
文
化
交
流
の

外
交
的
役
割

去
る
７
月
11
日
、
文
化
外
交
の
推

進
に
関
す
る
首
相
の
懇
談
会
が
ま
と

め
た
最
終
報
告
書
「
『
文
化
交
流
の

平
和
国
家
』
日
本
の
創
造
を
」
が
首

相
に
提
出
さ
れ
た
。

「
文
化
外
交
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま

だ
そ
れ
ほ
ど
一
般
に
馴
染
み
の
あ
る

言
葉
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ナ
イ
が
「
ソ
フ

ト
パ
ワ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、

文
化
が
持
つ
魅
力
が
人
々
を
動
か
す

「
力
（
パ
ワ
ー
）
」
と
し
て
作
用
す
る

側
面
に
注
意
を
促
し
た
よ
う
に
、
文

化
や
そ
の
交
流
は
、
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
意
図
す

る
意
図
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
異

な
る
文
化
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
形

成
し
、
そ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
を

も
つ
人
々
や
社
会
に
対
し
て
、
な
ん

ら
か
の
評
価
や
判
断
を
導
く
こ
と
に

深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
文
化
や
情
報
交
流
が
政
府
、

企
業
や
民
間
諸
団
体
、
ま
た
芸
術
家

や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
研
究
者
な
ど
、

ま
す
ま
す
多
様
な
集
団
や
個
人
に
よ

っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
進
展
と
と
も

に
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
身
近
な
と

こ
ろ
で
異
文
化
の
接
触
や
交
流
が
生

じ
る
今
日
、
広
い
意
味
で
の
「
外
交

空
間
」
は
身
の
回
り
の
至
る
と
こ
ろ

に
広
が
っ
て
い
る
。
文
化
や
そ
の
交

流
が
は
ら
む
、
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
や

相
互
理
解
の
涵か

ん

養よ
う

と
い
っ
た
外
交
的

側
面
に
、
よ
り
一
層
意
識
的
か
つ
政

策
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢

は
、
近
年
世
界
各
国
で
強
く
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

基
本
理
念
は

「
発
信
」「
受
容
」「
共
生
」

昨
年
12
月
に
始
ま
っ
た
懇
談
会
は
、

日
本
で
初
め
て
「
文
化
外
交
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
開
か
れ
た
も
の
だ
が
、そ
こ

で
は
21
世
紀
の「
文
化
外
交
」
は
次
の

よ
う
な
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

①
自
国
に
つ
い
て
の
理
解
促
進
と
イ

メ
ー
ジ
の
向
上

②
紛
争
回
避
の
た
め
の
異
な
る
文
化

間
、
文
明
間
の
相
互
理
解
と
信
頼

の
涵
養

③
全
人
類
に
共
通
の
価
値
や
理
念
の

育
成
に
向
け
て
の
貢
献

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
目
的
は
、

文
化
に
関
わ
る
問
題
が
世
界
的
に
最

も
「
重
い
」
課
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
る
今
日
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

国
々
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
く
、
ま
た
そ
う
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
、
日
本
が
こ
の

目
的
の
実
現
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う

に
日
本
の
強
み
や
特
色
を
生
か
し
な

が
ら
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
な
お

う
と
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
く
る
。
報

告
書
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
日

本
が
文
化
外
交
を
展
開
す
る
上
で
の

基
本
理
念
を
「
発
信
」「
受
容
」「
共

生
」
の
３
点
に
据
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理

念
に
基
づ
く
具
体
的
な
行
動
指
針
を

「
３
つ
の
柱
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。

対
話
・
交
流
の

公
共
空
間
を
つ
く
る

ま
ず
、
「
発
信
」
に
つ
い
て
は
、
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日
本
語
や
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
現

代
ア
ー
ト
等
を
糸
口
と
し
て
世
界
に

「
日
本
の
ア
ニ
メ
世
代
」
を
育
成
し
、

そ
こ
か
ら
広
が
り
と
奥
行
き
の
あ
る

多
様
な
日
本
文
化
へ
の
関
心
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
行
動
指
針
と
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
多
様
な
日
本
文
化
の

発
信
の
背
後
に
は
「
21
世
紀
型
ク
ー

ル
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
社
会
モ
デ
ル
、

す
な
わ
ち
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
技
術
の
よ

う
な
環
境
と
先
端
技
術
の
融
合
、
ロ

ボ
ッ
ト
技
術
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
美

し
く
、
人
に
優
し
い
技
術
な
ど
、

「
面
白
さ
、
美
し
さ
、
健
康
な
ど
身

近
な
生
活
の
中
の
幸
福
追
求
に
密
接

に
関
わ
り
な
が
ら
、
同
時
に
自
然
や

環
境
と
調
和
し
つ
つ
、
持
続
的
に
物

心
両
面
に
お
け
る
豊
か
な
生
活
を
創

り
上
げ
て
い
く
と
い
う
社
会
の
あ
り

か
た
」
を
示
し
、
そ
の
実
現
を
は
か

る
と
い
う
課
題
が
あ
る
こ
と
を
、
発

信
に
関
わ
る
理
念
と
し
て
伝
え
る
と

し
て
い
る
。

次
に
、
「
受
容
」
に
関
し
て
は
、

「
新
た
な
文
化
の
創
造
が
人
類
全
体
、

そ
し
て
国
際
社
会
の
将
来
の
豊
か
な

発
展
を
支
え
る
力
で
あ
り
、
文
化
の

自
由
な
交
流
空
間
を
創
り
出
す
こ
と

が
、
そ
れ
自
体
国
際
社
会
に
対
す
る

積
極
的
な
貢
献
に
な
る
」
と
し
た
う

え
で
、
日
本
は
文
化
が
自
由
に
交
流

す
る
こ
と
の
で
き
る
「
公
共
空
間
」

を
創
造
・
提
供
し
、
多
様
な
異
文
化

交
流
の
担
い
手
を
積
極
的
に
受
け
入

れ
、
そ
こ
で
の
交
流
と
経
験
の
共
有

が
新
た
な
文
化
を
創
造
す
る
だ
け
で

な
く
、
自
ら
の
社
会
に
変
化
を
促
し

活
性
化
の
原
動
力
と
な
る
よ
う
な

「
創
造
的
受
容
」
を
は
か
る
、
と
述

べ
て
い
る
。

そ
し
て
「
共
生
」
で
は
、
日
本
が

多
様
な
文
化
や
文
明
の
融
合
の
上
に

形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
自
ら
の
社

会
の
な
り
た
ち
や
、
歴
史
の
教
訓
に

学
ん
だ
経
験
を
通
し
て
育
ん
で
き
た

「
和
と
共
生
を
尊
ぶ
心
」
を
普
遍
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
、
多
様

な
文
化
や
価
値
の
架
け
橋
の
役
割
を

積
極
的
に
果
た
す
、
と
し
て
い
る
。

特
に
、
文
化
に
は
特
定
の
社
会
と
結

び
つ
い
た
固
有
性
を
超
え
た
人
類
共

通
の
財
産
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
戦

争
や
紛
争
な
ど
で
ひ
と
た
び
文
化
が

破
壊
さ
れ
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ

と
り
そ
の
社
会
に
と
っ
て
だ
け
で
は

な
く
人
類
全
体
の
将
来
世
代
に
と
っ

て
大
き
な
損
失
と
な
る
。
文
化
や
文

明
間
の
対
話
の
場
と
機
会
を
確
保

し
、
歴
史
的
遺
産
を
守
る
こ
と
等
を

通
し
て
「
文
化
の
公
共
性
」
を
尊
重

す
る
こ
と
も
ま
た
、
「
共
生
」
に
こ

め
ら
れ
て
い
る
理
念
で
あ
る
。

世
界
各
地
で
テ
ロ
が
相
次
ぐ
な
か

で
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
は
、
い
っ
た

い
ど
こ
ま
で
の
「
寛
容
」
を
も
っ
て

文
化
の
多
様
性
を
認
め
て
い
く
べ
き

な
の
か
が
、
今
世
界
で
改
め
て
大
き

な
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
と
き
に
あ
え
て
日
本
が
、
報
告

書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
積

極
的
な
「
文
化
交
流
」
を
通
し
て
平

和
国
家
を
目
指
す
と
い
う
姿
勢
を
示

し
、
文
化
が
対
話
し
交
流
す
る
公
共

空
間
を
国
内
外
に
創
造
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
は
重
い
意
味
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
方
針
が
真
に
実
現
に
向
け

て
動
き
出
す
と
き
、
そ
れ
自
体
が

「
文
化
外
交
」
と
し
て
の
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。a
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