
（
東
北
ア
ジ
ア
の
外
交

文
化
～
告
げ
口
、
チ
ン
ピ

ラ
、
押
し
付
け
、
惻
隠
の

情
～
）

韓
国
、
北
朝
鮮
、
中
国

は
長
い
歴
史
文
化
を
持
っ

た
国
で
あ
る
が
、
最
近
の

外
交
姿
勢
を
見
て
い
る
と

韓
国
の
告
げ
口
外
交
、
北

朝
鮮
の
チ
ン
ピ
ラ
い
す
わ

り
外
交
、
中
国
の
押
し
付

け
強
盗
外
交
の
姿
勢
が
目

に
つ
く
。
韓
国
は
日
本
を

標
的
に
し
て
執
拗
に
こ
の

外
交
を
続
け
て
い
る
。

日
本
は
13
世
紀
に
中
国

大
陸
の
元
帝
国
の
来
襲
を

二
度
も
受
け
て
、
こ
れ
に

耐
え
た
。
20
世
紀
に
は
日

本
が
欧
米
列
強
の
ア
ジ
ア

進
出
へ
の
動
き
の
中
で
中

国
大
陸
に
進
出
を
し
て
、

こ
れ
に
失
敗
し
た
。

韓
国
と
北
朝
鮮
は
こ
れ

ら
の
世
界
情
勢
の
中
で
生

き
延
び
て
き
て
い
る
。
世

界
の
列
強
は
第
２
次
世
界

大
戦
の
終
結
を
通
し
て
、

こ
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
進
出

の
政
治
的
幕
引
き
を
行
っ

た
。
敗
戦
国
日
本
は
こ
の

国
際
連
合
の
政
治
的
決
着

を
受
け
入
れ
た
が
、
韓
国

と
北
朝
鮮
は
告
げ
口
外
交

と
チ
ン
ピ
ラ
い
す
わ
り
外

交
で
、
自
分
の
取
り
分
を

増
や
そ
う
と
も
が
い
て
い

る
。韓

国
は
第
２
次
大
戦
の

政
治
決
着
の
後
に
自
分
勝

手
に
国
境
線
（
李
承
晩
バ

ン
ラ
イ
ン
）
を
引
い
て
日

本
の
竹
島
を
韓
国
領
と
主

張
し
て
国
際
法
上
の
不
法

占
拠
を
行
っ
て
い
る
。
韓

国
は
慰
安
婦
問
題
を
歴
史

的
事
実
を
歪
曲
し
て
報
道

し
て
、
告
げ
口
外
交
戦
術

を
続
け
て
お
り
、
こ
の
戦

術
に
や
す
や
す
と
の
せ
ら

れ
た
日
本
の
政
治
家
や
マ

ス
コ
ミ
も
お
り
、
彼
ら
の

言
動
が
現
在
も
そ
の
問
題

に
暗
い
影
を
投
げ
か
け
て

い
る
。

日
本
に
は
１
万
５
０
０

０
年
以
上
も
前
の
縄
文
文

化
か
ら
引
き
継
い
で
い

る
、
も
の
と
情
を
分
か
ち

合
う
心
（
惻
隠
の
情
）
を

尊
ぶ
伝
統
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
安
住
し
過
ぎ
る
と

「
平
和
ボ
ケ
」
の
よ
う
な

問
題
が
生
じ
て
く
る
。
日

本
と
中
国
と
の
文
化
交
流

の
長
い
歴
史
の
中
で
、
日

本
は
多
大
な
影
響
を
受
け

継
い
で
来
た
。

イ
ン
ド
の
仏
教
、
そ
れ

ら
が
中
国
の
道
教
や
儒
教

と
組
み
合
わ
さ
れ
て
日
本

に
伝
え
ら
れ
、
日
本
古
来

の
文
化
と
交
っ
て
現
代
文

化
に
引
き
継
が
れ
て
い

る
。
現
代
の
一
党
独
裁
の

中
国
の
共
産
党
文
化
は
長

い
中
国
の
歴
史
か
ら
見
る

と
異
例
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
押
し
付
け
強
盗
外
交

と
し
て
姿
を
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

日
本
は
こ
れ
ら
「
告
げ

口
、
チ
ン
ピ
ラ
、
押
し
付

け
文
化
外
交
」
を
懐
深
く

包
み
か
え
し
て
世
界
の
他

の
国
々
と
価
値
を
共
有
で

き
る
も
の
に
変
え
る
こ
と

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

気
仙
の
自
然
と
歴
史
の
魂

と
心
に
こ
れ
を
語
り
か
け

て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
中
国
古
典
の
詩
経

に
あ
る
孔
子
の
「
思
い
邪

な
し
」
を
思
い
浮
か
べ
て

い
る
。

（
北
限
の
生
命
と
文
化

の
移
植
）

北
限
の
ツ
バ
キ
、
北
限

の
茶
、
日
本
列
島
に
お
け

る
気
仙
地
方
は
ツ
バ
キ
や

茶
の
北
限
で
あ
り
、
そ
れ

が
独
特
の
気
仙
地
方
文
化

に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

２
月
４
日
の
第
７
面
に

「〝
宝
〟
は
す
ぐ
足
元
に
？

高
田
の
土
で
陶
芸
に
挑
戦

神
奈
川
の
竹
内
さ
ん
が
提

案
　
季
仙
窯
の
佐
藤
さ
ん

（
矢
作
町
）
制
作
」
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

北
限
の
ツ
バ
キ
と
茶
が

育
っ
て
い
る
気
仙
の
土
か

ら
ど
の
よ
う
な
陶
芸
を
創

造
で
き
る
か
、
こ
の
挑
戦

は
心
が
躍
る
思
い
が
す

る
。
そ
れ
は
北
限
の
文
化

と
し
て
何
を
伝
え
た
い
の

か
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
だ
。

東
京
西
多
摩
地
方
の
青

梅
市
で
、
千
利
休
の
伝
統

的
茶
道
と
は
異
な
る
自
然

と
人
間
と
の
か
か
わ
り
の

認
識
を
主
眼
と
す
る
「
お

茶
」
を
始
め
て
い
る
。
空

腹
と
喫
茶
の
関
係
の
妙
味

を
深
く
味
わ
っ
て
い
る
。

西
多
摩
の
あ
き
る
野
市

は
明
治
憲
法
発
布
の
１
０

10
年
も
前
に
地
元
の
有
志

が
創
案
し
た
民
衆
憲
法
草

案
が
知
ら
れ
て
い
る
。
草

の
根
の
創
意
工
夫
の
自
主

性
を
尊
ぶ
伝
統
が
あ
る
。

青
梅
市
は
こ
の
草
の
根

の
自
主
の
伝
統
を
２
０
２

０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と

並
行
し
て
も
う
ひ
と
つ
の

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
世
界
の

草
の
根
の
自
主
独
立
の
文

化
を
共
有
す
る
活
動
を
企

画
し
て
い
る
。（
北
限
の

生
命
と
文
化
）
活
動
が
こ

の
青
梅
市
の
草
の
根
文
化

活
動
と
つ
な
が
れ
ば
（
北

限
の
生
命
と
文
化
の
移

植
）
と
し
て
、
実
り
ゆ
た

か
な
も
の
に
な
る
も
の
と

期
待
し
て
い
る
。

（
東
海
新
報
記
事
か
ら
）

２
月
４
日
の
第
７
面
に

「
健
康
維
持
を
考
え
る

地
域
復
興
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

大
船
渡
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
心
の
ケ
ア
が
話
さ

れ
た
様
子
で
あ
る
。
同
級

生
の
山
浦
氏
の
元
気
な
写

真
を
見
て
、
気
仙
の
昔
を

懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い

る
。
東
海
新
報
の
お
か
げ

で
あ
る
と
感
謝
し
て
い

る
。
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