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世界文学としての夏目漱石1

「
軍
国
主
義
」
と
「
個
人
の
自
由
」

　
今
か
ら
百
年
前
の
明
日
、
十
二
月
九
日
、
漱
石
夏
目
金
之
助
は
、

家
族
や
弟
子
た
ち
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
そ

の
年
、
す
な
わ
ち
一
九
一
六
年
の
一
月
一
日
か
ら
、
点
頭
と
い
う
の

は
う
な
ず
く
と
い
う
意
味
で
す
が
、『
点
頭
録
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ

を
、
十
年
間
新
聞
小
説
の
連
載
を
し
て
い
た
朝
日
新
聞
に
書
い
て
い

ま
す
。
元
旦
か
ら
の
連
載
で
す
か
ら
、
ま
た
正
月
が
来
た
、
振
り
返

る
と
過
去
が
ま
る
で
夢
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
始
ま
る
、
お
正
月
の

挨
拶
ら
し
い
エ
ッ
セ
イ
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
い
き
な
り
、
果
た
し

て
過
去
が
現
実
に
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
夢
な
の
か
と

い
う
哲
学
的
な
議
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
自
分
は
で
き
る
だ
け
余
命

の
あ
ら
ん
限
り
を
最
善
に
利
用
し
た
い
と
い
う
、
朝
日
新
聞
読
者
へ

改
め
て
の
新
聞
小
説
を
連
載
し
て
い
く
決
意
表
明
を
し
ま
す
。

　
私
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
『
点
頭
録
』
の
中
で
、
大
正
五
年
の

正
月
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
実
は
自
分
は
明
治
の
初

め
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
、
一
月
一
日
の
記
事
で
全
生
涯
を
振

り
返
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
明
治
と
大
正
と
い
う
異
な
る
元
号
を

使
い
な
が
ら
、
自
分
の
数
え
で
五
十
に
な
る
節
目
の
年
を
振
り
返
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
一
月
一
日
の
一
回
目
の
『
点
頭
録
』
は
年

始
の
ご
挨
拶
ら
し
い
始
ま
り
方
な
の
で
す
が
、
二
回
目
か
ら
は
大
き

く
方
向
が
転
換
し
ま
す
。
二
回
目
か
ら
四
回
に
わ
た
っ
て
「
軍
国
主

義
」
と
い
う
題
名
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え

方
を
述
べ
、
そ
し
て
そ
の
後
四
回
続
け
て
、
ド
イ
ツ
の
軍
国
主
義
を

ビ
ス
マ
ル
ク
と
と
も
に
思
想
的
に
切
り
開
い
た
「
ト
ラ
イ
チ
ケ
」
を

題
名
に
し
て
議
論
を
進
め
て
行
き
ま
す
。

　
漱
石
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
ま
ず
第
一
次
世
界
大
戦
の
こ
と
で

す
。
一
九
一
六
年
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
て
二
年
目
の
年
で

小
　
森
　
陽
　
一
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す
。
大
英
帝
国
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
と
日
英
同
盟
と
い
う
軍
事
同
盟

を
結
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
大
日
本
帝
国
は
ド
イ
ツ
に
一
九
一
四
年
の

八
月
に
宣
戦
を
布
告
す
る
と
い
う
運
び
に
な
り
、
秋
に
は
青
島
を
軍

事
占
領
し
て
、
既
に
こ
の
一
九
一
六
年
に
は
軍
政
が
敷
か
れ
て
い
た
、

そ
う
い
う
中
で
の
新
年
の
挨
拶
で
す
。

　
こ
の
一
九
一
六
年
の
年
始
に
漱
石
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

「
英
吉
利
の
や
う
に
個
人
の
自
由
を
重
ん
ず
る
国
が
、
強
制
徴
兵
案

を
議
会
に
提
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
百
五
対
四
百
三
の
大
多

数
を
以
て
第
一
読
会
を
通
過
し
た
」
こ
と
で
す
。
あ
れ
だ
け
個
人
の

自
由
を
愛
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
強
制
徴
兵
制
の
法
律
が
国
会

を
通
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
が
真
っ
向
に
振
り
か
ざ

し
て
い
る
「
軍
国
主
義
の
勝
利
」
を
見
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
と
漱

石
は
結
論
を
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
改
め
て
漱
石
没
後
百
年
と
い
う
区
切
り
の
年
が
、
一
体
ど
う
い
う

百
年
だ
っ
た
か
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
今
年
が
日
本
国
憲
法
公
布

七
十
年
で
、
来
年
が
施
行
七
十
年
に
な
る
。
つ
ま
り
後
半
の
七
十
年

間
は
今
の
憲
法
の
下
で
、
戦
争
を
し
な
い
国
と
し
て
こ
の
国
は
歩
み

を
続
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
前
の
三
十
年
間

は
戦
争
に
次
ぐ
戦
争
、
つ
ま
り
大
日
本
帝
国
の
下
で
、
漱
石
の
言
う

と
こ
ろ
の
「
軍
国
主
義
」
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　『
点
頭
録
』
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
つ
ま
り
今
現
在
行
わ
れ

て
い
る
戦
争
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
は
日
本

の
敵
国
で
す
か
ら
、
戦
時
下
に
お
い
て
敵
国
の
批
判
を
す
る
の
は
戦

時
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
常
道
と
し
て
大
手
を
振
っ
て
許
さ
れ
ま
す
。

明
治
の
最
初
に
生
ま
れ
た
と
言
い
、
そ
し
て
今
は
大
正
五
年
だ
と
述

べ
る
一
方
、
な
ぜ
漱
石
夏
目
金
之
助
は
ト
ラ
イ
チ
ケ
と
い
う
、
ビ
ス

マ
ル
ク
と
一
体
と
な
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
国
主
義
を
領
導
し
、
そ

し
て
ド
イ
ツ
帝
国
の
建
国
に
つ
な
げ
た
思
想
家
に
つ
い
て
の
議
論
を

進
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
大
本
に
な
る
プ
ロ
イ

セ
ン
に
お
い
て
軍
国
主
義
の
根
幹
で
あ
る
強
制
徴
兵
制
、
こ
れ
が
施

行
さ
れ
た
の
が
一
八
六
七
年
で
あ
る
こ
と
を
、
漱
石
は
あ
え
て
西
暦

を
持
ち
出
し
て
示
し
ま
す
。

　
一
八
六
七
年
は
漱
石
の
生
ま
れ
た
西
暦
の
年
で
す
。
従
っ
て
来
年

は
、
漱
石
生
誕
百
五
十
年
で
す
が
、
明
治
の
初
め
に
生
ま
れ
て
、
今

は
大
正
五
年
だ
と
言
い
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
西
暦
で
一
八
六
七
年
、

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
強
制
徴
兵
制
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
わ
け
で
す
。
現
在
こ
の
お
話
を
し
て
い
る
、
二
〇
一
六
年
十
二

月
八
日
の
午
後
二
時
三
十
七
分
ぐ
ら
い
で
す
が
、
今
日
の
お
話
の
一

番
最
後
、
あ
と
八
十
三
分
後
ぐ
ら
い
に
は
こ
こ
に
戻
っ
て
締
め
を
行

い
ま
す
の
で
、
一
時
間
半
の
記
憶
を
ぜ
ひ
持
続
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

　
一
八
六
七
年
に
強
制
徴
兵
制
を
導
入
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
が
、
ま
さ

に
強
制
徴
兵
制
で
あ
る
が
故
に
圧
倒
的
に
強
力
な
軍
隊
を
持
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
普
仏
戦
争
を
仕
掛
け
て
、
そ
し
て
こ
の
普
仏
戦
争
に
勝
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利
を
し
て
、
一
八
七
一
年
、
何
と
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
で
ド
イ
ツ
帝
国

の
国
王
の
戴
冠
式
を
行
う
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
岩
倉
具

視
を
全
権
大
使
と
す
る
使
節
団
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

使
節
団
の
本
来
の
目
的
は
列
強
に
対
し
て
安
政
五
か
国
条
約
と
い
う

不
平
等
条
約
の
改
正
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、
で
き
た
ば

か
り
の
大
日
本
帝
国
が
そ
う
や
す
や
す
と
不
平
等
条
約
を
改
正
し
て

も
ら
う
わ
け
に
は
行
か
ず
、
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
視
察
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
岩
倉
使
節
団
が
ア
メ
リ

カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
る
頃
に
、
普
仏
戦
争
で
プ
ロ
イ
セ
ン
が
勝

利
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
建
国
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
岩
倉
使
節
団
が
日
本
に
戻
る
前
の
、
一
八
七
二
年
十
一
月
十

八
日
に
大
日
本
帝
国
の
明
治
天
皇
は
「
徴
兵
の
詔
」
を
出
し
、
翌
七

三
年
一
月
十
日
に
太
政
官
布
告
と
し
て
「
徴
兵
令
」
が
施
行
さ
れ
た

こ
と
は
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
が
江
戸
幕

藩
制
社
会
に
対
す
る
最
大
の
転
換
の
一
つ
で
あ
り
、
武
装
支
配
階
級

で
あ
っ
た
武
士
階
級
を
解
体
し
、
徴
兵
令
に
基
づ
く
強
制
徴
兵
制
が

大
日
本
帝
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
日
本
は
直
ち
に
ビ

ス
マ
ル
ク
と
ト
ラ
イ
チ
ケ
が
一
体
と
な
っ
て
行
っ
た
強
制
徴
兵
制
の

国
家
制
度
に
な
る
。
漱
石
の
満
年
齢
は
明
治
と
同
じ
だ
っ
た
わ
け
で

す
が
、
明
治
と
い
う
国
家
は
そ
う
い
う
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

実
は
こ
の
『
点
頭
録
』
の
文
面
の
背
後
か
ら
き
ち
ん
と
元
号
と
西
暦

を
対
比
し
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
人
に
は
見
え
て
く
る
、
こ
う
い
う
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
私
は
判
断
し
て
い
ま
す
。

『
文
学
論
』
に
お
け
る
意
識
の
焦
点

　
そ
の
意
味
で
、
生
ま
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
十
年
と
い
う
自
ら
の

人
生
の
一
つ
の
焦
点
を
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
そ

の
一
国
の
成
り
立
ち
と
重
ね
な
が
ら
、
新
聞
の
読
者
が
一
九
一
六
年

一
月
の
こ
の
新
聞
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
む
一
瞬
と
重
ね
る
よ
う
に
し
て

い
る
、
こ
の
書
き
方
は
漱
石
夏
目
金
之
助
の
文
学
理
論
で
あ
る
『
文

学
論
』
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
改
め
て
何

気
な
い
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
そ
れ
が
決
し
て

何
気
な
く
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
読
み
解
い
て
い
く
と
、
漱

石
の
意
図
が
だ
ん
だ
ん
全
貌
を
現
し
て
き
ま
す
。

　『
文
学
論
』
の
冒
頭
で
す
。

凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は（F+

f

）な
る
こ
と
を
要
す
。
Ｆ
は
焦

点
的
印
象
又
は
観
念
を
意
味
し
、
ｆ
は
こ
れ
に
附
着
す
る
情
緒
を

意
味
す
。

こ
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
文
学
と
は
そ
う
か
と
い
ま

う
な
ず
い
た
方
は
、
も
の
す
ご
い
能
力
の
あ
る
方
だ
と
拝
察
い
た
し

ま
す
。
私
は
こ
の
冒
頭
の
二
文
を
理
解
す
る
た
め
に
何
年
を
費
や
し

た
こ
と
か
と
思
う
の
で
す
が
。
で
も
、
ざ
っ
く
り
言
う
と
、
こ
れ
は
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ま
ず
書
く
側
で
は
な
く
て
、
文
学
を
読
ん
で
い
る
者
、
す
な
わ
ち
読

者
の
頭
の
中
に
ど
の
よ
う
に
文
学
的
内
容
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
一
つ
は
焦
点
、
意
識
の
一
番
強
い
と
こ
ろ
が
焦
点
に
な
る
。
こ
れ

を
印
象
ま
た
は
観
念
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
考
え
方
が
と
て

も
す
ご
い
わ
け
で
す
。
二
十
世
紀
の
記
号
学
的
な
言
語
学
と
か
が
度

外
視
し
て
い
た
問
題
点
、
つ
ま
り
、
印
象
と
い
う
の
は
英
語
で
言
う

とIm
pression

で
す
か
ら
、
人
間
の
知
覚
感
覚
が
問
題
に
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
視
覚
や
聴
覚
や
嗅
覚
や
触
覚
そ
の
他
。
そ
の
外
か
ら

入
っ
て
く
る
刺
激
を
末
梢
神
経
で
把
握
し
て
そ
れ
を
中
枢
神
経
に
伝

え
る
と
、
印
象
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
印
象Im

pression

と
言
う

の
で
す
が
、
十
九
世
紀
の
末
に
は
印
象
派
が
フ
ラ
ン
ス
の
画
壇
も
含

め
て
、
ど
の
よ
う
に
視
覚
的
な
刺
激
が
人
間
の
目
に
入
っ
て
く
る
の

か
、
そ
の
こ
と
そ
の
も
の
を
絵
画
の
方
法
に
し
て
み
よ
う
と
い
う
流

派
が
出
て
き
て
い
た
の
で
、「
印
象
」
と
い
う
漢
字
二
字
の
熟
語
が

大
変
印
象
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
と
横
並
び
で
、「
又
は

観
念
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
イ
デ
ア
で
す
。
言
葉
で
表
す
し
か
な
い
、

つ
ま
り
触
っ
た
り
見
た
り
聞
い
た
り
な
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
神
と
か
愛
と
か
友
情
と
い
っ
た
抽
象
概
念
で
す
。
つ
ま
り
知
覚

感
覚
的
な
も
の
か
ら
、
観
念
度
の
高
い
も
の
ま
で
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

に
並
べ
て
、
そ
れ
が
読
ん
だ
言
葉
と
し
て
頭
に
入
っ
て
く
る
、
こ
れ

が
Ｆ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
Ｆ
が
頭
に
入
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
情
、
情
緒
も
附
着
し
て

く
る
。
一
つ
の
言
葉
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
日
本
語
な
ら
日
本
語
の

長
い
歴
史
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
時
代
ご
と

に
も
違
う
し
、
作
家
ご
と
に
も
違
う
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
張
り
付
け

ら
れ
て
、
つ
ま
り
附
着
し
て
、
私
た
ち
読
者
に
手
渡
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
の
人
な
り
の
言
語
体
験
を
元
に
し
て
じ
わ
じ
わ
じ

わ
と
記
憶
の
中
か
ら
、
そ
の
言
葉
が
出
て
き
て
附
着
し
て
く
る
わ
け

で
す
。
焦
点
の
Ｆ
に
ｆ
が
記
憶
の
中
か
ら
附
着
し
て
く
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
文
学
の
規
定
自
体
、
と
て
も
読
者
論

的
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
文
学
を
専
門
に
し
な
い
方
に
、
読
者
論
的
だ
な
ど
と
言
っ
て
も
、

何
の
こ
と
だ
と
な
り
ま
す
け
ど
、
こ
の
世
界
で
は
、
ず
っ
と
作
者
が

大
事
に
さ
れ
て
き
て
、
文
学
を
読
む
側
の
読
者
と
い
う
の
は
、
よ
う

や
く
二
十
世
紀
の
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
注
目
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
漱
石
夏
目
金
之
助
は
二
十
世
紀
の
最
初
に
き

わ
め
て
読
者
論
的
な
文
学
論
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
れ
で
こ
の
考
え
方
を
図
式
に
し
た
も
の
が
、『
文
学
論
』
に
載

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｆ
を
分
類
す
る
と
、
三
つ
に
な
る
と
言
っ
て

い
ま
す
。

（
一
）
一
刻
の
意
識
に
於
け
る
Ｆ

（
二
）
個
人
的
一
世
の
一
時
期
に
於
け
る
Ｆ

（
三
）
社
会
進
化
の
一
時
期
に
於
け
る
Ｆ
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皆
さ
ん
に
と
っ
て
焦
点
の
Ｆ
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
来
年

に
な
っ
て
コ
ロ
ッ
と
忘
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
一
瞬
の
Ｆ
を
積
分
し
て
い
く
と
、
一
日
の
Ｆ
に
な
り
ま

す
。
今
日
講
演
が
終
わ
っ
た
後
、
夕
食
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
お
食
事
の

方
が
、
小
森
の
話
よ
り
お
い
し
け
れ
ば
そ
っ
ち
が
Ｆ
に
な
る
わ
け
で

す
。
そ
の
よ
う
に
一
個
人
の
そ
の
人
生
の
中
で
の
Ｆ
と
い
う
の
も
あ

る
は
ず
だ
ろ
う
、
こ
れ
が
二
番
目
の
「
個
人
的
一
世
の
一
時
期
に
於

け
る
Ｆ
」
で
す
。
社
会
に
は
個
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
今
日
お
集
ま

り
の
皆
さ
ん
は
か
な
り
夏
目
漱
石
で
焦
点
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
わ

け
で
す
が
、
こ
れ
を
お
し
な
べ
て
横
浜
全
体
に
広
げ
、
神
奈
川
県
に

広
げ
、
日
本
全
国
に
広
げ
、
そ
れ
か
ら
世
界
に
広
げ
て
い
く
と
、

（
三
）の
「
社
会
進
化
の
一
時
期
に
於
け
る
Ｆ
」
と
い
う
の
が
出
て
く

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
漱
石
を
押
し
上
げ
た
い
と
い
う
の

が
、
今
日
の
講
演
会
の
願
い
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
Ｆ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
掛
け
合
わ
せ
て
い

く
の
か
と
い
う
の
が
、
ど
う
も
小
説
を
書
き
始
め
た
漱
石
夏
目
金
之

助
の
基
本
的
な
小
説
の
作
り
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。『
文
学
論
』
を
ロ
ン
ド
ン
留
学
の
時
に
考
え
て
、
大
量
の
メ
モ

を
取
っ
て
、
そ
し
て
日
本
に
帰
っ
て
き
て
、
東
京
帝
国
大
学
で
講
義

を
し
ま
す
。
そ
の
講
義
は
難
し
く
て
あ
ま
り
評
判
は
良
く
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
東
京
帝
国
大
学
を
辞
め
て
、
朝
日
新
聞
の
専
属
の
小
説

家
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
ほ
ぼ
決
断
し
た
あ
た
り
で
『
文
学
論
』
を

　
意
識
の
一
瞬
を
捉
え
る
と
、
一
番
高
い
と
こ
ろ
に
焦
点
の
Ｆ
が
あ

り
、
だ
ん
だ
ん
そ
れ
が
薄
ら
い
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
時
間
の
流
れ
の

中
で
意
識
が
波
で
動
い
て
い
く
と
す
る
と
、
今
私
の
話
を
聞
い
て
い

る
皆
さ
ん
は
、
今
頭
の
中
に
、「
皆
さ
ん
は
」
が
焦
点
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
し
ょ
う
。「
皆
さ
ん
は
」
が
消
え
る
と
、「
焦
点
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
し
ょ
う
」
が
次
に
来
る
わ
け
で
。
そ
し
て
「
次
に
来
る

わ
け
で
」
が
今
焦
点
に
来
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
波
が
ず
っ
と
来
て
は
、
次
に
移
っ

て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
微
分
化
し
た
一
瞬
の
意
識
の
あ
り
方
が
こ
の
一
つ
の
波
だ
と
す
る

と
、
こ
れ
を
積
分
し
て
一
時
間
分
、
皆
さ
ん
は
少
な
く
と
も
私
の
話

に
あ
と
七
十
分
ぐ
ら
い
お
付
き

合
い
を
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、

七
十
分
間
で
小
森
の
話
は
ど
う

だ
っ
た
の
か
と
い
う
Ｆ
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
一
年
ぐ

ら
い
た
っ
て
、
ま
あ
一
年
も
た

た
な
く
て
も
い
い
で
す
。
例
え

ば
二
〇
一
六
年
の
年
末
に
も
し

私
の
話
を
覚
え
て
お
い
て
い
た

だ
く
と
す
る
と
、
二
〇
一
六
年

十
二
月
に
お
い
て
も
私
の
話
は
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一
冊
に
ま
と
め
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
留
学
を
し
た
時
に
考
え
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
国
費
を
も
ら
っ
て
そ
の
お
か
げ
で
こ
の
知
識
を
積
み

込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
文
部
省
に
対
す
る
一
つ
の
絶
縁
状
の
よ

う
に
し
て
、
朝
日
新
聞
に
入
社
す
る
一
九
〇
七
年
に
『
文
学
論
』
は

単
行
本
に
な
り
ま
す
。

『
倫
敦
塔
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
と
権
力
の
葛
藤

　
新
聞
小
説
家
に
な
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
、
一
九
〇
五
年
一

月
で
す
。
私
は
あ
え
て
初
期
三
部
作
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
全

く
性
質
の
異
な
っ
た
三
つ
の
小
説
を
発
表
し
ま
す
。
ま
ず
一
月
一
日

付
け
で
発
行
さ
れ
た
俳
句
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』。
現
在
は
文
庫
本
で
も
分
厚
い
、
十
一
章
か
ら
な
る
長
編
小

説
で
す
。
し
か
し
当
初
は
連
載
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
一
回
読
み
切

り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
変
評
判
が
良
く
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
も
売

れ
に
売
れ
て
増
刷
に
増
刷
を
重
ね
て
、
高
浜
虚
子
と
し
て
は
、
一
回

だ
け
は
な
い
で
し
ょ
う
と
言
っ
て
続
編
を
書
い
て
も
ら
っ
た
ら
、
こ

れ
ま
た
評
判
が
良
か
っ
た
の
で
、
連
載
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と

で
十
一
回
ま
で
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
当
初
は
、
一
回
だ
け
の
単
独

の
短
編
小
説
で
発
表
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
発
表
は
一
九
〇
五
年
の
一
月
で
す
が
、

一
月
に
書
い
て
い
き
な
り
発
表
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
書
い
て
い
た
の

は
十
二
月
で
す
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
は
漱
石
と
い
う
二
文
字
の
署

名
で
発
表
し
ま
し
た
。

　
一
方
で
夏
目
金
之
助
と
い
う
本
名
を
使
っ
て
、
帝
国
大
学
の
関
係

者
だ
け
が
発
表
で
き
る
『
帝
国
文
学
』
と
い
う
、
あ
の
『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
の
赤
シ
ャ
ツ
が
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
雑
誌
、
俺
は
帝
国
大
学

を
出
た
ぜ
、
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
雑
誌
。
帝
国
大
学
の
文
科
大
学
の

関
係
者
だ
け
で
作
っ
て
い
る
、
そ
の
後
身
の
大
学
に
い
る
私
が
言
う

の
も
何
で
す
が
、
そ
う
い
う
嫌
ら
し
い
雑
誌
で
す
。
そ
れ
に
『
倫
敦

塔
』
と
い
う
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
に
行
っ
た
倫
敦
塔
の
体
験
を
記
し

た
小
説
が
載
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
は
『
学
燈
』
と
い
う
丸
善
の
Ｐ
Ｒ
誌
の
一
月
号
に
発
表

さ
れ
た
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
で
す
。
当
時
の
丸
善
は
、
西
洋
風

の
書
斎
を
自
分
の
家
に
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
た
中
流
か
ら
上
流
に

掛
け
て
の
階
級
の
男
性
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
こ
が
れ
の
デ
ス
ク
や
本

棚
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
斎
用
文
房
具
を
中
心
に
輸
入
し
て
い

た
会
社
で
し
た
。

　
こ
の
三
作
に
先
ほ
ど
言
っ
た
『
文
学
論
』
の
基
本
的
な
考
え
方
が

貫
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
つ
い
て
は
、

ま
た
後
で
戻
っ
て
お
話
を
す
る
と
し
て
、
例
え
ば
『
倫
敦
塔
』
に
入

っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
一
節
で
す
。

此
門
に
横
付
に
つ
く
舟
の
中
に
坐
し
て
居
る
罪
人
の
途
中
の
心
は

ど
ん
な
で
あ
つ
た
ろ
う
。
櫂
が
し
わ
る
時
、
雫
が
舟ふ
な

縁べ
り

に
滴し
た

た
る
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時
、
漕
ぐ
人
の
手
の
動
く
時
毎
に
吾
が
命
を
刻
ま
る
ゝ
様
に
思
つ

た
で
あ
ら
う
。
白
き
髯
を
胸
迄
垂
れ
て
寛ゆ
る

や
か
に
黒
の
法
衣
を
纏

へ
る
人
が
よ
ろ
め
き
な
が
ら
舟
か
ら
上
る
。
是
は
大
僧
正
ク
ラ
ン

マ
ー
で
あ
る
。
青
き
頭
巾
を
眉ま

深ぶ
か

に
被
り
空
色
の
絹
の
下
に
鎖
り

帷か
た

子び
ら

を
つ
け
た
立
派
な
男
は
ワ
イ
ア
ツ
ト
で
あ
ら
う
。
是
は
会
釈

も
な
く
舷
ふ
な
べ
りか

ら
飛
び
上
る
。
は
な
や
か
な
鳥
の
毛
を
帽
に
挿
し
て

黄
金
作
り
の
太
刀
の
柄
に
左
の
手
を
懸
け
、
銀
の
留
め
金
に
て
飾

れ
る
靴
の
爪
先
を
、
軽
げ
に
石
段
の
上
に
移
す
の
は
ロ
ー
リ
ー
か
。

余
は
暗
き
ア
ー
チ
の
下
を
覗
い
て
、
向
ふ
側
に
は
石
段
を
洗
ふ
波

の
光
の
見
え
は
せ
ぬ
か
と
首
を
延
ば
し
た
。
水
は
な
い
。

　
こ
の
一
節
は
、
倫
敦
塔
に
出
掛
け
た
こ
と
の
あ
る
ロ
ン
ド
ン
っ
子

で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
、
学
校
で
そ
れ
な
り
の
歴
史
の
勉
強
を
し
て
い

れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
が
、
大
英
帝
国
に
な
る
上
で
、
ど
の
よ

う
な
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
こ
の
数
行
で
全
部
分
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
英
帝
国
に
至
る
イ
ギ
リ
ス

の
、
ま
さ
に
「
社
会
進
化
の
一
時
期
の
焦
点
」
が
、
こ
の
一
瞬
、
余

と
い
う
留
学
生
が
見
た
光
景
か
ら
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
最
初
の
大
僧
正
ク
ラ
ン
マ
ー
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
掛

け
て
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
、
男
子
を
産
め
な
い
王
妃
キ
ャ
サ
リ
ン
を
離

婚
し
て
、
愛
人
で
あ
っ
た
ア
ン
・
ブ
ー
リ
ン
と
結
婚
す
る
こ
と
を
望

ん
だ
け
れ
ど
も
、
当
時
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
離
婚
と
非
正
規
の
婚
姻

は
許
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
も
う
カ
ソ
リ
ッ
ク
な
ん
か
や

め
て
し
ま
え
、
私
が
宗
教
の
中
心
に
な
る
と
言
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ア

ン
グ
リ
カ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
を
設
立
し
た
時
に
、

一
番
協
力
を
し
た
宗
教
者
で
す
。
次
の
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
時
に
、

大
僧
正
、
大
司
教
と
な
っ
た
も
の
の
、
以
前
に
離
婚
さ
れ
た
キ
ャ
サ

リ
ン
の
娘
が
メ
ア
リ
ー
一
世
と
な
っ
て
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
も
う
一
度

一
気
に
揺
り
戻
し
た
時
に
、
大
僧
正
ク
ラ
ン
マ
ー
は
倫
敦
塔
に
入
れ

ら
れ
、
一
五
五
六
年
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
死
に
当
た
っ
て
、
九
日
間
だ
け
王
位
に
就
い

た
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
が
一
五
五
四
年
に
処
刑
さ
れ
る
。
こ
の
ジ
ェ

ー
ン
・
グ
レ
ー
が
処
刑
さ
れ
る
の
が
『
倫
敦
塔
』
の
一
番
最
後
の
ド

キ
ド
キ
す
る
場
面
な
の
で
す
が
、
そ
の
処
刑
の
理
由
は
、
メ
ア
リ
ー

と
フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
結
婚
で
す
。
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
と
イ

ギ
リ
ス
の
メ
ア
リ
ー
が
結
婚
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
ワ
イ
ア
ッ
ト
が

反
乱
を
起
こ
し
ま
し
た
。
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
も
こ
れ
に
協
力
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
倫
敦
塔
に
入
れ
ら
れ
て
首
を
は
ね
ら

れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
ワ
イ
ア
ッ
ト
が
倫
敦
塔
に
入
っ
た
と
い

う
叙
述
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
歴
史
の
記
憶
が
、
ザ
ワ
ザ
ワ
ザ
ワ
と

ざ
わ
め
い
て
立
ち
上
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
メ
ア
リ
ー
の
治
世
後
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
王
女
が
処
女
の
ま
ま
王
位
に

就
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
彼
女
が
王
位
に
就
い
て
か
ら
寵
愛
を
受
け

た
の
が
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
で
す
。
ロ
ー
リ
ー
は
、
ス
ペ
イ
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ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
新
大
陸
の
南
側
を
完
全
占
領
し
て
い
た
の
で
、

北
側
を
占
領
し
よ
う
と
し
て
植
民
地
を
作
っ
て
、
処
女
で
あ
る
女
王
、

バ
ー
ジ
ン
・
ク
イ
ー
ン
に
ち
な
ん
で
、
今
の
フ
ロ
リ
ダ
の
北
側
を
バ

ー
ジ
ニ
ア
と
名
付
け
ま
し
た
。
斬
殺
さ
れ
た
の
が
一
六
一
八
年
。

　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
十
五
・
十
六
世
紀
か
ら
、
十
七
世
紀
に
至
る
、

大
英
帝
国
と
な
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
つ
い
て
の
情
報
が
、

こ
の
数
行
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
読
者
の
歴
史
的
記
憶
の

力
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
固
有
名
と
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
を
結
び
つ
け
る

こ
と
で
、
一
瞬
に
し
て
倫
敦
塔
の
歴
史
を
理
解
す
る
装
置
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
倫
敦
塔
は
歴
史
、
す
な
わ
ち
「
宿す
く

世せ

の
夢
の
焼
点
の
様
だ
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
来
る
の
で
す
。
漱
石

が
『
文
学
論
』
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
セ
ー
ジ
」
と
い
う
同
音
異
義
語

　
さ
て
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ま
で
『
文
学
論
』
と
の
か
か
わ
り
で
議
論

さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
の
冒
頭
で
す
。

公
園
の
片
隅
に
通
り
掛が
か
りの

人
を
相
手
に
演
説
を
し
て
居
る
者
が
あ

る
。
向
ふ
か
ら
来
た
釜
形
の
尖
つ
た
帽
子
を
被
づ
い
て
古
ぼ
け
た

外
套
を
猫
脊
に
着
た
爺
さ
ん
が
そ
こ
へ
歩
み
を
佇と
ど

め
て
演
説
者
を

見
る
。
演
説
者
は
ぴ
た
り
と
演
説
を
や
め
て
つ
か
〳
〵
と
此
村そ
ん

夫ぷ
う

子し

の
た
ゞ
ず
め
る
前
に
出
て
来
る
。
二
人
の
視
線
が
ひ
た
と
行
き

当
る
。
演
説
者
は
濁
り
た
る
田
舎
調
子
に
て
御
前
は
カ
ー
ラ
イ
ル

ぢ
や
な
い
か
と
問
ふ
。
如
何
に
も
わ
し
は
カ
ー
ラ
イ
ル
ぢ
や
と
村

夫
子
が
答
へ
る
。
チ
エ
ル
シ
ー
の
哲セ
ー
ジ人

と
人
が
言い
い

囃は
や

す
の
は
御
前

の
事
か
と
問
ふ
。
成
程
世
間
で
は
わ
し
の
事
を
チ
エ
ル
シ
ー
の

哲セ
ー
ジ人

と
云
ふ
様
ぢ
や
。
セ
ー
ジ
と
云
ふ
は
鳥
の
名
だ
に
、
人
間
の

セ
ー
ジ
と
は
珍
ら
し
い
な
と
演
説
者
は
か
ら
〳
〵
と
笑
ふ
。
村
夫

子
は
成
程
猫
も
杓
子
も
同
じ
人
間
ぢ
や
の
に
殊
更
に
哲
人
抔な
ど

と
異

名
を
つ
け
る
の
は
、
あ
れ
は
鳥
ぢ
や
と
渾
名
す
る
と
同
じ
様
な
も

の
だ
の
う
。
人
間
は
矢
張
り
当
り
前
の
人
間
で
善
か
り
さ
う
な
も

の
だ
の
に
。
と
答
へ
て
是
も
か
ら
〳
〵
と
笑
ふ
。

　
落
語
の
よ
う
な
だ
じ
ゃ
れ
の
話
で
す
。
後
で
お
暇
な
方
は
、sage

と
い
う
ス
ペ
ル
を
辞
書
で
引
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
正

確
な
説
明
が
出
て
い
ま
す
。
辞
書
に
よ
っ
て
落
差
が
あ
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
信
頼
出
来
る
辞
書
を
引
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
漱
石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
六
章

で
自
分
の
こ
と
を
「
送
籍
」
と
し
て
、
自
分
は
日
清
戦
争
の
直
前
に

戸
籍
を
北
海
道
後し
り

志べ
し

国
に
送
籍
し
た
し
、
さ
ら
に
は
子
ど
も
の
時
に

塩
原
家
と
夏
目
家
の
間
で
送
籍
で
い
ろ
い
ろ
面
倒
が
あ
り
、
青
年
期

も
そ
れ
で
傷
つ
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
全
部
含
め
て
、
自
分
の
名

前
を
だ
じ
ゃ
れ
で
「
送
籍
」
と
出
し
て
、
だ
じ
ゃ
れ
を
非
常
に
高
く

評
価
し
て
い
る
作
家
で
す
。
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だ
か
ら
『
文
学
論
』
の
中
で
も
、
口
合
はpun

と
英
語
で
は
言

う
の
で
す
が
、
音
だ
け
で
全
く
異
な
っ
た
言
葉
を
一
つ
に
す
る
と
い

う
の
は
、
非
常
に
過
激
な
文
学
的
表
現
な
の
だ
、
つ
ま
り
安
定
し
た

言
葉
の
シ
ス
テ
ム
を
崩
し
て
し
ま
う
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
と
一
節

設
け
て
論
じ
て
い
ま
す
。
私
も
だ
じ
ゃ
れ
は
大
好
き
な
の
で
、
だ
じ

ゃ
れ
を
文
学
的
に
評
価
し
た
夏
目
漱
石
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
先
生
と

呼
ぶ
に
値
す
る
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
こ
は
セ
ー
ジ
と

い
う
だ
じ
ゃ
れ
で
す
。
し
か
も
こ
の
セ
ー
ジ
と
い
う
だ
じ
ゃ
れ
を
日

本
語
で
書
い
て
い
ま
す
。

　
現
場
は
と
い
う
の
も
変
な
言
い
方
で
す
が
、
現
場
は
ど
こ
か
と
い

う
と
公
園
の
片
隅
で
通
り
が
か
り
の
人
を
相
手
に
演
説
を
し
て
い
る

人
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
北
東
の
端
っ
こ
に
ス

ピ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
を
持
つ
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
だ
と
い
う
こ
と
が
、

ロ
ン
ド
ン
に
一
度
ぐ
ら
い
行
っ
た
人
は
大
体
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
の
歴
史
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
時

間
の
関
係
上
割
愛
す
る
と
し
て
、
そ
れ
で
ま
ず
不
思
議
な
の
は
、
何

で
演
説
し
て
い
る
人
の
前
に
釜
形
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
カ
ー
ラ
イ
ル

が
訪
れ
る
と
、
お
ま
え
、
カ
ー
ラ
イ
ル
だ
ろ
、
と
言
え
る
の
か
、
と

て
も
不
思
議
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
視
覚
的
図
像

が
社
会
的
に
流
通
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
今
は
何
も
珍
し
く
な
い
こ

と
な
の
で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
珍
し
い
こ
と
で
し
た
。

　
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
の
北
東
の
端
っ
こ
の
ス
ピ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

で
演
説
し
て
い
る
男
が
い
て
、
そ
の
前
に
カ
ー
ラ
イ
ル
が
来
た
ら
、

お
ま
え
は
カ
ー
ラ
イ
ル
だ
な
と
分
か
っ
て
、
お
ま
え
は
チ
ェ
ル
シ
ー

の
セ
ー
ジ
と
か
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
言
い
ま
す
。

「
セ
ー
ジ
」
と
い
う
振
り
が
な
が
あ
っ
て
、「
哲
人
」
と
い
う
漢
字
が

印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
の
と
こ
ろ
で
漱
石
は
、
あ
な
た
の
小
説
を

翻
訳
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
言
わ
れ
て
、
い
や
、
翻
訳
を
し
な
く
て

い
い
と
。
漢
字
や
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
混
じ
っ
た
文
字
で
書
い
て
い

る
の
だ
か
ら
、
翻
訳
は
不
可
能
だ
と
漱
石
は
答
え
ま
す
。
こ
の
だ
じ

ゃ
れ
は
漢
字
か
な
交
じ
り
、
し
か
も
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ

交
じ
り
文
で
な
い
と
絶
対
に
出
せ
な
い
、
翻
訳
不
可
能
な
文
学
表
現

な
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
で
す
。
漱
石
が
世
界
文
学
で
あ
る
と
い
う

第
一
の
理
由
は
、
翻
訳
不
可
能
な
私
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
読
め
と
言

っ
た
人
だ
か
ら
。
翻
訳
が
適
さ
な
い
か
ら
で
す
。

　
セ
ー
ジ
を
英
和
辞
典
で
引
い
て
い
た
だ
く
と
、sage

の
最
初
に

何
が
出
て
く
る
か
は
微
妙
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
辞
書
の
編
者
の
好
み

が
あ
り
ま
す
か
ら
。
古
い
言
い
回
し
で
は
、
哲
人
と
か
賢
い
人
と
か

の
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
で
も
、
大
体
最
初
に
サ
フ
ラ
ン
が
出
て
き

ま
す
。
肉
を
料
理
す
る
時
に
、
そ
の
に
お
い
を
抜
く
た
め
の
南
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
産
の
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
言
え
ば
高
級
香
辛
料
で
す
。
だ

か
ら
演
説
し
て
い
る
男
も
、
そ
れ
か
ら
カ
ー
ラ
イ
ル
も
、
香
辛
料
、

香
草
と
し
て
の
セ
ー
ジ
を
話
題
に
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
性
差

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
女
性
だ
っ
た
ら
絶
対
に
こ
こ
で
、
あ
あ
、
あ
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の
香
草
で
し
ょ
、
と
言
う
は
ず
な
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
と
こ

ろ
も
厳
密
に
意
識
さ
れ
た
だ
じ
ゃ
れ
で
す
。

　
ち
な
み
に
、
セ
ー
ジ
が
香
草
だ
と
い
う
の
は
大
体
イ
メ
ー
ジ
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
私
が
若
か
っ
た
頃
、
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク

ル
と
い
う
デ
ュ
オ
が
あ
り
ま
し
て
、「
ス
カ
ボ
ロ
ー
・
フ
ェ
ア
」
と

い
う
曲
の
歌
詞
に
「Parsley, sage, rosem

ary and thym
e

（
パ
セ

リ
、
セ
ー
ジ
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
そ
し
て
タ
イ
ム
）」
と
、
香
草
が
み
な

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
て
、
セ
ー
ジ
と
い
え
ば
香
草
で
は
な
い
か
と
言

い
た
く
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
人
た
ち
は
、
い
や
、
セ
ー
ジ
は
鳥
の

名
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
鳥
の
名
は
な
か
な
か
優
れ

た
辞
書
で
な
い
と
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
セ
ー
ジ
・
グ
ル
ー
ス
、

日
本
語
に
す
る
と
キ
ジ
オ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
と
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の

西
海
岸
の
山
岳
地
帯
に
い
る
キ
ジ
オ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
、
セ
ー
ジ
・
グ
ル

ー
ス
と
い
う
鳥
が
い
る
こ
と
を
こ
の
演
説
男
は
知
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
そ
う
す
る
と
、
こ
の
出
会
い
の
意
味
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
カ
ー

ラ
イ
ル
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者
、『
学
燈
』
を
読
ん
で
い
る
日

本
人
の
読
者
の
何
人
に
そ
の
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ど
う
か
は
知
り
ま

せ
ん
。
で
も
、
基
本
的
な
英
語
に
つ
い
て
の
そ
れ
な
り
の
常
識
が
形

成
さ
れ
て
い
れ
ば
分
か
る
笑
い
話
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
、
カ

ー
ラ
イ
ル
は
釜
の
よ
う
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
帽
子
は
、

ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
に
出
て
く
る
魔
法
使
い
の
校
長
先
生
の
か
ぶ
っ

て
い
る
帽
子
、
あ
れ
で
す
。
そ
れ
が
ト
レ
ー
ド
・
マ
ー
ク
に
な
っ
た

の
は
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
最
初
の
ヒ
ッ
ト
作
は
『
衣
装
哲
学（Sartor 

Resartus

）』（
仕
立
て
直
さ
れ
る
仕
立
て
屋
）、
と
い
う
奇
妙
な
名
前
を

持
っ
た
書
物
で
す
。
そ
の
主
人
公
も
、
ト
イ
フ
ェ
ル
ス
ド
レ
ッ
ク
と

い
う
名
前
。
ド
イ
ツ
語
で
言
う
と
「
悪
魔
の
糞
」
と
い
う
す
ご
い
名

前
を
持
っ
た
、
カ
ー
ラ
イ
ル
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
が
、
自
分
の
さ
ま

ざ
ま
な
哲
学
的
な
人
生
観
を
い
ろ
い
ろ
語
る
と
い
う
話
な
の
で
す
が
、

そ
の
悪
魔
た
ち
が
人
間
の
肉
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
中
に
、
こ
の
釜
の

よ
う
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
と
お
ぼ
し
き
人
間
が
右
往
左

往
し
て
い
る
と
い
う
有
名
な
挿
絵
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、

カ
ー
ラ
イ
ル
の
肖
像
写
真
は
、
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
写
真
が
多
く
あ
り
、

そ
し
て
実
際
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
い
う
女
性
写
真
家
が
好
ん
で
カ
ー
ラ

イ
ル
の
写
真
を
撮
っ
て
い
た
の
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
帽
子
付
き
写
真

は
か
な
り
出
回
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
田
舎
風
の
英
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
階
級
的

に
下
の
男
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
人
も
カ
ー
ラ
イ
ル
の
姿
を
、

こ
の
山
高
帽
で
見
抜
く
と
い
う
の
は
ま
さ
に
、
先
ほ
ど
の
『
文
学

論
』
で
言
う
と
、「
社
会
進
化
の
一
時
期
に
於
け
る
Ｆ
」、
つ
ま
り
、

カ
ー
ラ
イ
ル
の
肖
像
写
真
が
、
印
刷
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
や
新

聞
や
、
そ
う
い
う
も
の
に
載
っ
て
い
る
の
で
、
演
説
し
て
い
る
最
中

に
自
分
の
目
の
前
を
通
っ
た
だ
け
で
パ
ッ
と
分
か
る
ぐ
ら
い
ま
で
カ

ー
ラ
イ
ル
が
有
名
に
な
っ
た
時
代
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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