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漢
市
が
初
め
て

国
際
友
好
都
市
の

関
係
を
結
ん
だ

大
分
市
。

そ
の
歴
史
と

関
わ
り
の
深
さ
を

振
り
返
る
。
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01／武漢市外事工作委員会
　　処長 金万嬋さん
02／武漢市友好都市資料館での
　　大分市の展示
03／長江大橋の歩道から
　　漢口方面を望む
04,05／黄鶴楼
06／武漢駅（高速鉄道）

水
の
都
、桁
違
い
の
大
き
さ

　中
国
内
陸
部
に
位
置
す
る
武
漢
市
は
、大

分
市
の
20
倍
以
上
の
人
口（
約
１
１
０
８
万

人
）を
擁
す
る
湖
北
省
最
大
都
市
で
す
。１

５
０
以
上
も
の
湖
が
あ
り
、中
国
最
大
の
長

江
と
そ
の
最
大
の
支
流・漢
水
が
合
流
す
る

市
内
は
、全
面
積
の
４
分
の
１
が
水
域
と
い

う
、ま
さ
に
水
の
都
で
す
。

　武
漢
天
河
国
際
空
港
に
降
り
立
っ
て
、そ

の
大
き
さ
や
ス
ケ
ー
ル
感
に
圧
倒
さ
れ
た
の

も
束
の
間
、中
心
部
へ
と
向
か
う
車
窓
か
ら

見
え
る
景
色
は
、果
て
し
な
く
広
大
な
平
地

に
建
設
中
も
含
め
て
林
立
す
る
高
層
ビ
ル

群
。道
路
に
あ
ふ
れ
る
人
、車
、自
転
車
、電

動
バ
イ
ク
。街
中
に
あ
ふ
れ
る
若
者
の
活
気
。

そ
の
反
面
、古
き
を
大
切
に
す
る
精
神
を
表

し
た
現
役
の
歴
史
的
建
造
物
や
新
築
の
ビ
ル

群
の
間
の
路
地
で
出
会
う
混
沌
の
景
色
も

ま
た
、武
漢
市
の
今
な
の
で
し
ょ
う
。

３
８
０
０
年
、武
漢
の
奥
深
さ

　一
度
は
訪
れ
た
い
場
所
の
代
表
格
は
、長

江
と
対
岸
の
ビ
ル
群
を
望
む『
黄
鶴
楼
』。中

国
の
江
南
三
大
名
楼
の
一
つ
で
、李
白
の
漢

詩「
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く

を
送
る
」に
も
登
場
す
る
武
漢
を
象
徴
す

る
建
物
で
す
。眼
下
の『
武
漢
長
江
大
橋
』

は
川
幅
１
５
０
０
㍍
の
長
江
に
架
か
る
鉄
道

と
道
路
用
の
２
層
構
造
。両
端
に
は
歩
道
も

ム
ー
ズ
な
連
携
と
い
う
実
績
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、他
都
市
と
の
交
流
や
交
渉
が
行
え
て
い

ま
す
。両
市
の
関
係
を
さ
ら
に
深
め
、市
民

や
企
業
の
交
流
を
今
ま
で
以
上
に
実
現
す

る
こ
と
で
、い
ず
れ
は
大
分
市
と
の
直
行
便

が
就
航
す
る
の
が
私
の
夢
で
す
」と
は
、武
漢

市
と
他
都
市
と
の
交
流
の
窓
口
を
担
当
す

る『
武
漢
市
外
事
工
作
委
員
会
』処
長※

・

金
万
嬋
さ
ん
。締
結
40
周
年
を
記
念
す
る

各
行
事
の
成
功
に
向
け
て
尽
力
し
て
く
れ
る

金
さ
ん
は
、こ
れ
ま
で
に
関
わ
っ
た
大
分
市
ス

タ
ッ
フ
と
の
交
流
を
今
も
続
け
、個
人
レ
ベ
ル

で
も
良
好
な
関
係
を
続
け
て
い
る
と
笑
顔
で

語
って
く
れ
ま
し
た
。

整
備
さ
れ
、歩
い
て
渡
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　３
８
０
０
年
続
く
武
漢
の
歴
史
に
触
れ
る

な
ら『
武
漢
博
物
館
』へ
。市
の
誕
生
や
時
代

変
遷
、貴
重
な
出
土
品・芸
術
品
な
ど
、武
漢

の
奥
深
さ
を
伝
え
る
展
示
物
が
充
実
し
て
い

ま
す
。外
国
人
が
警
察・行
政
を
管
理
し
て

い
た
名
残
を
伝
え
る『
漢
口
租
界
』も
ま
た
、

建
築
遺
産
と
し
て
大
切
な
場
所
。日
本
や
イ

ギ
リ
ス
、ロ
シ
ア
な
ど
各
国
の
租
界
時
代
の
姿

を
残
し
た
建
物
が
、姿
新
し
い
施
設
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
し
て
、忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、中
国

十
大
古
琴
曲『
高
山
流
水
』の
舞
台
と
さ
れ

る『
古
琴
台
』。敷
地
内
の
東
屋
は
大
分
市

『
武
漢
の
森
』の『
知
音
亭
』の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
建
物
で
、『
知
音
亭
』の
屋
根
は
武
漢
市
か

ら
贈
ら
れ
た
、る
り
瓦
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。友
好
の
象
徴
に
出
会
え
る
場
所
と
し

て
、市
民
の
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た

い
、思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
場
所
で
す
。

友
好
都
市〝
不
動
の
１
番
〞

　滞
在
初
日
に
出
向
い
た『
武
漢
市
友
好

都
市
資
料
館
』は
元
々
ド
イ
ツ
領
事
館
だ
っ

た
建
物
で
、武
漢
市
と
世
界
各
地
の
友
好

都
市
の
締
結
の
歴
史
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

実
は
武
漢
市
が
初
め
て
国
際
友
好
都
市
を

結
ん
だ
の
が
大
分
市
で
あ
る
た
め
、大
分
市

が
一
番
最
初
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
大
分
市
と
武
漢
市
の
友
好
関
係
と
ス

き
ん
ま
ん
せ
ん

ち
い
ん

も
う
こ
う
ね
ん

こ
ん
と
ん

ゆ

平和市民公園の武漢の森にある「知音亭」のモデルと
なった、古琴台敷地内の東屋。古琴台はその古い言い
伝えから「恋人の聖地」という一面を持っており、こ
の建物内で語り合う男女の姿もよく見掛ける。

※処は担当部署の単位。金さんはアジア処の担当処長。
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