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韓
国
の
対
日
感
情
の
実
体
験

青
木
小
倉
和
夫
さ
ん
は
、
ベ
ト
ナ
ム
，
韓

固
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
大
使
を
歴
任
さ
れ
、
現
在

は
国
際
交
流
基
金
の
理
事
長
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
の
外
交
、
特
に
文
化
交
流
に
お
い

て
、
ま
さ
に
第
一
線
で
指
挿
を
と
っ
て
お
ら
れ

る
方
で
す
。

ま
ず
大
使
時
代
の
お
話
か
ら
お
う
か
が
い
し

ま
す
が
、
小
倉
理
事
長
は
韓
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
、
近
い
け
れ
ど
あ
る
面
で
は
難
し
い
国
の
大

使
を
歴
任
さ
れ
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
ご
経

験
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
大
使
と
し
て
は
ど
こ

が
一
番
や
り
が
い
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

小
倉
一
番
難
し
い
と
こ
ろ
が
一
番
や
り
が
い

が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
韓
国
で
、
ア
ジ
ア

経
済
危
機
が
あ
り
、
金
大
中
大
統
領
が
登
場
す

る
と
き
で
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
や

り
が
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

私
が
赴
任
し
た
時
点
で
は
ま
だ
金
泳
＿
―
-
政
権

時
代
で
、
政
権
に
勤
め
て
い
る
人
は
ゴ
ル
フ
厳

禁
で
し
た
。
政
府
の
役
人
が
し
な
い
の
に
、
私

が
や
る
の
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ
た

た
。
金
大
中
政
権
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
た
っ
た

ら
、
い
い
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
韓
国
で

は
ま
た
皆
が
ゴ
ル
フ
を
や
り
出
し
ま
し
た
。

青
木
金
大
中
さ
ん
は
対
日
外
交
で
も
オ
ー
プ

ン
に
お
や
り
に
な
っ
て
、
日
本
の
文
化
の
紹
介

も
緩
和
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

小
倉
姿
勢
と
し
て
は
緩
和
で
し
た
け
れ
ど

も
、
大
統
領
が
言
っ
て
も
、
文
化
省
関
係
者
は

じ
め
世
論
は
す
ぐ
に
は
つ
い
て
き
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
全
体
の
方
針
と
し
て
は
文
化
開
放
と

言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
や
り
出
し
ま
す

と
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
化
に
つ
い
て
は
、
な
か

な
か
大
変
で
し
た
。

青
木
ダ
メ
な
ん
で
す
か
。

小
倉
一
部
開
放
は
で
き
ま
し
た
が
、
全
面
開

放
と
い
う
の
は
ダ
メ
で
し
た
。
当
時
は
で
す
ね
。

青
木
韓
国
の
対
日
観
に
は
、
や
は
り
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。

小
倉
一
番
驚
い
た
の
は
私
の
女
房
で
す
。
大

使
公
邸
に
い
ろ
い
ろ
な
方
を
お
招
き
す
る
わ
け

で
す
。
大
臣
ク
ラ
ス
の
方
を
お
招
き
し
ま
す

と
、
ま
ず
開
ロ
一
番
、
私
の
お
や
じ
は
日
本
軍

に
非
常
に
い
じ
め
ら
れ
た
と
か
、
そ
う
い
う
話

を
五
分
ぐ
ら
い
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
ご

持
っ
た
方
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
も
黙
っ
て
お
聞

き
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
わ
け
で
す
が
、
う
ち

の
女
房
は
び
っ
く
り
し
ま
し
て
ね
。
大
体
ひ
と

の
う
ち
に
呼
ば
れ
て
、
い
き
な
り
お
ま
え
ら
は

け
し
か
ら
ん
と
五
分
間
や
る
の
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
。
私
は
、
こ
れ
は
一
種
の
あ
い
さ
つ
と

思
っ
て
く
れ
と
。
日
本
人
と
会
っ
た
ら
、
と
に

か
く
ひ
と
こ
と
言
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら

．．．．．． 

（笑）。

青
木
ご
あ
い
さ
つ
を
（
笑
）
。

前
に
理
事
長
か
ら
、
日
本
チ
ー
ム
が
韓
国
で

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
し
た
と
き
の
こ
と
に
つ
い

て
、
大
変
興
味
深
い
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た

‘̀° ヵ小
倉
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
が
韓
国
に
来

て
、
対
抗
試
合
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

そ
の
と
き
に
日
本
側
の
応
援
席
に
醜
国
の
古
四
校

の
制
服
を
着
た
女
子
学
生
が
い
る
ん
で
す
ね
。

「
こ
こ
は
日
本
の
ほ
う
で
、
韓
国
側
の
応
援
席

で
は
な
い
よ
」
と
言
っ
た
ら
、
「
い
や
い
や
、

私
は
日
本
チ
ー
ム
を
応
援
す
る
」
と
。
「
私
は

韓
国
人
だ
け
ど
、
あ
そ
こ
に
い
る
中
田
が
と
て

も
い
い
の
で
、
彼
が
い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
あ

ろ
う
と
応
援
す
る
ん
で
す
」
と
い
う
話
だ
っ
た

川 向

国
へ口
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日
本
人
に
対
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て

く
れ
る
世
代
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
韓

国
も
変
わ
っ
た
と
い
A
1
か
、
新
し
い
世
代
に
希

望
が
持
て
る
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た

C

青
木
今
、
国
際
交
流
基
金
で
は
、
文
化
交
流

と
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
：
．
o

る
と
こ
ろ
と
は
、
国
の
成
り
立
ち
が
違
い
ま
す

か
ら
ね
。

政
府
の
方
々
に
も
ぜ
ひ
お
頴
い
し
た
い
の

は
、
た
ま
に
は
着
物
を
き
て
い
た
だ
く
と
か
、

何
か
日
本
ら
し
さ
を
、
と
。
例
え
ば
夕
食
会
で

す
。
私
は
鹿
鳴
館
思
想
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
晩
餐
会
の
食
事
も
、
確
か
に
日
本
食
は

三
0
入
ぐ
ら
い
し
か
出
せ
ま
せ
ん
か
ら
大
変
で

す
が
、
そ
の
中
で
も
f
シ
ャ
ン
パ
ン
で
乾
杯
し

な
い
で
、
せ
め
て
日
本
酒
で
乾
杯
す
る
と
か
。

い
ろ
い
ろ
工
夫
の
し
よ
う
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
。
音
楽
も
、
何
も
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
や
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
ば
か
り
や
る
必
要
は
な
く
て
、
日
本

の
伝
統
音
楽
も
あ
る
の
で
は
．
．
．
．
．
．
o

文
化
の
癸
信
と
い
う
の
は
、
外
に
発
信
す
る

前
に
、
日
本
国
内
で
日
本
文
化
を
発
信
す
る
と

い
う
気
持
ち
が
も
う
少
し
な
く
て
は
い
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
木
私
も
理
事
長
の
ご
意
見
に
賛
成
で
す

が
、
実
際
に
は
日
本
文
化
と
い
う
の
は
、
今
な

か
な
か
見
え
に
く
い
面
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

和
服
を
着
れ
ば
日
本
文
化
に
な
る
の
か
、
あ
る

い
は
和
食
風
な
も
の
を
食
べ
れ
ば
い
い
の
か
と

言
い
出
す
と
切
り
が
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で

おぐら・かずお 東京都出身，昭和 13

年生まれ。東京大学法学部卒業後外務

省に入省し，アジア局北東アジア課長，

OECD日本代表部参事官，文化交流部

長経済局長，外務審諮官，また，ベト

ナム・韓国・フランスの 3カ国で大使

を歴任。在任中には総理府平和協力法準

備室長，東京大学客員教授も務めた。退

官後は詈山学院大学国除政治経済学部国

際政治経済学科教授，平成 16年 7月に

は同大学特別招聘教授の称号を受ける。

主な著害に『日米経済摩擦』（日本経済

新聞社），『中国の咸信 日本のが今持，1

（日本公論新社）， 『吉田茂の自問l（藤原

書店）なとがある。『パリの周恩采j （中

公叢密）で吉田茂賞受賞。

小
倉
私
は
「
国
際
」
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ

か
時
代
遅
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
「
交
流
」
と
い

う
言
葉
も
実
は
時
代
遅
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
「
国
際
」
と
い
う

の
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
す
。
国
と
い
う

主
体
が
あ
っ
て
、
国
と
国
と
の
間
と
い
う
意
味

で
す
。
こ
う
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
政
治
や
安

全
保
障
の
世
界
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、

文
化
の
世
界
で
は
果
た
し
て
い
い
か
ど
、
？
か
。

文
化
庁
は
国
の
機
関
で
す
か
ら
、
国
際
と
い

う
の
も
意
院
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

フ
ァ
ン
デ
‘
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
か
、
私
た
ち
の
よ

う
な
政
府
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
こ
ろ
に
な
り

ま
す
と
、
「
国
際
，
一
と
い
う
言
葉
が
い
い
か
ど

う
か
も
う
一
遍
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
。

「
交
流
」
と
い
う
言
葉
も
、
実
は
私
、
こ
だ

わ
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
「
交
わ
っ
て
流
れ
る
」

で
す
か
ら
、

A
と
B
が
文
流
す
る
c

つ
ま
り
、

自
分
の
も
の
を
向
こ
う
へ
持
っ
て
い
っ
て
、
向

こ
う
の
も
の
が
こ
っ
ち
へ
来
る
と
い
う
考
え
方

で
す
け
ど
、
そ
れ
は
既
に
や
や
古
い
考
え
方

で
、
国
境
を
外
し
て
一
緒
に
―
つ
の
文
化
を
育

て
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
刺
激
を
与
え
合
ら

と
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
時

代
で
す
。

小
倉
そ
れ
は
確
か
に
、
非
常
に
難
し
い
問
題

で
す
。
し
か
し
、
相
撲
と
か
お
す
し
も
そ
う
で

す
し
、
着
物
で
も
い
い
の
で
す
け
ど
、
何
と
な

く
そ
れ
を
見
れ
ば
日
本
ら
し
さ
の
シ
ン
ボ
ル
に

な
る
よ
う
な
も
の
を
日
本
入
が
大
切
に
し
て
い

く
気
持
ち
が
重
要
で
す
。

音
楽
で
も
そ
う
で
す
。

C
D
シ
ョ
ッ
プ
の

「
郭
楽
」
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す

と
、
全
部
日
本
入
の
ポ
ッ
プ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で

す
。
昔
の
伝
統
の
音
楽
は
一
っ
も
な
い
で
す
。

青
木
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
し
、
ど
う
い
う

演
奏
家
が
い
て
何
を
演
奏
し
て
い
ら
れ
る
の
か

青
木

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
外
交
は
、
世
界
的
に

も
評
価
が
高
く
称
揚
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
フ
ラ

ン
ス
大
使
を
な
さ
っ
た
理
事
長
か
ら
見
て
ど
う

い
う
ふ
う
に
お
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

小
倉
フ
ラ
ン
ス
は
す
ご
い
で
す
。
要
す
る
に

文
化
に
対
す
る
考
え
方
、
国
の
根
本
が
文
化
だ

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

た
だ
、
最
近
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
地

方
語
」
の
問
題
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
の
は

フ
ラ
ン
ス
語
で
も
っ
て
い
る
国
で
す
。
民
族
も

違
う
、
歴
史
も
違
｝
（
＼

な
っ
て
、

い
ろ
ん
な
人
が
一
緒
に

フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
文
化

で
国
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
伝

統
的
な
地
方
の
言
語
、
例
え
ば
ブ
ル
ト
‘
J
語
を

ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
問
題
が
起
こ
る
こ
と

自
体
、
い
か
に
フ
ラ
ン
ス
が
言
葉
を
大
切
に

し
、
文
化
を
大
切
に
し
て
い
る
か
の
証
拠
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

日
本
は
日
本
語
や
日
本
文
化
が
日
本
を
つ

く
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で

す
。
中
国
の
よ
う
に
誇
民
族
が
入
り
乱
れ
て
い

も
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
｝

小
倉
な
ぜ
日
本
音
楽
な
ど
と
申
し
上
げ
る
か

と
い
い
ま
す
と
、
例
え
ば
オ
ペ
ラ
の
「
蝶
々
夫

入
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
は
、
私
の
計
算
に
よ
る

と
日
本
の
歌
が
、
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
と
か
、

「
越
後
獅
子
」
と
か
、
六
つ
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
お
そ
ら
く
あ
の
オ
ペ
ラ
を
ご
ら
ん
に
な
っ

た
日
本
人
の
方
で
、
〈
あ
そ
こ
に
日
本
の
音
楽

が
入
っ
て
る
な
〉
と
わ
か
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
と
思
う
。
と
い
ら
の
は
、
「
越
後
獅
子
」

を
聴
い
た
こ
と
が
な
い
人
も
多
い
の
で
．
．
．
．
．
．
o

青
木
そ
う
で
す
ね
。
重
要
な
ご
指
摘
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
日
本
の
伝
統
音
楽
を
聴
き
ま

す
と
、
音
階
が
違
い
ま
す
ね
。
普
通
日
本
人
は

小
学
生
の
と
き
か
ら
ド
レ
ミ
で
育
っ
て
い
る
の

で
。
日
本
の
伝
統
音
楽
だ
け
じ
ゃ
な
く
ア
ジ
ア

の
音
楽
を
聴
き
ま
す
と
、
初
め
少
し
違
和
感
を

覚
え
る
ん
で
す
。
小
さ
い
と
き
か
ら
も
っ
と
伝

統
音
楽
や
そ
の
音
階
に
競
し
む
機
会
が
あ
れ

ば
、
音
に
対
す
る
違
和
感
が
な
く
て
、
そ
の
よ

さ
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
ア
ジ
ア
の
音
楽
全
体
に
つ
い
て
も
言
え

る
こ
と
で
す
か
ら
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

日
本
を
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
に
重
要
な
こ
と
は
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い
わ
れ
て
い
て
、
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
の
考
え
を

外
に
知
ら
せ
て
い
く
た
め
に
発
信
は
大
事
で
す

が
r

そ
れ
も
受
信
の
能
力
が
な
け
れ
ば
、
受
信

で
き
な
い
わ
け
で
す
。
外
国
の
方
の
、
日
本
か

ら
発
信
し
た
際
の
受
信
能
力
を
高
め
て
お
く
こ

と
が
、
ま
ず
非
常
に
大
事
で
す
。

ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
外
固
に
お
け
る
日

本
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
。
日
本
語
敦
育
と

か
、
日
本
研
究
と
か
、
日
本
の
映
画
を
も
っ
と

観
せ
る
。
関
心
を
高
め
る
よ
う
な
こ
と
、
あ
る

い
は
日
本
に
対
す
る
基
礎
的
な
知
識
と
か
、
そ

う
い
う
土
壌
の
上
に
う
ま
く
植
え
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

青
木
日
本
語
の
普
及
と
い
う
点
で
、
一
番
問

題
氣
と
な
る
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
か
。

フ
ラ
ン
ス
語
は
世
界
中
に
ア
リ
ア
シ
ス
・
フ
ラ

ン
セ
l

上
込
み
た
い
な
組
織
が
あ
っ
て
、
日
本
だ

け
で
も
数
か
所
に
拠
点
が
あ
り
ま
す
。
国
際
交

流
基
金
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

小
倉
や
っ
と
拠
点
は
三

0
近
く
な
り
ま
し

こ
c

,T 
青
木
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
関
保
者
か
ら
聞

い
た
の
で
す
が
、
今
、
一
香
脅
威
な
の
は
、
中

国
が
孔
子
学
院
と
い
う
の
を
二

0
0
四
年
に
つ

く
つ
て
、
中
回
語
普
及
と
中
国
語
文
化
発
信
の

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
見
て
お
ら
れ
ま
す

A

0

 

カ小
倉
い
ま
だ
に
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
ヘ
留
学
し

ま
す
ね
。
し
か
し
、
行
っ
た
人
が
み
ん
な
親
米

に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
社
会
に
あ
る
稲
の

失
望
を
感
ず
る
人
も
少
な
く
な
い
と
思
う
の
で

す。
日
本
に
留
学
す
る
人
が
日
本
が
好
き
に
な
る

必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
た
だ
、
正
確
に
日
本

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の

上
で
、
嫌
い
な
と
こ
ろ
は
嫌
い
、
い
い
と
こ
ろ

は
い
い
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
う
の
で

0" 

,p 私
が
今
、
一
香
問
題
に
思
っ
て
お
り
ま
す
の

は
、
中
国
に
お
け
る
日
本
に
対
す
る
普
通
の
人

の
対
日
感
情
と
比
較
し
て
、
中
固
に
進
出
し
て

い
る
日
本
企
業
に
勤
め
て
い
る
人
の
感
情
が
必

ず
し
も
よ
く
な
い
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
間
、

あ
る
人
の
話
を
聞
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
人
は

日
本
の
企
業
に
勤
め
て
い
る
女
性
で
す
が
、
今

ま
で
、
「
お
ま
え
は
何
で
日
本
の
企
業
な
ん
か

に
勤
め
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
、
親
戚
、
友
人

か
ら
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ

拠
点
づ
く
り
を
世
界
で
行
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ア

や
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
こ
れ
ま
で
ア
リ
ア
ン
ス
・

フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
だ
っ
た
の
が
、
孔
子
学
院
に

移
っ
て
い
く
人
が
多
い
と
い
う
ん
で
す
。
ど
う

し
て
中
国
は
こ
う
い
う
取
組
を
始
め
た
ん
で

し
ょ
う
か
。

小
倉
―
つ
は
、
中
国
自
身
の
社
会
が
今
＇
、
重

大
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
せ
い
だ
と
思
い
ま

す
。
今
、
豊
か
に
な
っ
て
き
た
中
国
の
社
会

が
、
こ
れ
か
ら
社
会
倫
理
を
ど
う
す
る
か
と

い
っ
た
と
き
に
、
儒
教
倫
理
が
―
つ
の
支
え
に

な
る
と
い
う
考
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

孔
子
学
院
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
中
回
の
自

ら
の
生
き
ざ
ま
の
中
で
、
儒
教
を
ど
れ
だ
け
復

権
し
て
い
く
か
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
中
国
に
対
す
る
理
解
を
増
や

し
た
り
、
中
固
の
力
を
外
に
出
し
た
灯
と
い
っ

た
よ
う
な
動
機
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
け
ど

も
、
そ
の
背
後
に
も
っ
と
根
本
的
な
動
機
も
絡

ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

社
会
貢
献
が
重
要

青
木
日
本
で
今
、
留
学
生
の
三

0
万
人
計
面

が
あ
り
ま
す
が
、
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
日

本
か
ら
も
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
留
学
生

に
、
日
本
が
救
援
隊
を
出
し
た
り
、
小
学
校
を

建
て
直
す
こ
と
に
努
力
し
て
く
れ
た
り
f
ま
た

彼
女
の
勤
め
て
い
る
会
社
も
義
捐
釜
を
出
し
た

そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
や
っ
ど
、
「
い

や
、
日
本
の
企
業
は
こ
う
い
う
い
い
こ
と
を
し

て
い
る
ん
だ
」
と
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
非
常
に
つ
ら
か
っ
た

と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
韓
国
で
日
本
語

を
教
え
て
い
る
先
生
方
、
そ
う
し
た
方
々
に
は

社
会
の
目
が
相
当
厳
し
い
で
す
。
日
本
語
を
教

え
た
り
日
本
研
究
に
従
事
す
る
人
々
を
見
る
社

会
の
目
が
変
わ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
い
け
な

い

と

思

い

ま

す

。

＇

と
り
あ
え
ず
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
日
本
の

進
出
企
業
が
中
国
に
お
い
て
も
、
韓
国
に
お
い

て
も
、
も
っ
と
社
会
貢
献
活
動
を
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。

E
u
と
か
、
ア
メ
リ
カ
の
商
工
会

議
所
が
中
国
で
、
社
会
貢
献
活
動
専
門
の
人
を

わ
ざ
わ
ざ
雇
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
。

青
木
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
、
プ
ラ
ス
に
な
っ

て
は
ね
返
っ
て
く
る
、
経
済
関
係
で
も
。

小
倉
大
企
業
の
方
は
、
最
近
、
社
会
貢
献
部

を
お
つ
く
り
に
な
っ
て
、
だ
い
ぶ
熟
心
な
と
こ

ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
け
ど
、
全
体
と
し
て
は
ま
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青
木
確
か
に
理
事
長
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な

こ
と
は
、
日
本
の
企
業
の
中
国
な
ど
外
国
で
の

活
動
だ
け
で
な
く
も
っ
と
広
く
重
要
な
日
本
と

世
界
と
の
関
係
に
関
わ
り
ま
す
ね
。

そ
こ
で
、
文
化
交
流
の
大
き
な
意
味
が
出
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
の
魅
力
的
な

と
こ
ろ
、
例
え
ば
ア
ニ
メ
と
か
、
マ
ン
ガ
と
か

も
、
―
二
世
紀
の
絵
巻
物
と
か
、
浮
世
絵
と

か
、
い
ろ
ん
な
伝
統
文
化
と
関
係
が
あ
る
の

で
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
的
背
景
も
理
解
し

て
も
ら
え
る
よ
う
な
文
化
発
信
を
し
な
け
れ
ば

と
改
め
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

小
倉
私
は
、
文
化
と
い
う
の
は
力
で
は
な

い
。
力
と
い
う
の
は
パ
ワ
ー
で
、
そ
れ
は
権

カ
、
経
済
力
で
す
。
文
化
を
お
金
や
権
力
と
結

び
つ
け
る
こ
と
は
、
非
常
に
危
険
な
癸
想
だ
と

思
い
ま
す
。
逆
に
力
が
あ
っ
て
、
文
化
が
出
て

い
く
と
い
う
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す

3

し
か

し
、
文
化
そ
の
も
の
が
力
だ
と
い
う
発
想
は
、

そ
れ
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
わ
か
り
ま

す
け
ど
r

む
し
ろ
文
化
は
、
力
に
反
抗
す
る
。

権
力
と
か
、
金
力
に
：
，
．．
 

青
木
む
し
ろ
中
和
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

小
倉
え
え
、
中
和
す
る
。
例
え
ば
、
政
府
と

い
う
の
は
対
立
す
る
側
面
が
強
い
と
い
う
意
識

を
常
に
持
ち
な
が
ら
や
ら
な
い
と
、
文
化
を

も
っ
て
日
本
の
力
だ
、
大
い
に
や
る
ん
だ
、
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
だ
と
い
う
の
は
、
単
純
な
議
論
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

青
木
結
局
、
小
倉
理
事
長
と
対
談
を
す
る

と
、
叢
後
は
全
部
ひ
っ
く
り
返
る
と
い
う

（
笑
）
。
「
国
際
」
は
否
定
さ
れ
、
「
文
化
交
流
」

は
否
定
さ
れ
、
つ
い
に
は
文
化
庁
の
看
板
で
あ

る
「
文
化
力
」
も
否
定
さ
れ
た
（
笑
）
。
だ
け

ど
、
あ
ま
り
嫌
な
気
は
し
な
い
（
笑
）
。
確
か

に
ご
指
摘
の
面
は
あ
る
と
私
も
思
い
ま
す
。
た

だ
、
今
、
中
国
は
ソ
フ
ト
パ
ワ
）
餡
で
し
ょ

う
。
ま
さ
に
文
化
も
国
力
と
い
う
見
方
が
強
く

出
て
き
た
し
、
孔
子
学
院
が
そ
の
―
つ
の
大
き

な
シ
ン
ボ
ル
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

小
倉
こ
の
間
、
韓
国
で
セ
ミ
ナ
ー
が
あ
り
ま

し
て
、
郷
国
の
最
大
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
は
、
日

本
の
過
去
を
問
題
と
し
た
歴
史
認
識
と
い
う
も

の
だ
と
い
う
の
で
は
、
ち
ょ
っ
と
困
る
の
で
す

よと発―i-―
[
l

し
て
お
き
ま
し
た
。
何
を
も
っ
て
ソ

フ
ト
パ
ロ
ー
と
言
う
か
は
、
よ
く
み
ん
な
が
考

え
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
よ
と
、
ち
ょ
っ

と
皮
肉
を
，
印
し
上
げ
た
の
で
す
。

青
木
そ
れ
、
重
要
な
点
で
す
。
た
だ
、
ア
メ

リ
カ
に
し
て
も
、
中
国
に
し
て
も
、
世
界
に
対

し
て
ハ
ー
ド
パ
ワ
，
ー
で
く
る
よ
り
は
、
ソ
フ
ト

ペ
ワ
ー
で
き
た
ほ
う
が
い
い
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。

小
倉
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。

青
木
き
ょ
う
は
、
本
当
に
お
忙
し
い
と
こ
ろ

ご
出
席
く
だ
さ
り
、
ま
た
刺
激
に
滴
ち
た
お
話
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傘
長
官
対
談
傘

交
化
の
交
差
点
】
青
木
保
文
化
庁
長
官
対
談

宮
田
亮
平
應
総
術
大
学
長

【
長
官
コ
ラ
ム
青
杢
探
の
カ
フ
ェ
↓
ア
オ
キ
]

魯
特
集
命

文
化
財
の
総
合
的
把
握

【
文
化
庁
提
言
】

文
化
財
を
総
合
的
に
把
握
す
る
必
要
性

一
寄
稿
l

歴
史
文
化
基
本
構
想
に
期
待
す
る

【
論
文
】

市
町
村
に
よ
る
文
化
財
の
総
合
的
な
把
握
の
取
組

露

解

説

】

文
化
審
議
会
文
化
財
分
科
会
企
画
調
査
会
報

告
書
の
提
言
内
容

文
化
財
の
総
合
的
把
握
に
関
す
る
支
援
策

會
文
化
庁
ニ
ュ
ー
ス
令

公
淵
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
障
害
者
ア
ー
ト
抑
巡
の
た
め
に
」

文
化
財
の
新
指
定
（
美
術
工
芸
品
関
係
ー
2

)

国
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
登
録
の
日
」
「
近
代
化
逍
産
の
日
」
と
一
斉
公
開
事
業
の
お

知

ら

せ

な

ど

匠
筐
霞
瓢

地
域
の
入
々
の
生
活
又
は
生
業
及
び
当
該
地
域

の
風
土
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
景
競
地
で
我
が
国

民
の
生
活
又
は
生
染
の
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
文
化
的
景
観
を
保
護

し
、
活
用
し
て
い
く
動
き
は
、
平
成
一
六
年
の
文

化
財
保
談
法
の
改
正
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
―

-
0し
年
六
月
現
在
、
全
国
で
七
件
か
重

要
文
化
的
景
閥
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
ま

す
ま
す
そ
の
数
は
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
棚
田
ゃ
里
山
と
い
っ
た
曲
笠
林
水
産
業
に
関

連
す
る
文
化
的
蛾
観
た
け
で
は
な
く
、
都
市
や
鉱

令
連
載
舎

[
い
き
い
き
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
美
術
館
博
物
館
言
業
レ
ポ
ー
ト
】

た
つ
の
市
立
訛
野
歴
史
文
化
資
料
館

言
術
文
化
の
風
]

カ
オ
ス
の
会

〖
著
作
権
Q&
A

蕃
作
権
な
る
ほ
ど
質
問
箱
』
か
ら
]

広
報
と
著
作
，
②

[
暮
ら
し
の
中
の
言
葉
】

語
種
か
ら
見
た
現
代
の
書
き
言
葉

[
伝
建
地
区
を
見
守
る
人
々
伝
建
歳
時
記
〗

佐
渡
市
宿
根
木
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
新
潟
県
佐
枇
市
）

[
広
げ
よ
う
「
文
化
カ
一
の
輪
ー
】

伝
統
芸
能
の
後
継
者
育
成

で
ど
も
の
文
化
体
験
〗

ァ
ー
ト
の
楽
し
さ
を
ち
ょ
こ
っ
と
ず
つ

百
本
の
伝
統
美
と
技
を
守
る
人
々
]

石
田
勝
雄
（
雅
号
四
世
石
田
不
識
）
．
琵
琶
製
作
修
理

【
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
も
っ
と
楽
し
む
方
法
】

万
年
自
嗚
錨
に
み
る
汎
一
戸
の
技
術

冨
り
歳
時
記
信
か
を
支
え
る
人
々
]

生
子
神
社
の
泣
き
相
撲

夏
化
交
流
使
の
活
動
報
告
】

平
成
二

0
年
度
文
化
庁
文
化
交
流
使
指
名
書
交
付
式

百
進
芸
術
[
登
甘
紅
切
修
体
験
談
】

谷
中
武
彦
。
日
本
画
家

工
業
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
も
評
価

す
る
こ
と
は
、
地
域
て
営
ま
れ
て
き
た
生
活
•
生

業
や
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
風
土
を
正
し

く
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
、
多
様
な
文
化
的
景
観
の
保
存
・

活
用
を
通
じ
て
地
域
に
お
け
る
生
活
•
生
業
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
’
叶
卜
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
f
地
域

の
魅
力
を
再
評
価
し
、
地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
化
的
景

観
保
護
の
取
組
を
き
っ
か
け
に
、
地
域
が
元
気
に

な
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

(
S
.
cし）

I -
，美術館闊靱館チケットプレゼント 1 

I 今月号の展豆会等へのチケ＿，卜

プレゼントは，

IA 国立新美術館

| 「アヴァンギャルド・チャイナ」

| 2組（ペア） 1 

I 

文化庁では，ホームページで，文

I 

化庁に関する情報を幅広く提供し

ています。ご意見，文化庁月報(f)

感想なとを，ホームページのご意

見樹へお寄せください。
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