
日
本
人
は
､
日
本
の
文
化
を
酒
洲
と
い
う
興
国
の
地
に
適
合
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

本
番
は
　
｢
日
本
人
と
し
て
海
外
で
生
き
る
｣
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
t
　
と
い
う
難
解
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
､
資
料
を
用
い
て
何
か
を
実
証
す
る
に
は
自
ら
限
界
を
伴
う
｡
し

か
し
､
そ
の
分
専
門
外
の
人
で
も
読
み
や
す
く
誰
が
進
ん
で
い
き
､

戦
前
満
洲
に
渡
っ
て
い
た
人
は
も
ち
ろ
ん
へ
　
戦
後
世
代
の
人
間
に
も

興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
｡
本
番
が
取
り
扱
っ
て
い
る
時
代
は

七
十
年
以
上
前
だ
が
､
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
異
国
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら
れ
る
二
十
7
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
も
､
有
益
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
一
冊
で
あ
る
｡

(
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
四
年
九
月
刊
)

会
員
だ
よ
り

瀋
陽
賓
勝
寺
の
法
会
-
そ
の
現
在
と
過
去
-

広

川

佐

保

現
在
の
瀋
腸

瀋
陽
は
中
国
東
北
地
域
の
代
表
的
な
都
市
で
あ
る
が
､
さ
ま
ざ
ま

な
顔
を
持
っ
て
い
る
都
市
で
あ
る
｡
現
在
､
瀋
陽
市
は
遼
寧
省
の
省

都
で
あ
る
と
と
も
に
､
か
つ
中
国
有
数
の
工
業
都
市
で
も
あ
る
｡
近

代
以
前
の
瀋
陽
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
､
六
二
五
年
､
ヌ
ル
ハ
チ
が

同
地
に
遷
都
し
た
の
ち
宮
殿
が
築
か
れ
､
盛
京
　
(
清
洲
語
で
ム
グ
デ

ン
･
ホ
ト
ン
)
､
奉
天
と
も
呼
ば
れ
た
｡
ま
た
､
瀋
陽
近
郊
に
は
永
陵
､

福
陵
な
ど
歴
代
清
朝
皇
帝
の
陵
墓
が
設
け
ら
れ
た
が
､
瀋
陽
と
い
う

都
市
自
体
が
昭
陵
　
(
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
陵
墓
)
　
余
地
の
一
部
で
も
あ
っ

た
｡
滞
洲
族
や
清
朝
に
と
っ
て
中
国
東
北
や
瀋
陽
は
､
発
祥
地
と
し

て
非
常
に
重
要
な
都
市
で
あ
っ
た
が
､
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
各
旗
と

の
接
点
で
も
あ
っ
た
｡
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
と
っ
て

瀋
陽
は
も
っ
と
も
近
隣
の
大
都
市
で
あ
り
､
二
十
世
紀
前
半
に
､
日

本
人
の
援
助
に
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
語
の
新
聞
『
盛
京
蒙
文
報
』
が
発
行
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さ
れ
た
ほ
か
､
張
学
良
に
よ
っ
て
奉
天
東
北
東
旗
師
範
学
校
が
設
立

さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
ひ

こ
の
ほ
か
播
陽
に
は
回
族
や
シ
ボ
族
の

人
々
も
属
任
し
て
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
も
建
立
さ
れ
て
い
る
C

ま
た
､

山十
世
紀
初
頭
よ
り
'
朝
鮮
人
移
民
が
流
入
し
､
現
在
も
朝

鮮
族
の
集
住
区
や
商
店
､
韓
国
系
デ
パ
ー
ト
な
ど
が
あ
る
｡
辛
亥
革

命
以
降
は
､
寒
天
の
実
力
者
と
し
て
張
作
稀
が
台
頭
し
､
申
開
東
北

の
み
な
ら
ず
北
京
政
府
の
覇
権
を
あ
ら
そ

っ
た
G

山
九
三

…
年
以
降

は
日
本
の
支
配
下
に
衝
か
れ
､
溝
洲
園
の

?
郎
と
な

っ
た
｡
こ
の
よ

う
に
潅
陽
は
酒
朝
や
そ
の
他
の
民
族
を
結
ぶ
都
市
で
あ
る
と
と
も
に
､

日
露
戦
争
や
溝
洲
事
変
な
ど
の
舞
台
と
も
な

っ
た
｡
現
存
､
酒
似
市

は
人
口
約
七
百
三
十
六
万
で
あ
り
､
人
口
の
お
よ
そ
九
割
を
漢
人
が

占
め
る
な
ど
､
か
つ
て
の
酒
の
陪
都
と
し
て
の
面
影
は
少
な
い
｡.
し

か
し
な
が
ら
､
残
さ
れ
た
史
跡
を
た
ど
る
と
滴
陽
の
多
様
な
面
を
垣

間
見
る
こ
と
も
で
き
る
｡
そ
の
ひ
と

つ
と
し
て
'
こ
こ
で
は
播
陽
に

残
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
､
寮
勝
春
の
歴
史
と
現
在
の
姿
に
つ
い
て

見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
｡

賓
勝
寺
の
歴
史

健
勝
寺
は
､
別
名
､
数
寄

(黄
葦
∵

ソ
ヤ
ル

･
ス
ム
)
と
も
呼
ば

れ
'
正
式
名
称
は
蓮
華
浄
土
歴
勝
春
で
あ
る
U

…
六
三
六
年
､
ホ
ン

タ
イ
ジ
は
チ
ャ
ハ
ル
を
制
圧
し
､
満
洲
､
モ
ン
ゴ
ル
､
漢
人
か
ら
推

赦
さ
れ
て
亀
帝
の
位
に

つ
き
､
国
号
を
大
酒
と
改
め
た
｡
賓
勝
寺
は

∴

ハ
三
八
準
､
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
チ
ャ
ハ
ル
征
服
を
記
念
し
て
建
立
さ

れ
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
で
あ
る
C
当
時
､
モ
ン
ゴ
ル
の
僧
侶
が
自

解
離
に
マ
カ

ハ
-
ラ
仏
を
載
せ
て
献
上
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
残

さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
ー
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
毎
年
正
月
､
親
王
や
大
臣
'

モ
ン
ゴ
ル
王
公
と
と
も
に
審
勝
葦
に
参
拝
し
た
と
い
う
｡
賓
勝
寺
は

牌
機
や
石
碑
､
山
門
､
穀
棲
､
天
王
殿
､
大
殿
､
東
西
の
配
殿
､
経

堂
､
僧
房
な
ど
を
か
ま
え
る
中
国
東
北
随

山
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院

で
あ

っ
た
｡
酒
朝
時
代
､
政
府
は
北
京
に
細
和
宮
を
設
立
す
る
な
ど

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
保
健
し
た
た
め
､
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い

て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
興
隆
を
き
わ
め
た
｡
酒
代
､
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
べ

ッ
ー
各
地
に
多
く
の
寺
院
が
建
設
さ
れ
､
多
く
の
人
々
が
出
家
し
僧

侶
と
な
っ
た
8

か
つ
て
鮮
勝
春
で
は
毎
年
十
回
前
後
の
法
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た

が
､
な
か
で
も
牢
二
回
開
催
さ
れ
る
ツ
ア
ム
は
非
常
に
著
名
で
あ

っ

た
n
ツ
ア
ム
､
あ
る
い
は
チ
ャ
ム
は
､
打
鬼
､
跳
鬼
と
も
記
さ
れ
､

チ
ベ
ッ
ト

･
モ
ン
ゴ
ル
の
仏
教
寺
院
の
法
会
で
行
わ
れ
る
密
教
儀
礼

で
あ
る
e
各
寺
院
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ツ
ア
ム
が
演
じ
ら
れ
､
僧

侶
が
欄
健
や
鹿
､
神
仏
の
面
を
被

っ
て
舞
を
繰
り
広
げ
､
悪
魔
疎
い

を
お
こ
な
う
G
か
つ
て
寮
勝
寺
の
法
会
に
は
百
二
十
名
以
上
の
僧
侶

が
参
加
し
､
牛
､
鬼
'
蛇
神
に
扮
し
て
舞
踏
を
繰
り
広
げ
た
と
い
う
｡
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し
か
し
な
が
ら
寮
勝
寺
の
ツ
ア
ム
は
民
国
時
代
よ
り
廃
れ
は
じ
め
､

戦
争
や
文
化
大
革
命
の
影
響
を
受
け
､

7
九
三

〇
年
初
期
よ
り
行
わ

れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

辛
亥
革
命
以
降
は
､
日
本
の
軍
人
が
寮
勝
轟
に
出
入
り
し
､
情
報

収
集
を
行
う
か
た
わ
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
と
接
触
を
持
と
う
と
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
｡
ま
た
､
こ
の
こ
ろ
寮
勝
寺
か
ら
は
内
藤
湖
南
に
よ

り
大
蔵
経
が
日
本

へ
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

一
九
二
〇
年
代
末
か
ら

!
九
三

〇
年
代
に
か
け
て
九
世
パ
ン
チ

エ

ン

･
エ
ル
デ

ニ
は
中
国
東
北
地
域
に
て
活
動
を
行

っ
て
い
た
が
､
常

勝
寺
に
も
滞
在
し
て
い
た
C
中
国
東
北
が

｢解
放
｣
さ
れ
た
後
､

I

九
四
六
年
の
火
事
に
よ
り
､
賓
勝
寺
の
山
門
や
牌
横
な
ど
の
建
物
が

消
失
し
て
し
ま
う
｡
ま
た
､
お
な
じ
こ
ろ
境
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た

黄
金
の
マ
ハ
カ
ー
ラ
仏
も
行
方
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
｡

寮
勝
寺
は

i
九
六

叫
年
省
の
重
点
文
物
保
護
単
位
と
し
て
認
定
さ
れ

る
も
の
の
'
文
化
大
革
命
の
被
害
を
受
け
､
よ
う
や
く

1
九
八

〇
年

代
に
な
っ
て
宗
教
活
動
を
再
開
し
た
｡

寛
勝
寺
の
法
会

聾
者
は
二
〇
〇
〇
年
八
月
に
滴
陽
を
訪
ね
､
そ
の
際
'
当
時
遼
寧

大
学
に
留
学
し
て
い
た
上
田
貴
子
さ
ん

(現
在
､
近
畿
大
学
)
と
と

も
に
､
播
陽
賓
勝
寺

へ
出
か
け
た
｡
わ
れ
わ
れ
が
賓
勝
寺
を
訪
ね
た

日
､
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
た
め
か
境
内
は
人
も
ま
ば
ら
で
､
モ
ン

ゴ
ル
人
の
初
老
の
僧
侶
と
小
坊
主
た
ち
数
人
が
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
｡

僧
侶
た
ち
は
､
わ
れ
わ
れ
が
日
本
人
で
あ
る
と
わ
か
る
と
い
ろ
い
ろ

指
し
か
け
て
き
た
C
小
坊
主
た
ち
は
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
出
身
の
も
の

が
多
い
と
い
う
｡
境
内
の
な
か
に
は
仏
具
店
､
位
牌
置
き
場
な
ど
も

あ
っ
た
｡
位
牌
は
花
に
飾
ら
れ
て
安
置
さ
れ
て
い
た
が
､
そ
こ
に
し

る
さ
れ
た
故
人
の
出
身
地

(?
)
に
は
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
地
名
も

あ
っ
た
｡
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
建
造
物
を
見
学
し
た
あ
と
'
寮

勝
寺
を
後
に
し
た
が
'
そ
の
際
上
田
さ
ん
が
門
前
に
あ
る
看
板
に
目

を
と
め
た
D
こ
れ
に
よ
れ
ば
鹿
暦
に
あ
わ
せ
て
触
度
か
法
会
が
開
催

さ
れ
る
と
い
う
｡
く
し
く
も
夏
の
法
会
は
私
の
滞
在
期
間
中
で
あ
る
｡

せ
っ
か
く
の
機
会
で
あ
る
の
で
､
法
会
を
見
に
来
る
こ
と
し
た
｡

当
日
､
わ
れ
わ
れ
は
朝
九
時
前
に
門
前
に
到
着
し
た
が
､
す
で
に

境
内
は
大
変
な
浪
み
よ
う
で
､
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
｡
ま
た
､
先

日
訪
問
し
た
と
き
に
は
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た
物
乞
た
ち
が
五
人
ほ

ど
､
門
前
に
つ
っ
ぷ
し
て
'
哀
れ
み
を
競

っ
て
い
る

(帰
り
に
は
い

な
か
っ
た
の
で
､
別
の
場
所
に
移
動
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
)｡
さ
て
'

境
内
に
は
た
く
さ
ん
の
人
々
が
あ
ふ
れ
か
え

っ
て
い
た
が
､
観
光
客

な
ど
無
論

i
人
も
み
ら
れ
な
い
｡
ま
た
､
参
拝
者
は
漢
静
を
話
す

人
々
ば
か
り
で
あ
り
､
お
そ
ら
く
近
隣
か
ら
あ

っ
ま
っ
て
き
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡
し
ば
ら
く
し
て
外
部
よ
り
高
僧
が
到
着
し
､
黄
色
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の
傘
を
掲
げ
て
も
ら
い
な
が
ら
院
内
に
入
っ
て
き
た
a

先
日
の
小
坊

主
た
ち
も
今
日
は
戴
剣
な
面
持
ち
で
準
備
に
い
そ
し
ん
で
い
る
5
大

変
な
人
だ
か
り
で
儀
式
の
様
子
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
､
人
々

は
紙
で
作

っ
た
三
〇
セ
ン
チ
ば
か
り
の
灯
篭
の
よ
う
な
も
の
を
手
に

し
て
い
る
｡
統
経
の
あ
と
､
高
僧
は
院
内
を
練
り
歩
き
始
め
､
参
拝

者
も
こ
れ
に
つ
き
し
た
が
っ
て
､
院
内
の
建
物
を
右
回
り
に
回
り
始

め
た
G
私
た
ち
は
建
物
の
隅
の
ほ
う
で
目
立
た
な
い
よ
う
に
し
て
い

た
が
､
参
拝
者
は
院
内
を
か
な
り
の
速
さ
で
進
み
'
そ
の
数
が
多
い

た
め
鹿
後
尾
が
ど
こ
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
｡
と

に
か
く
も
の
す
ご
い
熱
盤
で
あ
っ
た
｡
高
僧
と
参
拝
瀞
と
も
に
何
度

か
境
内
を
回
っ
た
後
'
廠
後
に
参
拝
者
た
ち
は
紙
の
灯
篭
を
院
内
の

火
に
く
べ
て
散
会
と
な
っ
た
G
こ
の
よ
う
に
法
会
の
儀
式
は
進
行
し

た
が
､
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
の
儀
式
に
し
て
は
､

!
風
か
わ
っ
た
も

の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
｡

寛
勝
寺
の
現
在

さ
て
､
こ
の
日
わ
れ
わ
れ
が
目
に
し
た
審
勝
率
の
法
会
と
は
い
っ

た
い
ど
う
い
う
食
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
C
の
ち
に
鮮
勝
春
が

発
行
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
確
誰
す
れ
ば
'
旧
暦
七
月
十
五
日

(新
暦
で
は
二
〇
〇
〇
年
八
月
十
四
日
に
あ
た
る
)
は

｢金
剛
仏
廟

会
｣
に
あ
た
り
､
こ
こ
で
僧
侶
た
ち
は
金
剛
経
を
念
じ
る
こ
と
が
配

さ
れ
て
い
る
｡

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
寺
院
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
や
寺
院
に
よ
っ
て

儀
式
も
輿
な
る
が
､
厳
の
放
念
と
し
て
祈
願
会
､
幹
線
会
な
ど
が
開

催
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
ま
た
､
法
会
の
な
か
に
は
僧
侶
と
参
拝
者

が
と
も
に
率
院
を
通
行

(本
堂
を
ま
わ
り
な
が
ら
統
経
す
る
こ
と
)

す
る
儀
式
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

一
九
五
〇
年
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
､

審
勝
春
で
は
､
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
と
な
ら
ん
で
'

七
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て

｢孟
蘭
盆
会
｣
(う
ら
ぽ
ん
え
)

が
開
催
さ
れ
､
そ
こ
で
は
僧
侶
た
ち
が
経
典
を
そ
ら
ん
じ
る
こ
と
が

配
さ
れ
て
い
る

(中
典
中
央
内
密
古
分
局
宗
教
問
題
委
員
会
編

『
内

密
青
柳
噛
教
史
』
､

州
九
五

叫
隼
)｡

こ
の

｢孟
蘭
盆
会
｣
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
起
疎
が
あ
る
が
､
死
者

の
苦
し
み
を
救
う
た
め
に
､
仏
や
僧
に
食
物
を
さ
さ
げ
て
供
養
す
る

行
事
で
あ
り
､
祖
盤
を
供
寒
す
る
法
会
の
こ
と
を
指
す
C

つ
ま
り
日

本
の
盆
で
あ
る
C
中
国
で
も
道
教
や
仏
教
の
な
か
に
同
様
の
儀
礼
が

見
ら
れ
､
こ
れ
を
民
間
人
は
祖
先
を
供
寒
す
る
日
､
す
な
わ
ち
中
元

節
と
し
て
理
解
し
て
い
る
¢
賓
勝
寺
で
も
､
こ
の
牡
会
を
英
際
は
孟

蘭
盆
会
と
呼
ん
で
お
り
'
儀
式
の
担
い
手
は
ラ
マ

(僧
侶
)
で
あ
る

が
'
静
観
肴
に
と
つ
て
は

!
般
的
な
孟
蘭
盆
会
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
｡
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
で
あ
る

審
勝
春
に
お
い
て
､
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
孟
蘭
盆
会
が
開
催
さ
れ
る

60



よ
う
に
な
っ
た
の
か
､
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
O
お
そ
ら
く
密
勝
率

に
お
け
る
孟
蘭
盆
会
は
､
播
陽
の
変
貌
に
し
た
が

っ
て
'
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
儀
式
と
現
地
の
人
々
の
信
仰
心
が
融
合
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
播
陽
と
い
う
都
市
の
多
様
性
を
象
徴

し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
｡

以
上
､
筆
者
の
わ
ず
か
な
見
聞
を
も
と
に
賓
勝
寺
の
法
会
に
つ
い

て
記
し
て
き
た
が
､
驚
い
た
こ
と
に
賓
勝
寺
み
ず
か
ら
ホ
ー
ム

･
ペ

ー
ジ

(http･.fJw
w
w

.syhuangsi.com
Jsyj3.h
tm
)

を
運
営
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
｡

H
P
に
は
寺
院
の
概
略
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
､

経
典
や
仏
教
者
楽
な
ど
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
仕
組
み
と
な

っ
て

い
る

(ち
な
み
に
仏
教
音
楽
は
漢
語
の
仏
教
音
楽
で
あ
っ
た
｡
お
寺

で
も
C
D
や
V
C
D
を
販
売
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
)｡
ま
た
､
法
会

の
様
子
を
写
し
た
写
真
な
ど
も
多
く
掲
載
さ
れ
､
孟
蘭
盆
会
の
様
子

や
二
〇
〇
六
年
度
の
旧
正
月
の
様
子
な
ど
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

H
p
に
よ
れ
ば
､
二
〇
〇
二
年
九
月
､
涛
陽
市
人
民
政
府
は
､
ま
わ

り
の
建
物
を

一
掃
L
t
牌
楼
を
建
設
す
る
な
ど
賓
勝
寺
を
大
々
的
に

修
繕
し
､
大
掛
か
り
な
記
念
式
典
を
開
催
し
た
｡
そ
の
際
､
政
府
は

寺
院
に
白
鷹
舵
に
乗
せ
ら
れ
た
巨
大
な
金
の
マ
ハ
カ
ー
ラ
像
を
奉
納

し
た
ほ
か
､
寺
院
で
は
ツ
ア
ム
も
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
写
真

を
見
た
限
り
で
は
､
か
つ
て
の
う
ら
び
れ
た
寮
勝
寺
の
様
子
は
微
塵

も
な
か
っ
た
｡

現
在
､
中
国
で
は
大
掛
か
り
な
文
化
事
業
と
し
て

｢酒
代
纂
修
工

程
｣
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か

(『
満
族
史
研
究
』
第
四
号
､
二
〇
〇
五

年
)
'
内
モ
ン
ゴ
ル
･
フ
フ
ホ
ト
で
も
晴
代
の
縁
遠
副
都
統
街
門
や
公

主
府
の
修
復

･
公
開
が
進
み
つ
つ
あ
る
｡
寮
勝
寺
の
修
復
や
観
光
地

化
が
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ

よ
賓
勝
寺
で
は
､
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
､
失
わ
れ
か
け

た

｢伝
統
｣
を
修
復
し
､
ま
た
あ
ら
た
な

｢文
化
｣
が
生
み
出
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(二
〇
〇
五
年

7
0
月
に
新
潟
大
学
人
文
学
部
赴
任
､
中
国
近
現
代
史
担
当
)




