
文
化
交
流
は
本
来
、

楽
し
い
も
の
で
あ

る
。
地
球
を
縦
横

に
行
き
来
し
て
人
々
に
出
会

い
、
未
知
の
文
化
に
触
れ
て
、

新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
、

楽
し
く
な
い
は
ず
が
な
い
。
驚

き
、
目
覚
め
る
喜
び
と
い
っ

て
い
い
。
生
活
様
式
全
般
に

及
ぶ
も
の
を
文
化
だ
と
考
え

る
と
、
多
種
多
様
な
人
や
文

化
が
よ
り
自
由
に
接
触
し
、

ま
す
ま
す
豊
潤
な
潮
流
を
生

み
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
文

化
交
流
の
本
道
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
文
化
交
流
で
は

「
自
由
放
任
」
「
百
花
繚
乱
」

が
元
来
の
王
道
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
国
民
国
家
が
成
立

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
化
は
国
家

に
囲
い
込
ま
れ
、
文
化
交
流
は
「
国
民
文
化

の
交
流
」
と
な
っ
て
、
自
由
放
任
で
は
進
ま

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
パ
ワ
ー
の

格
差
が
交
流
の
方
向
や
速
さ
、
量
を
決
め
、

生
活
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
き
わ
め
て

限
ら
れ
た
も
の
が
「
文
化
」
と
し
て
意
識
的

に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
近
代
国
民
国
家
で
あ
る
日
本
も
、

そ
こ
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
国
家
に
よ

る
意
識
的
な
文
化
交
流
の
努
力
が
戦
前
か
ら

続
い
て
き
た
し
、
形
を
変
え
て
戦
後
も
再
開

さ
れ
、
国
際
交
流
基
金
（
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
）
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
こ

と
は
衆
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

だ
が
近
年
、
特
に
１
９
９
０
年
代
以
降
に

な
っ
て
、
状
況
は
か
な
り
変
わ
っ
て
き
た
よ

う
に
思
え
る
。
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
を

「
文
化
」
と
し
て
交
流
す
る
以
上
に
、
身
構

え
る
こ
と
な
く
言
葉
や
意
思
は
海
を
越
え

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
隆
盛
を
見
よ
）、
普
通
の

生
活
や
等
身
大
の
イ
メ
ー
ジ
が
海
を
渡
り

（
大
衆
文
化
の
浸
透
は
典
型
だ
ろ
う
）、
歴
史
上

か
つ
て
な
い
多
数
の
人
間
が
国
境
を
越
え
て

移
動
し
て
い
る
（
移
動
総
数
は
日
本
人
口
の

１
・
５
倍
、
世
界
人
口
の
３
％
に
の
ぼ
る
）
。

「
大
航
海
時
代
」
な
ら
ぬ
「
大
交
流
時
代
」

と
で
も
呼
び
う
る
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
国
家
間
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
交

流
か
ら
、
国
家
に
と
ら
わ
れ
な
い
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
交
流
へ
と
、
徐
々
に
で
は
あ

る
が
目
に
見
え
る
形
で
国
際
交
流
の
重
心
が

移
動
し
は
じ
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
新
た
な
時
代
に
あ
っ
て
、
意
識

的
に
行
な
わ
れ
る
文
化
交
流
（
特
に
文
化
交

流
事
業
や
政
策
）
は
今
後
、
何
を
目
指
せ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
堰せ

き

を
切
り
放
っ
て
自
由

放
任
的
な
奔
流
を
加
速
さ
せ
る
の
か
、
国
民

文
化
を
よ
り
囲
い
込
ん
で
い
っ
そ
う
の
独
自

性
の
強
調
に
走
る
の
か
。
文
化
交
流
は
ひ
と

つ
の
転
機
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

21
世
紀
「
文
化
交
流
」
の
難
題

考
え
る
ま
で
も
な
く
１
９
９
０
年
代
以
降

の
世
界
の
変
化
の
急
激
さ
は
、
人
類
史
上
で

未
曾
有
と
呼
べ
る
も
の
だ
。
冷
戦
が
終
わ
っ

て
世
界
の
構
図
が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
情
報
技
術
革
命
の

進
展
に
よ
る
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
の

自
由
な
移
動
が
、
人
類
未
経
験
の
速
度
と
広

が
り
を
も
っ
て
進
ん
で
き
た
。
交
流
は
、
よ

り
容
易
に
、
よ
り
低
コ
ス
ト
に
、
よ
り
瞬
時

と
な
っ
て
、
か
つ
同
時
多
発
、
同
時
並
行
的

と
な
っ
た
。
距
離
と
時
間
が
コ
ス
ト
を
決
め

る
と
い
う
経
済
原
理
が
崩
壊
し
た
よ
う
に
、

距
離
と
時
間
を
障
害
と
し
て
き
た
交
流
に
お

い
て
も
望
ま
し
い
転
換
が
起
こ
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
変
化
の

恩
恵
は
ま
だ
世
界
の
人
々
に
あ
ま
ね
く
及
ん

で
は
い
な
い
。
そ
の
ね
じ
れ
は
象
徴
的
に

９
・
11
テ
ロ
を
生
み
、
世
界
の
不
安
は
拡
大

再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
声
も
確
実
に
強
ま
っ
て
き
た
。
の

み
な
ら
ず
、
交
流
の
場
面
に
お
い
て
も
、
お

遠近　1
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互
い
の
価
値
観
の
違
い
が
か
え
っ
て
浮
か
び

上
が
り
、
反
発
や
離
反
を
招
く
こ
と
が
増
え

て
い
る
。「
お
互
い
を
知
り
あ
え
ば
知
り
あ
う

ほ
ど
仲
よ
く
な
れ
る
」
と
い
う
素
朴
な
幻
想

よ
り
も
、「
知
り
あ
え
ば
知
り
あ
う
ほ
ど
揉
め

ご
と
は
増
え
、
複
雑
化
す
る
」
と
い
う
現
実

が
よ
り
リ
ア
ル
に
見
え
て
き
て
い
る
。

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
い
う

「
文
明
の
衝
突
」
に
与く

み

す
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
21
世
紀
の
「
大
交
流
時
代
」
に
入
っ
て

む
し
ろ
、
人
々
の
心
の
奥
底
で
は
「
既
知
の

は
ず
の
世
界
へ
の
不
安
」
が
広
が
り
、
「
未

知
の
世
界
へ
の
恐
れ
」
が
逆
に
大
き
く
な
り

始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
、
楽
観
的
に
共
生
や
地
球
市
民
を
説
く

声
は
以
前
よ
り
ず
っ
と
小
さ
く
な
っ
た
。
他

方
、
固
有
文
化
と
は
何
か
、
文
化
の
共
存
と

は
何
か
、
文
化
の
交
流
と
は
何
か
、
と
い
っ

た
根
源
的
な
問
い
を
だ
れ
も
が
自
問
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

背
景
は
単
純
で
は
な
い
。
一
極
集
中
の
パ

ワ
ー
に
も
問
題
が
あ
り
、
多
極
化
し
拡
散
す

る
パ
ワ
ー
に
も
問
題
が
あ
る
。
貧
困
克
服
の

道
筋
は
見
え
ず
、
地
域
紛
争
は
収
ま
ら
ず
、

国
民
国
家
は
役
割
を
問
わ
れ
、
シ
ビ
ル
・
ソ

サ
エ
テ
ィ
が
台
頭
し
、
国
際
社
会
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
（
協
治
）
は
揺
れ
動
い
て
い
る
。
メ
デ

ィ
ア
に
し
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
集
中
と
個

人
レ
ベ
ル
へ
の
拡
散
が
同
時
進
行
し
て
い
る

た
め
、
何
を
正
論
と
し
て
受
け
取
る
の
か
の

判
断
が
き
わ
め
て
難
し
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ

見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
は
、
既
存
の
世
界
シ

ス
テ
ム
の
機
能
不
全
、
既
存
の
組
織
の
魅
力

と
規
定
力
の
低
下
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー（
活
動

主
体
）
の
乱
立
と
パ
ワ
ー
の
拡
散
と
い
っ
た
、

や
や
無
秩
序
に
も
見
え
う
る
世
界
で
あ
る
。

自
由
な
交
流
時
代
の
相
克
と
皮
肉

そ
う
し
た
流
動
的
な
世
界
で
は
、
い
か
な

る
シ
ス
テ
ム
、
組
織
、
個
人
に
と
っ
て
も
、

み
ず
か
ら
の
正
統
性
の
確
立
が
最
大
の
課
題

と
な
っ
て
き
た
。
自
己
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
、
正
統
性
を
主
張
し
、

そ
れ
に
対
す
る
最
大
限
の
支
持
を
取
り
付
け
、

共
鳴
し
あ
う
も
の
同
士
で
連
携
す
る
こ
と
な

し
に
は
、
み
ず
か
ら
の
存
立
基
盤
の
確
保
は

お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
た
。
21
世
紀
は
、
い
わ

ば
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
協
働
も
起
こ
れ
ば
、

確
執
や
争
い
も
起
こ
る
時
代
の
始
ま
り
だ
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
実
力
を

行
使
す
る
の
で
な
い
限
り
、
正
統
性
の
確
保

を
目
指
し
て
い
ま
さ
ら
な
が
ら
対
話
の
重
要

性
が
強
調
さ
れ
、
相
互
理
解
の
必
要
性
が
力

説
さ
れ
始
め
て
い
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
だ

れ
で
も
簡
単
に
交
流
で
き
る
「
大
交
流
時
代
」

と
な
り
、
交
流
が
自
由
放
任
に
近
づ
い
た
が

ゆ
え
に
、
正
統
性
の
確
保
を
意
識
的
に
目
指

す
対
話
や
交
流
が
逆
に
重
視
さ
れ
、
そ
の
増

強
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
正
統
性
を
主
張
す
る
パ
ワ

ー
は
非
正
統
と
み
な
し
た
も
の
を
駆
逐
し
、

あ
る
い
は
統
合
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
っ

て
、「
文
化
的
多
様
性
の
尊
重
」
も
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
他
者
の
文
化

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
極
力
尊
重
す
べ
し

と
す
る
流
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
少
数
者

や
弱
者
の
擁
護
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
文
化

が
咲
き
誇
る
世
界
を
理
想
と
し
、
そ
の
豊
か

さ
を
共
有
財
産
と
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
積

極
的
な
志
向
が
働
い
て
い
る
。「
大
交
流
時
代
」

な
ら
で
は
の
果
実
を
育
て
よ
う
と
す
る
国
際

主
義
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
交
流

が
自
由
放
任
的
に
な
っ
て
多
様
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
他
方
で
多
様
性
の
尊
重
を
い
ま
さ

ら
な
が
ら
に
強
調
し
な
く
て
は
い
け
な
い
皮

肉
を
こ
こ
で
も
垣
間
見
る
の
で
は
あ
る
が
。

し
か
し
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の

「
自
ら
の
正
統
性
の
主
張
」
と
「
文
化
的
多

様
性
の
尊
重
」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
正
論
で
あ
り

つ
つ
も
、
そ
れ
ほ
ど
器
用
に
共
存
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
同
時
に
成
立
す
る
な

ら
ば
理
想
的
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
む
し

ろ
こ
れ
ら
は
二
律
背
反
的
に
作
用
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
場
面
に
応
じ



て
使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

や
や
図
式
的
に
い
え
ば
、
国
民
国
家
で
あ
れ

シ
ビ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
で
あ
れ
、
正
統
性
を

主
張
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
文
化
的
多
様
性

を
重
視
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
重
な
り
あ

う
部
分
は
あ
っ
て
も
、
完
全
に
一
致
し
な
い

ば
か
り
か
、
大
き
く
ず
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
21
世
紀
の
交
流
の
難

題
が
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
21
世
紀
の
世
界
は
二
律
背

反
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
あ
っ
て
、
お

互
い
に
我
慢
す
る
こ
と
で
な
ん
と
か
共
存
、

共
生
を
維
持
す
る
し
か
な
い
、
い
わ
ば
「
い

ご
こ
ち
の
悪
い
共
存
の
時
代
」
で
あ
る
と
い

え
よ
う
か
。
そ
の
な
か
で
の
「
大
交
流
」
は
、

あ
え
て
大
別
す
れ
ば
、
奔
流
の
よ
う
な
無
秩

序
に
近
い
交
流
の
う
ね
り
の
基
盤
に
、
正
統

性
の
主
張
に
傾
斜
し
た
交
流
、
多
様
性
の
尊

重
に
傾
斜
し
た
交
流
、
そ
れ
ら
が
二
律
背
反

に
な
り
か
ね
な
い
危
険
性
を
織
り
込
ん
だ
自

制
的
な
交
流
と
が
入
り
組
ん
だ
も
の
と
な
る

に
違
い
な
い
。

「
大
交
流
時
代
」
の
日
本
の
選
択

も
ち
ろ
ん
こ
の
大
別
は
大
雑
把
な
も
の
で
、

交
流
に
お
け
る
新
た
な
枠
組
み
を
模
索
す
る

た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
問
題
は
日
本

の
選
択
で
あ
る
。
も
は
や
従
来
の
よ
う
な
成

長
神
話
は
望
め
ず
、
少
子
高
齢
化
は
急
速
に

進
み
、
外
交
の
有
力
手
段
で
あ
っ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ

（
政
府
開
発
援
助
）
の
見
直
し
も
避
け
ら
れ
ず
、

武
力
行
使
に
は
依
然
と
し
て
慎
重
な
日
本
の

よ
う
な
国
に
と
っ
て
は
、
も
と
も
と
、
交
流

の
積
極
化
は
国
際
的
に
存
在
意
義
を
示
す
上

で
残
さ
れ
た
数
少
な
い
有
意
の
道
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
入
り
組
ん
だ
す
べ
て
の
交

流
に
日
本
が
積
極
的
に
か
か
わ
り
続
け
る
の

は
こ
れ
か
ら
も
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

戦
略
的
な
政
策
を
描
き
出
す
こ
と
も
不
可
欠

だ
と
い
っ
て
よ
い
。

第
一
の
「
奔
流
の
よ
う
な
無
秩
序
に
近
い

交
流
」
に
は
、
何
よ
り
も
、
あ
ふ
れ
出
る
よ

う
な
人
の
交
流
が
ほ
し
い
。
交
流
の
原
点
は

人
の
交
流
に
尽
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に

日
本
人
の
４
人
に
１
人
が
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持

ち
、
年
に
１
７
０
０
万
人
が
海
外
渡
航
す
る

時
代
に
入
っ
た
。
そ
れ
に
さ
ら
な
る
弾
み
を

つ
け
る
低
コ
ス
ト
化
や
ノ
ー
ビ
ザ
協
定
な
ど

の
制
度
的
整
備
は
今
後
も
必
要
だ
が
、
こ
れ

か
ら
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
交
流
を
点

か
ら
面
へ
発
展
さ
せ
る
努
力
で
あ
る
。
個
人

的
な
体
験
を
地
域
や
組
織
で
共
有
し
、
世
界

を
ま
た
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
画
し
て
い
く

こ
と
で
、
無
秩
序
に
見
え
る
奔
流
に
道
筋
を

つ
け
、
流
れ
を
定
着
さ
せ
る
作
業
で
あ
る
。

戦
後
日
本
の
国
際
交
流
は
「
友
好
親
善
」

か
ら
始
ま
り
、
「
対
日
理
解
の
促
進
」
を
経

て
「
双
方
向
交
流
」
に
至
り
、「
相
互
理
解
」

と
「
共
同
作
業
」
が
加
わ
る
な
か
か
ら
「
文

化
を
通
じ
て
の
国
際
貢
献
」
や
「
共
生
」
が

目
指
さ
れ
て
き
た
。
「
国
際
交
流
型
」
か
ら

「
国
際
協
力
型
」
へ
移
行
し
、
い
よ
い
よ
「
国

際
協
働
型
」
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
変
遷
を
資
産
と
す
れ
ば
、
形
態
は

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
、

テ
ー
マ
設
定
は
「
課
題
解
決
・
政
策
指
向

型
」、
ア
ク
タ
ー
は
「
シ
ビ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ

の
一
員
」
と
い
う
形
が
次
の
テ
ー
マ
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
の
国
の
役
割
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

の
増
強
や
制
度
的
な
整
備
、
場
や
資
金
の
提

供
と
い
っ
た
も
の
が
基
本
で
、
人
々
の
後
ろ

で
静
か
に
控
え
て
い
る
も
の
に
な
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
日
韓
関
係
の
転
換
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
「
国
民
交
流
年
」
方
式
も
、

入
り
口
と
し
て
は
当
面
有
効
だ
ろ
う
が
、
課

題
は
あ
く
ま
で
も
「
そ
の
後
の
定
着
化
」
に

向
け
て
担
い
手
を
い
か
に
育
て
る
か
に
あ
る
。

平
年
・
平
時
に
お
け
る
人
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

へ
の
投
資
が
何
よ
り
も
重
要
だ
ろ
う
。

ま
た
、
あ
ふ
れ
出
る
交
流
に
は
別
の
典
型

と
し
て
、
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
映
画
、
ゲ
ー

ム
、
テ
レ
ビ
番
組
と
い
っ
た
「
カ
ッ
コ
よ
さ

（C
ool

）」
で
評
価
さ
れ
る
、
日
本
の
大
衆
文

化
の
世
界
へ
の
広
が
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

遠近　1

わだ じゅん●神田外語大学教授、異文化コミュニケー
ション研究所所長／1949年生まれ。慶應義塾大学大学
院経済学研究科修了。国際交流基金ロンドン事務所長、
ニューヨーク日米センター長、96年日本国際交流セン
ター首席研究員・研究企画主幹を経て、小渕内閣の内
閣官房で「21世紀日本の構想」懇談会担当室長。
2001年より現職。専門は国際政治、国際交流政策。共
著に『日本の東アジア構想』など



し
か
し
こ
れ
は
、
日
本
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

才
能
と
市
場
開
拓
の
努
力
が
、
ち
ょ
う
ど
グ

ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
大
衆
社
会
化
し
つ
つ
あ

っ
た
世
界
と
一
致
点
を
見
い
だ
し
た
の
だ
と

考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
、
今
後
猛
烈
な

競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

か
つ
て
ロ
ン
ド
ン
で
、
80
年
代
に
「
ジ
ャ
パ

ン
・
ス
タ
イ
ル
展
」
、
90
年
代
に
「
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ン
展
」
が
開
催
さ

れ
た
が
、
２
０
０
０
年
代
に
は
何
を
切
り
口

と
す
る
の
か
、
知
識
集
約
型
文
化
産
業
へ
の

か
か
わ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

潜
在
す
る
多
文
化
と
の

共
生
能
力

第
二
の
「
正
統
性
の
主
張
に

傾
斜
し
た
交
流
」
は
、
一
言
で

い
え
ば
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ

プ
ロ
マ
シ
ー
」
の
実
現
で
あ
る
。

詳
細
は
『
外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム
』

２
０
０
２
年
６
月
号
の
拙
稿
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

世
界
世
論
の
形
成
に
い
か
に
参

画
す
る
か
が
外
交
の
決
定
的
要

素
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
向

け
て
あ
ら
ゆ
る
ア
ク
タ
ー
と
リ

ソ
ー
ス
（
資
源
）
を
い
か
に
結

合
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

に
尽
き
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
に
欠
け
て
き
た

部
分
だ
が
、
外
務
省
に
「
広
報
文
化
交
流
部
」

が
発
足
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ

れ
は
主
と
し
て
外
交
の
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。
も
ち
ろ
ん
文
化
交
流
が
そ
の
一
部
を
な

す
こ
と
も
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
の
肯
定
面
や

主
張
を
押
し
出
す
「
広
報
」
は
外
交
で
は
あ

っ
て
も
文
化
交
流
で
は
な
い
し
、
文
化
交
流

で
は
、
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
は
結
果
で

あ
り
え
て
も
当
然
の
目
的
で
な
い
こ
と
に
は

留
意
し
て
お
き
た
い
。「
ク
ー
ル
・
ブ
リ
タ
ニ

ア
」
に
模
し
て
昨
今
提
唱
さ
れ
る
「
ク
ー

ル
・
ジ
ャ
パ
ン
」
や
「
ブ
ラ
ン
ド
国
家
」
志

向
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
の

発
想
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
戦
略
的
価

値
を
認
め
る
が
、
そ
れ
ら
は
文
化
交
流
の
位

相
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
し
、
一
致
し
な

い
か
ら
こ
そ
双
方
に
独
自
の
価
値
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
い
。

第
三
の
「
文
化
的
多
様
性
の
尊
重
に
傾
斜

し
た
交
流
」
は
、
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
や
ユ
ネ
ス

コ
の
宣
言
を
た
ど
る
ま
で
も
な
く
、
国
際
主

義
を
標
榜
す
る
日
本
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な

い
も
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
課
題
は
必
ず
国

内
へ
向
か
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日

本
国
内
の
「
多
文
化
化
」
に
か
か
わ
る
交
流

の
促
進
を
直
近
の
課
題
と
し
て
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
日
本
へ
の
入
国
者
は
年
間
５
７
０

万
人
を
超
え
、
定
住
外
国
人
は
現
在
１
９
１

万
人
で
総
人
口
の
１
・
５
％
を
超
え
た
。
戦

後
に
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
「
新
日
本
人
」

と
な
っ
た
人
々
も
36
万
人
を
超
え
、
東
京
区

部
で
は
結
婚
し
た
10
組
に
１
組
近
く
が
国
際

結
婚
の
時
代
だ
。
21
世
紀
末
に
は
人
口
の
半

減
が
予
測
さ
れ
る
日
本
に
と
っ
て
、
今
後
さ

ら
に
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
不
可
避

で
、
早
晩
、
本
格
的
な
「
移
民
受
入
れ
政

策
」
の
検
討
も
始
ま
る
に
違
い
な
い
。
で
あ

れ
ば
、
異
文
化
の
人
々
を
同
じ
社
会
の
構
成

員
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
準
備
が
「
旧
日

本
人
」
に
は
必
要
だ
ろ
う
し
、
「
新
旧
日
本

国
民
」
を
統
合
す
る
新
た
な
原
理
も
必
要
と

な
る
。
そ
の
際
に
、
文
化
的
多
様
性
を
尊
重

し
、
そ
の
プ
ラ
ス
を
積
極
的
に
生
か
し
た
新

た
な
文
化
を
日
本
が
生
み
出
せ
る
か
が
問
わ

れ
る
わ
け
で
、
「
内
な
る
国
際
化
」
と
い
う

発
想
が
意
味
を
な
さ
な
い
時
代
の
到
来
だ
と

い
っ
て
よ
い
。

第
四
の
「
二
律
背
反
に
な
り
か
ね
な
い
こ

と
を
織
り
込
ん
だ
自
制
的
な
交
流
」
は
、
日

本
の
文
化
交
流
の
機
軸
で
あ
り
、
ジ
ャ
パ
ン

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
真
骨
頂
で
あ
る
べ

き
だ
。
一
言
で
い
え
ば
、
量
的
拡
大
よ
り
も

知
的
協
働
で
あ
り
、
文
化
に
対
す
る
繊
細
な

感
性
と
文
化
的
な
新
し
い
価
値
の
創
出
を
問

う
作
業
で
あ
る
。
リ
ソ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い

日本国内での多文化共生のためには一般市民
の間での文化交流が大切だ。日本でブームと
なった韓国ドラマ「冬のソナタ」の主役俳優
ペ・ヨンジュンは「ヨン様」と呼ばれて大人
気となった。写真の東京・麻布十番納涼まつ
り（今年８月）では、世界各国名物料理の出
店のうち韓国店が「ヨン様」を客寄せの看板
男に。こうした韓国大衆文化の流行現象を
「韓流」（1990年代に中国語圏でできた新語）
という 撮影　柴永文夫



く
な
か
で
、
公
的
資
金
な
ら
で
は
の
継
続
性

と
先
見
性
を
生
か
す
方
向
に
特
化
す
る
戦
略

的
取
捨
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
大
交

流
時
代
」
に
迎
合
す
る
必
要
は
な
い
。
国
が

か
か
わ
る
文
化
交
流
こ
そ
二
律
背
反
の
狭
間

に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
文
化
を
領
域

と
す
る
こ
と
は
手
間
の
か
か
る
こ
と
で
あ
り
、

常
に
遅
れ
ば
せ
で
よ
い
こ
と
を
自
覚
し
な
が

ら
、
協
働
を
通
じ
て
新
た
な
価
値
を
創
り

出
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
先
頭
に
立
っ

て
旗
を
振
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
意
味

を
考
え
、
積
み
重
ね
、
試
行
錯
誤
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
「
風
格
」
と
「
精

神
の
高
潔
さ
」
の
発
露
を
目
指
す

べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
」
を
取
り
上
げ
る
に
し
て

も
、
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
る

基
盤
、
つ
ま
り
伝
来
の
も
の
に
外
来
の

も
の
を
自
由
に
取
り
入
れ
て
再
構
成
す
る
能

力
自
体
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
情

報
化
が
急
進
す
る
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ま

た
多
文
化
の
共
生
が
切
実
に
求
め
ら
れ
る
時

代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
新
た
な
価
値
を
創
り
出

す
能
力
と
し
て
も
共
存
能
力
と
し
て
も
秀
逸

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
意
味
を
解
き

明
か
す
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
基
盤
に
息
づ
く

日
本
の
多
宗
教
の
あ
り
方
な
ど
に
も
目
線
を

広
げ
、
今
後
の
世
界
で
共
有
し
う
る
「
新
た

な
共
生
の
萌
芽
」
を
掘
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。

提
示
し
た
い
の
は
「
日
本
社
会
に
潜
在
す
る

共
生
能
力
」（
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
）
で
あ
り
、
怒

涛
の
ご
と
き
「
大
交
流
時
代
」
の
ア
ン
カ
ー

と
な
る
核
心
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
東
ア

ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
新
た
な
共
通

基
盤
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

文
化
交
流
は
地
球
規
模
の
安
全
保
障

「
大
交
流
」
は
、
い
ご
こ
ち
の
悪
い
共
存
の

時
代
に
あ
っ
て
も
、
共
存
を
推
し
進
め
て
い

く
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
い
ご
こ
ち
の

悪
さ
も
深
め
て
い
く
に
違
い
な
い
。
そ
の
流

れ
の
な
か
で
は
、
相
互
理
解
と
い
う
原
点
に

再
び
立
ち
返
る
し
か
な
い
が
、
交
流
が
進
め

ば
進
む
ほ
ど
理
解
す
べ
き
相
手
は
増
え
、
共

生
の
方
程
式
は
複
雑
化
し
て
い
く
。
そ
の
意

味
で
は
、
文
化
交
流
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に

多
く
の
資
金
と
人
材
が
求
め
ら
れ
、
多
文
化

の
共
生
を
目
指
す
文
化
交
流
の
努
力
を
増
強

す
る
の
は
時
の
必
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

軍
事
的
パ
ワ
ー
の
両
刃
の
危
う
さ
に
身
も
だ

え
す
る
よ
り
も
、
文
化
交
流
に
汗
す
る
ほ
う

が
、
よ
ほ
ど
こ
の
国
の
成
り
立
ち
や
蓄
積
に

沿
っ
た
選
択
肢
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
文
化
交
流
は
「
日
本
の
安
全
保
障

の
一
部
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
本
質

は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、
安
全
保
障

が
ま
す
ま
す
広
義
に
な
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、

な
お
の
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら

は
よ
り
明
瞭
に
「
文
化
交
流
は
地
球
規
模
の

安
全
保
障
＝
共
生
へ
の
参
画
」
で
あ
る
と
肝

に
銘
じ
た
い
。a

遠近　1

↓英国ジャパン・ソサエティ創立100周年を記
念して1991～92年に英国各地の都市で「ジャ
パンフェスティバル1991」が開催された。舞
台や音楽公演、映画、大相撲、日本の庭園や祭
りにいたる350を超える催しがあり、その中心
的な展覧会が「ヴィジョンズ・オブ・ジャパン
展」で、カラオケ、マッサージ椅子、おみくじ、
ゴジラ、ビデオゲームといった現代日本の生活
を表わす展示は大きな関心を呼んだ

↑1980年からロンドンで開催された
「ジャパン・スタイル展」のポスター。
そこでは、陶磁器や漆器など世界に誇
る日本の伝統工芸品、繊細な細工と簡
素な造形の美をもつ和箪笥や和ばさみ
などの生活用品、家電製品ほか現代の
日用品に至るまで、ジャパン・ライフ
のスタイルが幅広く紹介された


