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ど
こ
の
国
に
で
も
、
文
化
、
文
芸
の
業
績
に
対
す
る
賞
と
い
う
も
の
は
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
詮
衡
が
世

界
的
な
規
模
で
行
わ
れ
、
最
も
ひ
ろ
い
意
味
で
人
類
的
な
影
響
を
も
つ
仕
事
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、

ノ
ー
ベ
ル
賞
が
国
際
的
な
権
威
を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
近
頃
に
な
っ
て

か
ら
の
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
ド
イ
ツ
人
が
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
、
ド
イ
ツ
民
族
文
化
、
文

芸
の
最
高
賞
と
し
て
ゲ
ー
テ
賞
を
制
定
し
た
こ
と
は
、
当
時
一
般
の
人
々
に
何
と
な
く
理
解
し
が
た
い
印

象
を
与
え
た
事
実
で
あ
っ
た
。
あ
た
り
前
の
考
え
で
云
え
ば
、
一
民
族
の
誇
り
と
い
う
も
の
は
、
世
界
的
、

人
類
的
な
規
模
で
評
価
さ
れ
得
て
こ
そ
誇
り
と
い
う
に
価
し
、
そ
の
よ
う
な
業
績
を
生
む
人
物
を
一
人
で

も
多
く
生
み
出
す
こ
と
に
こ
そ
、
民
族
と
し
て
の
歓
び
も
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
っ

た
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
化
、
文
芸
に
関
す
る
賞
を
、
一
番
ど
っ
さ
り
も
っ
て
い
る
国
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
、
フ
ラ

ン
ス
も
尠
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
私
は
寡
聞
で
有
名
な
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
の
ほ
か
評
論
に
対
す
る

賞
、
優
秀
な
新
聞
記
者
と
し
て
の
仕
事
に
与
え
ら
れ
る
賞
等
、
三
つ
四
つ
記
憶
し
て
い
る
き
り
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
及
び
文
学
に
関
す
る
賞
と
し
て
一
九
一
七
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
ピ
ュ

リ
ッ
ツ
ァ
賞
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
ゴ
ー
リ
キ
イ
賞
、
レ
ー
ニ
ン
賞
等
の
ほ
か
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
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の
だ
ろ
う
か
。

　
文
化
、
文
芸
賞
の
数
の
多
い
こ
と
で
は
、
今
日
、
日
本
が
第
一
位
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
度
出
版
さ
れ
る
昭
和
十
四
年
度
の
『
雑
誌
年
鑑
』
の
見
本
の
一
隅
に
、
文
化
、
文
芸
賞
要
覧
と
い
う
の

が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
見
た
ら
帝
国
学
士
院
賞
や
文
化
勲
章
ま
で
を
入
れ
て
凡
そ
二
十
二
種
の
賞
の
名
が
並

ん
で
い
た
。
数
の
上
で
は
文
運
隆
盛
の
趣
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
体
、
日
本
の
現
代
文
学
の
分
野
で
、
こ
れ
だ
け
あ
ま
た
の
賞
と
い
う
も
の
は
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な

社
会
の
事
情
、
文
学
の
機
運
に
よ
っ
て
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
に
関
す
る
賞
に
つ
い
て
だ

け
考
え
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
賞
が
、
明
治
か
ら
大
正
年
代
に
か
け
て
は
ま
だ
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
に
思
い
当
る
。
明
治
三
十
七
八
年
以
後
大
正
十
年
位
ま
で
の
間
は
、
日
本
の
近
代
文
学
が
、
そ
の
創
造

力
の
旺
盛
を
き
わ
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
今
日
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
近
代
古
典
と
云
う
べ
き
作
品
の

多
く
は
こ
れ
ら
の
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
古
典
的
な
権
威
と
し
て
今
日
或
る
意
味
で
価
値
あ

る
文
学
上
の
存
在
を
つ
づ
け
て
い
る
作
家
た
ち
、
例
え
ば
島
崎
藤
村
、
徳
田
秋
声
、
谷
崎
潤
一
郎
、
永
井

荷
風
、
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
等
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
年
代
に
、
壮
年
期
の
活
動
を
示
し
た
人
々
で

あ
っ
た
。
過
去
の
文
学
の
上
に
も
、
戦
争
は
甚
大
に
影
響
し
て
い
る
。
日
露
戦
争
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦

ま
で
の
間
に
、
近
代
社
会
と
し
て
の
日
本
の
社
会
機
構
が
急
速
な
膨
脹
を
と
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
発
展
の
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雰
囲
気
は
、
文
学
に
も
及
ぼ
し
て
、
有
産
知
識
人
の
文
学
的
活
動
は
華
々
し
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
当
時
、
果
し
て
文
学
賞
な
ど
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
見
聞
の
範
囲
で
は
、
そ

う
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
賞
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
、
又
は
そ
の
作
品
の
生
れ
る
過

程
に
お
け
る
作
者
の
態
度
と
い
う
も
の
は
、
勿
論
当
時
に
も
在
っ
た
。
例
え
ば
島
崎
藤
村
の
「
破
戒
」
と

い
う
作
品
。
あ
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
年
表
に
よ
っ
て
見
る
と
日
露
戦
争
の
時
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃

は
今
日
に
比
べ
る
と
戦
争
と
文
学
と
の
関
係
が
、
一
般
に
非
常
に
素
朴
に
考
え
ら
れ
て
い
た
為
に
、
戦
争

に
熱
し
た
人
々
の
心
に
小
説
の
永
続
的
な
価
値
は
考
え
ら
れ
ず
、
「
破
戒
」
を
出
版
し
よ
う
と
い
う
書
店

が
一
つ
も
な
か
っ
た
。
藤
村
は
一
家
離
散
を
敢
て
し
て
、
そ
の
作
品
を
自
費
出
版
し
た
。
こ
こ
に
は
、
作

家
藤
村
の
独
特
な
生
活
力
の
粘
り
つ
よ
さ
が
現
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
の
私
た
ち
の
胸
を
も
引

き
緊
め
る
作
家
と
し
て
の
気
魄
が
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
当
時
、
何
か
の
賞
が
、
藤
村
の
そ
の
精
神
と
作

品
と
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
文
学
史
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
欧
州
大
戦
と
、
こ
の
大
戦
で
は
被
害
と
い
う
程
の
経
験
を
し
な
か
っ
た
日
本
が
、
大
戦
に
当
っ
て
好
景

気
時
代
に
め
ぐ
り
会
い
、
社
会
経
済
に
一
段
と
膨
脹
を
示
し
た
こ
と
は
、
直
接
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

規
模
の
飛
躍
的
な
拡
大
と
な
り
、
一
方
に
円
本
時
代
を
現
出
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
既
成
作
家
の
大
部
分

が
、
円
本
の
氾
濫
に
よ
っ
て 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

金
も
ち
に
な
り
、
多
少
の
資
産
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
溌
剌
た
る
創
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作
力
を
次
第
に
生
暖
い
日
本
生
活
の
懐
の
中
で
鈍
ら
せ
始
め
た
。
折
か
ら
、
好
況
後
の
経
済
恐
慌
に
よ
っ

て
世
間
は
鋭
く
現
実
に
目
を
醒
さ
れ
た
と
同
時
に
、
文
学
の
領
域
に
力
強
い
波
頭
を
も
っ
て
大
衆
と
い
う

も
の
が
登
場
し
は
じ
め
た
。
勤
労
す
る
こ
の
社
会
の
大
多
数
者
の
芸
術
化
の
要
望
が
湧
き
上
っ
て
、
過
去

の
文
学
の
形
式
、
内
容
は
、
全
く
新
し
い
光
り
の
下
に
見
直
さ
れ
は
じ
め
た
。
文
学
に
つ
い
て
の
新
し
い

見
か
た
、
人
間
の
良
心
と
い
う
も
の
の
現
実
生
活
に
即
し
て
の
新
局
面
の
展
開
が
、
文
学
の
上
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
有
島
武
郎
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う
二
人
の
作
家
の
死
は
、
日
本
文
学
の
成
長
を
語
る

と
き
、
見
落
す
こ
と
の
出
来
な
い
凄
じ
い
底
潮
の
反
映
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

　
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く
略ほぼ
十
年
間
、
一
九
三
三
年
頃
ま
で
文
学
の
主
潮
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
り
、

日
本
の
歴
史
の
ふ
く
む
複
雑
な
数
多
あ
ま
た
の
原
因
に
よ
っ
て
こ
の
潮
流
の
方
向
が
変
え
ら
れ
る
と
共
に
、
文
学

は
、
そ
の
背
景
で
あ
る
社
会
一
般
の
生
活
感
情
に
あ
ら
わ
れ
た
一
種
の
混
迷
と
と
も
に
画
期
的
な
沈
滞
と

無
気
力
に
陥
っ
た
。

　
こ
の
時
分
か
ら
、
今
日
で
は
簇
生
と
云
っ
て
よ
い
程
に
殖
え
て
い
る
文
学
の
賞
が
そ
ろ
そ
ろ
現
れ
だ
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
真
面
目
に
文
学
を
考
え
る
者
の
深
い
注
意
を
牽
く
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
以
前
、

小
林
多
喜
二
を
記
念
す
る
賞
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
広
汎
な
影
響
を
持
つ
間
な
く
し
て
消
さ
れ
、
一
九
三

三
、
三
四
年
ご
ろ
か
ら
芥
川
賞
、
直
木
賞
、
文
芸
懇
話
会
賞
等
が
出
来
た
。
丁
度
、
一
部
の
作
家
が
文
芸
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復
興
と
い
う
こ
と
を
唱
え
出
し
、
而
も
そ
れ
に
は
現
実
の
根
拠
が
薄
い
の
で
一
向
実
際
の
文
学
は
復
興
し

な
い
と
い
う
よ
う
な
時
期
、
一
種
の
刺
戟
と
し
て
、
決
め
ら
れ
た
形
で
あ
っ
た
。
当
時
の
文
学
の
あ
り
よ

う
か
ら
、
真
の
新
進
、
精
鋭
は
見
出
し
難
く
、
受
賞
の
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
若
々
し
い
未
来
を

鼓
舞
し
祝
福
す
る
方
向
に
赴
か
ず
、
寧
ろ
、
多
難
な
文
学
の
道
を
こ
れ
ま
で
の
何
年
間
か
努
力
を
つ
づ
け

て
今
日
に
到
っ
て
い
る
と
い
う
作
家
へ
の
、
慰
労
賞
め
い
た
も
の
と
な
っ
た
。
文
芸
懇
話
会
賞
は
、
そ
の

会
の
性
質
が
半
政
治
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
詮
衡
に
当
っ
て
も
、
文
学
作
品
と
し
て
の
め
や
す
に
加
わ
る
様

々
の
文
学
以
外
の
条
件
が
あ
っ
て
、
内
部
の
紛
糾
は
世
人
の
目
前
に
も
あ
ら
わ
れ
た
。

　
事
変
以
来
、
日
本
の
文
学
の
姿
は
実
に
複
雑
と
な
っ
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
日
露
戦
争
の
時
代
、
藤
村

の
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
「
破
戒
」
さ
え
出
版
出
来
な
か
っ
た
よ
う
な
有
様
に
比
べ
て
、
今
日
の
小
説
の
隆

盛
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
農
民
文
学
懇
話
会
、
大
陸
文
学
懇
話
会
、
生
産
文
学
、
都
会
文
学
懇
話
会
と
い
う

も
の
ま
で
も
、
故
小
橋
市
長
に
よ
っ
て
も
く
ろ
ま
れ
た
。
芥
川
、
池
谷
、
千
葉
賞
の
よ
う
に
、
故
人
と
な

っ
た
文
学
者
の
記
念
の
た
め
の
文
学
賞
ば
か
り
か
、
農
民
文
学
に
は
有
馬
賞
と
い
う
の
が
あ
り
、
中
河
与

一
氏
の
尽
力
に
よ
っ
て
成
立
し
て
そ
の
第
一
回
受
賞
者
は
中
河
氏
で
あ
っ
た
、
大
倉
出
資
の
透
谷
賞
と
い

う
の
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
今
度
の
事
変
が
、
戦
争
と
し
て
到
達
し
て
い
る
複
雑
な
性
質
は
、
日
露
戦
争
時
代
の
よ
う
な
素
朴
さ
を
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ふ
り
す
て
て
、
文
化
、
文
学
の
面
に
も
深
刻
に
波
及
し
て
い
る
。
諸
生
産
が
統
制
の
も
と
に
な
さ
れ
つ
つ

あ
る
こ
と
は
、
作
品
を
そ
の
生
産
物
と
し
て
も
っ
て
い
る
文
学
の
領
域
に
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。

官
民
一
致
の
体
制
は
、
文
学
の
賞
の
本
質
に
も
十
分
に
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
生
活
の
中

で
は
、
文
部
省
の
教
科
書
取
締
り
に
あ
ら
わ
れ
た
、
文
学
の
読
み
か
た
の
、
特
殊
な
標
準
と
も
関
連
し
て

い
る
か
ら
、
各
種
目
の
長
篇
小
説
の
未
曾
有
の
氾
濫
状
態
の
一
面
に
、
お
の
ず
と
、
文
学
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
、
文
学
に
と
っ
て
最
も
核
心
に
ふ
れ
た
反
省
が
、
一
般
の
人
の
心
の
う
ち
に
擡
頭
し
つ
つ
あ

る
。
こ
の
頃
の
ど
の
小
説
を
よ
ん
で
も
、
心
は
何
か
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
な
の

だ
ろ
う
、
こ
れ
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
真
に
心
に
ふ
れ
る
作
品
を
た
ず
ね
て
、
あ
れ
こ
れ
と

次
々
に
買
う
読
書
人
の
、
そ
う
い
う
不
満
の
心
持
が
逆
に
小
説
の
う
れ
る
一
つ
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
と
思
う
。

　
一
般
人
の
生
活
に
つ
い
て
云
え
ば
、
生
活
は
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
苦
難
多
き
時
代
に
面
し
て
い
る
。

最
も
た
く
さ
ん
小
説
を
よ
む
青
年
男
女
の
心
の
内
奥
に
立
ち
入
っ
て
み
れ
ば
、
今
日
の
若
い
人
々
の
心
は

決
し
て
四
年
前
の
若
い
人
た
ち
の
心
の
ま
ま
の
色
合
い
で
は
な
い
。
人
生
は
、
複
雑
極
る
そ
の
切
り
口
を

い
き
な
り
若
い
人
々
の
顔
の
面
に
さ
し
つ
け
て
い
る
。
旧
来
の
戦
争
は
文
化
の
面
を
外
見
上
か
ら
も
萎
縮

さ
せ
た
が
、
今
日
で
は
そ
れ
が
近
代
性
に
お
い
て
高
度
化
し
て
、
戦
争
と
と
も
に
一
部
に
成
金
が
生
じ
る
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現
象
は
、
文
化
の
分
野
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
永
年
の
窮
迫
と
不
遇
か
ら
時
局
に
よ
っ
て
世
間

的
に
一
躍
し
、
温
泉
へ
行
っ
て
忙
し
い
忙
し
い
と
小
説
を
書
き
と
ば
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
農
民
生
活

の
在
り
よ
う
を
、
農
村
生
活
の
現
実
と
て
ら
し
合
せ
て
考
え
た
と
き
、
そ
の
作
品
が
、
か
ち
得
る
賞
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
、
人
の
心
は
単
純
に
あ
り
得
な
い
の
も
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
外
見
上
の
文
学
の
繁
昌
が
、
そ
の
本
質
に
対
す
る
疑
問
を
喚
び
さ
ま
し
て
い
る
一
方
、
こ
の
一
般
的
な

活
況
の
中
に
は
、
や
は
り
本
も
の
の
文
学
が
生
育
さ
れ
て
行
く
或
る
可
能
と
い
う
も
の
も
見
え
が
く
れ
し

て
い
る
の
が
実
際
で
あ
る
。
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
文
学
へ
の
新
し
い
考
え
直
し
の
慾
求
と

一
緒
に
、
着
実
に
そ
の
疑
問
の
一
筋
を
辿
っ
て
、
自
分
の
道
を
進
も
う
と
し
て
い
る
作
家
の
存
在
も
、
決

し
て
見
の
が
す
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
う
い
う
作
家
と
、
そ
の
よ
う
な
作
家
を
志
し
て
文
学
修
業
を
怠
ら
な

い
人
々
と
が
、
窮
局
に
お
い
て
、
世
態
の
大
波
小
波
を
根
づ
よ
く
凌
い
で
、
未
曾
有
の
質
的
低
下
を
示
し

て
い
る
と
云
わ
れ
て
い
る
今
日
の
文
学
の
屑
の
中
か
ら
、
新
た
な
骨
格
を
具
え
て
立
ち
出
で
て
来
る
と
、

期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
実
は
豊
饒
、
強
靭
で
あ
っ
て
、
作
家
が
そ
れ
に
皮
肉
さ
を
も
っ
て
対
し
て
も
、
一
応
の
揶
揄
を
も
っ

て
対
し
て
も
、
大
概
は
痛
烈
な
現
実
へ
の
肉
迫
と
な
ら
ず
、
た
か
だ
か
一
作
家
の
ポ
ー
ズ
と
成
り
終
る
場

合
が
非
常
に
多
い
。
作
家
は
、
現
実
に
向
っ
て
飽
く
ま
で
探
求
的
で
あ
り
、
生
の
ま
ま
の
感
受
性
を
も
ち
、
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自
身
の
人
間
的
心
情
に
立
っ
て
ひ
た
む
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
最
も
大
乗

的
な
素
直
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
私
た
ち
が
今
日
を
生
き
、
そ
し
て
そ
の
中
に
、
人
間
と
し
て
の
自
己
の
生

涯
を
与
え
つ
く
す
と
こ
ろ
の
現
実
社
会
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
生
も
う
と
す
る
文
学

に
対
し
て
、
私
た
ち
は
ど
こ
ま
で
も
、
若
々
し
く
お
ど
ろ
き
と
疑
い
と
を
も
ち
得
る
心
を
も
っ
て
励
ん
で

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
文
学
の
賞
の
今
日
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、
単
に
皮
肉
な
毒
舌
や
内
輪
の
ご
た
つ
き
話
に
対
す
る
嘲

笑
を
も
っ
て
終
ら
ず
、
謂
わ
ば
文
学
に
お
け
る
自
分
の
努
力
の
一
つ
一
つ
を
、
今
日
の
文
学
の
質
を
よ
り

ま
し
な
も
の
と
し
て
い
つ
し
か
変
え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
し
て
、
責
任
深
く
感
じ
る
心
持
が
大
切
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
九
年
八
月
〕
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