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寄
稿

一
国
の
文
化
は
風
土
と
歴
史
の
な
か
か
ら
生

ま
れ
、
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
独
自
の
性
格
を

も
っ
た
価
値
の
体
系
を
形
成
す
る
。
優
れ
た
オ

能
に
よ
る
創
造
活
動
の
成
果
で
あ
る
芸
術
作
品

か
ら
日
常
の
行
動
様
式
や
価
値
観
に
い
た
る
ま

で
、
き
わ
め
て
幅
広
い
領
域
で
蓄
積
さ
れ
、
継

承
さ
れ
た
記
憶
が
伝
統
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
総
体
が
文
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
文
化
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
土
地

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
汎
の
固

が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
化
を
保
持
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
英
語
の

cult
ure
(文

化
）
と
い
う
言
葉
が
、
も
と
も
と
「
（
土
地
を
）

耕
す
」
あ
る
い
は
「
（
土
地
に
）
住
む
」
と
い
う

意
味
の
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

か
つ
て
岡
倉
天
心
は
、
美
術
雑
誌
『
国
華
』

を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
美
術
は
国
の
精
雖

な
り
」
と
喝
破
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
美
術
だ
け

に
か
ぎ
ら
ず
、
文
学
＼
音
楽
、
演
劇
等
さ
ま
ざ

ま
の
分
野
に
お
い
て
、
優
れ
た
文
化
遺
産
は
い

身
が
十
分
に
と
も
な
っ
て
い
な
い
点
に
あ
る

C

例

え
ば
西
欧
誇
国
の
類
似
の
施
設
と
比
較
し
た
場

合
、
各
分
野
の
専
門
ス
タ
ソ
フ
の
不
足
は
決
定

的
で
あ
る
。

現
在
独
立
行
政
法
人
化
し
た
国
立
博
物
館
は

三
館
、
国
立
美
術
館
は
四
館
あ
る
が
、
そ
の
載

員
数
は
七
館
全
部
を
合
わ
せ
て
三
五

0
人
ほ
ど

で
あ
る
。
や
が
て
そ
れ
に
、
現
在
建
設
中
の
国

立
新
美
術
館
と
今
秋
九
州
に
開
設
さ
れ
る
国
立

博
物
館
が
加
わ
る
が
、
そ
の
二
館
を
合
わ
せ
て

も
職
員
総
数
は
四
0

0
人
程
度
で
あ
ろ
う
。
こ

の
数
は
、
六
0
0
<
:
の
職
員
を
擁
す
る
パ
リ
の

ォ
ル
セ
ー
美
術
館
一
館
に
も
及
ば
な
い
。
パ
リ

に
は
さ
ら
に
、
そ
の
倍
近
く
の
ス
タ
ッ
フ
を
抱

え
る
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
が
あ
り
、
ほ
ぽ
、

l

二
倍

の
規
模
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
が

あ
る
。
文
化
を
守
る
の
に
必
要
な
人
材
の
確
保

と
、
そ
の
た
め
の
各
分
野
の
専
門
家
の
養
成
と

は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ

゜
、つ

文
化
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
第
二
の
重
要

な
視
点
は
、
多
様
性
の
確
保
で
あ
る
。
文
化
は

人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
広
い
領
域
に
わ
た

っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し

い
試
み
も
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。
芸
術
の
分

ず
れ
も
「
国
の
精
華
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
貴

重
な
文
化
遣
産
を
受
け
継
ぎ
、
活
用
し
て
次
代

に
伝
え
る
こ
と
は
、
国
の
重
要
な
責
務
で
あ
ろ

う
。
現
在
、

有
形
無
形
の
文
化
遺
産
に
対
し
て

指
定
や
登
録
の
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
の

継
承
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
十
分
に
認
知
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
忘

れ
ら
れ
た
遺
産
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
で
ま

る
う
。
忘
却
は
や
が
て
消
滅
の
危
快
を
招
く
。

「
国
の
精
華
」
で
あ
る
文
化
遣
産
に
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
文
化
の
継
承

性
を
保
証
す
る
第
一
歩
で
あ
る
。
例
え
ば
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
文
化
省
が
創
ら

れ
た
と
き
、
文
化
大
臣
の
ア
ン
ド
レ
，
マ
ル
ロ

ー
が
ま
ず
推
進
し
た
方
策
の
―
つ
が
、
フ
ラ
シ

ス
国
内
の
文
化
的
、
歴
史
的
遺
産
の
悉
皆
調
査

で
あ
っ
た
。
一
口
に
悉
皆
調
査
と
い
っ
て
も
、

そ
の
内
容
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
゜
そ
の
た
め
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
地
区
ご
と
に
委
員
会
を
設
け
、

調
査
の
成
果
は
順
次
公
表
し
て
研
究
者
や
一
般

の
利
用
者
の
便
に
供
す
る
と
い
う
や
り
方
が
採

野
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
従
来
の
絵
圃
、
彫

刻
、
工
芸
、
建
築
に
加
え
て
、
写
真
、
デ
ザ
イ

ン
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
V
J
‘

ま
た
、
海
外
で
も
評
判
の
高
い
マ
ン
ガ
や
ア
ニ

メ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
。
カ
ル
チ
ャ
ー
も
重

要
な
文
化
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
上
、

地
域
的
な
多
様
性
も
見
逃
せ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
画
一
化
は
文
化
を
窒
息
さ
せ
る
。
文

化
の
振
興
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ

ャ
ン
ル
や
地
域
に
応
じ
た
多
様
な
方
策
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
一
方
で
、
文
化
を
享
受
す
る
一
般

の
人
々
の
間
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
新
し
い
要
請

が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
美
術
館
を
訪
れ
る
に

し
て
も
、
単
に
優
れ
た
作
品
を
鑑
賞
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
自
ら
創
作
活
動
に
挑
ん
だ
り
、
生

涯
学
習
に
場
を
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
直
接
美

術
館
活
動
に
加
わ
る
な
ど
．
，
い
わ
ゆ
る
参
加
型

の
観
客
が
増
大
し
て
い
る
。
行
政
上
の
対
応
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
た
き
め
の
細
か
い
方

策
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
創
造
性
の
確
保
が
文
化
行

政
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
伝
統
の
保
持
は
、
そ
れ
が
新
し
い

創
造
性
の
飛
躍
に
つ
な
が
る
か
ら
こ
そ
重
要
な

ら
れ
た
。
こ
の
調
査
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
資

料
の
整
備
は
、
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
闘
査
と
な
ら
ん
で
、
実
際
の
遺

産
そ
の
も
の
を
保
全
し
、
活
用
す
る
こ
と
も
当

然
重
要
で
あ
る
゜
美
術
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
絵

両
や
彫
刻
作
品
は
現
実
の
モ
ノ
で
あ
る
だ
け
に
、

常
に
劣
化
や
損
傷
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
危
険
に
対
処
す
る
た
め
に
美
術
館
や
博
物

館
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
施
設
が
あ
る
の

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
文
化
的
拠
点
の
整
備
充
実

も
、
文
化
行
政
の
重
要
な
責
務
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

か
つ
て
バ
ブ
J
t
経
済
が
華
や
か
だ
っ
た
こ
ろ
、

特
に
地
方
自
治
体
に
お
い
て
新
し
い
美
術
館
の

建
設
が
続
き
、
多
額
の
予
算
を
使
っ
た
た
め
に
、

ハ
コ
モ
ノ
行
政
と
い
う
批
判
定
浴
び
た
こ
と
が

あ
っ
応
。
だ
が
、
ハ
コ
モ
ノ
自
体
が
悪
い
わ
け

で
は
な
い
。
問
題
は
建
物
だ
け
が
で
き
て
、
中
~

の
で
あ
る
。
と
き
に
は
一
見
伝
統
に
反
逆
す
る

よ
う
な
大
胆
な
試
み
の
な
か
に
も
豊
か
な
創
造

の
萌
芽
が
あ
り
、
そ
の
成
果
が
ま
た
新
し
い
伝

統
の
形
成
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
歴
史
の
敦
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
芸
術
家
た
ち
に
よ
る
多
彩

な
活
動
の
な
か
か
ら
、
真
に
創
造
的
に
優
れ
た

も
の
を
認
知
し
、
顕
彰
し
、
必
要
に
応
じ
て
直

接
支
援
を
す
る
こ
と
も
、
文
化
行
政
の
大
事
な

役
割
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
文
化
と
い
う
も
の
の
特
性
を
十

分
に
見
き
わ
め
て
、
そ
の
継
承
性
、
多
様
性
、

創
造
性
を
保
証
す
る
こ
と
が
、
文
化
行
政
の
基

本
理
念
と
し
て
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

大原美術館長

高階秀爾
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