
　

２
月
29
日
午
後
４
時
40
分
、
大

阪
経
済
倶
楽
部
、
新
た
な
ス
タ
ー

ト
と
し
て
東
京
・
港
区
の
六
本
木

に
あ
る
駐
日
中
国
大
使
館
に
お
い

て
在
日
大
使
館
で
行
わ
れ
る
最
初

の
第
１
２
２
回
寅
年
会
例
会
が
開

催
さ
れ
た
。
午
前
中
ま
で
雪
交
じ

り
の
肌
寒
い
天
候
で
は
あ
っ
た
が
、

大
阪
経
済
倶
楽
部
、
寅
年
会
の
メ

ン
バ
ー
多
数
が
中
国
大
使
館
に
集

ま
っ
た
。

　

ま
ず
、
久
間
章
生
氏
（
元
衆
議

院
議
員
）、
村
田
光
平
氏
（
元
駐
ス

イ
ス
大
使
）
な
ど
10
人
余
り
の
中

国
と
の
ゆ
か
り
の
あ
る
メ
ン
バ
ー

が
、
中
国
人
民
共
和
国
の
程
永
華

駐
日
特
命
全
権
大
使
と
面
会
し
懇

談
、
名
刺
交
換
を
行
っ
た
。
程
大

使
と
古
く
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
久

間
章
生
氏
な
ど
は
、
懐
か
し
そ
う

に
旧
交
を
温
め
て
い
た
。
他
の
参

加
者
も
現
在
の
日
中
関
係
の
さ
ま

ざ
ま
な
話
題
に
つ
い
て
広
範
に
意

見
交
換
を
し
た
。

　

午
後
５
時
か
ら
は
参
加
者
全
員

で
集
合
写
真
を
撮
影
し
そ
の
後
、

座
談
会
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は

は
湯
本
淵
公
使
参
事
官
に
よ
る
「
中

国
の
過
去
現
在
未
来
に
つ
い
て
」

中
国
大
使
館
で
の
交
流
深
ま
る

の
講
演
を
中
心
に
話
し
合
い
が
行

わ
れ
政
・
官
・
経
済
人
で
構
成
さ

れ
て
い
る
大
阪
経
済
倶
楽
部
の
各

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
中
国
の
貴

重
な
生
き
た
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

ま
ず
、
最
初
に
元
駐
ス
イ
ス
大

使
の
村
田
光
平
氏
が
、
昨
年
の
東

日
本
大
震
災
後
の
日
本
の
置
か
れ

た
状
況
の
中
か
ら
、
原
発
廃
棄
物

に
関
す
る
倫
理
欠
如
の
問
題
点
な

ど
が
指
摘
さ
れ
、
今
後
の
世
界
の

人
権
に
関
す
る
課
題
と
し
て
そ
の

改
善
の
必
要
性
が
語
ら
れ
た
。
そ

れ
を
受
け
る
形
で
始
ま
っ
た
湯
本

淵
公
使
の
講
演
も
、
３
・
11
後
の

駐
日
中
国
大
使
館
の
活
動
か
ら
展

開
さ
れ
た
。

「
３
・
11
ま
で
あ
と
10
日
余
り
で
す

が
、
こ
の
１
年
間
、
わ
れ
わ
れ
中

国
大
使
館
の
ス
タ
ッ
フ
は
日
本
国

民
と
同
じ
気
持
ち
で
乗
り
切
っ
て

き
た
こ
と
を
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
お

伝
え
し
た
い
。」
と
い
う
言
葉
で
湯

本
淵
公
使
の
講
演
は
ス
タ
ー
ト
し

た
。
東
日
本
大
震
災
の
数
日
後
に

は
福
島
原
発
に
よ
る
放
射
能
汚
染

を
恐
れ
た
外
国
か
ら
の
駐
日
大
使

館
員
の
多
く
は
、
東
京
か
ら
関
西

な
ど
に
避
難
し
、
現
地
採
用
の
日

本
人
ス
タ
ッ
フ
の
み
を
東
京
の
大

使
館
に
残
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
中

で
、
中
国
大
使
館
の
ス
タ
ッ
フ
は

す
べ
て
避
難
す
る
こ
と
な
く
、
現

地
で
支
援
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を

強
調
し
た
。
そ
れ
に
加
え
「
日
本

人
の
金
銭
感
覚
で
は
多
額
と
は
い

え
な
い
が
中
国
人
に
と
っ
て
は
決

し
て
少
な
く
は
な
い
」
寄
付
金
と

し
て
大
使
館
の
職
員
全
員
が
一
人

２
０
０
ド
ル
ず
つ
寄
付
し
た
と
い

う
。
ま
た
東
京
の
大
使
館
に
留
ま
っ

た
と
い
う
以
上
に
、
政
治
部
の
ス

タ
ッ
フ
は
湯
本
淵
公
使
自
身
も
含

め
て
10
回
以
上
福
島
県
の
各
都
市

を
訪
ね
、
支
援
物
資
を
届
け
た
り
、

食
品
の
安
全
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た

め
に
自
ら
食
し
て
見
せ
る
の
に
協
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力
も
し
て
い
る
。
温
家
宝
首
相
も
福
島

を
訪
ね
、
現
地
の
食
品
を
口
に
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
中
国
国
内
で
も
話
題
に

な
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
福
島
原
発
の

破
損
し
た
建
屋
の
上
部
か
ら
、
最
初
の

頃
、
巨
大
な
ホ
ー
ス
を
持
つ
放
水
車
で

水
を
注
入
し
て
い
た
が
、
あ
の
放
水
車

も
日
本
に
は
な
く
、
中
国
の
企
業
が
無

償
で
日
本
に
提
供
し
て
く
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
受
注

し
た
放
水
車
を
、
そ
の
契
約
を
破
棄
し

て
日
本
の
た
め
に
提
供
し
た
の
だ
と
い

う
。
後
は
中
国
で
は
戦
略
物
資
と
し
て

考
え
て
い
る
軽
油
や
灯
油
２
万
ト
ン
を

震
災
後
直
ち
に
無
償
で
援
助
し
た
こ

と
な
ど
、
人
的
協
力
と
物
的
援
助
も
含

め
て
い
か
に
日
本
人
と
共
に
復
旧
に
協

力
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
強
く
ア

ピ
ー
ル
し
た
。

　　

本
論
の
「
中
国
の
過
去
現
在
未
来
に

つ
い
て
」
で
は
、
こ
こ
20
年
間
の
中
国

の
改
革
・
変
化
を
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
か

ら
説
明
し
た
。
一
つ
目
は
、
歴
史
上
初

め
て
中
国
共
産
党
と
し
て
「
市
場
経
済
」

と
い
う
理
念
、
言
葉
を
党
の
規
約
に
盛

り
込
ん
だ
こ
と
。
二
つ
目
は
「
文
民
政

治
」。
こ
こ
10
年
来
、
軍
の
政
府
に
対

す
る
干
渉
を
十
分
に
食
い
止
め
る
た
め

の
政
府
の
人
事
シ
ス
テ
ム
の
健
全
化
に

よ
っ
て
「
文
民
政
治
」
に
脱
皮
し
て
き

た
と
い
う
。
３
つ
目
は
、共
産
党
は
「
国

民
の
利
益
を
守
る
党
」
に
変
身
し
て
い

く
通
過
点
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
４
つ

目
に
共
産
党
の
一
党
支
配
の
も
と
で
の

「
民
主
化
」
の
制
度
設
計
に
対
し
て
一

生
懸
命
工
夫
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
を
語
っ
た
。

　

中
国
政
治
の
安
定
化
、
健
全
化
が
確

保
さ
れ
て
い
る
の
を
「
市
場
経
済
」「
文

民
政
治
」「
国
民
の
利
益
を
守
る
党
」「
民

主
化
」
と
い
う
こ
の
４
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
。

　

今
年
は
中
国
も
人
事
の
年
で
、
新
し

い
指
導
者
の
名
前
が
す
で
に
挙
が
っ
て

い
る
が
、
胡
錦
濤
、
温
家
宝
政
権
よ
り

打
ち
出
さ
れ
た
中
国
政
府
が
現
在
、
掲

げ
て
い
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
中
国
一
国
主

義
で
は
な
く
世
界
と
共
に
困
難
に
立
ち

向
か
い
、
世
界
と
共
に
発
展
し
共
に
金

融
危
機
を
乗
り
切
っ
て
い
こ
う
」
と
い

う
姿
勢
、
体
制
の
調
和
路
線
は
新
し
い

指
導
者
の
も
と
で
も
継
承
さ
れ
る
と
い

う
。

　

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
60
年
間
の
共

産
党
の
歴
史
を
リ
ー
ダ
ー
か
ら
分
析
す

る
と
、
現
代
は
世
代
的
に
は
第
４
世
代

が
政
権
の
中
枢
に
立
っ
て
お
り
、
初
代

は
「
国
の
独
立
」
に
貢
献
し
た
毛
沢
東
。

第
２
世
代
は
鄧
小
平
で
「
改
革
・
解
放
」

を
実
現
し
、
国
民
全
員
を
動
員
し
た
の

が
功
績
と
な
っ
て
い
る
。
第
３
世
代
は

「
市
場
経
済
」
と
い
う
路
線
に
踏
み
切
っ

た
江
沢
民
。
鄧
小
平
の
路
線
を
維
持
し

な
が
ら
初
め
て
中
国
共
産
党
を
特
定
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
縛
り
か
ら
解
放

さ
せ
て
、
全
国
民
的
な
政
権
与
党
に
変

身
さ
せ
た
。
そ
し
て
第
４
世
代
が
胡
錦

濤
で
「
平
等
と
公
平
。
社
会
秩
序
の
健

全
化
」
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
現
在
、

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
30
年
間
に
向
か
っ

て
中
国
は
歩
み
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

久
間
章
生
氏
が
「
現
在
の
中
国
の
抱

え
て
い
る
問
題
を
み
ん
な
の
前
で
堂
々

と
言
え
る
凄
さ
、
こ
れ
が
現
在
の
中
国

の
持
っ
て
い
る
凄
さ
じ
ゃ
な
い
か
と
思

　
中
国
の
過
去
・
現
在
・
未
来
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い
ま
す
。
ま
た
中
国
の
現
在
の
客
観
的

分
析
も
歴
史
の
流
れ
も
的
確
に
つ
か
ん

で
お
ら
れ
て
、
今
日
私
も
こ
こ
に
来
て

よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。」

と
、
湯
本
淵
公
使
の
講
演
を
聞
い
て
感

想
を
述
べ
た
が
、
実
に
中
国
の
現
状
が

具
体
的
に
語
ら
れ
た
熱
の
こ
も
っ
た
内

容
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
後
、
会
食
が
行
わ
れ
和

気
藹
藹
と
、
会
話
が
弾
ん
だ
一
夜
と

な
っ
た
。

大使との懇談会

全員参加の会食パーティー



 

「
メ
ー
ン
、
ド
ー
」
と
い
う
鋭
い
掛
け

声
が
普
段
は
静
か
な
中
国
大
使
館
の
広

間
に
轟
い
た
。
桜
南
剣
友
会
所
属
の
男

子
小
学
生
、
女
子
小
学
生
メ
ン
バ
ー
６

名
が
演
武
を
披
露
し
た
。

　

桜
南
剣
友
会
は
今
回
、
小
学
生
を
引

率
し
て
き
た
間
所
義
明
氏
が
主
催
す
る

埼
玉
県
の
剣
友
会
で
、
小
さ
な
子
供
か

ら
成
人
ま
で
の
幅
広
い
年
齢
層
の
剣
士

が
所
属
す
る
会
で
あ
る
。
つ
い
先
頃
行

わ
れ
た
剣
道
の
昇
段
試
験
に
お
い
て
も

非
常
に
良
い
成
績
で
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

　

今
年
は
義
務
教
育
課
程
の
武
道
に
剣

道
が
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
剣
道
の
裾

野
が
広
が
る
こ
と
に
期
待
が
高
ま
っ
て

い
る
時
期
で
、
ま
た
間
所
氏
は
11
月
に

小
学
生
、
中
学
生
を
対
象
と
し
た
全
国

剣
道
大
会
（
２
回
目
）
を
実
行
す
る
た

め
社
団
法
人
を
立
ち
上
げ
積
極
的
に
剣

道
の
普
及
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。

　

小
学
生
の
剣
士
た
ち
は
、
黙
想
か
ら

礼
そ
し
て
武
具
を
付
け
、
演
武
、
試
合

と
緊
張
し
た
場
面
を
次
々
と
披
露
し
て

く
れ
た
。

　

会
食
で
寛
い
だ
雰
囲
気
に
な
っ
て
い

た
大
使
館
の
ス
タ
ッ
フ
や
大
阪
経
済
倶

楽
部
の
メ
ン
バ
ー
も
会
場
に
足
を
運

び
、
日
本
の
武
道
の
礼
儀
作
法
や
鋭
さ

に
見
入
っ
て
い
た
。

　

今
回
の
会
合
に
参
加
さ
れ
た
久
間
章

生
氏
も
、
自
身
が
剣
道
６
段
で
も
あ
り

全
国
剣
道
連
盟
の
顧
問
も
勤
め
て
い
る

と
の
こ
と
で
剣
士
ら
し
い
着
眼
点
の
解

説
が
あ
っ
た
。

　

小
学
生
の
剣
士
た
ち
は
、
見
学
者
の

前
で
防
具
を
付
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め

る
の
だ
が
、
演
武
、
試
合
を
行
っ
て
も
、

そ
の
防
具
に
乱
れ
が
生
じ
な
い
の
を
観

て
、
久
間
章
生
氏
は
小
さ
な
剣
士
た
ち

の
訓
練
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
見

抜
き
門
外
漢
で
あ
る
見
学
者
に
も
判
り

易
い
解
説
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

中
国
大
使
館
と
い
う
場
所
に
お
い
て

日
本
の
伝
統
的
な
武
道
の
精
神
性
、
様

式
を
披
露
で
き
た
こ
と
は
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
文
化
を
見
つ
め
な
お
そ
う
と
す
る

現
代
の
時
代
の
流
れ
に
も
あ
っ
た
有
意

義
な
機
会
で
あ
っ
た
と
思
う
と
と
も
に

中
国
大
使
館
関
係
者
に
も
日
本
文
化
の

一
端
が
強
く
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

桜南剣友会の演武

桜南剣友会の演武

間所義明氏

剣道の解説をする久間氏

　
響
き
渡
る
少
年
剣
士
の
声
「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」

　日本と中国、隣接する国でありながら特に日本側に
おいては、どこか中国の最近の変化が伝わっておらず
古くからの共産国家としてのイメージが強いが、非常
に早いスピードで変化しつつあることが今日の会合か
らも窺い知れた。また、大使をはじめとして会合に参
加していた三等書記官までが非常に流暢な日本語を
しゃべることには驚かされた。
今後、この 2カ国が手を取り合ってアジアのリーダー
シップを発揮しようとの意見もあったが、そのために
も相互理解が必要であり、微力ながらお手伝いできた
のではないかと感じた会合であった。（N）
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