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で
き
て
い
る
。

自
国
文
化
への
誇
り
持
っ
て

国
際
交
流
を

 

「
日
本
人
は
、
も
っ
と
外
交
に
文
化

を
使
っ
て
欲
し
い
。
外
交
で
一
番
必
要

な
の
は
、
自
分
た
ち
の
文
化
に
誇
り

を
持
て
る
心
で
す
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振

興
会
は
日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
に

気
づ
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
催
し
を
開
き
、
一
方
で
、
伝
統
文

化
を
学
び
、
習
得
し
、
自
ら
伝
え
ら

れ
る
人
材
を
育
て
る
事
業
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
で
す
」

　
中
で
も
、
大
谷
さ
ん
が
推
進
し
て
い

る
の
が
、
邦
楽
の
振
興
で
あ
る
。
各

地
で
開
く
演
奏
会
で
は
、
自
ら
舞
台

に
立
つ
。
伝
統
芸
能
に
は
、
日
本
人

が
連
綿
と
受
け
継
い
で
き
た
精
神
性

や
感
性
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
西
洋
音
楽
と
の
違
い
で
言
え
ば
、

始
ま
り
と
終
わ
り
方
に
大
き
な
差
が

あ
る
の
だ
そ
う
だ
。「
洋
楽
は
指
揮

響流庭（こうるてい）と名付けられた
苑内東側の庭は、季節の花々で彩られている

嘉枝堂（かえどう）の奥には比叡山を望む

　
京
都
駅
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど
、
東

山
三
十
六
峰
に
連
な
る
六
条
山
に
分

け
入
っ
た
。
四
季
折
々
、
花
山
法
皇

が
愛
で
た
と
い
う
山
吹
と
山
藤
、
桜

も
梅
も
咲
き
誇
る
花
山
の
地
で
あ
る
。

山
頂
付
近
、
緑
に
溶
け
込
む
よ
う
に

建
つ
威
風
の
伽
藍
、
東
山
浄
苑
東
本

願
寺
に
大
谷
祥
子
さ
ん
を
訪
ね
た
。

　
大
谷
さ
ん
は
、
箏
曲
家
で
あ
り
、

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振
興
会
副
会
長
で
も
あ

る
。
金
沢
か
ら
来
た
我
々
を
加
賀
友

禅
の
和
装
で
出
迎
え
て
く
れ
た
大
谷

さ
ん
。
ほ
の
暗
い
伽
藍
の
中
で
も
眩
し

く
見
え
る
。
華
が
あ
る
と
は
こ
う
い
う

人
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど

と
思
い
な
が
ら
話
を
聞
い
た
。

 

「
日
本
の
こ
こ
ろ
と
文
化
」
と
向
き
あ

い
、
広
め
よ
う
と
い
う
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

振
興
会
の
活
動
も
九
年
目
に
入
っ
た
。

こ
れ
ま
で
に
国
内
外
で
、
講
演
会
や

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
振
興
事
業
に
取
り
組
ん

「
日
本
の
こ
こ
ろ
と
文
化
」を
発
信

邦
楽
は
、日
本
人
の
精
神
性
が
息
づ
く

終
わ
り
は
す
ー
っ
と
、終
末
感
に
相
通
ず
る

未
来
は
厳
し
い
、と
こ
と
ん
や
る
の
が
流
儀

箏
曲
家
・
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振
興
会
副
会
長

大
谷 

祥
子
さ
ん

わ
が
道

特
別
企
画
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イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
研
修
生
に
も
選
ば

れ
、
以
後
、
気
鋭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

し
て
、活
動
を
世
界
に
広
げ
て
い
っ
た
。

　
そ
ん
な
大
谷
さ
ん
に
大
き
な
転
機

が
訪
れ
た
の
が
、
お
寺
に
嫁
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
と
き
だ
。
今
や
、
大
谷
さ
ん
に

は
本
願
寺
裏
方
と
い
う
も
う
一
つ
の
顔

が
あ
る
。
お
寺
に
入
っ
た
当
初
は
、
戸

惑
う
こ
と
ば
か
り
。
た
だ
一
つ
、
申
し

出
た
の
は
箏
の
演
奏
を
続
け
た
い
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
一
人
、
黒
書
院
の
奥

で
箏
を
爪
弾
く
日
々
も
あ
っ
た
。
が
、

や
が
て
本
願
寺
文
化
興
隆
財
団
が
開

始
す
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振
興
会
に
よ
る

仏
教
文
化
振
興
お
よ
び
日
本
の
文
化

芸
術
振
興
事
業
の
推
進
役
と
し
て
、

大
谷
さ
ん
の
偉
才
が
は
ま
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

　
一
方
で
、
箏
を
続
け
る
代
わ
り
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
仏
教
を
学
ぶ

よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
。
大
谷
暢
順

法
主
に
師
事
す
る
と
と
も
に
、
京
都

大
学
文
学
部
仏
教
科
に
学
ぶ
。
平
成

二
十
二
年
に
は
得
度
し
、
本
願
寺
裏

方
と
し
て
は
前
例
の
な
い
法
主
存
命

中
の
僧
侶
と
な
っ
た
。

　
仏
教
の
知
識
は
、
座
学
で
積
み
あ

箏
の
存
在
は「
息
を
す
る
の

と
同
じ
感
覚
」

 

「
息
を
す
る
の
と
同
じ
感
覚
」
と
い
う

ほ
ど
に
、
箏
は
大
谷
さ
ん
と
一
体
と

な
っ
て
い
く
。「
ど
ん
な
に
苦
し
く
と

も
お
箏
を
辞
め
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
」。
む
し
ろ
つ
ら
い
と
き
こ
そ

箏
を
弾
い
た
。「
お
箏
を
弾
い
た
ら
、

嫌
な
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
た
」
の
だ
と
い

う
。

　
迷
わ
ず
東
京
藝
術
大
学
に
進
み
、

全
国
コ
ン
ク
ー
ル
で
受
賞
を
重
ね
て
い

く
。
C
D
も
出
せ
ば
、
リ
サ
イ
タ
ル
も

開
く
。
平
成
十
三
年
に
は
世
界
に
羽

ば
た
く
芸
術
家
を
養
成
す
る
文
化
庁

者
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

も
華
や
か
に
終
わ
る
。
邦
楽
は
、
小

林
秀
雄
の
い
う
と
こ
ろ
の『
よ
ろ
し
く

始
ま
り
よ
ろ
し
く
終
わ
る
』。
西
洋
は

ラ
ス
ト
に
向
け
て
テ
ー
マ
が
何
度
も
リ

フ
レ
イ
ン
さ
れ
て
、
終
末
が
に
ぎ
や
か

だ
が
、
邦
楽
の
終
わ
り
は
、
急
速
に

ゆ
っ
く
り
に
な
り
、
す
ー
っ
と
終
わ
り

を
迎
え
る
の
で
す
」。
こ
れ
こ
そ
、
日

本
人
の
美
学
、
終
末
感
に
相
通
ず
る

と
大
谷
さ
ん
は
見
て
い
る
。「
西
洋
の

音
楽
に
は
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
あ
る
。
邦

楽
に
は
休
符
に
間
が
入
り
ゆ
ら
ぎ
を

生
む
」。

　
門
外
漢
に
は
難
し
過
ぎ
る
概
念
だ

が
、
箏
で
も
鼓
で
も
三
味
線
で
も
、

曲
が
始
ま
る
前
に
一
瞬
の
構
え
、
間
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
音
を
出
す
前
に

演
奏
は
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
無

の
時
空
の
存
在
こ
そ
が
、
回
帰
性
を

持
た
な
い
一
期
一
会
の
音
に
つ
な
が
る
、

と
い
う
理
解
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
と
り
わ
け
大
谷
さ
ん
に
と
っ
て
箏
は

特
別
で
あ
る
。「
お
箏
は
歌
。
自
然
を
、

風
を
も
表
現
す
る
。
能
楽
か
ら
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
が
、
遊
女
の

話
も
あ
る
。
切
な
い
嘆
き
の
内
容
も

多
い
」。

　
大
谷
さ
ん
が
箏
を
始
め
た
の
は
四
歳

の
と
き
。
箏
曲
の
大
師
範
だ
っ
た
祖

母
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
幼
い

身
で
、
一
日
箏
の
前
に
座
っ
た
。
身
内

の
誰
も
が
く
ぐ
る
習
い
事
の
関
門
の
よ

う
な
も
の
で
、
ご
く
自
然
に
邦
楽
と
向

き
合
い
、
自
分
だ
け
が
そ
の
世
界
に

残
っ
た
。
小
学
六
年
で
箏
曲
の
全
国
コ

ン
ク
ー
ル
で
一
位
と
な
り
、
卒
業
文
集

に
は「
箏
曲
家
に
な
っ
て
世
界
を
回
り

た
い
」
と
書
い
て
い
る
。
既
に
、
箏
の

演
奏
家
は
自
分
の
天
職
と
い
う
意
志

を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

わ
が
道

特
別
企
画

大谷さんが爪弾く凜とした箏の音が、黒書院に響き渡る
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ち
、
光
の
君
は
手
に
入
ら
な
い
継
母
の

面
影
を
女
性
に
探
し
、
出
世
も
う
ま

く
い
か
な
い
。
恋
に
お
ち
た
女
性
の
七

割
が
出
家
し
、
誰
も
仕
合
せ
に
な
ら
な

い
。
一
番
愛
さ
れ
た
紫
の
上
す
ら
愛
す

る
光
の
君
の
子
供
を
も
て
な
い
」。
世

界
に
誇
る
日
本
の
古
典
か
ら
何
を
汲

み
取
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
こ
こ
ろ
の
大
切
さ
に
目
を
向
け
よ

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
人

は
現
世
の
執
着
を
離
れ
、
心
の
安
寧

を
得
る
こ
と
で
初
め
て
幸
せ
と
向
き
合

え
る
の
で
は
な
い
か
と
。
や
は
り
、
日

本
文
化
と
は
、
こ
う
し
た
名
状
し
が
た

い
日
本
人
の
独
特
の
感
性
を
背
景
と

し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
、
そ
の

深
淵
さ
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
触
れ
さ
せ

て
も
ら
っ
た
気
分
だ
っ
た
。

　
今
、
大
谷
さ
ん
は
、
次
代
を
担
う

子
供
た
ち
に「
日
本
人
と
し
て
誇
り
を

持
て
る
文
化
を
小
さ
い
と
き
か
ら
身
に

つ
け
、
世
界
に
は
ば
た
い
て
欲
し
い
」
と

強
く
願
っ
て
い
る
。
伝
統
芸
能
の
何
か

一
つ
で
も
学
び
、
外
国
人
の
前
で
堂
々

と
披
露
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
一
人

一
人
が
日
本
を
発
信
で
き
る
外
交
官

に
な
れ
る
。
そ
の
た
め
に「
伝
統
文
化

大
谷
さ
ん
は
、
こ
の
地
と
の
ご
縁
を
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
全
国
の

じ
ょ
ん
か
ら
三
味
線
演
奏
家
が
腕
を

競
い
合
う
大
会
が
誕
生
す
る
素
地
が
、

こ
の
地
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
、
感
謝
の

思
い
を
抱
い
て
い
る
。

　
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振
興
会
の
活
動
を

進
め
て
い
る
う
ち
に
、
大
谷
さ
ん
の

日
本
文
化
へ
の
思
い
も
深
化
し
て
い
っ

た
。
箏
の
演
奏
の
み
な
ら
ず
、
今
で

は
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
話
を
す
る
機

会
も
増
え
た
。
た
い
が
い
が
、
世
阿
弥

と
源
氏
物
語
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。「
勝

者
が
歴
史
を
作
り
、
敗
者
は
文
学
を

作
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

が
っ
て
い
く
が
、
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な

い
、
何
か
胸
に
つ
か
え
る
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
ん
な
折
、
福
井
県
の
吉
崎
御

坊
蓮
如
上
人
記
念
館
に
赴
い
た
と
き
、

こ
つ
ん
と
得
心
の
行
く
出
会
い
が
あ
っ

た
。
門
徒
の
一
人
が
、「
今
年
は
良
い

お
米
が
た
く
さ
ん
と
れ
ま
し
た
よ
」
と

持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
見
る
と
、
真
っ

黒
に
荒
れ
た
手
が
痛
々
し
く
、
思
わ
ず

「
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
毎
日
草

引
き
し
て
、
手
塩
に
か
け
て
育
て
ら
れ

た
ん
で
す
ね
」
と
ね
ぎ
ら
っ
た
。
す
る

と
、「
い
え
い
え
、
お
天
道
様
と
蓮
如

さ
ん
の
お
か
げ
な
ん
で
す
よ
」
と
ほ
ほ

笑
ん
だ
。
そ
の
当
た
り
前
の
よ
う
な

物
言
い
に
、
す
ー
っ
と
感
得
す
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。

北
陸
に
は〝
お
か
げ
さ
ま
〞の

言
葉
の
文
化
が
あ
る 

 

「
北
陸
に
は〝
お
か
げ
さ
ま
〞と
い
う
言

葉
の
文
化
が
あ
り
ま
す
。
自
分
な
り

に
最
大
の
努
力
は
す
る
け
れ
ど
、
結

果
は
皆
さ
ん
の
、
蓮
如
さ
ん
の
お
か
げ

と
い
う
言
葉
が
自
然
と
出
る
。
北
陸

の
人
た
ち
に
は
感
謝
の
思
い
と
い
う
も

の
が
生
活
の
中
に
染
み
つ
い
て
い
る
」

　
日
本
の
文
化
と
こ
こ
ろ
を
取
り
戻

そ
う
と
い
う
取
り
組
み
は
、
感
謝
と

い
う
日
本
人
ら
し
い
精
神
風
土
が
残

る
土
地
柄
に
こ
そ
相
応
し
い
と
の
思
い

か
ら
、
大
谷
さ
ん
の
活
動
は
、
以
後
、

吉
崎
か
ら
金
沢
、
富
山
へ
と
広
が
っ
て

い
く
。
あ
た
か
も
、
蓮
如
の
布
教
の

道
を
た
ど
る
か
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

　
金
沢
に
は
、
箏
や
三
絃
、
笛
な
ど

の
担
い
手
が
数
多
く
い
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
振
興
会
の
金
沢
公
演
と
し
て
、
平

成
二
十
六
年
に
地
元
奏
者
と
共
演
し
た

「
金
沢
絃
奏
物
語 

泉
鏡
花
の
夕
べ
」

は
圧
巻
だ
っ
た
。「
金
沢
に
は
、
東
京

な
ど
に
は
な
い
歩
き
た
い
路
地
が
残
っ

て
い
る
」
と
大
谷
さ
ん
が
金
沢
に
魅
せ

ら
れ
た
の
は
、
戦
災
に
も
大
災
害
に
も

遭
わ
ず
、
有
形
無
形
の
日
本
ら
し
さ

が
今
も
残
っ
て
い
る
ま
ち
、
と
感
じ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
も
、
藤
間
信
乃
輔
さ
ん
ら

に
よ
る
琳
派
四
百
年
記
念
i
n
金
沢

公
演
や
藤
舎
眞
衣
、
望
月
太
満
衛
、

加
賀
山
紋
さ
ん
ら
と
の
コ
ン
サ
ー
ト
を

重
ね
て
い
く
。
今
年
三
月
に
は
、
金

沢
港
ク
ル
ー
ズ
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
、
二
回
目

と
な
る
全
国
じ
ょ
ん
か
ら
三
味
線
競

技
会
石
川
大
会
が
開
か
れ
た
。
振
興

会
が
主
催
し
、
新
た
に
立
ち
上
っ
た
コ

ン
ク
ー
ル
で
あ
る
。

「
じ
ょ
ん
か
ら
」の
縁
で
発
足

し
た
三
味
線
競
技
会

　
石
川
県
内
に
は
多
く
の
地
区
に

「
じ
ょ
ん
か
ら
」
盆
歌
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
諸
説
あ
る
が
、
じ
ょ
ん
か
ら
の
語

源
は
、
豊
作
や
安
ら
か
な
世
を
願
う

「
自
安
和
楽
」、
念
仏
で
平
ら
か
な

心
を
得
る「
常
和
楽
」、
そ
し
て
上

じ
ょ
う

様さ
ま

＝
蓮
如
上
人
＝
か
ら
教
え
ら
れ
た
唄

と
の
由
来
が
残
る
。
無
論
、
じ
ょ
ん
か

ら
と
い
え
ば
津
軽
民
謡
だ
が
、
そ
こ
に

は
北
前
船
伝
播
説
が
あ
る
。
吉
崎
御

坊
蓮
如
上
人
記
念
館
館
長
と
な
っ
た

日
本
文
化
継
承
の
ス
タ
ー
を

作
り
た
い

　
大
谷
さ
ん
自
身
は
、
邦
楽
の
未
来

に
つ
い
て
、
実
は「
厳
し
い
」
と
思
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ〝
本
物
〞の
日
本

文
化
の
継
承
者
を
作
り
出
し
た
い
。

一
人
ス
タ
ー
が
生
ま
れ
れ
ば
、
世
間
の

見
る
目
も
が
ら
り
と
変
わ
る
。
と
に

か
く
伝
統
芸
能
の
技
と
精
神
を
途
絶

え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

「
こ
の
先
、
い
つ
ど
う
な
る
か
分
か
ら

な
い
。
中
途
半
端
に
や
っ
て
い
る
暇
は

な
い
の
で
、
と
こ
と
ん
や
る
」の
だ
と
い

う
。
柔
ら
か
な
物
腰
の
中
に
、
意
外

に
も
直
往
邁
進
の
気
概
を
秘
め
た
人

だ
っ
た
。

名
言
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
」。
世
阿
弥
の

真
骨
頂
は「
敗
者
復

活
」
だ
と
い
う
。
現

世
で
報
わ
れ
な
い
敗

者
を
能
の
中
で
救

い
、
往
生
さ
せ
る
。

能
楽
を
は
じ
め
日
本

の
伝
統
芸
能
は
、
現
世
で
の
苦
し
み
、

叫
び
、
憎
し
み
を
芸
術
作
品
と
し
て

浄
化
さ
せ
、
怒
り
を
和
ら
げ
、
憎
し

み
を
溶
か
す
も
の
。
そ
れ
が
歌
で
あ

り
、
セ
リ
フ
で
あ
り
、
悲
鳴
に
も
似
た

和
楽
器
の
乱
舞
な
の
だ
と
い
う
。

　
源
氏
物
語
は
ど
う
か
。「
紫
式
部
は

一
条
天
皇
が
お
喜
び
に
な
る
話
を
書
け

ば
よ
か
っ
た
は
ず
。
し
か
し
登
場
人
物

は
皆
、
人
に
言
え
な
い
ト
ラ
ウ
マ
を
持

を
未
来
に
つ
な
ぐ
会
」
で
能
や
長
唄
、

日
本
舞
踊
な
ど
を
ま
ず
体
験
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。

　
大
谷
さ
ん
自
身
も
箏
の
後
継
者
育

成
に
当
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

指
導
は
誰
よ
り
も
厳
し
い
。
邦
楽
の

す
そ
野
を
広
げ
る
と
い
う
の
と
は
少
し

違
う
、
付
い
て
こ
れ
な
い
な
ら
し
か
た

が
な
い
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
自

己
鍛
錬
の
た
め
、
コ
ン
ク
ー
ル
を
重
視

し
て
い
る
。
他
人
で
な
く
自
分
に
勝

て
れ
ば
賞
は
つ
い
て
く
る
。
コ
ン
ク
ー
ル

で
、
自
分
の
欲
を
知
る
、
ふ
が
い
な
さ

を
知
る
。
他
人
の
実
力
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
初
め
て
己
を
知
る
。
た
っ

た
一
日
で
大
き
な
成
長
が
あ
る
の
だ
と

い
う
。

わ
が
道

特
別
企
画

六条山には藤や山吹など季節を彩る草木が
豊かに生い茂る
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