、
日
中

友
好
協
会
岡
山
支
部
の
理
事
に
よ

る
懇
親
会
で
、
今
年
７
月
に
、
中
国

語
講
座
の
受
講
生
と
講
師
に
よ
る

交
流
会
を
開
く
こ
と
が
決
ま
り
ま

し
た
。 

 

当
日
、
講
師
３
名
と
受
講
生
１１

名
、
理
事
３
名
の
総
勢
１７
名
で
に

中
国
か
ら
の
帰
国
者 

益
田
百
合
子
さ
ん
の 

日
記
か
ら 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら 

あ
れ
か
ら
65
年
余
り
・
・
・
・
そ
し

て
い
ま
、
東
日
本
大
震
災
の
東
北
地

方
を
含
む
日
本
の
現
実─
─

に
。 

あ
の
日
・
あ
の
と
き 

終
戦
後
の

日
本
の
復
興
の
足
跡
と
今
、
こ
の
二

〇
一
一
の
春
の
日
本
を
、
重
ね
合
わ

せ
て
み
ら
れ
る
貴
重
な
「
漫
画
展
」

だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
！
体
験
を
、

試
練
を
乗
り
越
え
て
、
希
望
と
勇

気
の
明
日
の
日
本
を
祈
る
や
切
、
で

あ
る
。 

男
性 

７０
歳
代 



 

※
講
師
よ
り 

 

「
見
て
く
だ
さ
い
」
と
パ
ソ
コ
ン
打
ち

の
原
稿
を
教
室
に
持
っ
て
来
ら
れ
ま

し
た
。
敬
語
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
の

文
章
を
書
く
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
中

日
辞
書
を
駆
使
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
多
少
添
削
を
し
ま
し
た
が
、
私

の
知
ら
な
い
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い

て
、
ど
こ
か
に
発
表
し
て
も
ら
い
た

く
ご
本
人
の
了
解
を
得
ま
し
た
の
で

貴
紙
に
送
り
ま
す
。 

(

２
０
１
１
年
４
月
２１
日) 

作
ら
れ
て
い
る

紙
が
あ
る
そ
う

で
、
原
料
は
沈

丁
花
と
麻
だ
そ

う
で
す
が
、
虫

が
つ
か
な
く
て

丈
夫
な
の
で
今

で
も
作
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。
そ

の
紙
に
ト
ン
パ
文

字
を
書
い
て
く

だ

さ

る

の
で

す
。 

 

 

後
、
う
ち
わ
工
場
見
学
に
行
き
ま

し
た
。
う
ち
わ
を
作
る
方
法
を
見
学

し
ま
し
た
。 

 

最
後
に
栗
林
公
園
に
入
り
ま
し

た
。
一
周
し
て
池
や
滝
、
草
木
を
見

学
し
ま
し
た
。 

 

五
時
に
総
社
市
役
所
前
で
皆
さ

ん
と
別
れ
て
自
分
の
家
に
帰
り
ま
し

た
。 

 

先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

（受
講
生
‥
冨
岡
義
晴
） 

～
一
日
バ
ス
旅
行
～ 

三
月
二
七
日
に
日
本
語
教
室
の

先
生
た
ち
と
日
本
語
教
室
生
徒
と

赤
澤
さ
ん
の
孫
ち
ゃ
ん
と
私
の
孫
と

一
緒
に
総
社
市
役
所
前
に
集
ま
っ
て

旅
行
に
行
き
ま
し
た
。 

皆
さ
ん
で
、
ま
ず
、
「
今
日
の
天

気
が
と
て
も
良
い
で
す
。
よ
く
晴
れ

た
天
気
が
旅
行
に
は
一
番
い
い
」
と

話
し
ま
し
た
。
そ
う
で
す
ね
。
三
月

二
七
日
の
二
週
間
前
ぐ
ら
い
か
ら

倉
敷
教
室 

下
津
井
城
山
公
園
で
課
外
授
業 

４
月
６
日
10
時
過
ぎ
、
粒
江
の
教
室
を
ス
タ
ー

ト
。
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
の
王
子
ヶ
岳
に
向
か
い

ま
し
た
。
山
頂
か
ら
の
眺
望
は
四
国
が
間
近
に
迫

り
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
サ
ク
ラ
は
あ
い
に
く
の
３
分

咲
き
、
こ
れ
は
と
思
い
、
昨
年
に
も
行
っ
た
下
津
井

の
城
山
公
園
に
行
き
ま
し
た
。 

一
～
二
本
満
開
に
近
い
樹
が
あ
り
そ
の
下
で
弁
当

を
広
げ
ま
し
た
。 

帰
途
、
鷲
羽
山
に
回
り
瀬
戸
大
橋
を
目
に
し
な

が
ら
「
瀬
戸
の
花
嫁
」
を
歌
っ
た
り
（
中
国
語
で
、
で

す
よ
）
、
雲
ひ
と
つ
な
い
好
天
の
も
と
、
春
を
満
喫

し
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
縣 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

５
月
２３
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
。 

  

貝吹 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三垣 

天
気
が
ず
っ
と
悪
く
て
、
曇
り
で
風

が
強
く
て
寒
か
っ
た
で
す
。
そ
の
日

だ
け
曇
ら
ず
風
が
な
く
暖
か
く
な

り
ま
し
た
。 

定
刻
の
九
時
に
バ
ス
が
出
発
し
ま

し
た
。
途
中
皆
さ
ん
で
話
し
た
り
歌

を
歌
っ
た
り
楽
し
い
雰
囲
気
に
包
ま

れ
て
い
ま
し
た
。 

私
の
孫
は
高
階
先
生
と
一
緒
に
座
っ

て
い
ま
し
た
。
途
中
で
私
の
孫
は
恥

ず
か
し
く
な
く
な
っ
て
大
声
で
歌
を

歌
っ
た
り
、
喋
っ
た
り
一
日
中
と
て

も
楽
し
く
し
て
い
ま
し
た
。
高
階
先

生
は
大
変
疲
れ
ら
れ
た
と
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

う
ど
ん
作
り
を
体
験 

十
時
ぐ
ら
い
に
讃
岐
う
ど
ん
店

に
到
着
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
店
の

職
人
が
う
ど
ん
打
ち
の
方
法
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
昼
ご
は
ん
に
自

分
で
打
っ
た
う
ど
ん
を
自
分
で
食
べ

ま
し
た
。
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

実
は
中
国
か
ら
帰
っ
た
ほ
と
ん
ど
の

皆
さ
ん
は
、
う
ど
ん
を
打
つ
方
法
が

わ
か
り
ま
す
。
自
分
の
好
き
な
お
か

ず
と
う
ど
ん
と
合
わ
せ
て
食
べ
ま

す
。
私
は
時
々
、
肉
や
魚
や
野
菜
な

ど
を
炒
め
て
作
る
ス
ー
プ
と
う
ど
ん

と
合
わ
せ
て
一
緒
に
食
べ
ま
す
。
こ

の
食
べ
方
が
私
は
大
好
き
で
す
。 

午
後
、
善
通
寺
に
着
き
ま
し
た
。

善
通
寺
の
中
に
は
仏
像
が
と
て
も
多

く
、
寺
の
周
辺
も
中
も
観
光
客
で
賑

や
か
で
し
た
。
四
国
に
は
八
十
八
の

有
名
な
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
一
番
の

霊
山
寺
か
ら
八
十
八
の
大
窪
寺
ま

で
。 善

通
寺
は
七
十
五
番
で
す
。
日

本
の
多
く
の
寺
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し

た
。
善
通
寺
は
、
そ
の
建
物
が
と
て

も
綺
麗
で
雄
大
で
、
日
本
人
の
知
恵

を
表
し
て
い
ま
し
た
。 

 

四
日
目
は
、
麗
江
で
す
。
古
い
町

並
み
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
た
め
、

最
近
と
て
も
人
気
の
観
光
地
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
特
に
麗
江
古
城

か
ら
の
瓦
屋
根
の
町
並
み
は
，
秀
逸

で
す
ね
。 

 

案
内
さ
れ
た
東
巴
（
ト
ン
パ
）
文
化

博
物
館
で
、
ト
ン
パ
文
字
を
書
い
て
い

る
お
じ
さ
ん
が
と
て
も
素
適
で
し

た
。
な
ん
で
も
、
麗
江
の
王
家
木
一

族
の
末
裔
だ
そ
う
で
、
見
事
な
ト
ン

パ
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と

で
有
名
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
私
も
我

家
の
平
和
と
安
全
と
い
う
文
字
を
い

れ
て
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
、

私
の
部
屋
に
額
に
入
れ
て
飾
っ
て
あ

り
ま
す
。
こ
の
地
域
で
住
ん
で
い
る

少
数
民
族
で
最
も
人
口
が
多
い
の
が

ナ
シ
族
で
す
。
そ
の
ナ
シ
族
の
文
字

が
ト
ン
パ
文
字
だ
そ
う
で
す
。
そ
し

て
、
ナ
シ
族
に
は
２
２
０
０
年
前
か
ら

中央の白い塔は鷲羽ハイランドのタワーです。 

一日バス旅行 

総社教室 

冨岡さんとお孫さん 

黄さんのお便りを読んで 
 

「日中おかやま」（４・25 付）の、黄艶萍さんの文に、

いろんな意味でショックを受けた。（内容は繰り返しませ

んので再度目を通してください） 

私たちは日中友好運動の中で黄さんと親しくお付き

合いをし、理解しあってきた。昨秋の「日本語教室６周

年の集い」では、わたしとともに司会をし、きちんと「通

訳」の役割を果たしてくれた。本当にすばらしい女性だ

った。 

あの誠実で心やさしい黄さんの心情を思い胸が熱く

なった。娘さんの不利益になるかもしれないのに、担任

にメールを送ったこと、中国の子供たちに、人間として

どうあるべきかを率直に訴えていること。 

それにしても１０歳前後の子供たちが「日本はかつて

中国を侵略したから、日本の地震被害者を支援しない」

という実態をどう考えたらいいのだろう。四川大地震のと

き、日本の子供たちはどう考えたのだろう。 

国と国がきっぱりとした戦後処理をしていないことが、

このようにいつまでも尾を引くのだろうか。少々当惑し、

途方にくれながらも、やっぱり一人ひとりが誠実なお付

き合いを重ねるしかないのだろう、と思う。 黄さんが、

勇気をもって日本人への理解を訴えたこと──それは

黄さんをとりまく私たち日本人が黄さんと「気持ちを通わ

せ合っていたからだ」と信じたい。 

坪井あき子 

あ
こ
が
れ
の
香
格
里
拉
（
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
） 
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真
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紀
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日本語教室・課外授業 

倉敷教室・総社教室 

トンパ文字 祝家人平安健康長寿幸福 


