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先
日
、「
日
中
対
話
」
と
称
す
る
会
合
に
参

加
し
た
。
中
国
側
か
ら
は
政
府
系
シ
ン
ク
タ
ン

ク
の
研
究
員
数
名
が
参
加
し
、
日
本
側
か
ら
は

研
究
者
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
元
外
交
官
が
パ

ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
が
、
パ
ネ
リ
ス
ト

の
ま
わ
り
を
外
務
省
Ｏ
Ｂ
や
安
全
保
障
関
係
者

が
取
り
囲
む
と
い
う
異
様
な
レ
イ
ア
ウ
ト
だ
っ

た
。

　

パ
ネ
リ
ス
ト
間
で
の
や
り
取
り
に
は
特
筆
す

べ
き
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
評
者
に
と
っ
て

び
っ
く
り
し
た
の
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
以
外
の
外

務
省
Ｏ
Ｂ
や
安
全
保
障
関
係
者
が
、
中
国
か
ら

の
参
加
者
を
前
に
一
斉
に
「
中
国
攻
撃
」
を
始

め
た
こ
と
だ
っ
た
。
中
国
の
海
軍
が
不
穏
な
動

き
を
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
程
度
の
話
な
ら
理

解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
「
中
国
に
は
三
権
分
立

が
な
い
」「
中
国
は
共
産
党
に
よ
る
一
党
独
裁

体
制
で
わ
が
国
と
は
基
本
的
な
価
値
を
異
に
す

る
」「
メ
デ
ィ
ア
の
自
由
が
な
い
か
ら
反
日
的

な
の
だ
」
と
、
中
国
側
の
出
席
者
に
集
中
砲
火

を
浴
び
せ
始
め
た
の
だ
。

　

唯
一
の
救
い
は
、
中
国
側
の
参
加
者
が
こ
う

し
た
事
態
に
動
揺
す
る
こ
と
な
く
、
う
ま
く
対

応
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ

の
一
方
的
な
批
判
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
日
中
関

係
の
現
在
と
未
来
を
考
え
る
べ
き
場
所
で
、
一

方
的
に
中
国
異
質
論
を
主
張
す
る
の
が
望
ま
し

い
対
話
の
や
り
方
な
の
か
。
日
本
の
外
交
政
策

に
影
響
を
も
っ
て
い
た
人
た
ち
か
ら
次
々
に
繰

り
出
さ
れ
る
対
中
批
判
に
、
正
直
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。

　

翻
っ
て
み
る
と
、
日
本
の
中
国
関
連
書
に
ず

い
ぶ
ん
と
「
反
中
本
」
が
多
い
こ
と
に
気
づ

く
。
中
国
の
政
治
や
社
会
が
い
か
に
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
く
、
矛
盾
や
混
乱
、
不
条
理
に
満
ち
溢

れ
て
い
る
か
を
強
調
し
た
本
が
ひ
ど
く
多
い
の

だ
。

　

本
書
も
、
中
国
で
日
々
発
生
し
て
い
る
事
件

―
汚
職
や
腐
敗
、
冤
罪
、
言
論
弾
圧
、
不
法

逮
捕
、
闇
取
引
な
ど

―
を
素
材
に
、
こ
う
し

た
事
件
が
ど
う
し
て
発
生
し
て
い
る
の
か
と
い

う
問
い
に
答
え
つ
つ
、
中
国
社
会
が
抱
え
る
闇

に
光
を
当
て
て
い
る
点
で
は
、「
反
中
本
」
の

一
種
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

第
一
章
「『
潜
規
則
』
と
は
」
で
は
、
本
書

で
「
潜
規
則
」

―
こ
れ
は
「
明
文
化
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
あ
る
集
団
内
で
広
範
に
認
知
さ

れ
、
明
文
規
定
以
上
に
実
生
活
を
支
配
す
る

ル
ー
ル
」
と
定
義
さ
れ
る

―
が
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
こ
の

「
潜
規
則
」
が
、
儒
家
や
法
家
の
伝
統
思
想
に

歴
史
的
文
脈
か
ら
み
た
現
代
中
国
の
「
潜
規
則
」

園
田 

茂
人

加
藤
隆
則
著

中
国
社
会
の
見
え
な
い
掟

―
潜
規
則
と
は
何
か
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よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
生
活
倫
理
と
し
て
人
び
と

を
動
か
し
て
お
り
、
社
会
主
義
の
制
度
よ
り
も

は
る
か
に
強
い
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
点
が
指

摘
さ
れ
る
。

　

第
二
章
以
下
で
は
、
具
体
的
な
事
件
の
検
討

を
通
じ
て
、中
国
社
会
に
存
在
す
る
「
潜
規
則
」

の
内
容
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

第
二
章
「
面
子
は
法
を
超
え
る
」
で
は
、
二

〇
〇
九
年
に
中
国
中
央
テ
レ
ビ
が
北
京
で
起
し

た
花
火
打
ち
上
げ
に
よ
る
火
災
事
故
、
二
〇
一

一
年
に
温
州
で
発
生
し
た
高
速
鉄
道
の
追
突
事

故
後
の
車
両
の
隠
ぺ
い
事
件
、
二
〇
〇
八
年
に

発
生
し
た
上
海
警
察
署
襲
撃
事
件
な
ど
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
事
件
の
背
後
に
あ
る
、
面
子
を
過

度
に
重
ん
じ
る
中
国
社
会
の
姿
が
あ
ぶ
り
出
さ

れ
る
。

　

第
三
章
「
冤
罪
を
生
む
黒
箱
」
で
は
、
二
〇

〇
五
年
の
余
祥
林
冤
罪
事
件
に
焦
点
を
当
て
、

冤
罪
が
生
ま
れ
る
構
造

―
具
体
的
に
は
警
察

の
取
り
調
べ
に
み
る
強
引
さ
や
権
力
者
間
で
の

チ
ェ
ッ
ク
の
甘
さ
、
重
刑
主
義
の
伝
統
、
権
力

者
に
よ
る
自
己
弁
護
な
ど

―
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。

　

第
四
章
「
大
事
を
小
事
に
変
え
、
小
事
を
無

に
す
る
」
で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
陝
西
省
で
華

南
ト
ラ
を
撮
影
し
た
と
い
う
詐
欺
報
道
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
罪
を
農
民
に
な
す
り
つ
け
、
こ
れ

に
関
与
し
た
政
府
部
門
の
人
間
が
免
罪
さ
れ
る

―
そ
し
て
冤
罪
を
着
せ
ら
れ
た
農
民
が
、
最

終
的
に
政
府
部
門
の
「
寛
大
な
」
対
応
に
浴
す

る
こ
と
に
な
る

―
法
文
化
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

第
五
章
「
見
せ
し
め
と
『
看
客
』」
は
、
二
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〇
〇
六
年
に
陝
西
省
で
起
き
た
道
教
寺
院
猟
奇

殺
人
事
件
や
二
〇
〇
七
年
に
起
き
た
中
国
国
家

食
品
薬
品
監
督
管
理
局
長
の
収
賄
事
件
な
ど
を

素
材
に
、
手
続
的
正
義
以
上
に
政
治
が
支
配
す

る
司
法
過
程
や
、
人
権
を
無
視
し
て
で
も
見
せ

し
め
的
厳
罰
主
義
が
横
行
す
る
現
状
を
取
り
上

げ
る
。

　

第
六
章
「
清
官
は
貪
官
に
淘
汰
さ
れ
る
」
で

は
、
一
九
九
五
年
の
陳
希
同
・
北
京
市
党
委
書

記
の
解
任
事
件
や
二
〇
〇
六
年
の
陳
良
宇
・
上

海
市
党
委
書
記
の
解
任
事
件
を
手
掛
か
り
に
、

中
国
国
内
で
頻
発
す
る
贈
収
賄
の
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
。
興
味
深
い
の
は
、
特
定
個
人
の
利

益
実
現
の
た
め
に
収
賄
が
利
用
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
利
益
が
特
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
配
分
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
資
源
誘
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り
こ
う
し
た
「
潜
規
則
」
の
存
在
を
今
の
中
国

を
生
き
る
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
日
常

的
な
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
け

入
れ
／
拒
否
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
注
意

を
払
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
点
が
本
書
の
最
大
の
特
徴
な

の
だ
が
、
日
常
的
な
事
件
を
絶
え
ず
歴
史
的
な

文
脈
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
、「
潜
規
則
」
が

も
つ
歴
史
的
重
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

点
。
魯
迅
や
胡
適
、
林
語
堂
な
ど
の
社
会
主
義

革
命
前
の
知
識
人
の
発
言
が
し
ば
し
ば
援
用
さ

れ
、
現
代
中
国
に
お
け
る
「
潜
規
則
」
が
、
偶

発
的
か
つ
短
期
間
の
う
ち
に
生
ま
れ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
ゆ
え
、「
だ
か
ら
中
国
は
ダ

メ
な
の
だ
」
と
い
っ
た
印
象
を
読
者
に
与
え
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
筆
者
自
身
、
中
国
を

観
察
し
つ
つ
も
中
国
の
未
来
を
決
し
て
否
定
・

悲
観
し
て
お
ら
ず
、「
潜
規
則
」
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
に
温
か
い
ま
な
ざ
し

を
向
け
て
い
る
の
だ
が
、
さ
て
本
書
の
読
者
も

同
じ
感
情
を
抱
く
か
ど
う
か
。
読
者
の
感
じ
方

次
第
で
は
、
本
書
が
一
方
的
な
中
国
異
質
論
だ

と
判
断
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
危
険
性
が
あ

た
第
十
二
章
「
国
旗
は
漢
族
の
も
の
」、
中
国

人
が
抱
く
外
国
人
へ
の
二
重
心
理
を
論
じ
た
第

十
三
章
「
鬼
に
も
神
に
も
な
る
外
賓
」
と
続
く

が
、
あ
ま
り
具
体
例
を
挙
げ
て
し
ま
う
と
本
書

を
読
む
気
が
失
せ
て
し
ま
う
方
も
お
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
ら
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス
の
紹
介
は
こ
の

く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
反
中
本
」
に
も
、
よ
い
「
反
中
本
」
と
悪

い
「
反
中
本
」
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
評
者
は
、

本
書
を
決
し
て
悪
い
「
反
中
本
」
だ
と
は
思
わ

な
い
。

　

第
一
に
、
中
国
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を

フ
ォ
ロ
ー
し
、
筆
者
な
り
の
配
慮
と
文
献
や
事

例
の
咀
嚼
を
通
じ
て
記
述
を
進
め
て
い
る
点
。

一
見
す
る
と
単
純
な
現
象
の
背
後
に
複
雑
な
動

き
や
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
筆
者

は
そ
の
あ
た
り
に
も
目
配
り
を
し
、
何
よ
り
直

接
事
件
の
現
場
を
訪
れ
、
関
係
者
の
声
を
聞
き

だ
し
て
い
る
の
が
よ
い
。

　

第
二
に
、こ
う
し
た
「
潜
規
則
」
の
存
在
を
、

日
本
か
ら
の
視
点
や
筆
者
自
身
の
価
値
か
ら
一

方
的
に
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
こ
う
し

た
「
潜
規
則
」
が
存
在
し
て
い
る
の
か
、
何
よ

導
に
権
力
ゲ
ー
ム
が
随
伴
し
て
い
る
と
す
る
指

摘
だ
。

　

第
七
章
「
泰
山
よ
り
重
い
家
法
」
は
、
最
高

法
律
監
督
機
関
で
あ
る
最
高
人
民
検
察
院
に
お

け
る
内
部
告
発
事
件
を
切
り
口
に
、
検
察
院
内

部
で
行
わ
れ
て
い
る
権
力
ゲ
ー
ム
の
様
子
を
活

写
し
つ
つ
、
司
法
が
政
治
か
ら
独
立
し
て
正
義

を
行
使
し
え
な
い
状
況
を
「
家
法
の
巨
石
」
と

い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

　

第
八
章
「
災
難
を
祭
典
に
、
反
省
を
賛
美

に
」
で
は
、
二
〇
〇
八
年
の
四
川
大
地
震
の
際

に
た
っ
た
一
人
で
逃
げ
出
し
た
教
師
・
范
美
忠

に
対
す
る
世
間
の
風
当
た
り
の
強
さ
を
取
り
上

げ
、
道
徳
主
義
が
強
い
風
土
に
あ
っ
て
個
人
の

言
論
や
、
時
に
個
人
の
存
在
さ
え
抹
殺
さ
れ
て

し
ま
う
「
潜
規
則
」
の
あ
り
方
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

以
下
、「
公
と
私
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
察

を
行
っ
た
第
九
章
「
赤
信
号
を
渡
る
人
々
」、

頻
発
す
る
舌
禍
事
件
を
取
り
上
げ
た
第
十
章

「
文
字
に
は
魂
が
宿
る
」、
権
力
を
も
た
な
い
一

般
庶
民
の
悲
哀
を
扱
っ
た
第
十
一
章
「
魚
肉
の

扱
い
を
受
け
る
老
百
姓
」、「
解
放
」
と
「
経
済
」

が
チ
ベ
ッ
ト
社
会
に
も
た
ら
し
た
歪
み
を
扱
っ



る
。

　

こ
う
し
た
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
す
る
も
う

一
つ
の
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
理
由
は
、
筆
者

の
考
え
る
「
潜
規
則
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
具
体

的
な
顕
現
が
本
書
の
途
中
で
拡
大
し
て
し
ま
う

点
に
あ
る
。

　

最
初
の
う
ち
は
、
中
国
社
会
に
深
く
根
づ
く

「
官
本
位
」
と
「
関
係
と
面
子
の
優
位
」
を
軸

に
「
潜
規
則
」
を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
は
相
当

程
度
成
功
し
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
た
と
え

ば
第
八
章
で
は
道
徳
主
義
的
文
化
、
第
十
二
章

で
は
漢
族
／
非
漢
族
と
い
っ
た
、
こ
の
二
つ
の

概
念
と
は
関
係
な
さ
そ
う
な
現
象
が
扱
わ
れ
て

お
り
、
何
を
も
っ
て
「
潜
規
則
」
の
構
成
要
素

と
す
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

と
な
る
と
、
中
国
で
生
じ
て
い
る
お
お
よ
そ
す

べ
て
の
事
件
が
「
潜
規
則
」
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

せ
っ
か
く
、「
潜
規
則
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
中
国
社
会
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
射
程
︵
ど
の
よ
う
な
集
団
の
、
ど

の
よ
う
な
ル
ー
ル
な
の
か
︶
を
限
定
す
る
か
、

意
識
的
に
明
示
し
た
上
で
、
事
例
を
吟
味
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
し
た
感
想
が
、
評

者
が
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
が

ら
も

―
そ
し
て
本
書
の
よ
さ
が
、
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
軽
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
点
に
あ
る
こ
と
は
認
め
て
も

―
、
こ

の
点
が
気
に
な
っ
た
点
は
正
直
告
白
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
を
論
じ
る
の
は
む
ず
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か
し
い
。
外
務
省
Ｏ
Ｂ
や
安
全
保
障
関
係
者
の

「
対
話
」
に
な
ら
な
い
一
方
的
な
「
中
国
攻
撃
」

を
目
撃
し
た
た
め
、
余
計
に
そ
う
感
じ
て
し
ま

う
自
分
が
い
る
。︵
そ
の
だ
・
し
げ
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京
大
学
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31　　歴史的文脈からみた現代中国の「潜規則」

中国研究所 
会員制度のご案内 
当研究所は、中国およびアジ

ア諸国との友好を願う立場から、

現代中国の政治、経済、社会、

文化、歴史を科学的に研究する

民間研究機関として、1946年1
月に創設されました。以来今日

にいたるまで、出版物の編集発

行、図書館の運営を活動の柱と

して、歴史を重ねてきました。 
中国研究者および広く中国に

関心のある方々の参加と交流を

目的とした個人向けの研究会員

制度を設けております。是非この

機会にご入会ください。 
60 年以上の歴史を有する研

究所として、会員の皆様により充

実したサービスを提供できるよう

努力してまいります。 
なお、2010 年 12 月 1 日付

で、「社団法人」から「一般社団

法人」へと移行しました。名称は

変更いたしますが、事業内容等

に変更はありません。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 
〔研究会員〕 
会費：9,600円（1年間） 
学生会員：5,000円（1年間） 
〔会員特典〕 
・当研究所発行の学術月刊誌

『中国研究月報』の無料配布 
・当研究所主催の公開講座等

の参加料割引 
詳細はお問い合わせください。 
================= 

一 般  

社団法人 中国研究所 
〒112－0012 
東京都文京区大塚6-22-18 
TEL：03-3947-8029 
FAX：03-3947-8039 
e-mail:c-chuken@tcn-catv.ne.jp 
URL:http://wwwsoc.nii.ac.jp/ica/ 
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