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４
月
７
日
（
土
）
午
後
６
時
か
ら

「
又
来
軒
」
で
、
第
21
期
の
始
ま
り

を
迎
え
て
恒
例
の
懇
親
会
を
開
き

ま
し
た
。 

 

当
日
参
加
し
た
の
は
、
竹
内
和
、

稲
葉
、
小
林
、
貝
吹
、
真
田
の
５
人

の
理
事
と
、
郭
志
華
、
陳
新
妍
、
馬 

小
菲
の
３
人
の
老
師
、
入
門
（
水
）
ク

ラ
ス
か
ら
尾
形
さ
ん
、
初
級
（
木
）
ク

ラ
ス
か
ら
田
口
さ
ん
、
初
級
（
月
）
ク

ラ
ス
か
ら
佐
々
木
さ
ん
と
佐
藤
さ

ん
、
中
級
（
火
）
ク
ラ
ス
か
ら
林
崎
さ

ん
平
岩
さ
ん
谷
川
さ
ん
、
初
級

（
火
）
ク
ラ
ス
か
ら
小
野
さ
ん
の
16

名
で
し
た
。 

 

今
回
は
、
受
講
生
の
減
少
に
よ
り

講
座
の
維
持
が
難
し
い
ク
ラ
ス
が
出

て
い
る
事
な
ど
、
理
事
会
の
方
針
を

お
伝
え
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的

で
あ
っ
た
た
め
、
お
一
人
お
一
人
か

ら
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

こ
の
ま
ま
赤
字
で
は
運
営
で
き
な

い
事
は
、
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
う

え
で
、
受
講
料
を
ク
ラ
ス
ご
と
で
ま

か
な
う
案
や
、
講
座
の
回
数
を
４

回
か
ら
３
回
へ
減
ら
し
て
は
ど
う
か

な
ど
の
意
見
が
で
ま
し
た
。 

 

理
事
会
か
ら
の
提
案
は
、
受
講
生

が
３
人
未
満
の
ク
ラ
ス
は
講
座
を
閉

そ
の
家
族
９
人
が
参
加
し
、
厚
生
労

働
大
臣
あ
て
の
「
中
国
残
留
孤
児
の

配
偶
者
に
も
生
活
支
援
の
手
を
さ

し
の
べ
て
く
だ
さ
い
」
（
資
料
参
照
２

面
に
掲
載
）
と
題
す
る
原
告
団
と

家
族
の
ア
ピ
ー
ル
署
名
の
集
約
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。 

最
初
に
高
見
会
長
（
中
国
帰
国

者
の
尊
厳
を
回
復
す
る
岡
山
の
会
）

が
、
池
田
澄
江
全
国
原
告
団
代
表

か
ら
送
ら
れ
て
き
た
署
名
用
紙
を

も
と
に
、
こ
の
署
名
の
内
容
と
意
義

に
つ
い
て
、
力
を
込
め
て
説
明
し
ま

し
た
。
事
前
に
高
見
さ
ん
か
ら
送

弁
護
団
会
議
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
署
名
以
外
に
も
、
国
会
議
員

要
請
、
国
会
請
願
、
街
頭
宣
伝
や

集
会
な
ど
も
提
起
さ
れ
ま
し
た
。 

日
中
岡
山
支
部
も
「
尊
厳
を
回

復
す
る
岡
山
の
会
」
の
一
員
と
し

て
、
こ
の
提
起
を
全
面
的
に
支
持

し
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。 

な
お
、
こ
の
場
で
「
尊
厳
を
守
る
会
」

の
総
会
を
か
ね
て
、
中
国
帰
国
者
と

弁
護
団
の
懇
談
会
を
次
の
日
程
で

開
催
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

と 

き
：５
月
１３
日
（日
） 

午
後
１
時
３０
分
～
４
時
３０
分 

と
こ
ろ
：高
島
公
民
館
（和
室
） 

 

日
中
岡
山
支
部 

小
林
軍
治 

４
月
４
日
、
長
岡
県
営
住
宅
の
中

央
集
会
所
で
、
中
国
残
留
孤
児
と

付
さ
れ
て
い
た
高
島
地
区
、
長
岡

地
区
の
署
名
用
紙
が
集
め
ら
れ
、

新
保
の
山
根
さ
ん
は
、
そ
の
場
で
署

名
し
ま
し
た
。 

署
名
集
約
数
は
、
総
社
、
倉
敷

を
あ
あ
せ
る
と
約
１
４
０
筆
に
な
り

ま
す
。
短
期
間
で
こ
れ
だ
け
の
署
名

数
が
集
め
ら
れ
た
の
は
、
要
求
の
切

実
さ
と
緊
急
性
を
物
語
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
こ
の
署
名
は
、
２
月
２６

日
の
関
東
地
区
の
原
告
を
中
心
と

し
た
全
国
原
告
団
会
議
で
「
配
偶

者
支
援
に
絞
っ
て
法
制
化
」
を
め
ざ

す
こ
と
を
決
め
、
３
月
３
日
の
全
国

鎖
し
、
受
講
生
に
は
他
の
ク
ラ
ス
へ

移
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
。 

上
級
ク
ラ
ス
は
受
講
料
を
値
上

げ
し
て
ク
ラ
ス
の
赤
字
を
出
さ
な
い

か
、
ま
た
は
閉
鎖
す
る
。
た
だ
し
、
こ

の
方
針
は
２
０
１
２
年
６
月
以
降
に

実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
了
解
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
昨
年
好
評
だ
っ
た
中
国
語
講

座
生
に
よ
る
「
交
流
会
」
を
、
今
年

も
９
月
に
開
催
す
る
事
が
決
ま
り

ま
し
た
。
各
ク
ラ
ス
の
皆
さ
ん
は
り

き
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
田 

 

日
中
岡
山
支
部 

中
国
語
講
座
懇
親
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

 

倉敷支部で第７回文化講演会開く 
 ４月７日の土曜日、倉敷支部では第７回目の中国問題文

化講演会を開きました。 

 倉敷支部では日中友好運動を進めるうえだ大切なこと

は、中国のことをよく知ることが大事だと開いているもので、

今回７回目を迎えました。 

 今回は辛亥革命１００年目となっていることから、このとき

の指導者“孫文と”三民主義について学ぶ学習講演会を開

きました。 

講師は倉敷支部理事長である栗本泰治さんで、岩波出版

の“孫文、三民主義”に基づき詳しくお話をされました。 

参加者の方からは、「よくわかった」「具体的な話でよかっ

た」の声が聞かれ、若干の質疑応答も講師のみでなく、会

場参加の方からの答えもあって有意義な講演会でした 

支部では今後も中国問題とかかわる講演会に取り組むこ

とにしています。 

宮地 

 

中
国
残
留
孤
児
の
配
偶
者
に
も
生
活
支
援
の
手
を
！ 

高見さん 

栗本泰治さん 

2254 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
２３
（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 

中
国
残
留
邦
人
の
発
生
は
、
日
本

政
府
が
と
っ
た 

「
棄
民
政
策
」
に

起
因
し
て
い
ま
す
。
中
国
の
善
良
な

養
父
母
は
、
敵
国
の
子
供
た
ち
を
瀕

死
の
状
態
か
ら
救
い
出
し
、
大
人
に

育
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
の

間
日
本
政
府
は
何
一
つ
自
分
の
国

の
子
供
た
ち
を
助
け
よ
う
と
し
ま

せ
ん
で
し
た
。 

日
本
が
中
国
を
侵
略
し
た
罪
を

背
負
っ
て
、
孤
児
た
ち
は"

小
日
本

鬼
子"

と
言
わ
れ
な
が
ら
、
悲
劇
と

苦
難
な
生
活
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
善
良
な
中
国
青
年
た
ち
は
当

時
の"

文
化
大
革
命"

の
厳
し
い
状

況
の
中
で
、
残
留
孤
児
と
夫
婦
の
絆

を
結
ん
で
苦
楽
を
共
に
し
て
い
ま

し
た
。 

１
９
７
２
年
に
日
中
友
好
条
約
を

結
ん
だ
I0
年
後
に
、
日
本
政
府
は

や
っ
と
残
留
孤
児
の
帰
国
に
取
り

組
み
始
め
ま
し
た
。
残
留
孤
児
の
帰

国
に
当
た
っ
て
、
配
偶
者
は
残
留
孤

児
の
た
め
に
、
仕
事
を
辞
め
て
、
父

母
、
兄
弟
と
別
れ
て
日
本
に
来
ま
し

た
。
年
齢
は
40
― 

50
代
で
し
た
。

し
か
し
、
日
本
政
府
は
帰
国
者
と
そ

の
家
族
に
対
し
て
き
ち
ん
と
し
た

援
護
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
帰
国
後

も
日
本
語
が
分
か
ら
な
い
不
自
由

な
状
況
の
中
で
悩
み
を
抱
え
な
が

ら
、
汚
い
仕
事
を
し
て
、
低
い
収
入

で
生
活
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

練
習
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
自
分
の

も
の
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

第
78
期
か
ら
は
、
み
ん
な
で
相
対

簡
化
を
練
習
す
る
そ
う
な
の
で
、
楽

し
み
で
す
。 

そ
の
後
は
、
２
級
と
３
級
の
認
定

会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
１
名
の
方
が

挑
戦
。
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
発

揮
し
て
、
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
皆
勤
賞
の
３
名
を
表
彰

後
、
今
期
を
振
り
返
っ
て
の
感
想
を

話
し
ま
し
た
が
、
永
年
太
極
拳
を

続
け
て
こ
ら
れ
た
青
木
富
美
子
さ

ん
が
、
先
月
亡
く
な
ら
れ
、
富
美
子

さ
ん
の
思
い
出
は
皆
尽
き
な
く
て
、

彼
女
を
偲
び
、
改
め
て
寂
し
さ
に
包

ま
れ
ま
し
た
。  

 

在
木 

美
由
紀 

ま
し
た
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
動
作
を

深
め
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
し

た
。  私

は
、
こ
の
期
の
初
め
に
ひ
と
つ

で
も
納
得
の
い
く
動
き
を
で
き
る
よ

う
に
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
っ
と

い
う
間
に
半
年
が
過
ぎ
、
い
さ
さ
か

の
進
歩
も
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

上
級
は
、
相
対
簡
化
を
演
じ
ま

し
た
。
相
対
簡
化
と
は
、
二
人
で
向

か
い
合
い
、
相
手
を
意
識
し
つ
つ
円

を
描
き
な
が
ら
動
き
、
簡
化
太
極

拳
を
し
ま
す
。
一
人
で
演
じ
る
と
き

に
は
、
武
術
で
あ
る
こ
と
も
相
手
の

存
在
も
忘
れ
が
ち
で
す
か
ら
、
相

対
簡
化
は
新
鮮
で
、
面
白
い
と
感
じ

ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
た
っ
た
６
カ
月
の

２
０
１
２
年
３
月
14
日
、
第
77

期
の
修
了
式
を
迎
え
ま
し
た
。 

今
回
は
入
門
コ
ー
ス
の
方
が
い
な

か
っ
た
の
で
、
ま
ず
初
級
の
表
演
。

24
式
簡
化
太
極
拳
の
中
か
ら
自
選

の
８
套
路
を
二
人
の
方
が
表
演
し

ま
し
た
。
互
い
に
向
き
合
い
、
時
に

相
手
と
組
ん
で
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着

い
た
表
演
で
し
た
。 

私
達
中
級
は
、
48
式
を
表
演
し

ま
し
た
。
48
式
の
練
習
も
２
年
と

な
り
、
各
々
套
路
は
何
と
か
覚
え

残
留
孤
児
は
日
本
政
府
の
棄
民

政
策
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
き
れ
た

犠
牲
者
で
す
。
同
時
に
、
残
留
孤
児

と
と
も
に
苦
し
み
、
今
も
苦
し
ん
で

い
る
配
偶
者
も
棄
民
政
策
に
よ
る

犠
牲
者
で
あ
り
、
養
父
母
同
様
に
、

日
本
政
府
と
し
て
そ
の
恩
に
報
い

る
べ
き
存
在
で
す
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
、
そ
の
措
置
は
極
め
て
不
十

分
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

近
年
、
残
留
孤
児
も
亡
く
な
る
人
が

増
え
て
い
ま
す
。
残
留
孤
児
が
亡
く

な
る
と
、
６
万
６
千
円
の
国
民
年
金

は
な
く
な
る
の
で
、
残
さ
れ
た
配
偶

者
は
実
質
的
に
は
、
ま
た
生
活
保
護

と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
日
本

政
府
に
、
人
道
的
な
立
場
か
ら
、
政

治
的
な
責
任
を
果
た
す
よ
う
、
ま

た
、
亡
く
な
っ
た
残
留
孤
児
の
配
偶

者
に
も
、
孤
児
本
人
と
同
じ
よ
う
に

尊
厳
の
あ
る
安
定
で
き
る
老
後
生

活
を
送
れ
る
よ
う
支
援
の
手
を
さ

し
の
べ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。 

 

２
０
１
２
年 

 

月 

日 

⑬ 
ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？  
竹内和夫 

 判定詞 

 きょうは判定詞の勉強をしましょう。耳なれない品詞だと思われるかもしれ

ません。用例を見てください。 

1. あっ、花火だ（ですか）。 

2. そこは静かなところだ（でした）。 

3. あした、おじさんが来るだろう（でしょう）。 

4. 君が行くなら、ぼくも行く 

判定詞は、名詞や、動詞・形容詞の終止形のあとにおかれ、ともに説明句

をつくる。 

待
遇 

ア
ス
ペ
ク
ト 

終止形 

接 続 形 ムード形 

連体 中止 条件 推量 

近い 

不完了 da na de nara(ba) daroo 

完了 datta datta de dattara(ba) dattaroo 

遠い 

不完了 desu na desite nara(ba) dasyoo 

完了 desita desita desite desitara(ba) datta desyoo 

説明 

1. 待遇：普通、敬語といわれる文法現象で、話し相手との心理、社

会的な遠近の差をいう。先生と生徒、おとなと子どもなど。 

2. アスペクト：話し手が動作を完了したと見るか、どうかによる区

別のこと。「過去」とにているが、終わっていることとしてとら

える態度のこと。たとえば、さがしものをしていて、「あった、

あった」というのは決して「過去」ではない。「君の言い分はわ

かった」とか「よくいらっしゃいました」とか、待っていたバス

が遠くに見えてきたとき「バスが来た」（英語では Iťs coming）

など例が山ほどある。サイタ サイタ サクラ ガ サイタ 

3. 連体：名詞の修飾語になる形（変な考え）。 

4. ムード形：話し相手の気持・予想などをあらわす形。 

                      つづく 

日
中
岡
山
支
部 

太
極
拳
教
室 

第
77
期
修
了
式 

 

在木さん 

（
資
料
） 

厚
生
労
働
大
臣
殿 

中
国
残
留
孤
児
の
配
偶
者
に
も
生
活
支
援
の

手
を
さ
し
の
べ
て
く
だ
さ
い 

 


