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紹
介
と
批
評
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六
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蜜
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一
〇
㎝
Q
o
り
円
β
び
日
勾
o
β

Ii】

R
・
フ
ー
パ
ー
著

『
文
化
國
家
の
問
題
性
』

　
一
　
近
年
、
西
ド
イ
ッ
基
本
法
に
お
け
る
「
肚
會
的
法
治
國
家
」
（
8
旺
毘
曾

国
0
9
宏
雪
墨
ψ
）
と
い
う
新
し
い
國
家
類
型
概
念
の
出
現
に
よ
つ
て
、
從
來
か

ら
存
績
し
て
き
た
「
法
治
國
家
」
（
即
Φ
o
辟
器
討
暮
）
、
「
肚
會
國
家
」
（
ω
o
臥
巴
，

の
欝
一
）
、
コ
嘱
祉
國
家
」
（
毛
O
巨
壁
日
註
警
雷
φ
）
、
「
文
化
國
家
」
（
国
巨
言
サ

ω
富
異
）
等
々
の
、
國
家
類
型
諸
概
念
に
關
し
て
、
必
然
的
に
再
槍
討
の
機
運

が
生
じ
て
ぎ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
契
機
と
な
つ
た
も
の
は
、
軍

純
な
も
の
で
は
な
く
、
世
界
史
の
輔
廻
期
に
よ
る
必
然
的
方
向
輔
換
に
左
右
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
一
九
世
紀
に
そ
の
確

立
を
み
た
諸
國
家
概
念
が
、
二
〇
世
紀
後
牛
の
現
代
に
お
い
て
は
、
既
に
形
腰

化
の
状
況
を
呈
し
、
概
念
そ
れ
自
膣
が
、
現
實
の
状
況
を
ベ
グ
ラ
イ
フ
ェ
ン
で

き
な
く
な
つ
た
問
題
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
實
は
、
諸
國
家
概
念
の
み
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
の
國
家
に
關
す
る
諸
概
念
を
規
定
し
て
き
た
も
ろ
も
ろ
の
肚



會
的
、
政
治
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
、
例
え
ば
、
自
由
主
義
、
保
守
主
義
、
祉
會
主

義
等
の
各
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
既
に
本
來
の
機
能
を
働
か
し
得
な
く
な
つ
た

現
代
的
状
況
に
も
關
係
し
て
く
る
。
所
謂
「
弓
富
国
且
9
嵐
8
一
〇
鱈
」
と

い
う
現
代
の
特
徴
的
現
象
は
、
輕
々
に
論
ぜ
ら
れ
ぬ
潔
甚
な
問
題
を
わ
れ
わ
れ

に
課
題
と
し
て
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頗
る
重
要
且
つ
深
甚
な
問
題

に
關
す
る
一
つ
の
解
答
と
し
て
、
職
後
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大

學
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
學
派
、
叉
は
、
オ
ル
ド
ー
學
派
の
提
唱
す
る

新
自
由
主
義
（
2
Φ
守
b
皆
臼
巴
一
の
ヨ
霧
）
の
思
想
、
あ
る
い
は
叉
、
H
．
D
．

オ
ル
ト
リ
㌧
フ
、
W
・
A
・
エ
ー
ル
、
G
・
ヴ
ァ
イ
サ
ー
等
の
主
唱
す
る
自
由

祉
會
主
義
（
浮
①
曽
9
昏
畠
霞
ω
o
N
冨
冴
日
ρ
の
）
の
思
想
、
更
に
は
叉
、
西
ド

イ
ッ
祉
會
民
主
窯
が
、
一
九
五
九
年
十
一
月
十
五
日
に
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ

ル
ク
の
特
別
裳
大
會
で
、
從
來
の
階
級
政
裳
と
し
て
の
同
窯
の
立
場
を
規
定
し

て
い
た
奮
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
黛
綱
領
を
塵
棄
し
、
新
綱
領
を
膣
倒
的
多
籔
で
探

揮
し
た
事
實
も
、
現
代
的
特
徴
を
前
提
と
し
た
方
向
鱒
換
と
み
ら
れ
よ
う
。

　
因
み
に
、
西
ド
イ
ッ
祉
會
民
主
窯
の
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
新
綱
領
の

前
文
に
は
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
人
問
は
原
子
力
を
解
放
し
、

い
ま
や
そ
の
創
造
物
に
恐
れ
て
い
る
。
人
間
は
生
産
力
を
極
度
に
獲
展
さ
せ
、

膨
大
な
富
を
集
め
て
い
る
の
に
、
こ
の
共
通
の
業
績
に
封
す
る
正
し
い
分
配
を

な
し
て
い
な
い
。
人
間
は
こ
の
地
上
の
室
間
を
征
服
」
、
諸
大
陸
を
相
互
に
近

づ
け
て
い
る
の
に
、
歯
ま
で
武
装
し
た
力
の
ブ
p
ッ
ク
が
諸
國
民
を
以
前
よ
り

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

も
よ
り
分
け
へ
だ
て
、
全
腱
的
な
諸
騰
制
が
人
間
の
自
由
を
お
び
や
か
し
て
い

る
。
こ
れ
は
正
に
現
代
の
矛
盾
で
あ
り
、
我
々
人
間
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
決

す
る
よ
う
要
講
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
手
に
は
幸
福
な
未
來
か
、
α
人
類
の
自
滅

か
の
責
任
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
肚
會
の
新
し
い
、
よ
り
よ
い
秩
序
に
よ
つ
て

の
み
人
間
は
そ
の
自
由
へ
の
道
を
開
く
の
で
あ
る
。
民
主
肚
會
主
義
は
こ
の
新

し
い
よ
り
よ
い
秩
序
を
求
め
て
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
つ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
西
ド
イ
ッ
の
み
の
現
象
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
も
福
祉
國
家
論
が
新
し
い
視
角
で
問
題
に
な
つ
て
お
り
、
さ
ら
に
保
守
主

義
の
側
に
お
い
て
も
、
チ
ャ
！
チ
ル
、
ウ
ー
ル
ト
ン
、
イ
ー
デ
ン
、
マ
ク
、
・
・
ラ

ン
、
バ
ト
ラ
ー
等
々
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
黛
の
指
導
者
た
ち
の
　
「
自
冨
Z
Φ
薫

O
o
ロ
器
署
暮
駐
日
」
の
主
張
が
現
わ
れ
て
來
て
お
り
、
　
｛
九
世
紀
型
「
保
守
・
王

義
」
か
ら
の
脱
皮
と
、
前
向
き
の
「
新
保
守
主
義
」
へ
の
關
心
が
高
ま
つ
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
動
き
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
の
方
向
韓
換
の
必
然
性
と
、

そ
れ
ら
に
底
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
國
家
類
型
諸
概
念
が
、
新
た
に
來
た
る
べ
き

新
概
念
規
定
へ
の
必
然
性
が
生
じ
つ
つ
あ
る
歌
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
小
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
は
し
が
き
を
前
提
と
し
て
、
国
昌
籔
勾
ロ
ー

自
O
罵
眠
β
ご
曾
の
著
述
「
N
霞
憎
8
乞
Φ
9
曽
註
評
α
Φ
の
図
ロ
言
5
9
器
宏
」
を
紹

介
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
フ
ー
バ
ー
の
「
文
化
國
家
の
問
題
性
」
と
い
う

著
述
は
、
著
名
な
「
法
と
國
家
」
の
叢
書
の
一
九
五
八
年
刊
行
、
第
二
一
二
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
（
一
四
九
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

務
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
當
初
に
、
著
者
フ
ー
バ
ー
の
取
扱
5
問
題
の
範
園
を
、
レ
ジ
ュ
メ
と
し
て
一

括
し
て
展
望
し
て
お
く
方
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
フ
㌧
ハ
ー
は
、
家
の
三
章
、
五

節
で
問
題
の
所
在
を
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
章

第
二
章

　
　
一
節

　
　
二
節

　
　
三
節

　
　
四
節

　
　
五
節

　
第
三
章

で
あ
る
。

　
二

法
治
國
家
、
肚
會
國
家
、
丈
化
國
家

《
丈
化
國
家
V
概
念
の
五
つ
の
意
味

丈
化
の
國
家
的
自
由

丈
化
に
關
す
る
國
家
の
奉
仕

國
家
の
丈
化
形
成
穫
力

文
化
の
國
家
形
成
権
力

文
化
像
と
し
て
の
國
家

丈
化
國
家
と
丈
化
の
自
律
性

　
　
　
第
一
章
「
法
治
國
家
、
肚
會
國
家
、
文
化
國
家
」
の
諸
概
念
に
つ
い
て
、

著
者
E
・
R
・
フ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
き
起
し
て
い
る
。

「
文
化
國
家
の
間
題
性
を
読
明
し
よ
う
と
意
圖
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
《
文
化
國

家
V
と
い
う
多
義
に
わ
た
る
言
葉
の
ど
の
概
念
が
、
こ
の
論
説
の
基
礎
と
な
つ

て
い
る
か
と
い
う
馳
を
明
瞭
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

概
念
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
自
髄
が
、
既
に
文
化
國
家
の
間
題
性
の
中
心
黙
に
立

ち
入
つ
て
い
る
こ
と
な
の
で
も
あ
る
。
正
に
そ
の
概
念
を
充
分
に
定
義
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
一
四
九
八
）

な
ら
ば
、
既
に
文
化
國
家
の
間
題
性
の
全
て
が
明
瞭
に
さ
れ
て
く
る
と
い
え
る
。

故
に
、
文
化
國
家
の
概
念
が
、
僅
か
な
考
察
に
よ
つ
て
充
分
に
規
定
さ
れ
う
る

と
考
え
る
の
は
潜
越
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
わ
れ
わ
れ
は
少
く
と
も

文
化
國
家
と
は
何
か
と
、
敢
て
設
間
す
る
こ
と
を
以
て
、
論
説
を
起
こ
そ
う
と

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
総
じ
て
國
家
と
い
う
も
の
が
現
代
人
の
わ
れ
わ
れ

に
と
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
封
す
る
解
答
に

關
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
《
文
化
國
家
V
と
い
う
言
葉
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
關
蓮
に
富
ん
だ
疑
わ
し
い
、

す
な
わ
ち
、
疑
問
と
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
叉
疑
問
と
す
る
に
値
す
る
あ
の
二

つ
の
言
葉
、
例
え
ば
、
灌
力
國
家
、
福
趾
國
家
、
法
治
國
家
、
叉
は
肚
會
國
家

と
い
う
言
葉
の
一
種
で
あ
る
。
　
一
九
世
紀
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
闘
雫
宣
言

（
国
㊤
日
b
馬
暫
屋
即
的
o
）
と
い
う
形
で
あ
れ
、
信
仰
告
白
（
b
爵
臼
暮
且
⑦
）
と
い

う
形
で
あ
れ
打
出
し
て
き
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
つ
て
一
定
の
國
家
な
る
も

の
に
封
す
る
自
ら
の
關
係
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。
」
（
三
頁
）
と
い
う
。

そ
し
て
「
法
治
國
家
理
念
の
擁
護
者
に
は
、
國
家
権
力
に
封
す
る
人
格
的
自
由

の
確
保
が
問
題
で
あ
り
、
文
化
國
家
理
念
の
擁
護
者
に
は
、
文
化
を
保
持
す
る

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
叉
は
自
由
な
文
化
的
進
歩
の
教
養
償
値
を
國
家
が
浸
透
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
が
間
題
な
の
で
あ
る
。
自
由
な
吐
會
で
、
肚
會
問
題
に
心
螢

す
る
人
々
は
、
こ
れ
に
《
枇
會
國
家
V
と
い
う
概
念
を
附
加
す
る
。
す
な
わ
ち
、

肚
會
的
な
も
の
を
國
家
的
な
も
の
と
一
致
さ
せ
、
國
家
を
肚
會
的
正
義
の
守
り



手
の
位
置
に
高
め
、
祉
會
的
に
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
階
級
を
現
存
の
國
家
の
中

に
救
濟
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
《
祉
會
國
家
V
は
、
批
會
革
命
の
國
家
で
は

な
く
、
市
民
的
吐
會
改
良
の
國
家
で
あ
る
。
吐
會
國
家
の
概
念
が
、
現
在
の
憲

法
論
雫
の
中
心
黙
に
明
瞭
に
登
場
し
て
い
る
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、

こ
の
論
雫
で
は
、
吐
會
的
協
調
に
よ
つ
て
市
民
的
秩
序
を
統
整
す
る
と
い
う
こ

と
が
間
題
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
四
頁
）
と
西
ド
イ
ッ
基
本
法
に
お
け

る
「
肚
會
的
法
治
國
家
」
の
理
念
に
言
及
す
る
。

　
そ
し
て
、
「
法
治
國
家
的
モ
メ
ン
ト
と
祉
會
國
家
的
モ
メ
ン
ト
は
、
決
定
的

に
近
代
的
憲
法
國
家
に
探
用
さ
れ
て
い
る
。
近
代
國
家
は
、
法
治
國
家
と
肚
會

國
家
と
し
て
保
誰
さ
れ
て
い
る
馳
で
、
憲
法
國
家
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
《
文

化
國
家
V
に
關
し
て
は
驚
く
ほ
ど
沈
黙
が
守
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
鮎
で
は
、
《
文

化
闘
雫
V
が
ー
文
化
の
自
由
を
め
ぐ
る
國
家
的
闘
雫
ー
自
由
な
憲
法
國
家

の
た
め
の
闘
い
の
中
心
問
題
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
一
九
世
紀
と
は
非
常
な
相
違

が
あ
る
し
、
叉
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
國
と
も
非
常
な
相
蓮
を
現
わ
し
て
い
る
。

ワ
イ
マ
；
ル
共
和
國
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
の
刻
印
を
う
け
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
的
・

プ
ロ
シ
ヤ
的
構
力
國
家
に
封
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
創
設
さ
れ
た
文
化
國
家
を

封
置
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。
法
治
國
家
、
な
ら
び
に
吐
會
國
家
で
あ

ろ
う
と
す
る
の
み
で
な
く
、
正
に
文
化
國
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
を
、
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
國
は
、
（
就
中
、
そ
の
進
歩
性
を
確
信
し
て
い
た
初
期
の
頃
に
）
と

も
か
く
も
強
力
に
印
象
づ
け
た
の
で
あ
つ
た
。
」
（
五
頁
）
が
、
然
し
、
「
嘗
て
の
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時
代
に
國
家
や
文
化
が
意
味
し
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
封
す
る
理
解
は
、
國
家

と
文
化
が
通
り
ぬ
け
て
來
た
破
局
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま

つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
に
、
國
家
と
文
化
の
爾
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時

代
と
朕
況
の
こ
の
よ
う
な
破
局
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
ま

た
そ
の
破
局
を
と
も
に
創
出
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
國
家
が
箪
純
に
危
機
に
陥

ち
入
つ
た
の
で
は
な
く
、
同
時
に
権
力
の
放
縦
へ
の
逸
腕
に
よ
つ
て
そ
の
危
機

を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
に
立
つ
て

い
る
と
こ
ろ
の
文
化
の
危
機
も
叉
、
文
化
に
封
立
す
る
力
に
よ
つ
て
外
部
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
文
化
そ
れ
自
盟
に
よ
つ
て
、
内
部
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
危
機
は
、
放
縦
な
自
己
展
開
へ
の
逸
腕
に
よ
つ
て
文

化
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
技
術
革
命
の
世
界
に
お
い
て
、
文
化
と
國
家
と
い
う
古
い
概
念
が
陥
ち
込
ん

だ
と
こ
ろ
の
疑
わ
し
い
状
態
は
、
《
文
化
國
家
V
と
い
う
言
葉
が
提
起
す
る
と
こ

ろ
の
要
求
に
封
す
る
疑
問
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
を
充
足
し
て
し
ま
う
。
《
法
治

國
家
V
と
い
う
言
葉
に
せ
よ
、
《
吐
會
國
家
V
と
い
う
言
葉
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も

完
全
な
技
術
化
と
、
全
騰
的
な
機
械
化
の
組
織
の
な
か
に
組
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
2
茜
葉
は
、
法
的
、
肚
會
的
な
も
の
が
、
集
團
存
在
の
方
途
と

し
か
み
な
さ
れ
て
い
な
い
完
全
に
自
動
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
も
な
お
あ
る

種
の
意
味
を
も
つ
て
い
る
。

　
《
文
化
國
家
V
と
い
う
言
葉
は
、
機
械
化
に
は
ま
す
ま
す
無
縁
の
存
在
で
あ
ろ
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九
）
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う
。
文
化
國
家
は
、
實
に
全
髄
的
な
機
械
化
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
骨
蹟
き
に
さ

れ
た
存
在
の
威
嚇
の
も
と
に
あ
つ
て
、
最
も
鰺
め
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
六
頁
）
と
、
フ
ー
バ
ー
は
、
現
在
の
機
械
文

明
時
代
に
お
け
る
文
化
國
家
概
念
の
意
義
の
脆
弱
性
を
鏡
く
間
い
つ
め
て
い

る
。

　
三
　
第
二
章
「
《
文
化
國
家
V
概
念
の
五
つ
の
意
味
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と

で
、
著
者
フ
㌧
ハ
ー
は
、
「
文
化
、
國
家
、
そ
し
て
正
に
く
丈
化
國
家
V
と
い
う

概
念
の
範
園
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
理
性
的
に
考
え
、
懐
疑
を
繰
り
返
し
た
上

で
次
の
よ
う
に
敢
て
私
は
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
『
國
家
が
、
そ
の
存
在
の

充
實
を
克
ち
得
な
い
限
り
は
、
交
化
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
文
化
の
充

實
を
わ
が
も
の
と
な
し
得
な
け
れ
ぽ
國
家
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
近

代
世
界
に
お
い
て
は
、
文
化
國
家
に
お
け
る
、
且
叉
、
文
化
國
家
へ
の
文
化
と

國
家
の
共
同
の
自
己
獲
展
を
除
い
て
は
、
文
化
も
國
家
も
存
在
し
な
い
。
』
」

（
六
頁
）
の
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
更
に
「
《
文
化
國
家
V
の
概
念
に
つ
い
て
設

問
す
る
場
合
に
、
こ
の
不
明
瞭
な
言
葉
に
は
、
多
様
な
廣
義
な
意
味
が
存
在
す

る
と
い
う
困
難
に
當
面
す
る
。
私
は
五
つ
の
主
要
な
意
味
を
厘
別
す
る
。
そ
れ

ら
の
意
味
は
確
か
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
叉
相
互
に
入

り
組
ん
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
意
味
の
各
々
は
他
の

意
味
を
反
封
概
念
と
し
て
却
け
な
が
ら
も
、
そ
の
反
封
概
念
そ
の
も
の
が
叉
そ

の
意
味
の
源
泉
に
ま
で
立
ち
返
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
五
つ
の
意
味
全
髄
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を
併
せ
た
も
の
が
、
文
化
の
自
律
性
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
い
か

な
る
意
味
で
文
化
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
も
、
常
に
文
化
は
自
律
的
教
養
財
の
内

的
概
念
と
し
て
、
一
つ
の
教
養
世
界
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
《
文
化
國
家
V
は
、
國
家
が
、
文
化
を
「
創
出
し
う
る
」
（
旨
舘
阜

冨民

o
嵩
）
と
い
う
観
念
に
反
封
し
て
、
自
己
決
定
を
し
た
時
に
の
み
一
つ
の

國
家
と
な
る
の
で
あ
る
。
《
文
化
國
家
V
と
い
う
概
念
の
中
心
的
な
意
味
は
す
べ

て
、
文
化
が
、
創
造
、
教
化
、
訓
練
、
享
受
を
掌
ど
り
得
る
自
由
な
本
質
的
法

則
性
を
國
家
が
す
べ
て
信
頼
す
る
と
い
う
黙
に
そ
の
根
擦
を
も
つ
て
い
る
の
で

あ
る
。
」
（
七
－
八
頁
）
と
い
う
。
し
か
ら
ば
、
フ
；
バ
ー
の
い
う
五
つ
の
意
味

と
は
何
々
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
當
初
に
掲
げ
た
「
文
化
の
國
家

的
自
由
」
、
「
文
化
に
關
す
る
國
家
の
奉
仕
」
、
「
國
家
の
文
化
形
成
権
力
」
、
「
文

化
の
國
家
形
成
灌
力
」
、
「
文
化
像
と
し
て
の
國
家
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
表
現
さ

れ
る
五
つ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
に
各
々
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
故
、
そ
の
要
融
を
簡
軍
に
述
べ
て
み
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
「
文

化
の
國
家
的
自
由
」
と
は
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
文
化
國
家
は
、
文
化
に

内
在
す
る
本
質
的
な
法
則
性
を
考
慮
し
つ
つ
、
文
化
の
完
全
な
國
家
か
ら
の
自

由
の
原
則
を
容
認
す
る
と
こ
ろ
の
國
家
な
の
で
あ
り
、
文
化
の
國
家
か
ら
の
自

由
の
原
則
と
い
う
こ
と
は
、
從
つ
て
國
家
と
文
化
の
分
離
を
意
味
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
自
由
に
襲
展
す
る
文
化
的
諸
力
と
諸
文
化
財
が
、
國
家
的
全
腱

に
自
由
に
参
加
し
つ
つ
成
長
す
る
（
ぼ
a
Φ
国
註
Φ
日
妻
き
房
曾
）
こ
と
を
意



味
す
る
の
で
あ
る
」
（
八
頁
）
と
い
う
。

　
第
二
の
「
交
化
に
關
す
る
國
家
の
奉
仕
」
と
は
、
「
あ
る
國
家
は
、
そ
の
國
家

が
、
文
化
の
自
律
性
の
容
認
と
、
自
律
的
文
化
に
お
け
る
行
動
に
お
い
て
責
任

を
と
る
奉
仕
と
を
結
合
さ
せ
た
場
合
に
の
み
文
化
國
家
と
稽
せ
ら
れ
る
。
文
化

の
自
由
と
は
、
國
家
か
ら
の
自
由
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
同
時
に
叉
、
國
家
に

よ
る
自
由
の
保
謹
で
も
あ
る
。
國
家
が
文
化
を
自
己
の
行
動
的
保
護
の
も
と
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
の
み
そ
の
國
家
は
文
化
國
家
な
の
で
あ
る
。
自
律
的

文
化
の
自
由
な
展
開
に
よ
せ
る
信
頼
こ
そ
が
、
國
家
を
し
て
奉
仕
的
調
停
者
た

る
こ
と
を
餓
儀
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」
（
一
一
頁
）
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

　
第
三
の
「
國
家
の
文
化
形
成
権
力
」
と
は
、
「
文
化
的
猫
裁
の
國
家
、
全
騰
的

に
計
書
、
組
織
さ
れ
、
規
則
だ
て
ら
れ
た
文
化
の
國
家
は
、
文
化
國
家
と
は
い

い
え
な
い
の
で
あ
り
、
文
化
の
自
律
的
獲
展
を
信
頼
す
る
と
い
う
前
提
の
上
に

立
ち
、
文
化
の
積
極
的
形
成
へ
と
行
動
す
る
國
家
が
文
化
國
家
な
の
で
あ
る
。

國
家
は
、
文
化
の
掲
自
の
本
質
的
法
則
性
を
容
認
し
、
同
檬
に
叉
、
文
化
的
領
域

に
お
い
て
形
成
的
に
活
動
し
、
文
化
の
内
在
的
法
則
性
を
基
盤
と
し
、
そ
の
枠

内
に
お
い
て
の
み
文
化
形
成
罐
力
を
行
使
す
る
灌
力
と
可
能
性
を
も
ち
、
更
に

は
そ
う
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
自
己
を
評
贋
す
べ
き
で
あ
る
。

文
化
の
自
律
性
と
國
家
の
文
化
形
成
権
力
の
こ
の
よ
う
な
同
時
性
は
、
一
見
す

る
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
、
政
治
－
國
家

形
成
灌
力
と
し
て
理
解
さ
れ
た
ー
と
い
う
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
内
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在
的
法
則
性
を
備
え
て
い
る
存
在
物
（
毒
Φ
o
駐
露
冨
δ
に
封
し
て
、
見
か
け
の

上
で
の
逆
読
的
な
關
係
に
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
そ
の
存
在
物
が
政

治
の
封
象
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
二
二
頁
）
と
い
い
、
文
化
國
家
に

お
け
る
文
化
の
自
律
性
と
、
國
家
槽
力
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
第
四
の
「
文
化
の
國
家
形
成
権
力
」
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
か

と
い
え
ば
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
文
化
の
國
家
か
ら
の
自
由
に
始
つ
て
、

文
化
に
つ
い
て
の
國
家
の
奉
仕
を
超
え
て
、
文
化
に
封
す
る
國
家
的
主
権
へ
と

一
貫
し
た
道
が
通
じ
て
い
る
。
文
化
の
國
家
か
ら
の
自
由
と
、
文
化
に
封
す
る

國
家
主
灌
の
作
用
の
相
反
す
る
二
つ
の
動
き
の
同
時
的
存
在
は
、
そ
れ
に
關
す

る
問
題
の
本
質
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
辮
鐙
法
的
順
列
に
お
け
る
媒
介
項

（
b
器
く
曾
葺
幽
詳
①
庁
留
9
一
＄
）
に
あ
た
る
の
は
奉
仕
で
あ
る
。
箪
純
化
し

て
い
え
ば
、
文
化
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
の
文
化
國
家
は
、
文
化
と
同
義
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
つ
て
文
化
の
主
人
と
な
る
。
更
に
そ
の
と
ぎ
、
文
化
は
國
家
に
封
す

る
支
配
を
獲
得
す
る
。

　
國
家
と
自
分
と
同
格
化
す
る
と
こ
ろ
の
ー
食
騨
暮
o
、
Φ
9
目
o
は
V
（
國

家
は
自
分
だ
！
）
1
絶
封
的
支
配
者
と
し
て
の
君
主
は
、
自
己
を
こ
の
國
家

の
第
一
の
奉
仕
者
と
自
覧
す
る
合
Φ
肩
Φ
日
一
臼
器
署
詳
①
自
留
ま
冨
す
（
國

家
第
一
の
召
使
）
。
　
こ
の
有
名
な
二
つ
の
言
葉
は
、
排
他
的
に
封
立
し
あ
つ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
同
一
事
の
表
裏
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
同
一
の
眞
理
の
二
つ
の
側
面
な
の
で
あ
る
。
た
だ
か
く
の
如
き
眞
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理
へ
の
洞
察
は
、
支
配
と
奉
仕
と
は
ア
ン
チ
ノ
、
・
｝
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の

相
互
的
な
意
味
關
蓮
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
主
人
と
召
使
に
關
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
名
な

言
葉
に
お
け
る
が
ご
と
く
に
あ
る
。

　
文
化
に
封
す
る
國
家
の
i
主
権
の
意
味
に
お
け
る
i
支
配
と
は
、
文
化

國
家
に
お
い
て
は
、
交
化
の
強
力
化
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、

自
由
自
在
に
な
る
も
の
と
し
て
文
化
を
取
扱
う
こ
と
で
も
、
政
治
的
意
圖
で
左

右
し
う
る
物
品
へ
と
文
化
を
陥
し
め
る
こ
と
で
も
な
い
。
支
配
と
は
、
む
し
ろ

あ
る
自
律
的
な
本
質
力
と
し
て
、
文
化
を
國
家
的
な
る
も
の
に
接
績
さ
せ
る
こ

と
、
文
化
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
の
國
家
へ
と
、
文
化
を
意
味
的
に
關
蓮
づ
け
る

こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
而
も
叉
、
國
家
の
文
化
へ
の
攣
容
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
つ
て
、
國
家
が
文
化
に
主
椹
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
國
家
は
そ

の
文
化
を
、
自
主
的
な
生
命
と
し
て
自
己
の
中
に
流
入
せ
L
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
文
化
國
家
は
、
文
化
に
封
す
る
國
家
の
支
配
が
、
國
家
に
封
す
る

丈
化
の
支
配
へ
と
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
、
一
個
の
文
化
國

家
な
の
で
あ
る
。
」
（
二
二
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
第
五
の
「
文
化
像

と
し
て
の
國
家
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
問
う
て
み
る
に
、
「
國
家
の
文
化
形

成
穫
力
、
お
よ
び
文
化
の
國
家
形
成
権
力
の
同
時
的
存
在
に
お
い
て
、
〈
文
化
國

家
V
と
い
う
概
念
に
内
在
し
て
い
る
最
終
的
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
國
家

の
文
化
形
成
権
力
は
、
そ
れ
自
驚
だ
け
と
す
れ
ば
、
文
化
の
内
在
的
法
則
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
　
山
ハ
　
　
　
　
　
（
一
　
五
（
》
一
一
）

侵
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
自
髄
だ
け
の
文
化
の
國
家
形
成
権
力
は
、
國
家
を
文
化

の
客
騰
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
國
家
を
吐
會
に
お
い
て
優
越
的
に
支
配
す
る
文

化
的
諸
方
向
の
道
具
と
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
國
家
の
内
在
的
法
則
性
を
侵
し
て

し
ま
う
。
故
に
、
こ
の
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
、
自
己
の
中
に
お
い
て
統
一
し
て

い
る
國
家
は
、
そ
の
國
家
そ
れ
自
腱
と
し
て
文
化
像
と
理
解
さ
れ
、
叉
現
實
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
文
化
國
家
で
あ
る
。
」
（
二
六
頁
）
と
フ
ー

バ
ー
は
い
う
。

　
四
　
さ
て
以
上
の
所
読
を
基
礎
と
し
て
、
著
者
フ
ー
バ
ー
は
、
結
論
と
し
て

第
三
章
「

文
化
國
家
と
文
化
の
自
律
性
」
の
問
題
に
議
論
を
展
開
す
る
。
今
暫

ら
く
フ
ー
バ
ー
の
結
論
を
追
つ
て
み
よ
う
。

　
「
文
化
國
家
に
お
い
て
、
國
家
が
文
化
像
と
し
て
、
文
化
が
國
家
と
し
て
自
己

を
表
現
す
る
よ
う
な
状
態
に
到
着
し
て
、
始
め
て
わ
れ
わ
れ
が
當
初
に
《
文
化

の
自
律
性
V
と
名
づ
け
た
も
の
の
完
全
な
意
味
が
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
く
る
。
そ
の
内
在
法
則
に
從
つ
て
、
自
由
に
多
面
的
に
護
展
し
た
文
化
は
、

國
家
を
文
化
像
と
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
、
實
に
そ
の
故
に
國

家
に
お
け
る
文
化
の
自
由
は
、
國
家
か
ら
の
文
化
の
分
離
と
は
同
義
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
叉
、
國
家
が
完
全
に
自
己
に
到
着
す
る
な
ら
ば
、
即
座
に
國
家
は
、

文
化
の
自
己
表
現
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
國
家
は
文
化
に
封
す

る
権
力
を
放
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、
文
化
の
自
由
を
保
護
し
う
る
の
で
あ
る
。

叉
、
文
化
が
完
全
に
自
己
護
展
を
途
げ
る
な
ら
ば
、
文
化
は
文
化
と
し
て
の
支



配
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
、
假
え
文
化
が
國
家
の
中
に
入
り
こ
ん
で
ゆ
こ

う
と
も
、
文
化
の
自
由
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
圏
内
の
軌
道
を
動

い
て
ゆ
く
こ
の
よ
う
な
諸
關
蓮
に
よ
つ
て
の
み
、
國
家
に
お
げ
る
文
化
の
自
由

は
、
國
家
か
ら
の
文
化
の
分
離
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
叉
、
文
化
に
封
す

る
國
家
の
高
権
も
、
國
家
的
な
も
の
に
よ
る
文
化
の
征
服
に
は
な
ら
ず
、
文
化

の
國
家
形
成
灌
も
、
國
家
的
な
領
域
へ
の
文
化
の
侵
害
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
そ
れ
に
よ
つ
て
く
文
化
國
家
V
と
い
う
概
念
の
五
つ
の
主
要
な
意
味

（
第
二
章
に
展
開
さ
れ
た
「
丈
化
の
國
家
的
自
由
」
、
「
交
化
に
關
す
る
國
家
の

奉
仕
」
、
「
國
家
の
丈
化
形
成
椹
力
」
、
「
丈
化
の
國
家
形
成
権
力
」
、
「
丈
化
像
と

し
て
の
國
家
」
の
五
つ
の
問
題
…
…
筆
者
註
）
が
そ
も
そ
も
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
文
化
國
家
の
五
つ
の
現
象
形
態
な
の
か
、
文
化
國
家
と

い
う
一
つ
の
現
象
の
五
つ
の
側
面
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
解
答
が
與
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
封
す
る
解
答
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
然
し
、
そ
れ
で
は
不
明
瞭
に
な
る
故
、
わ
れ
わ
れ
は
敢
て
改
の
よ
う

に
い
い
う
る
。
五
つ
の
意
味
と
い
う
こ
と
で
、
直
接
に
は
文
化
國
家
の
異
つ
た

五
つ
の
形
態
が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
文
化
國
家
は
歴
史
上
、

あ
る
時
に
は
す
ぐ
れ
て
あ
る
形
態
に
お
い
て
、
叉
別
の
時
に
は
す
ぐ
れ
て
別
の

形
態
に
お
い
て
自
己
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
チ
、
の

五
つ
の
形
態
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

五
つ
の
意
昧
の
す
べ
て
が
同
叫
現
象
の
本
質
的
モ
メ
ン
ト
に
な
る
時
に
の
み
、

交
化
國
家
は
そ
の
完
全
な
充
實
と
純
埣
な
形
態
に
な
つ
て
登
場
す
る
と
い
う
限

定
つ
き
で
、
内
在
的
に
同
義
的
な
文
化
國
家
の
異
つ
た
五
つ
の
側
面
を
意
味
し

て
も
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
に
始
め
て
人
々
は
家
の
よ
う
に
い

い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
は
、
國
家
の
う
ち
に
滲
透
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自

己
の
自
由
に
麟
着
し
、
國
家
は
文
化
の
う
ち
に
滲
透
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己

の
眞
の
高
権
に
ま
で
エ
ル
ヘ
ー
ベ
ン
し
う
る
の
で
あ
る
と
。
（
U
Φ
β
昌
R
9

量
昌
昌
一
塗
ロ
β
ヨ
騨
ロ
詔
内
Φ
昌
」
霧
＆
Φ
国
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ゴ
H
一
目
U
脅
昌
σ
q
暫
ロ
騎
畠
自
o
び

畠
Φ
昌
　
ω
ψ
雷
φ
　
一
ロ
　
一
ゲ
同
Φ
　
労
門
Φ
一
冒
O
一
6
国
q
同
鶴
O
匿
貯
①
ぴ
H
酢
　
口
昌
α
　
q
曽
切
山
①
U
ω
叶
即
帥
け

一
巨
U
濤
o
げ
讐
β
磯
段
H
昌
島
Φ
国
‘
一
言
H
匹
9
昌
Ga
Φ
首
臼
毛
昌
H
Φ
b

国
9
Φ
詳
臼
冨
喜
●
）
」
（
二
九
－
三
〇
頁
）
と
結
論
し
て
い
る
。

　
以
上
で
、
フ
ー
バ
ー
の
所
説
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
頗
る
簡
箪
に
紹
介
し
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
讃
後
感
と
し
て
附
加
す
る
な
ら
ば
、
文
化
と
國
家
と
い
う
二
つ

の
概
念
を
原
理
的
に
考
究
し
、
文
化
の
自
律
性
、
内
在
法
則
性
と
、
國
家
灌
力

の
自
主
性
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
な
こ
元
的
封
立
と
し
て
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、

《
文
化
國
家
V
と
い
う
高
次
元
の
概
念
に
よ
つ
て
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
て
ゆ
こ
う

と
す
る
考
察
の
態
度
は
、
い
か
に
も
ド
イ
ッ
的
観
念
論
、
就
中
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的

思
考
の
影
響
が
彊
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
き
に
記
述
し
た
フ
ー
バ
ー
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
「
文
化
の
國
家
か
ら
の

自
由
と
、
文
化
に
封
す
る
國
家
主
権
の
作
用
の
相
反
す
る
二
つ
の
動
き
の
同
時
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紹
介
と
批
評

的
存
在
、
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
モ
メ
ン
ト
を
媒
介
す
る
概
念
は
、
國
家
の
文

化
に
封
す
る
《
奉
仕
V
と
い
5
概
念
で
あ
り
、
文
化
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
の

《
文
化
國
家
V
は
、
文
化
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
文
化
の
主
人
と
な
る
。

更
に
、
そ
れ
と
と
も
に
文
化
は
國
家
に
封
す
る
支
配
を
獲
得
す
る
。
」
と
い
う

よ
う
な
、
い
わ
ば
パ
ラ
ド
ク
シ
ー
な
表
現
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
影
響
を
充
分

に
受
容
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
然
し
、
若
し
現
在
並
び
に
將
來
に
お
い
て
、

《
文
化
國
家
V
と
い
う
概
念
が
、
新
装
を
ほ
ど
こ
し
て
再
登
場
す
る
と
す
る
な
ら

ば
、
フ
ー
バ
ー
は
例
の
五
つ
の
モ
メ
ン
ト
の
い
ず
れ
を
重
要
と
み
な
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
封
し
て
の
、
フ
ー
バ
ー
の
積
極
的
な
解
答
は
、
ど
こ
に

も
襲
見
し
え
な
か
つ
た
こ
と
は
何
か
も
の
た
ら
な
さ
を
感
ず
る
。
現
在
に
お
い

て
は
「
《
文
化
國
家
V
と
い
う
言
葉
は
、
機
械
化
に
は
無
縁
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

文
化
國
家
は
、
實
に
全
騰
的
な
機
械
化
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
骨
ぬ
き
に
さ
れ
た

存
在
の
威
嚇
の
も
と
に
あ
つ
て
、
最
も
滲
め
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
」
と
い
う
清
極
的
見
解
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
文
化
國
家
と
い
う

國
家
概
念
は
、
二
〇
世
紀
後
牛
の
新
し
い
國
家
的
動
向
を
捉
ら
え
得
る
に
は
、

も
は
や
そ
の
蝕
力
を
も
喪
失
L
て
L
ま
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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