
 
 
 
 
 

 
第１６号  平成２０年１月 

今
年
三
月
で
十
周
年
を
迎
え
、
講
義
は

二
三
〇
回
に
な
り
ま
す
が
、
始
め
た
と

き
は
十
年
も
続
く
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
続

い
た
理
由
は
、
ま
ず
何
と
言
っ
て
も
講

師
を
引
き
受
け
て
下
さ
る
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
理
事

を
は
じ
め
、
こ
の
活
動
を
応
援
し
て
い

た
だ
い
た
方
々
の
人
脈
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
皆
で
作
り
上
げ
て
き
た

十
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

続
い
た
理
由
と
し
て
次
に
上
げ
ら
れ

る
の
は
、
熱
心
な
受
講
者
の
お
か
げ
で

す
。
講
義
に
聞
き
入
り
、
的
確
な
質
問

を
す
る
受
講
生
の
お
か
げ
で
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
来
ら
れ
た
講
師
の
方
々
も

充
実
し
た
時
間
を
過
ご
さ
れ
た
方
が

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
メ
イ

ン
会
場
と
な
っ
た
小
金
井
工
業
高
校

こ
と
が
で
き
ま
す
。 
 

現
在
、
理
事
会
で
は
大
勢
の
方
々
が

作
り
上
げ
て
き
た
こ
の
十
年
を
、
記
念

誌
と
し
て
ま
と
め
る
計
画
を
立
て
準

備
作
業
に
入
っ
て
い
ま
す
。
何
と
言
っ

て
も
講
義
が
活
動
の
柱
に
な
り
ま
す

の
で
、
講
義
の
内
容
を
記
録
に
し
よ
う

と
過
去
の
資
料
を
ひ
も
解
き
、
録
音
テ

ー
プ
を
聞
き
直
し
た
り
し
て
、
十
年
を

振
り
返
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
記
念
誌

の
内
容
と
し
て
は
、
設
立
の
こ
ろ
の

話
、
講
義
の
記
録
、
そ
し
て
現
在
受
講

者
に
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
る
ア
ン

ケ
ー
ト
の
ま
と
め
を
大
き
な
柱
に
し

て
い
き
ま
す
が
、
さ
ら
に
今
後
、
十
年

間
で
印
象
に
残
っ
た
講
義
に
つ
い
て

の
新
た
な
ア
ン
ケ
ー
ト
も
お
願
い
し
、

盛
り
込
ん
で
い
く
予
定
で
す
。
発
行
は

秋
ご
ろ
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。 

た
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
小
金
井
市
の
市
制

施
行
五
十
周
年
記
念
公
募
事
業
に
応

募
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
ご
協
力
い
た

だ
い
た
多
く
の
皆
様
と
共
に
、
小
金
井

雑
学
大
学
の
十
年
を
振
り
返
り
、
新
た

な
十
年
を
考
え
る
年
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 
 

平
成
十
年
三
月
十
五
日
に
小
金
井

雑
学
大
学
は
開
校
式
を
行
い
ま
し
た
。

が
会
議
室
を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
事

も
継
続
で
き
た
理
由
と
し
て
上
げ
る

十
周
年
企
画
の
準
備
中 

今
年
の
十
月
に
小
金
井
市
は
市
制

施
行
五
十
周
年
を
迎
え
る
た
め
、
昨
年

市
民
に
向
け
記
念
事
業
と
し
て
五
十

周
年
の
冠
を
つ
け
た
事
業
を
公
募
し

ま
し
た
。
小
金
井
雑
学
大
学
で
は
、
こ

の
記
念
誌
の
出
版
記
念
講
演
を
兼
ね

だより 

総
合
調
整
役 

 

五
十
嵐 

京
子 



平
成
十
二
年
に
西
東
京
雑
学
大
学

（
現
在
の
東
京
雑
学
大
学
）
の
呼
び

か
け
で
、
多
摩
地
域
を
中
心
に
各
市

で
活
動
し
て
い
る
約
三
十
の
市
民
大

学
の
団
体
が
集
ま
っ
て
、
東
京
生
涯

学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
結
成
さ
れ
ま

し
た
。
お
互
い
に
運
営
や
講
師
探
し

で
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
情

報
交
換
が
で
き
る
場
と
し
て
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
っ
た
の
で
す
。
翌
年
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）

の
認
証
を
受
け
、
更
に
東
京
か
ら
全

国
に
範
囲
を
広
げ
、
北
海
道
か
ら
九

州
ま
で
参
加
団
体
を
増
や
し
ま
し

た
。 現

在
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
生
涯
学

習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
活
動
し
て

い
ま
す
が
、
集
ま
る
に
も
交
通
費
が

必
要
に
な
る
も
の
の
、
市
民
大
学
に

は
潤
沢
な
資
金
を
期
待
で
き
ず
、
結

局
お
互
い
の
情
報
交
換
な
ど
イ
ン
タ 

ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
を
検
討
し
試
行

錯
誤
の
結
果
、
毎
月
一
回
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
遠
隔
学
習
講

座
を
配
信
す
る
事
業
を
平
成
十
六

年
一
月
か
ら
始
め
ま
し
た
。 

講
師
の
方
に
は
パ
ソ
コ
ン
を
使

っ
て
一
時
間
余
り
の
講
義
を
し
て

い
た
だ
き
、
そ
の
時
間
は
生
中
継
の

講
義
が
各
家
庭
の
パ
ソ
コ
ン
上
で

見
ら
れ
ま
す
。
実
際
の
講
義
会
場
の

他
に
、
視
聴
会
場
を
一
か
所
設
け

て
、
質
問
は
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー
ル
で

受
け
る
と
い
う
試
み
も
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
講
座
は
、
新
宿
に
あ
る

中
央
コ
リ
ド
ー
高
速
通
信
実
験
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
協
議
会(

Ｃ
Ｃ
Ｃ

２
１
協
議
会)

と
い
う
民
間
レ
ベ
ル

の
研
究
機
関
か
ら
技
術
的
な
サ
ポ

ー
ト
を
し
て
い
た
だ
い
て
実
現
し

ま
し
た
。
現
在
は
府
中
に
在
る
多
摩

交
流
セ
ン
タ
ー
が
講
演
会
場
と
な

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
生
涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

多
摩
発
遠
隔
学
習
講
座
の
ご
紹
介 

っ
て
、
多
摩
発
遠
隔
学
習
講
座
が
毎

月
第
二
木
曜
日
の
午
後
２
時
か
ら

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
各
家
庭

の
パ
ソ
コ
ン
で
Ｃ
Ｃ
Ｃ
２
１
協
議

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
過
去
の

講
義
を
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

な
っ
て
い
ま
す
。
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市
民
大
学
は
多
く
の
方
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
活
動
が
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

そ
う
し
た
市
民
大
学
を
運
営
し
て

い
る
方
が
、
さ
ら
に
別
の
活
動
も
担

う
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
た

め
、
よ
け
い
に
人
材
確
保
が
困
難
な

状
況
に
あ
り
ま
す
。
活
動
の
趣
旨
に

賛
同
し
、
お
手
伝
い
を
し
て
も
良
い

と
い
う
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。
特
に
パ
ソ
コ
ン
に
強
い

方
の
協
力
を
待
っ

お
り
ま
す
。 

て
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集
後
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で
、
十
五
号
の
雑
学
便
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い
も
の

を
発
行
し
て
か
ら
、
も
う
一
年

ち
ま
し
た
。
十
六
号
で
は
印
象

残
っ
た
講
義
の
感
想
を
書
い

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
年
は
十
周

、
節
目
の
年
で
す
。
記
念
講
演
、

に
は
、
出
版
記
念
講
演
と
、
大

な
行
事
も
あ
り
ま
す
。
課
外
講

も
計
画
中
で
す
。
ま
ず
は
、

月
十
六
日
の
記
念
講
演
に
是

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

 
 

田
中
留
美
子
記



 

平
成
二
〇
年
三
月
末
で
勤
続
三

十
五
年
と
な
り
定
年
を
迎
え
る
予

定
で
、こ
の
一
年
間
の
雑
学
大
学
に

お
け
る
講
義
を
意
識
し
て
ほ
ぼ
欠

か
す
こ
と
な
く
聴
講
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。「
意
識
し
て
」
と
は
、

現
在
、
趣
味
と
し
て
い
る
和
歌
（
五

七
五
七
七
、
三
十
一
文
字
）
の
勉
強

の
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
は
何
か
な

い
か
？
と
の
観
点
で
あ
り
、
そ
の
立

場
か
ら
聴
講
の
感
想
を
述
べ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

和
歌
す
な
わ
ち
短
歌
は
、
ご
承
知

の
と
お
り
千
五
百
年
以
上
も
そ
の

形
式
が
保
た
れ
て
い
る
短
詩
で
す
。

私
は
そ
の
成
立
に
つ
い
て
勉
強
し

て
い
ま
す
が
、
様
々
な
分
野
の
視
点

か
ら
検
討
を
加
え
る
学
際
的
な
方

法
を
試
み
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
題
材
を
求
め
て

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
ア
ン
テ
ナ

を
張
り
巡
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
講
義
で
印

象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
二

一
五
回
、
「
脳
に
差
が
つ
く
そ
ろ
ば

ん
の
す
す
め
―
脳
の
活
性
化
に
役

立
つ
―
」
佐
々
木
祐
治
氏
（
小
平
市

生
涯
学
習
親
交
会
会
員
）
で
あ
り
、

第
二
に
二
二
三
回
、
「
芝
居
を
見
る

楽
し
み
」
山
本
健
一
氏
（
元
朝
日
新

聞
社
編
集
委
員
）
で
し
た
。 

 

第
一
の
講
義
で
は
、
技
術
よ
り
も

数
の
持
つ
意
味
・
役
割
に
つ
い
て
の

関
心
で
す
。
参
加
者
と
と
も
に
計
算

を
行
う
過
程
で
、
９
の
意
味
を
解
説

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
９
の
整
数

倍
は
そ
の
各
桁
を
一
桁
に
な
る
ま

で
合
計
す
る
と
９
に
な
る
。こ
の
こ

と
が
陰
陽
五
行
説
で
は
九
を
陽
の

最
高
数
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
？
と
思
い
ま
し
た
。

短
歌
で
は
五
や
七
の
奇
数
つ
ま
り 

聴
講
の
後
に 

 

須
知 

正
度 

陽
の
数
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
私

は
、
和
歌
や
日
本
古
代
史
と
数
の
係

わ
り
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
勉
強
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。 

 

第
二
の
講
義
で
は
、
日
本
の
演
劇

地
図
と
称
し
て
演
劇
の
形
態
を
そ

の
発
生
し
た
時
間
の
流
れ
の
中
に

位
置
付
け
、
芸
態
、
テ
ー
マ
、
方
法

を
併
せ
た
体
系
を
説
明
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
印
象
的
だ
っ

た
こ
と
は
、
伎
舞
楽
（
祭
祀
つ
ま
り

神
事
と
し
て
行
わ
れ
芸
能
に
影
響

を
与
え
た
）
は
中
国
等
大
陸
か
ら
伝

承
さ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
も
そ

の
元
で
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、

日
本
で
は
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
点
で
し
た
。
蘇
莫
者

は
そ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
日
本
文
化
の
受
容
と
継
承
と

い
う
特
色
を
改
め
て
認
識
し
ま
し

た
。
ま
た
、
能
・
狂
言
の
謡
い
等
で

は
和
歌
よ
り
広
く
は
五
七
調
七
五

調
の
韻
文
が
唱
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

韻
律
と
身
体
の
リ
ズ
ム
と
の
関
係

に
も
注
目
し
て
お
り
、
和
歌
存
続
の

大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
す
。
観
劇
の
楽
し
み
が
ひ
と
つ
加

わ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
私
の
趣
味
と
の
係

わ
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
？
と

い
う
観
点
か
ら
聴
講
し
、
さ
ら
な
る

勉
強
の
題
材
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券
（
株
）
検
査
部
・
部
長 

「

 

 

十周年記念講演のお知らせ 
人類は生き残れるのか 

ー地球温暖化が突きつける課題―」

 
持田 直武氏(元 NＨＫ国際問題解説員) 
 ３月１６日(日) ２時より、萌え木ホール 



 

雑
大
開
講
か
ら
十
年
、
月
二
回
の

講
義
も
十
二
月
十
六
日
で
二
二
五
回

を
数
え
こ
の
一
年
で
も
二
三
回
と
な

る
。
こ
れ
ま
で
の
講
座
も
多
岐
に
亘

り
、
最
近
で
も
人
の
毛
髪
、
人
の
声
、

そ
ろ
ば
ん
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
が

あ
っ
た
。
勿
論
政
治
、
経
済
、
文
化

な
ど
も
適
宜
採
用
さ
れ
て
興
味
深
い

も
の
が
多
い
。 

 

二
二
四
回
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ピ
ン
・

シ
ャ
ン
・
コ
ロ
リ
研
究
会
理
事
末
宗

直
人
教
授
の
、
会
名
が
そ
の
ま
ま
講

義
テ
ー
マ
と
い
う
珍
し
い
も
の
で
あ

る
。 

 

こ
の
世
に
生
を
受
け
た
も
の
は
必

ず
死
が
来
る
「
生
老
病
死
」
で
あ
る
。

誰
し
も
が
模
索
し
願
う
も
の
は
ピ

ン
・
シ
ャ
ン
・
コ
ロ
リ
で
あ
り
ピ
ン

と
し
た
体
、
シ
ャ
ン
と
し
た
精
神
で 

あ
の
世
に
行
き
た
い
。
そ
の
た
め
に

ど
う
す
る
か
、
教
授
は
基
本
的
に
は

一
、
外
出
す
る
こ
と
（
外
気
に
触
れ

人
と
接
し
感
動
と
笑
い
） 

二
、
運
動
（
自
分
に
合
っ
た
も
の
、

教
授
は
「
真
向
法
」･･

宗
教
で

は
な
く
四
つ
の
ポ
ー
ズ
の
組

み
合
わ
せ
、
鈴
木
元
都
知
事
が

九
十
才
を
過
ぎ
て
掌
が
床
に

着
く
柔
ら
か
さ
） 

三
、
食
べ
物
（
飽
食
時
代
で
調
整
は

難
し
い
が
、
食
は
生
き
る
原
点

で
あ
り
健
康
の
基
本
で
あ
る
）

更
に
「
延
命
治
療
」
（
尊
厳
死
）

に
も
触
れ
た
が
、こ
れ
は
身
近
な
人

間
の
最
終
問
題
で
種
々
議
論
さ
れ

る
が
、
未
だ
法
制
化
さ
れ
な
い
大
き

な
課
題
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
ス
テ
イ

（
長
期
滞
在
）
に
つ
い
て
も
述
べ
た

雑
大
受
講
こ
の
一
年 

 
 
 
 

坂
田 

正
雄 

が
、
日
本
交
通
公
社
の
出
身
だ
け
に

問
題
点
は
あ
る
と
の
前
提
で
中
身

の
あ
る
現
状
を
話
さ
れ
た
。
結
論
と

し
て
Ｐ
Ｓ
Ｋ
研
究
会
の
活
動
を
通

じ
、
健
康
な
体
と
健
全
な
精
神
を
身

に
つ
け
人
生
を
如
何
に
生
き
抜
く

か
に
あ
り
感
銘
を
深
く
し
た
。 
 

小
金
井
雑
学
大
学
は
「
い
つ
で
も

気
楽
に
参
加
で
き
る
開
か
れ
た
場
」

で
あ
り
、
学
長
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
の

皆
さ
ん
の
献
身
的
努
力
に
感
謝
し
、

益
々
の
ご
健
闘
を
心
か
ら
お
祈
り

次
第
で
あ
る
。 

す
る

 
 

  

佐
藤
一
斎
「
言
志
四
録
」 

少
に
し
て
学
べ
ば
即
ち
壮
に
し
て

為
す
こ
と
あ
り 

壮
に
し
て
学
べ
ば
即
ち
老
に
し
て

衰
え
ず 

老
に
し
て
学
べ
ば
即
ち
死
し
て
朽

ち
ず 

 

な
講
座
を
考
え
て 

新
た

 
 
 
 
 

学
長 

富
永
一
矢 

「
団
塊
の
世
代
」
と
い
う
言
葉
が
新

聞
紙
上
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
し
き
り
に

見
聞
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
、
参
考

文
献
な
ど
も
本
屋
の
棚
に
沢
山
並
ぶ

よ
う
に
な
っ
て
き
た
頃
、
雑
学
大
学

と
し
て
も
、
小
金
井
と
い
う
一
地
域

と
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
通
常
の
講
義
の
中
に
、
定
年

を
迎
え
新
た
に
地
域
で
過
ご
す
時
間

を
有
意
義
に
過
ご
す
た
め
の
ヒ
ン
ト

に
な
る
よ
う
な
講
座
を
設
け
る
事
に

し
ま
し
た
。 

 

彼
ら
の
最
大
の
特
徴
は
、
日
本
が

大
き
く
変
化
し
た
戦
後
の
生
ま
れ

で
、
全
く
新
し
い
モ
ラ
ル
の
中
で
育

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
を
き
ち
ん
と
理
解
し
な
い
と
本
質

は
掴
め
な
い
し
、
講
座
を
組
む
に
当

た
っ
て
も
生
半
可
な
こ
と
で
は
な
い

と
の
認
識
に
立
ち
、
ま
だ
ま
だ
試
行

錯
誤
の
中
に
あ
り
ま
す
。
皆
様
の
お

力
を
お
貸
し
下
さ
い
。 

今
年
一
年
印
象
に
残
っ
た
講
義
を
伺
い
ま
し
た
。 

 


