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た
そ
う
で
す
。
封
書
を
開
封
し
て

中
の
文
書
を
読
み
、
問
題
が
あ
れ

ば
英
訳
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
渡
す
の
だ

そ
う
で
す
。
英
語
の
力
を
は
じ
め

い
ろ
い
ろ
な
能
力
が
無
い
と
で
き

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ

っ
と
怖
い
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。
思

想
信
条
表
現
の
自
由
に
係
わ
る

大
切
な
こ
と
で
す
が
、
情
報
機
関

は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
で
す

ね
。
戦
後
の
混
乱
の
時
代
を
感
じ

さ
せ
る
話
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
に
、
竹
内
先
生
は
若
い
頃
か

ら
語
学
に
優
れ
て
い
ら
し
た
の
で

す
。 竹

内
先
生
は
英
語
を
は
じ
め
ロ

シ
ア
語
・
蒙
古
語
な
ど
多
言
語
を

習
得
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
講
演
の

中
で
も
「
マ
ン
ジ
ュ
語
」
と
言
う
外

国
語
が
出
て
来
ま
し
た
。
私
に
は

初
め
て
聞
く
名
前
で
し
た
が
、
一

つ
の
言
語
が
地
方
に
広
が
る
過
程

で
、
そ
の
地
に
も
と
か
ら
あ
っ
た
言

語
と
結
び
つ
い
た
り
発
展
し
た
り

変
化
し
た
り
し
て
多
言
語
が
生
ま

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
語
学
は
と
て

も
奥
の
深
い
学
問
だ
と
思
い
ま
し

た
。 竹

内
先
生
は
そ
の
後
東
京
大

学
に
入
学
し
、
さ
ら
に
学
ば
れ
ま

し
た
。
学
ば
れ
た
こ
と
を
生
か
す

仕
事
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
し

ば
ら
く
東
京
の
中
学
で
教
師
を
さ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
東
京
の
中

学
生
は
す
ご
く
得
を
し
た
時
代
が

運
動
を
支
え
て
下
さ
っ
て
あ
り
が

た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
岡
山
の

気
候
も
食
べ
物
も
、
何
よ
り
も
人

が
魅
力
的
だ
か
ら
い
て
く
だ
さ
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

お
体
大
切
に
、
岡
山
の
民
主
的
な

発
展
の
た
め
に
、
そ
し
て
私
た
ち

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
一
日
も
長
く

岡
山
の
地
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
、
心
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
す
。
竹

内
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石
川 

真
佐
代 

  

近
く
に
来
て
竹
内
先
生
と
わ
か
っ

た
時
、
運
動
神
経
の
関
係
か
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
ど
う
し
て
も

前
後
左
右
に
ふ
ら
つ
き
ま
す
。
そ

の
強
い
印
象
に
根
拠
が
あ
っ
た
こ

と
が
、
今
回
の
講
演
を
聞
い
て
わ

か
り
ま
し
た
。
竹
内
先
生
は
自
転

車
の
乗
り
方
が
正
し
く
上
手
な
の

で
す
。
子
ど
も
の
時
代
か
ら
自
転

車
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ

た
の
で
一
心
同
体
の
動
き
が
で
き

た
の
で
す
。 

竹
内
先
生
は
東
京
の
下
町
の
商

家
の
１１
人
兄
弟
姉
妹
の
上
か
ら

２
番
目
の
子
ど
も
と
し
て
育
っ
た

そ
う
で
す
。
家
業
を
手
伝
う
の
が

当
た
り
前
の
時
代
、
自
転
車
で
物

を
運
ん
だ
り
用
事
で
出
か
け
た
り

自
転
車
と
共
に
成
長
し
た
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
子

ど
も
の
こ
ろ
培
っ
た
能
力
で
自
転

車
を
自
分
の
体
の
一
部
の
よ
う
に

操
作
で
き
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。 

青
年
の
頃
は
苦
学
生
だ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
学
ん
だ
外
国
語
で
「
高

給
」
を
得
た
時
代
も
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
関
連
し
た
Ｃ

Ｃ
Ｄ
と
い
う
検
閲
機
関
で
働
い
た

時
、
手
紙
の
検
閲
の
仕
事
を
さ
れ

あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
や
っ
と
生

ま
れ
育
っ
た
東
京
か
ら
、
岡
山
へ
来

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

岡
山
大
学
教
授
時
代
が
始
ま
る

の
で
す
が
、
お
話
を
聞
い
て
い
て

も
、
言
語
を
学
ぶ
こ
と
は
地
味
で

い
っ
ぱ
い
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

竹
内
先
生
が
多
く
の
言
語
を

習
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
能
力
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
す
ご
い
努
力

の
賜
物
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

東
京
に
ご
家
庭
が
お
あ
り
な
の

に
、
退
官
後
も
岡
山
の
民
主
的
な

１
月
２２
日
、
研
究
会
に
初
め
て

参
加
し
ま
し
た
。
そ
し
て
竹
内
和

夫
先
生
の
「
軍
国
少
年
だ
っ
た
こ

ろ
」
の
講
演
を
聞
き
ま
し
た
。
私
は

最
近
数
年
の
竹
内
先
生
こ
と
し
か

わ
か
ら
な
い
の
で
、
興
味
深
く
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

何
年
か
前
の
こ
と
で
し
た
が
、
竹

内
先
生
が
自
転
車
で
移
動
さ
れ

て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
道
路
と

自
転
車
と
乗
っ
て
い
る
人
が
ピ
タ
ッ

と
縦
一
直
線
に
動
く
様
子
に
私

は
見
と
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

岡
山
・
十
五
年
戦
争
資
料
セ
ン
タ
ー
、
第
１
回
研
究
会 

軍
国
少
年
だ
っ
た
こ
ろ━

竹
内
和
夫
先
生
の
お
話 

竹内和夫氏（９０歳）の略歴 

１９２７年１月 東京府下南葛城郡亀戸町（現・江東区亀戸）

で１１人きょうだいの２男として生まれる。 

１９３９年３月 亀戸水神小学校卒業 

１９４４年３月 江戸川区関東商業学校卒業 

１９４７年３月 東京外事専門学校蒙古科卒業 

同   ４月 アメリカ占領軍ＧＨＱ（連合国最高司令官総司

令部）のＣＣＤ（民事検閲部）に就職。 

１９４９年２月 東大受験のためＣＣＤを辞職。 

１９５２年３月 東京大学文学部卒業。 

 同   ９月 東京都葛城区立本田中学校の教師になる。 

１９７６年１月 岡山大学法文学部教授 

１９８０年４月 岡山大学文学部教授（法文学部改組に伴う） 

同  ９月 「トルコ語辞典」 昭和６２年度新村出賞受賞」 

１９９２年３月 岡山大学定年退官・岡山大学名誉教授 

 現      国民救援会岡山県本部 会長 

         日中友好協会岡山支部理事長 

著書： トルコ語辞典をはじめ著書多数。 

實用蒙古語會話 

竹内幾之助著 

 

１９４５.3.１０の東京大空

襲時、唯一助かった書物 

第３回中国百科検定 
申し込み締め切りまで１か月を切る 

「理解は絆を深くする」－中国力で可能性

を広げよう―を合言葉に取り組んでいる、第

３回中国百科検定の申し込み締め切りが迫

ってきました。 

岡山支部では２０人の受験者を目標に取

り組んでいます。できれば３０人の受験を目

指しています。 

２級、３級の受験では、問題集を繰り返し

学習すれば１００％合格できます。 

この機会にお誘いあわせのうえ、ぜひ大

勢の皆さんにチャレンジしていただきたく思

っています。 

日中友好協会岡山支部 

 ☎＆ Ｆ AX  086-277-2470 （ 小 林 ）           

メール kazuko_soda@yahoo.co.jp（曽田） 

2407 

 

 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

２
月
１３
日
（月
）午
後
１
時
半
か
ら 

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
。 

  

石川 

小林 

曽田 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

 

１
月
29
日
、
第
三
回
中
国
百

科
検
定
に
向
け
て
、
第
１
回
対
策

講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。
参
加
者

は
１０
人
ほ
ど
で
し
た
が
、
講
師
の

犬
飼
繁
さ
ん
に
、
古
代
文
明
、

っ
ぽ
ど
賢
明
な
大
人
が
い
て
教
え

て
く
れ
な
い
か
ぎ
り
、
だ
れ
だ
っ
て

疑
問
を
感
じ
な
か
っ
た
の
は
当
然

だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
作
家
の
こ
と
ば
は
胸
に
残
っ
た
。

「
よ
そ
の
国
の
土
地
へ
、
武
器
を
も

っ
て
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は

侵
略
だ
か
ら
」
。 

今
、
こ
の
国
は
ど
う
だ
ろ
う
。

「
中
国
へ
の
侵
略
」
を
認
め
た
く
な

い
人
た
ち
が
、
と
う
と
う
危
険
な

道
へ
ふ
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
争

体
験
者
の
心
は
悲
鳴
を
上
げ
て
い

る
。 お

わ
り
に
、
竹
内
先
生
の
よ
う

に
「
体
も
心
も
自
立
」
し
て
、
す
こ

や
か
に
年
を
重
ね
て
い
き
た
い
、

と
勇
気
を
も
ら
っ
た
機
会
で
も
あ

っ
た
。 

坪
井
あ
き
子 

 
ま
う
の
だ
。 

先
生
に
よ
っ
て
は
、
男
子
生
徒

の
両
手
に
、
水
の
い
っ
ぱ
い
入
っ
た

バ
ケ
ツ
を
持
た
せ
、
ゲ
タ
箱
の
前

に
立
た
せ
る
「
罰
」
を
与
え
て
い

た
。
だ
れ
か
が
、
あ
の
子
、
台
湾
の

子
だ
と
い
い
、
私
は
か
わ
い
そ
う
で

下
を
向
い
て
通
り
す
ぎ
た
。 

お
と
な
に
な
っ
て
か
ら
同
世
代

の
童
話
作
家
が
書
い
た
一
文
を
目

に
し
た
。 

「
ぼ
く
は
敗
戦
時
、
１２
歳
だ
っ
た
。

人
間
、
１２
歳
と
い
え
ば
“
中
国
の

地
に
、
な
ん
で
日
本
の
兵
隊
が
い

る
の
だ
ろ
う
か
”
と
い
う
疑
問
を

も
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
―
今
、
自

分
を
恥
じ
て
い
る
」
と
。 

私
は
、
あ
の
環
境
の
中
で
は
、
よ

る
。
歴
代
の
天
皇
や
教
育
勅
語
の

暗
記
、
奉
安
殿
へ
の
最
敬
礼
な
ど

を
強
制
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。 

そ
し
て
「
神
の
国
」
の
国
定
教
科

書
に
も
、
「
詩
」
や
「
物
語
」
な
ど
、

戦
争
に
無
縁
な
部
分
も
あ
っ
た
の

だ
。
私
は
そ
の
世
界
に
入
り
こ
み
、

想
像
・
空
想
の
世
界
を
自
分
の
中

に
育
て
て
い
た
か
ら
、
「
戦
争
」
に

対
し
て
少
し
距
離
を
も
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
儀
式
の
と
き
、
校

長
先
生
が
お
ご
そ
か
な
声
で
「
チ

ン 

オ
モ
フ
ニ
・
・
・
」
と
読
み
だ
す

と
、
ふ
き
出
し
そ
う
に
な
っ
て
困
っ

た
。
意
味
な
ど
分
か
ら
な
い
し

「
音 お

ん

」
だ
け
耳
に
入
っ
て
く
る
か
ら

私
の
想
像
の
世
界
が
広
が
っ
て
し

敗
戦
が
国
民
学
校
６
年
生
の

夏
だ
っ
た
か
ら
、
私
の
戦
争
体
験

は
少
し
竹
内
先
生
と
重
な
っ
て
い

る
。
そ
の
自
分
の
経
験
と
重
ね
な

が
ら
、
興
味
深
く
お
話
を
聞
か
せ

て
も
ら
っ
た
。 

竹
内
先
生
は
「
軍
国
少
年
」
だ
っ

た
そ
う
で
あ
る
。
当
時
の
教
育
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
ら
当
然
そ
う

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
組
合

活
動
な
ど
を
通
じ
て
平
和
と
民

主
主
義
の
大
切
さ
を
身
に
つ
け
て

生
き
て
こ
ら
れ
た
経
過
に
大
き
な

共
感
を
お
ぼ
え
た
。 

私
自
身
は
強
烈
な
「
軍
国
少

女
」
で
は
な
か
っ
た
。
「
女
子
組
」
の

担
任
の
先
生
が
、
こ
ち
こ
ち
の
軍

国
主
義
者
で
な
か
っ
た
気
が
す

隋
、
唐
代
、
宋
代
に
つ
い
て
中
国
の

歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
元
代
か
ら
近

現
代
は
第
２
回
に
行
い
ま
す
。 

 

受
験
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
あ

と
二
回
は
対
策
講
座
を
開
催
す

る
予
定
で
す
。
受
験
の
予
定
が
な

い
方
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

 

第
２
回
は
次
号
で
案
内
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（  
 

曽
田
） 

 

軍
国
少
年
だ
っ
た
こ
ろ━

竹
内
和
夫
先
生
の
お
話 

 

野党共闘を実現させよう！ 

 

１月２８日の土曜日に、岡山駅西口を通りかかった時に写真

の旗が目に入りました。時間は１２時半ごろでした。近づいて

みると、リレートークをしていて、ビラも配っていました。若い人

が多く集まっていて、通りかかった人となごやかに話をしてい

ます。 

 私も知り合いの顔をみつけて、立ち話をしました。買い物を

済ませてもう一度そこへ戻ると、ちょうど終了の時間になったよ

うで、“おかやまいっぽん”の会の宮本龍門さんがトークを終え

て、周りの皆さんに声をかけ集合写真を撮っていました。そこ

で私も一枚写させていただいたのがこの写真です。 

 寒さで縮こまっていた気持ちが解き放たれ、とてもいい雰囲

気を感じました。春も近いかな！ 

                             （真田） 

 

中
国
百
科
検
定
第
１
回
受
験
対
策
講
座 

 

日中岡山支部パネル展開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月２６日から２月１日まで、岡山国際交流センターで「日

本中国友好協会を知ってもらおう」とパネル展を開催しまし

た。 

今回は、中央に「第３回中国百科検定」の案内を模造紙に

大きく書いて掲示しました。左側には、新年号の林家三平さ

んの、中国で落語をした時の記事など日中友好新聞を掲示

しました。右側には、日中岡山支部主催の芳田日本語学習

講座の様子を紹介しました。他には、例年通りの太極拳、きり

え展、中国語講座や中国帰国者との交流会、日中不再戦の

宣伝行動などを展示しました。２５日に、河井理事と用意して

いるときに、一人の男性が熱心に展示を見ていました。今後

も展示内容を充実させ、多くの人に観てもらいたい。           

（小林） 

 


