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陳チ
ェ
ン 

天テ
ィ
ェ
ン
シ璽

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

華
僑・華
人
研
究
を
は
じ
め
、移
民・マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

研
究
、
国
籍・パ
ス
ポ
ー
ト
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

人
び
と
の
移
動
に
と
も
な
う
文
化
の
移
動
と
変
容
、

そ
し
て
、個
人
と
国
家
の
関
係
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
は
、
中
華
学
校
や
華か

僑き
ょ
う

学
校

と
よ
ば
れ
る
中
国
系
の
子
ど
も
た
ち
の

た
め
の
教
育
機
関
が
あ
る
。
東
京
、
横

浜
、
大
阪
、
神
戸
な
ど
に
合
計
五
校
あ

る
。
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
は
一
一
〇

年
以
上
の
歴
史
を
有
し
、
孫
文
が
革
命

活
動
の
た
め
来
日
し
て
い
た
際
に
創
設

に
か
か
わ
っ
た
と
い
う
学
校
も
あ
る
。

　

中
華
学
校
は
、
大
陸
系
（
中
華
人
民

共
和
国
系
）
と
台
湾
系
（
中
華
民
国
系
）

の
違
い
か
ら
、
生
徒
が
学
ぶ
歴
史
や
文

字
な
ど
、
い
く
ら
か
差
異
は
あ
る
も
の

の
、
い
ず
れ
も
日
本
に
暮
ら
す
華
僑
・

華
人
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
母
語
教
育
、

伝
統
文
化
に
そ
っ
た
道
徳
教
育
、
民
族

の
自
覚
、
日
本
と
母
国
の
友
好
親
善
事

業
に
積
極
的
に
貢
献
で
き
る
人
材
の
育

成
を
教
育
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

　

授
業
は
一
部
の
科
目
を
の
ぞ
き
基
本

的
に
中
国
語
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

中
華
学
校
独
自
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成

を
し
て
い
る
た
め
、
日
本
の
学
校
教
育

法
で
決
め
ら
れ
て
い
る
「
学
校
（
一
条

校
）」
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
種

学
校
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
保
育
部

か
ら
中
学
部
、
な
か
に
は
高
等
部
ま
で

あ
る
学
校
も
あ
る
。

　

先
日
、
某
国
立
大
学
の
学
生
さ
ん
か

ら
メ
ー
ル
を
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

し
た
。
日
本
で
生
活

し
て
い
る
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
を
通

し
て
多
文
化
共
生
を
考
え
る
授
業
を
受

け
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
学
年
末
に
課

さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
テ
ー
マ
に

中
華
学
校
を
選
ん
だ
そ
う
だ
。「
自
分
た

ち
と
年
齢
の
近
い
横
浜
中
華
学
院
の
高

校
生
と
議
論
を
し
た
い
の
で
、
同
席
し

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
だ
。

　

大
学
側
か
ら
は
学
生
が
五
人
、
そ
し

て
付
き
添
い
の
先
生
が
一
人
い
ら
し
て

い
た
。
横
浜
中
華
学
院
側
も
、
学
生
た

ち
の
交
流
を
貴
重
な
教
育
、
啓
発
の
機

会
と
考
え
た
の
か
、
授
業
時
間
を
割
き

大
学
生
の
依
頼
に
対
応
し
て
い
た
。
中

華
学
院
側
か
ら
は
高
校
一
年
生
か
ら
三

年
生
の
生
徒
が
十
五
人
ほ
ど
参
加
し
た
。

二
〇
人
ほ
ど
で
輪
を
つ
く
り
、
ま
ず
は

自
己
紹
介
か
ら
始
め
た
。
日
本
生
ま
れ

の
中
国
系
四
世
で
中
国
語
よ
り
も
日
本

語
の
方
が
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う暢だ

と
い
う
生
徒
も
い
れ

ば
、
両
親
が
国
際
結
婚
し
て
い
る
生
徒
、

来
日
し
て
ま
だ
一
、
二
年
な
の
で
日
本

語
が
う
ま
く
話
せ
な
い
生
徒
、
両
親
と

じ
て
い
た
。

　
「
自
分
が
親
に
な
っ
て
子
ど
も
が
で
き

た
と
き
、
ど
ん
な
学
校
に
通
わ
せ
た
い

か
」
と
い
う
質
問
も
あ
っ
た
。
高
校
生

た
ち
に
と
っ
て
は
、
少
々
気
の
早
い
話

に
思
え
た
が
、
み
ん
な
一
生
懸
命
将
来

を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
答
え
て
い
た
。

「
子
ど
も
と
相
談
し
て
決
め
る
」
と
い
う

生
徒
も
い
れ
ば
、「
で
き
れ
ば
中
華
学
院

に
通
わ
せ
た
い
」
と
い
う
子
も
い
た
。

「
中
華
学
院
の
今
後
の
教
育
方
針
を
見
て

決
め
る
」
と
い
う
冷
静
な
発
言
を
す
る

生
徒
も
い
た
。
通
わ
せ
た
い
理
由
と
し

て
、
中
華
学
院
の
先
生
と
生
徒
た
ち
の

関
係
が
親
密
で
家
庭
的
だ
か
ら
と
い
う
。

一
方
、
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇

を
示
し
た
学
生
は
、
近
年

生
徒
が
急
増
し
、
か
つ
て
の
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
に
か
げ
り
が
見
え
て

い
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
。

　

す
っ
か
り
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
っ

た
こ
ろ
、
す

で
に
二
時
間

が
経
過
し
て

い
た
。
最
後

に
感
想
を
述

べ
合
う
と
、

大
学
生
の
一

人
が
、「
こ
う

し
て
直
接
み

ん
な
と
話
を

す
る
ま
で
は
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
人

の
方
、
特
に
日
本
の
学
校
に
行
か
ず
あ

え
て
中
華
学
院
に
通
っ
て
い
る
人

は
、
日
本
の
社
会
が
嫌
い
だ
っ
た

り
、
日
本
に
不
満
を
も
っ
て
い
る

も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と

自
分
の
先
入
観
が
間
違
っ
て
い
た

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。

ほ
か
の
学
生
た
ち
も
「
今
日
、
い

ろ
ん
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
お
話
が
で
き
て
よ
か
っ

た
で
す
」
と
対
話
の
大
切
さ
を
か

み
し
め
て
い
た
。

　

最
近
に
な
っ
て
多
文
化
共
生
が

謳う
た

わ
れ
て
い
る
が
、
中
華
学
院
の

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
あ
た

り
前
の
こ
と
。
華
僑
・
華
人
と
し

て
日
本
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
か

ら
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
課
さ
れ
た

タ
ス
ク
で
も
あ
る
。
そ
の
種
を
い

か
に
育
て
文
化
や
民
族
の
橋
渡
し

対
話
か
ら
理
解
へ

と
し
て
開
花
さ
せ
る
の
か
、
は
た
ま
た
先

入
観
で
芽
を
摘
ん
で
し
ま
う
の
か
、
教
育

や
対
話
と
い
う
土
壌
が
鍵か

ぎ

を
握
っ
て
い
る
。

　

中
華
学
院
で
は
近
年
、
中
国
か
ら
転

校
し
て
く
る
生
徒
、
日
本
人
の
生
徒
、

さ
ら
に
は
多
国
籍
の
生
徒
が
増
え
た
。

「
一
人
一
人
違
う
の
が
あ
た
り
前
、
こ
の

学
校
は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し

て
自
分
に
誇
り
を
も
つ
こ
と
も
」
。

　
「
今
度
、
僕
た
ち
の
獅
子
舞
、
ぜ
ひ
見

に
来
て
く
だ
さ
い
」
。

　

別
れ
際
に
、
大
学
生
の
先
輩
を
誘
っ

た
無
邪
気
な
高
校
生
が
、
な
ん
だ
か
少

し
大
人
っ
ぽ
く
見
え
た
。

両
親
か
ら
生
ま
れ
た
生
徒
た
ち
か
ら
は
、

「
親
が
中
華
学
院
の
卒
業
生
だ
か
ら
」
と

か
、「
母
語
で
あ
る
中
国
語
を
身
に
つ
け

る
た
め
」
と
い
う
理
由
が
あ
が
っ
た
。

一
方
、
来
日
し
て
間
も
な
い
生
徒
た
ち

は
「
日
本
の
学
校
に
入
り
た
い
け
ど
、

日
本
語
で
は
勉
強
に
つ
い
て
い
け
な
い

と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
。

両
親
と
も
日
本
人
の
生
徒
は
、「
こ
じ
ん

ま
り
し
て
い
て
家
族
的
な
の
が
決
め
手

だ
っ
た
」
と
い
う
。

　

ほ
か
に
、
大
学
生
の
お
姉
さ
ん
か
ら

高
校
生
た
ち
に
「
結
婚
相
手
は
な
に
人

が
い
い
で
す
か
」
と
い
う
ド
キ
ッ
と
す

る
質
問
が
あ
っ
た
。
照
れ
な
が
ら
「
好

き
だ
っ
た
ら
、
な
に
人
で
も
い
い
で
す
」

と
答
え
た
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

大
学
生
た
ち
は
、
中
華
学
院
の
生
徒
た

ち
が
民
族
や
国
籍
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
り

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
意
外
性
を
感

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

～
大
学
生
た
ち
と
の
横
浜
中
華
学
院
訪
問
記
～

多
文
化
共
生
は
あ
た
り
前

も
日
本
人
だ
が
小
学
校
か
ら
中
華
学
院

に
通
っ
て
い
る
た
め
中
国
語
が
ペ
ラ
ペ

ラ
な
生
徒
な
ど
、
中
華
学
院
の
生
徒
た

ち
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
じ
つ
に
多

様
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
対
話

は
日
本
語
で
お
こ
な
わ
れ
、
日
本
語
の

理
解
に
苦
し
む
生
徒
に
は
近
く
に
座
っ

て
い
た
同
級
生
が
通
訳
を
し
て
い
た
。

　

わ
た
し
に
メ
ー
ル
を
く
れ
た
リ
ー

ダ
ー
格
の
大
学
生
が
ま
ず
高
校
生
た
ち

に
「
な
ぜ
中
華
学
院
に
通
っ
て
い
る
の

か
」
と
質
問
を
し
た
。
四
世
で
日
本
生

ま
れ
の
生
徒
や
国
際
結
婚
を
し
て
い
る

華
僑・華
人
子
弟
の
た
め
の 

教
育
機
関

日
本
に
暮
ら
す
中
国
系
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
教
育
機
関
、中
華
学
校
。こ
こ
で
学
ぶ
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、多
文
化
共
生
は
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
。日
本
の
大
学
生
と
横
浜
中
華
学
院
の
子
ど
も
た

ち
と
の
交
流
を
通
し
て
、相
互
理
解
に
お
け
る
対
話
の
大
切
さ
を
考
え
る

中
華
学
校
を
選
ん
だ
理ワ

由ケ

将
来
の
イ
メ
ー
ジ

運動場での体育の風景。欧米系の生徒もいる。奥には孫文の銅像も＜提供・庄司博史＞

中華学校への入学希望者の増加
（産経新聞2005年1月11日版）

学内に貼られた、バイリンガルで書かれた論語の標示。台湾系のた
め漢字は繁体字で学んでいる

伝統芸能の龍舞を学ぶ子どもたち

中華街のパレードで民族舞踊を披露する生徒たち




