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坂
口
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
に
お
け
る
名
詞

―
― 

幸
田
露
伴
「
文
明
の
庫く
ら

」「
頼
朝
」、
森
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
の
対
比
か
ら 

―
―

吉
田 
大
輔

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
坂
口
安
吾
（
一
九
〇
六
―
一
九
五
五
）
の
随
筆
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」（『
都
新
聞
』

一
九
四
一
年
十
一
月
二
〇
日
に
「
上
」、
二
一
日
に
「
中
」、
二
二
日
に
「
下
」
の
三
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
）
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
名
詞
へ
の
態
度
を
考
察
す
る
（1）
。
議
論
に
際
し
て
は
、
安
吾
へ
の

作
家
論
的
考
察
を
行
う
こ
と
や
、
同
時
代
状
況
に
接
続
あ
る
い
は
還
元
さ
せ
た
解
釈
を
行
う

こ
と
よ
り
も
、
先
行
す
る
他
作
家
の
文
章
と
の
対
比
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
こ
と
に

力
点
を
置
く
。
で
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
特
徴
は
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
文
章
と
の
対

比
か
ら
測
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
内
容
に
強
い
近
似
が
見
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
先

行
す
る
文
章
と
し
て
、
幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
―
一
九
四
七
）「
文
明
の
庫
」（
一
八
九
八
）
な
ら
び
に

「
頼
朝
」（
一
九
〇
八
）
を
重
視
し
た
い
。
内
容
に
強
い
近
似
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を

返
せ
ば
、
両
者
の
差
異
も
併
読
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
直
接
の
影

響
を
立
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
先
行
す
る
こ
れ
ら
を
補
助
線
と
し
て
用
い
る
と
き
、

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
歴
史
的
な
意
義
は
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
の
理

由
に
よ
っ
て
、
森
鷗
外
（
一
八
六
二
―
一
九
二
二
）
の
随
筆
「
サ
フ
ラ
ン
」（
一
九
一
四
）
と
の
対
比
も

試
み
た
い
。
以
上
の
論
点
を
中
心
と
し
て
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
安
吾
独
特
の
名
詞
論
と

し
て
成
立
し
て
い
る
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
を
本
論
の
目
的
と
す
る
。

一
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
め
ぐ
る
評
価
史

前
述
の
よ
う
に
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
、『
都
新
聞
』
に
一
九
四
一
年
十
一
月
に
三
回

に
わ
け
て
発
表
さ
れ
た
。
発
表
か
ら
約
十
五
年
後
、
一
九
五
五
年
、
花
田
清
輝
・
佐
々
木
基

一
・
杉
浦
明
平
編
『
日
本
抵
抗
文
学
選
』（
三
一
書
房
）
に
収
録
さ
れ
、
ふ
た
た
び
こ
の
小
品
に

光
が
あ
て
ら
れ
た
。
つ
い
で
、
一
九
六
六
年
、『
現
代
日
本
文
学
館
』
二
七
巻
に
梶
井
基
次
郎
、

中
島
敦
と
と
も
に
安
吾
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」「
ラ
ム
ネ
氏

の
こ
と
」
の
二
編
の
エ
ッ
セ
イ
を
、
安
吾
の
友
人
だ
っ
た
文
芸
評
論
家
・
大
井
廣
介
が
、
小

説
の
ほ
か
に
、
特
に
選
ん
で
収
録
さ
せ
た
。
大
井
は
、「
そ
の
発
想
と
飛
躍
は
ち
ょ
っ
と
類
が

な
い
」
と
述
べ
、
こ
れ
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（2）
。
大
井
が
言
う
よ
う
に
、「
ラ
ム
ネ
氏

の
こ
と
」
は
、
安
吾
の
文
章
の
魅
力
を
よ
く
伝
え
る
小
品
で
あ
り
、
現
在
ま
で
に
先
行
研
究

は
比
較
的
多
い
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
筑
摩
書
房
の
高
校
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
教
材
と
し
て
こ
れ
を
分
析
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。
現
在
ま
で
の
研

究
史
を
大
ま
か
に
ま
と
め
れ
ば
、
戦
時
下
に
お
け
る
安
吾
の
抵
抗
の
文
章
と
し
て
「
ラ
ム
ネ

氏
の
こ
と
」
を
捉
え
、
明
言
し
に
く
い
抵
抗
が
い
か
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら

の
議
論
が
初
期
研
究
で
は
多
か
っ
た
が
、
よ
り
多
様
な
解
釈
が
模
索
さ
れ
て
い
る
段
階
に
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
浅
子
逸
男
、
丸
川
浩
、
原
卓
史
、
宮
澤
隆
義
ら
の
論
考
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
漱
石
と
の
連
続
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
部
分
が
あ

る
浅
子
の
議
論
や
、
こ
れ
を
文
明
評
論
と
し
て
解
釈
し
た
丸
川
の
議
論
に
、
本
論
は
や
や
近

い
発
想
に
あ
る
。
浅
子
は
、
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
、
海
鼠
を
は
じ
め
て
食
べ
た
人

へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、「
何
か
あ
る
こ
と
を
最
初
に
行
っ
た
人
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、

安
吾
に
も
通
底
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
（3）
。
丸
川
は
、
安
吾
の
「
文
明
批
評
家
的
な

視
点
」
の
「
習
熟
度
」
を
示
す
も
の
と
し
て
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
重
視
し
、
そ
の
美
点

を
「
一
般
的
に
は
価
値
の
な
い
も
の
ご
と
に
血
道
を
あ
げ
て
、
歴
史
の
中
に
そ
の
痕
跡
を
残

す
こ
と
も
な
い
無
名
の
人
々
と
、
自
己
の
生
き
方
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
」
に
見
出
す
（4）
。
こ

う
し
た
議
論
の
発
展
的
継
承
と
し
て
、
本
論
は
、
露
伴
「
文
明
の
庫
」「
頼
朝
」、
鷗
外
「
サ

フ
ラ
ン
」
を
、
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
主
題
に
先
行
し
た
文
章
と
し
て
仮
に
設
定
し
、

そ
の
対
比
か
ら
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
考
察
す
る
。

二
、「
ラ
ム
ネ
」
か
ら
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
へ
、「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
か
ら
「
ラ
ム
ネ
氏
」
へ

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
上
」
で
、
ま
ず
安
吾
は
、「
小
林
秀
雄
」「
島
木
健
作
」、
そ
し
て
す

ぐ
後
に
は
「
三
好
達
治
」
と
い
う
人
名
、
加
え
て
そ
の
間
に
「
小
田
原
」
と
い
う
地
名
を
挟

み
な
が
ら
、
文
学
者
た
ち
が
集
う
様
子
を
語
る
。
そ
し
て
、
そ
の
席
で
、「
談
た
ま
た
ま
」

「
ラ
ム
ネ
」
の
こ
と
に
小
林
秀
雄
が
話
を
及
ば
せ
、「
ラ
ム
ネ
の
玉
が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
吹
き

あ
げ
ら
れ
て
蓋
に
な
る
の
を
発
明
し
た
奴
が
、
あ
れ
一
つ
発
明
し
た
だ
け
で
往
生
を
遂
げ
て

し
ま
つ
た
と
す
れ
ば
、
を
か
し
な
奴
だ
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
小
林
の
言
葉
を
受
け
、
三
好
は
、「
ラ
ム
ネ
の
玉
を
発
明
し
た
人
の
名
前
は
分
つ
て
い
る

ぜ
」
と
応
じ
た
ら
し
い
。
三
好
は
、「
ラ
ム
ネ
は
ラ
ム
ネ
ー
氏
な
る
人
物
が
発
明
に
及
ん
だ
か
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れ
た
事
物
が
そ
も
そ
も
少
な
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
、
ブ

ラ
ウ
ン
管
、
ペ
ト
リ
皿
、
ギ
ロ
チ
ン
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
名

詞
が
人
物
名
に
由
来
す
る
（
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
説
が
あ
る
）
こ
と
は
、
誰
か
に
直
接
的
・
間
接
的

に
教
え
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
り
得
る
事
実
だ
。
多
く
の
人
は
、
身
の

回
り
の
何
で
も
な
い
よ
う
な
も
の
の
名
詞
の
由
来
を
さ
し
て
知
ら
な
い
で
生
き
て
お
り
、
ま

た
知
っ
て
い
て
も
、
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
知
識
と
考
え
る
。

で
は
、「
本
当
の
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
？
　「
本
当
の
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
の
名

前
は
、
一
般
に
は
、
一
八
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
こ
の
壜
の
特
許
を
取
得
し
た
ハ
イ
ラ
ム
・

コ
ッ
ド
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
英
語
圏
で
は
、
ラ
ム

ネ
壜
は
、
彼
の
名
を
冠
し
てC

odd-neck Bottle 

と
呼
称
さ
れ
、C

odd

と
い
う
発
明
者
の
名

を
冠
し
て
普
通
名
詞
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
仮
に
日
本
で
、
ラ
ム
ネ
壜
が
「
ラ
ム

ネ
壜
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
英
語
か
ら
の
直
訳
風
に
「
コ
ッ
ド
壜
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
導
入
が
持
つ
よ
う
な
、
揺
ら
ぎ
も
お
か
し
み

も
な
く
な
る
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
、「
コ
ッ
ド
壜
は
コ
ッ
ド
氏
な
る
人
物
が
発
明
に
及

ん
だ
か
ら
コ
ッ
ド
壜
と
言
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
発
明
者
が
誰
な
の

か
名
指
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
そ
う
い
う
人
間
が
必
ず
い
た
は
ず
だ
、
と
い
う
想
起

に
こ
そ
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
と
い
う
文
章
の
豊
か
さ
は
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
仮
構
さ
れ
た
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
と
い
う
表
記
は
、
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
る

が
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
上
」
に
の
み
登
場
し
、「
中
」「
下
」
に
は
登
場
し
な
い
。「
中
」

「
下
」
に
登
場
す
る
表
記
は
、「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
で
は
な
く
、「
ラ
ム
ネ
氏
」
な
の
で
あ
り
、
ラ

ム
ネ
の
発
明
者
と
し
て
推
測
さ
れ
る
人
間
ひ
と
り
を
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
と
呼
び
、
事
物
な
ど

の
あ
り
方
を
変
え
た
集
合
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
よ
う

に
安
吾
は
表
記
を
使
い
分
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
普
通
名
詞
（
ラ
ム
ネ
）
か
ら
、
語
源
と
し
て

の
ひ
と
り
の
発
明
者
の
名
（
ラ
ム
ネ
ー
氏
）
が
想
起
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
よ
う
な
精
神
を
持
つ
人

間
の
姿
を
ふ
た
た
び
集
合
的
に
名
指
す
た
め
に
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
冒
頭
に
語
ら
れ
る
内
容
と
同
一
日
時
の
出
来
事
が
、
安
吾
の
別
の
文

章
「
釣
り
師
の
心
境
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。「
ラ
ム
ネ
氏

の
こ
と
」
に
見
ら
れ
る
酒
宴
の
様
子
は
、「
釣
り
師
の
心
境
」
で
も
描
写
さ
れ
る
が
、
こ
ち

ら
の
文
章
で
は
、
ラ
ム
ネ
と
い
う
名
詞
と
そ
の
起
源
を
め
ぐ
る
挿
話
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
、

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
と
同
様
に
、
三
好
達
治
が
そ
の
場
で
乱
れ
た
様
子
が
、
異
な
っ
た
色
彩

で
描
か
れ
る
。「
釣
り
師
の
心
境
」
の
記
述
に
従
え
ば
、
そ
の
夜
、
三
好
と
小
林
秀
雄
と
が

ら
ラ
ム
ネ
と
言
ふ
」
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
主
張
し
は
じ
め
る
。

「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
普
通
名
詞
の
音
韻
か
ら
、
ふ
い
に
発
明
者
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
が
想
起
さ

れ
て
い
く
。
読
者
は
、
こ
こ
で
提
出
さ
れ
る
「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
材
の
面
白
さ
や
軽
妙
な
語

り
口
に
導
か
れ
て
、
三
好
達
治
の
発
言
を
つ
い
笑
っ
て
し
ま
う
し
、
こ
の
お
か
し
み
は
、
大

き
な
魅
力
で
あ
る
。

だ
が
、
あ
の
よ
う
な
形
状
の
壜
に
あ
の
よ
う
に
炭
酸
水
を
詰
め
る
手
法
を
確
立
さ
せ
た
歴

史
上
の
誰
か
、
い
わ
ば
「
本
当
の
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
の
名
前
は
、
三
好
の
話
を
聞
い
て
い
る
坂

口
安
吾
、
小
林
秀
雄
、
島
木
健
作
の
三
人
に
も
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
読
む
者
の
多
く
に

と
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
知
識
の
前
提
で
は
な
い
。「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
名
詞
が
「
ラ
ム
ネ
ー

氏
」
に
由
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
当
否
は
不
確
か
な
ま
ま
、
文
章
は
進
ん

で
い
く
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
わ
け
が
な
い
と
笑
い
つ
つ
も
、
一
応
、
あ
り
あ
わ
せ
の

辞
書
を
そ
の
場
で
ひ
く
。
だ
が
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
は
現
れ
な
い
」。
し
か
し
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る

辞
書
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
ラ
ム
ネ
と
い
う
名
詞
は
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
に

由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
言
い
切
れ
も
し
な
い
。
こ
の
辞
書
が
悪
い
、「
プ
チ
・
ラ
ル

ッ
ス
」
に
は
ち
ゃ
ん
と
載
っ
て
い
る
、
と
三
好
は
言
う
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
安
吾
も
そ

の
場
で
は
話
が
う
ま
す
ぎ
る
と
笑
い
な
が
ら
、
帰
宅
後
、
一
応
、
自
宅
に
あ
っ
た
「
プ
チ
・

ラ
ル
ッ
ス
」
を
ひ
く
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
本
文
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
「
ラ
ル
ッ

ス
」
と
い
う
こ
の
辞
書
の
名
前
も
ま
た
、
編
纂
者
・
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ル
ー
ス
に
由
来
す
る
の

は
、
含
み
あ
る
小
道
具
に
も
思
わ
れ
る
。
安
吾
は
、
も
し
か
し
た
ら
本
当
か
も
し
れ
な
い
の

で
、
一
応
、
帰
宅
後
に
別
の
辞
書
で
も
う
い
ち
ど
確
か
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
の
当
否

が
不
確
定
で
あ
る
と
い
う
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
、「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
と
い
う
存
在
は
、
文
章
の
上

に
だ
ん
だ
ん
と
仮
構
さ
れ
て
い
く
。

「
プ
チ
・
ラ
ル
ッ
ス
」
を
ひ
い
た
際
、
音
韻
の
類
似
に
よ
っ
て
、「
フ
ェ
リ
シ
テ
・
ド
・
ラ

ム
ネ
ー
」
と
い
う
一
つ
の
固
有
名
詞
に
安
吾
は
出
会
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
ラ
ム
ネ
ー
」（
フ

ェ
リ
シ
テ
・
ド
・
ラ
ム
ネ
ー
）
が
、
三
好
の
言
う
、
あ
の
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」（
ラ
ム
ネ
壜
の
開
発
者
）
で
あ

る
か
は
、
や
は
り
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
安
吾
は
、「
そ
の
絢
爛
に
し
て
強
壮
な
思
索
を
ラ
ム

ネ
の
玉
に
も
こ
め
た
と
す
れ
ば
」
と
あ
く
ま
で
仮
定
に
よ
っ
て
文
章
を
続
け
る
。
そ
こ
か
ら

ふ
い
に
、「
ラ
ム
ネ
の
玉
は
益
々
も
つ
て
愛
嬌
の
あ
る
品
物
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
断
定

的
に
飛
躍
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
事
物
と
そ
の
固
有
名
詞
か
ら
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
へ
の
想

起
を
可
能
に
す
る
原
理
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
だ
が
、
発
明
者
と
さ
れ
る
人
物
の
名
が
冠
さ
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人
た
ち
の
名
前
は
、「
筑
紫
の
浦
の
太
郎
兵
衛
」
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
「
玄
海
灘
の
頓
兵
衛
」

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
河
豚
を
食
べ
て
死
ん
で
い
く
人
の
な
か
に
は
、
子
孫
に
河
豚
を

食
べ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
遺
言
を
残
し
て
死
ん
だ
「
太
郎
兵
衛
」
が
あ
る
一
方
で
、
血
を
し

ぼ
る
の
を
忘
れ
て
食
べ
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
、
血
を
し
ぼ
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
、
と
具
体

的
な
助
言
を
残
し
て
死
ん
だ
「
幾
百
十
の
頓
兵
衛
」
が
必
ず
い
た
は
ず
だ
、
と
安
吾
は
言
う
。

「
ラ
ム
ネ
」
の
発
明
者
と
し
て
ま
ず
仮
構
さ
れ
た
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
が
「
点
」
的
な
革
新
者
で

あ
る
の
に
対
し
て
、「
フ
グ
料
理
」
を
料
理
と
し
て
成
立
さ
せ
た
「
太
郎
兵
衛
」
や
「
頓
兵

衛
」
は
、
河
豚
を
食
べ
る
た
め
の
情
報
を
命
を
賭
け
て
伝
達
・
継
承
し
て
い
っ
た
「
線
」
的

な
革
新
者
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ム
ネ
の
発
明
者
な
ら
ば
、「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
普
通
名
詞
か
ら

出
発
し
て
、「
ラ
ム
ネ
」
は
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
が
考
案
し
た
か
ら
「
ラ
ム
ネ
」
と
呼
ぶ
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
よ
う
に
名
詞
の
由
来
を
考
え
る
こ
と
で
ひ
と
り
の
発
明
者
を
想
起
す
る
こ
と

は
で
き
る
。
だ
が
、「
フ
グ
料
理
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
、
あ
る
「
点
」
的
な
発
明
者

を
想
起
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
フ
グ
料
理
は
現
に
存
在
し
、
こ
の
猛
毒
を
持
つ
魚

を
食
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
フ
グ
料
理
を
可
能
に
し
た
、
無
名
か
つ
線
的
な
人

間
た
ち
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、「
太
郎
兵
衛
」「
頓
兵
衛
」
と
仮
名
を
与
え
な
が
ら
安

吾
は
書
く
。

こ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
先
行
す
る
他
作
家
の
文
章
と

の
類
似
と
差
異
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ほ
ど
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
先
述
の
よ
う
に
、
浅
子

や
丸
川
の
議
論
は
、
先
駆
的
に
こ
の
点
を
問
題
に
し
て
い
る
）。

筆
者
の
考
え
で
は
、
直
接
の
影
響
関
係
は
言
え
な
い
も
の
の
、
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ

と
」
の
こ
う
し
た
部
分
に
、
も
っ
と
も
近
接
を
見
せ
る
文
章
の
ひ
と
つ
は
、
露
伴
「
文
明

の
庫
」（
一
八
九
八
）
で
あ
る
（8）
。『
少
年
園
』『
少
國
民
』『
実
業
少
年
』
な
ど
の
雑
誌
に
依
っ
て
、

一
八
八
九
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て
露
伴
は
、
啓
蒙
的
な
少
年
文
学
を
多
く
書
き
、
こ

う
し
た
露
伴
の
少
年
文
学
に
は
、
発
明
譚
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
が
複
数
あ
る
。
そ
の
中
で

も
「
文
明
の
庫
」
は
力
作
と
呼
び
う
る
も
の
だ
。
平
川
祐
弘
が
言
う
よ
う
に
、
露
伴
の
そ
う

し
た
啓
蒙
的
発
明
譚
の
意
義
は
、
ま
ず
福
澤
諭
吉
の
文
明
論
や
、
中
村
正
直
の
文
明
論
の
発

展
的
継
承
と
い
う
側
面
が
あ
る
（9）
。
露
伴
の
発
想
は
、
福
澤
の
「
文
明
」
の
捉
え
方
と
親
近
性

を
持
つ
が
、
福
澤
の
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
は
、
身
の
周
り
の
事
物
を
創
造
し
た
人

間
よ
り
も
、
社
会
制
度
そ
の
他
を
創
造
す
る
こ
と
が
上
位
に
置
か
れ
る
。
そ
の
一
方
、
中
村

正
直
訳
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
『
西
国
立
志
篇
』（
一
八
七
一
）
で
は
、
な
ん
ら
か
の
事
物

の
発
明
者
に
言
及
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
捉
え
方
は
、
ひ
と
り
の
発
明
者
の
苦
労
を
語

「
萩
原
朔
太
郎
に
つ
い
て
」「
大
戦
乱
」
を
起
こ
し
、
三
好
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
泣
き
出
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
い
う
（5）
。
先
行
研
究
で
は
特
に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
好
と
小
林
と
が
起

し
た
「
大
戦
乱
」
の
話
題
が
「
萩
原
朔
太
郎
に
つ
い
て
」
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

す
こ
し
注
意
を
払
っ
て
よ
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」「
釣
り
師
の
心
境
」

で
描
か
れ
る
同
じ
夜
、「
ラ
ム
ネ
」「
萩
原
朔
太
郎
」
双
方
に
一
同
の
話
が
事
実
及
ん
で
い
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
萩
原
朔
太
郎
が
一
九
二
五
年
に
書
い
た
「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
文
章
が
、
彼

ら
四
人
の
間
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
ラ
ム
ネ
」
と
い
う
文
章
で
、
朔
太
郎
は
、
ラ
ム
ネ
を
「
不
思
議
に
な
つ
か
し
く
愉
快
な
も

の
だ
」
と
言
い
、
郷
愁
を
こ
め
て
語
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
頃
で
は
、
も
う
ラ
ム
ネ
が
古
風

な
も
の
に
な
り
、
俳
句
の
風
流
な
季
題
に
さ
へ
も
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
も
言
う
（6）
。
そ
う

知
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
朔
太
郎
の
文
章
が
、
そ
の
場
で
四
人
の
話
題
に
な
っ
て
い

た
証
拠
は
な
に
も
な
い
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
ラ
ム
ネ
に
郷
愁
を
抱
く
よ
う
な
、
い
ま
の

我
々
に
通
じ
る
よ
う
な
感
受
性
が
、
朔
太
郎
が
こ
れ
を
書
い
た
一
九
二
五
年
の
段
階
で
す
で

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
を
読
む
と
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。「
ラ
ム
ネ
」
が
季
語

化
す
る
の
も
、
事
実
、
こ
の
頃
の
こ
と
だ
ろ
う
（7）
。
朔
太
郎
の
文
章
を
併
せ
て
読
む
と
、
安

吾
が
ラ
ム
ネ
を
語
る
と
き
、
朔
太
郎
の
よ
う
な
意
味
で
の
郷
愁
を
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
な
い

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

三
、
固
有
名
を
確
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
露
伴
、
無
名
性
に
「
一
篇
の
大
ド
ラ
マ
」
を
見
る
安

吾「
ラ
ム
ネ
の
玉
」
の
話
を
受
け
て
、
よ
り
普
遍
性
の
あ
る
話
へ
、
安
吾
は
文
章
を
展
開
さ
せ

は
じ
め
る
。「
我
々
の
周
囲
に
あ
る
も
の
」
は
、「
大
概
天
然
自
然
の
ま
ま
」
に
あ
る
も
の
で

は
な
く
、「
今
あ
る
如
く
置
い
た
人
」「
発
明
し
た
人
」
が
い
た
の
だ
、
と
安
吾
は
言
う
。
だ

が
、
そ
れ
は
ひ
と
り
の
「
発
明
者
」（
ラ
ム
ネ
ー
氏
）
と
い
う
「
点
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
「
線
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

安
吾
は
、「
フ
グ
料
理
」
と
い
う
新
し
い
例
を
出
す
。
特
に
歴
史
的
な
来
歴
に
負
う
も
の
と

考
え
る
こ
と
も
な
く
、
我
々
は
そ
れ
に
酔
い
痴
れ
て
い
る
。
だ
が
猛
毒
を
持
つ
河
豚
を
こ
の

よ
う
に
食
べ
ら
れ
る
の
は
、「
料
理
と
し
て
通
用
す
る
ま
で
の
暗
黒
時
代
」
に
、
そ
れ
を
食

べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
人
た
ち
の
「
一
篇
の
大
ド
ラ
マ
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
河
豚
料
理
は
、「
幾
十
百
の
斯
道
の
殉
教
者
が
血
に
血
を
つ
い
だ
作

品
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
名
前
は
残
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の



99

研究ノート［坂口安吾「ラムネ氏のこと」における名詞 ――幸田露伴「文明の庫」「頼朝」、森鷗外「サフラン」との対比から――］吉田 大輔

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

さ
ら
に
露
伴
は
、「
自
ら
が
「
こ
こ
に
茶
碗
あ
り
」
と
述
べ
、
文
章
の
上
で
「
い
ま
・
こ

こ
」
を
仮
構
し
な
が
ら
、
身
の
周
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
起
源
や
来
歴
に
つ
い
て
語
り
出

し
た
よ
う
に
、
今
度
は
読
者
の
側
に
「
前
後
右
左
」
の
「
自
己
が
身
を
幸
福
に
す
る
も
の
」

を
「
見
よ
」
と
要
請
す
る
。
身
の
周
り
に
あ
る
も
の
は
、「
彩
絲
を
も
て
縢
ら
れ
た
る
毬
子
」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
か
が
る
糸
は
「
恩
恵
の
絲
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
多
く
人
々

の
頭
よ
り
出
で
手
よ
り
出
で
」
た
も
の
な
の
だ
と
す
る
。
単
に
そ
れ
は
人
び
と
の
「
頭
」
か

ら
出
た
だ
け
で
は
な
い
、「
手
に
」
よ
っ
て
も
為
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
強
調
し
て
い
る
（14）
。

露
伴
は
、
そ
う
し
た
事
物
は
す
べ
て
贈
り
物
な
の
だ
、
と
述
べ
る
。「
美
し
き
珠
」「
香
ゆ
か

し
き
花
」
を
贈
っ
て
く
れ
た
人
が
い
た
と
し
て
、
そ
れ
を
贈
っ
て
く
れ
た
人
が
ど
の
よ
う
な

人
で
、
い
か
に
し
て
そ
う
し
た
も
の
を
贈
っ
て
く
れ
た
の
か
が
知
り
た
く
な
る
は
ず
だ
、
と

言
う
。
こ
こ
で
露
伴
は
、「
さ
る
に
若
し
其
人
の
名
前
を
問
は
ん
と
せ
で
」、
つ
ま
り
、
そ
の

人
の
名
前
を
知
ろ
う
と
し
な
い
で
、
た
だ
受
け
取
る
ば
か
り
の
人
は
愚
か
な
人
で
あ
る
、
と

も
言
っ
て
い
る
。「
文
明
の
庫
」
で
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
主
題
は
、
こ
こ
に
、
露
伴
自
身
に

よ
っ
て
明
確
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。「
文
明
の
庫
」
は
、
こ
の
よ
う
に
身
の
周
り
の
あ
り
ふ
れ

た
事
物
を
発
明
し
、
改
良
し
、
い
ま
の
私
達
へ
贈
っ
て
く
れ
た
人
々
の
「
名
前
」
を
明
確
に

記
録
し
、
そ
し
て
「
線
」
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
一
貫
し
た
態
度
の
も
と
に
書
か
れ
る
（15）
。

た
と
え
ば
陶
器
を
め
ぐ
っ
て
、「
五
助
」
と
署
名
が
あ
る
こ
の
茶
碗
は
、
単
に
「
五
助
」
と

い
う
人
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
事
物
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
加
藤
四
郎
左
衛
門
藤
原

景
正
」
や
「
加
藤
民
吉
」
ら
の
「
功
に
よ
り
て
」
は
じ
め
て
こ
こ
に
存
在
す
る
事
物
な
の
だ
、

と
露
伴
は
言
う
。
茶
碗
は
「
誰
か
」
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
一
義

的
に
は
「
五
助
」、
そ
の
背
後
に
は
「
加
藤
四
郎
左
衛
門
」
や
「
加
藤
民
吉
」
と
い
っ
た
固
有

名
を
持
つ
多
く
の
人
間
た
ち
の
「
頭
」
と
「
手
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
事
物
だ
と

露
伴
は
論
じ
る
（16）
。

露
伴
「
文
明
の
庫
」
に
お
い
て
、「
文
明
史
」
と
対
立
す
る
歴
史
は
、「
戦
史
」
で
あ
る
。

「
戦
史
の
上
の
人
々
」
を
露
伴
は
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、「
文
明
史

の
上
」
に
現
れ
る
人
々
は
、
戦
史
の
上
に
現
れ
る
人
々
に
比
べ
て
、「
ひ
と
し
ほ
好
ま
し
き

人
々
」
で
あ
る
と
露
伴
は
書
く
。
戦
史
の
上
の
人
々
は
、
い
ま
の
我
々
に
な
に
を
残
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
、
た
だ
人
の
眼
を
惹
く
「
墳
墓
」
を
残
し
た
だ
け
だ
、
一
方
で
、「
文
明
史
の

上
」
の
人
々
は
、
は
な
ば
な
し
く
名
が
残
る
こ
と
こ
そ
な
い
が
、
死
ん
だ
後
も
、
恩
恵
を
私

達
に
与
え
続
け
る
人
々
だ
、
と
露
伴
は
言
う
（17）
。

「
文
明
の
庫
」
に
つ
い
て
小
野
二
郎
は
、「
人
と
物
と
の
出
会
い
」
か
ら
生
じ
る
「
い
か
な

る
と
い
う
よ
う
に
、
や
や
「
点
」
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
（10）
。
こ
れ
ら
の
継
承
と
し
て
書

か
れ
た
露
伴
「
文
明
の
庫
」
は
、
身
の
周
り
の
事
物
の
起
源
の
み
な
ら
ず
、
事
物
を
発
展
さ

せ
続
け
た
膨
大
な
固
有
名
を
挙
げ
、
事
物
の
歴
史
を
「
線
的
」
な
も
の
と
し
て
描
き
出
そ
う

と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
露
伴
は
、
こ
の
文
章
を
陶
器
、
紙
、
銃
器
、
仮
名
、
の
四
章
に
分

け
、
そ
れ
ら
を
考
え
だ
し
、
改
良
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
人
間
の
生
活
に
恩
恵
を
残
す
、
多

く
の
人
名
を
書
き
残
そ
う
と
す
る
。
露
伴
は
、「
文
明
の
庫
」
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
、「
如

何
な
る
幺か
す
か微

な
る
も
の
」
も
、「
所ゆ

え以
無
く
し
て
忽
然
と
」
こ
の
世
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
言
う
（11）
。

「
こ
こ
に
茶
碗
あ
り
」
と
、
文
章
の
上
で
「
い
ま
・
こ
こ
」
を
仮
構
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

を
創
り
出
し
た
人
間
に
読
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
。「
造
り
出
さ
ん
と
思
ひ
た
る
人
」（
発
案
者
）

「
造
り
出
さ
ん
と
働
き
た
る
人
」（
実
行
者
）
と
を
弁
別
し
つ
つ
、「
そ
れ
ら
の
人
々
の
心
に
よ
り
て

手
に
よ
り
て
」
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
我
々
は
取
り
巻
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、

そ
の
茶
椀
の
底
を
見
る
と
「
五
助
」
と
い
う
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
小
刀
に
は
「
清
長
」
と

い
う
名
前
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
露
伴
は
、
茶
碗
に
「
五
助
」
と
署
名
が
あ
り
、

小
刀
に
「
清
長
」
と
署
名
が
あ
る
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、「
筆
」「
墨
」「
硯
」
も
ま
た
「
自
然

に
世
に
現
れ
出
で
來
れ
る
」
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
展
開
し
て
い
く
。
だ
が
、「
硯
」
に

は
製
作
者
の
署
名
が
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
製
作
し
た
人
が
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
事
物
に
加
え
ら
れ
た
「
手
工
」
の
「
痕
い
ち
じ
る
し
き
」
を
「
見
れ
」

ば
、
そ
れ
も
ま
た
誰
か
の
手
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
な
の
は
明
ら
か
だ
、
と
い
う
。
署
名
の

な
い
事
物
の
背
後
に
も
、
そ
れ
を
製
作
し
た
人
間
の
姿
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
す

る
。
そ
の
う
え
で
、「
針
の
如
く
細
く
小
な
る
も
の
」
も
、「
貝
の
釦
鈕
の
如
く
輕
く
微
な
る

も
の
」
も
「
所
以
無
く
し
て
」
世
の
中
に
出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
ど
ん
な
に
些

細
な
も
の
に
見
え
る
人
工
物
も
そ
れ
が
人
工
物
で
あ
る
限
り
、
必
ず
そ
れ
を
つ
く
っ
た
人
間

が
あ
る
の
だ
、
と
書
く
（12）
。

つ
い
で
、
人
工
物
の
背
後
に
あ
る
人
間
の
姿
を
露
伴
は
さ
ら
に
四
つ
に
弁
別
す
る
。「
造
ら

ん
と
す
る
人
」「
造
る
人
」
だ
け
が
そ
こ
に
い
る
の
で
は
な
く
、「
造
り
は
じ
め
ん
と
し
た
る

人
」（
造
り
は
じ
め
よ
う
と
し
た
人
、
意
志
を
抱
い
た
人
）
と
「
造
り
は
じ
め
た
る
人
」（
造
り
は
じ
め
た
人
、
意

志
を
実
行
し
は
じ
め
た
人
）
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
も
の
が
「
世
に
現
れ
出
づ
る
」
の
だ
と
露
伴
は
言

い
、
事
物
の
創
造
を
め
ぐ
る
線
的
な
継
承
へ
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、
形
あ
る
事
物
だ

け
が
「
文
明
」
な
の
で
は
な
く
、「
郵
便
の
制
度
」
の
よ
う
な
も
の
も
ま
た
、
目
に
は
見
え
な

い
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
も
必
ず
そ
れ
を
考
え
出
し
た
人
が
い
る
の
だ
、
と
言
う
（13）
。
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て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
も
の
を
考
え
出
し
た
り
、
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
こ
れ
を
ひ
ろ
め
た

り
し
た
人
間
の
功
績
は
末
長
く
残
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
た
だ
し
、
途
中
の
論
理
は
、
や

は
り
大
き
く
違
う
。
安
吾
は
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
発
明
者
を
め
ぐ
っ
て
、「
こ
う
い
う
独
創
的
な

大
人
物
の
名
前
な
ど
は
い
か
な
る
本
に
も
と
ど
ま
る
は
ず
が
な
い
」
と
述
べ
、
歴
史
に
「
名

が
残
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
他
方
で
、
露
伴
は
、
発
明
者
で
は
な
い
も
の
の
、「
中
嶋

藤
右
衛
門
」
と
い
う
固
有
名
を
明
確
に
挙
げ
、
彼
が
考
え
た
蒟
蒻
粉
の
輸
送
方
法
が
現
在
に

も
た
ら
し
た
利
益
の
額
ま
で
具
体
的
に
挙
げ
た
う
え
で
、
賞
賛
す
る
。

四
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
近
接
、
露
伴
「
頼
朝
」
と
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」

安
吾
の
さ
き
の
フ
グ
料
理
を
め
ぐ
る
箇
所
は
、
露
伴
の
史
伝
「
頼
朝
」
の
一
節
と
の
関
連

か
ら
も
考
察
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
露
伴
「
頼
朝
」
に
関
し
て
は
、
安
吾
が
こ

れ
を
読
ん
で
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。『
坂
口
安
吾
蔵
書
目
録
』（
新
津
市
文
化
振
興
財
団
、
一
九
九
九
）

を
確
認
す
れ
ば
、
幸
田
露
伴
の
著
作
は
、
一
点
、『
史
傳
小
説
集
　
一
』
が
含
ま
れ
て
い
る
（21）
。

幸
田
露
伴
『
史
傳
小
説
集
　
一
』
は
、
中
央
公
論
か
ら
一
九
四
二
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
前
年
、
一
九
四
一
年
十
一
月
の

文
章
で
あ
る
。
奥
付
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
な
ら
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
書
い
た
時

点
で
は
、
こ
の
本
を
安
吾
は
架
藏
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
本
に
収
め
ら
れ

て
い
る
露
伴
史
伝
は
、「
頼
朝
」
ほ
か
二
つ
で
あ
る
（
史
伝
で
は
な
い
「
文
明
の
庫
」
は
収
録
さ
れ
て
い

な
い
）。
だ
が
、
安
吾
の
蔵
書
は
、
小
田
原
時
代
の
洪
水
被
害
（
一
九
四
一
年
七
月
）
な
ど
で
失
わ

れ
た
も
の
も
数
多
く
あ
り
、
加
え
て
、
露
伴
「
頼
朝
」
の
初
出
は
一
九
〇
八
年
・
東
亜
堂
書

房
で
あ
り
、
一
九
二
六
年
に
は
改
造
社
版
『
頼
朝
・
爲
朝
』
に
収
め
ら
れ
、
一
九
三
二
年
に

は
春
陽
堂
文
庫
版
『
頼
朝
・
平
将
門
』
に
も
収
録
、
さ
ら
に
一
九
三
四
年
に
は
改
造
文
庫
の

『
頼
朝
・
爲
朝
』
に
も
収
め
ら
れ
流
布
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
く
、「
ラ
ム
ネ

氏
の
こ
と
」
を
書
い
た
時
点
で
、
す
で
に
安
吾
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
上

田
貴
美
は
、
詳
細
な
検
証
に
よ
っ
て
、
安
吾
の
の
ち
の
歴
史
小
説
「
源
頼
朝
」（
一
九
五
二
）
と

露
伴
「
頼
朝
」
と
の
間
に
、
多
く
の
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
先

行
す
る
露
伴
「
頼
朝
」
と
、
い
か
に
違
う
頼
朝
像
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
詳

し
く
考
察
し
て
い
る
（22）
。
少
な
く
と
も
、
一
九
五
二
年
の
「
頼
朝
」
の
執
筆
に
際
し
て
、
先

行
す
る
露
伴
「
頼
朝
」
を
安
吾
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
時
系
列
と
し

て
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」」
へ
の
影
響
は
、
明
確
な
前
後
関
係
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
本
項
で
は
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
四
〇
年
一
月
か
ら
の
安
吾
の
小
田
原

る
些
細
な
ド
ラ
マ
」
を
も
見
落
と
さ
な
い
露
伴
の
「
覚
悟
」
を
読
み
、
ま
た
、「
物
の
持
つ
機

能
役
割
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々
の
心
、
人
々
の
手
の
搏
つ
脈
動
と
の
精

妙
な
関
係
を
追
体
験
す
る
想
像
力
」
を
も
読
む
。
だ
が
そ
れ
は
、「
此
の
世
の
片
隅
の
人
し
れ

ぬ
生
の
営
み
の
か
く
さ
れ
た
尊
さ
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
と
言
う
。
そ
う

で
は
な
く
、
陶
器
の
歴
史
を
書
く
、
紙
の
歴
史
を
書
く
、
そ
れ
自
体
が
、「
歴
史
の
大
道
」
を

歩
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
「
晴
朗
に
つ
ら
ぬ
か
れ
」
た
文
章
な
の
だ
と
す
る
。
さ
ら

に
そ
れ
は
、「
民
衆
の
創
造
的
叡
智
に
た
い
す
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
讃
仰
」
で
も
な
く
、「
物

質
の
深
層
心
理
」
を
探
ろ
う
と
す
る
「
不
逞
な
精
神
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
も
言
う
（18）
。

こ
の
よ
う
に
安
吾
と
露
伴
を
併
読
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
く
。
安
吾

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
上
」
の
文
章
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
露
伴
が
「
文
明
の
庫
」
で
書

い
た
内
容
は
、
ま
ず
、
身
の
回
り
の
事
物
を
発
明
し
た
人
物
、
誰
か
ひ
と
り
の
み
を
点
と
し

て
注
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
視
点
が
よ
く
似
て
い
る
。「
フ
グ
料
理
」（
安
吾
）
に

せ
よ
「
陶
器
」（
露
伴
）
に
せ
よ
、
今
日
の
形
に
な
る
ま
で
に
、
多
く
の
人
間
が
過
去
を
継
承
し
、

発
展
的
に
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
は
じ
め
て
こ
こ
に
存
在
す
る
歴
史
的
な
も
の
と

し
て
、
そ
れ
ら
は
言
及
さ
れ
る
。
だ
が
、
露
伴
が
そ
の
よ
う
に
発
想
す
る
と
き
、
そ
う
し
た

線
的
な
事
物
の
歴
史
に
登
場
す
る
人
名
を
、
可
能
な
限
り
、
調
べ
、
文
章
に
留
め
て
お
こ
う

と
す
る
。
他
方
で
、
安
吾
は
、
河
豚
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
人
間
た
ち
へ
強
く
注
意
を

喚
起
し
、「
大
ド
ラ
マ
」
を
想
起
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
に
け
し
て
固
有
名
詞
を
与
え
は
し
な
い

（
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
露
伴
が
言
及
す
る
陶
器
の
歴
史
の
上
で
の
固
有
名
は
、
河
豚
を
食
べ
て
死
ん
だ
人
の
固
有
名
よ

り
は
る
か
に
探
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
）。

安
吾
は
の
ち
に
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
が
執
筆
さ
れ
て
約
十
四
年
後
の
一
九
五
五
年
、『
安

吾
新
日
本
風
土
記
』
に
お
い
て
、
訪
れ
た
宮
崎
県
日
向
を
語
る
な
か
で
、
そ
こ
の
名
産
の
碁

石
を
は
じ
め
て
作
り
だ
し
た
人
間
の
「
独
創
」
は
「
バ
カ
バ
カ
し
く
な
つ
か
し
い
」
も
の
だ

と
述
べ
て
い
る
（19）
（
こ
の
場
合
の
「
バ
カ
バ
カ
し
」
い
、
は
、
け
し
て
否
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
な
く
、
ま
た
「
な

つ
か
し
い
」
も
、
お
そ
ら
く
先
述
の
朔
太
郎
的
な
意
味
で
の
「
な
つ
か
し
い
」
と
も
意
を
異
に
す
る
だ
ろ
う
）。
そ
し

て
、「
ラ
ム
ネ
の
タ
マ
を
発
明
し
た
人
」
や
、「
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
は
じ
め
て
作
っ
た
り
食
っ
た

り
し
た
人
」
の
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
碁
石
を
作
り
だ
し
た
ひ
と
の
「
独
創
」
と
並
置
し
て

語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
コ
ン
ニ
ャ
ク
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
こ
と
も
、
露
伴
の
視
点

と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
露
伴
も
ま
た
、「
文
明
の
庫
」
に
お
い
て
、「
猶
一
つ
小
く
も
見
ゆ

る
こ
と
に
就
き
て
例
を
挙
ぐ
べ
し
」
と
し
て
「
蒟
蒻
」
に
言
及
し
て
い
る
（20）
。
安
吾
、
露
伴
、

双
方
の
結
論
は
、
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
双
方
と
も
に
、
蒟
蒻
と
い
う
事
物
は
注
目
さ
れ
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は
、
露
伴
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
ん
だ
典
拠
を
忘
れ
、
森
鷗

外
「
都
甲
太
兵
衛
」
か
と
思
っ
た
が
違
う
、
な
ら
ば
「
案
外
、
露
伴
と
か
」
と
安
吾
は
述
べ

て
い
る
。
こ
う
し
た
ふ
い
の
言
及
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
る
程
度
、
安
吾
は
露
伴
を

読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
レ

ト
リ
ッ
ク
は
、
露
伴
『
史
傳
小
説
集
　
一
』
以
前
に
出
た
い
ず
れ
か
の
版
で
、
安
吾
が
露
伴

「
頼
朝
」
を
読
ん
で
お
り
、
そ
の
読
書
体
験
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（25）
。

五
、
裏
返
さ
れ
た
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
し
て
の
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」

本
項
で
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
を
、
森
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
を
補
助
線
と
し
て
、

対
比
的
に
分
析
し
た
い
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
は
、
安
吾
が
若
園
清
太
郎
と
過
ご
し
た

奈
良
原
鉱
泉
で
過
ご
し
た
折
の
出
来
事
に
、
材
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
三
五
年
の

こ
と
な
の
で
、「
上
」
に
語
ら
れ
た
出
来
事
か
ら
、
時
間
は
約
五
年
、
遡
行
す
る
。
一
九
三
五

年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
安
吾
が
奈
良
原
鉱
泉
で
過
ご
し
た
際
の
出
来
事
で
あ
り
、
若
園

清
太
郎
『
わ
が
坂
口
安
吾
』
に
も
、
こ
の
滞
在
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
園
の
『
わ
が
坂
口
安
吾
』
な
ど
を
参
照
す
る
と
、「
ラ
ム
ネ
氏
の

こ
と
　
中
」
は
、
多
分
に
作
家
的
誇
張
が
含
ま
れ
る
内
容
で
あ
り
、
た
と
え
ば
食
事
が
満
足

い
く
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
、
宿
泊
費
の
問
題
だ
っ
た
よ
う
だ
（26）
。

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
で
「
尋
常
一
様
の
味
で
は
な
い
」
と
誇
張
し
て
述
べ
る
こ
の
旅

館
の
食
事
に
は
「
食
物
に
就
て
不
満
を
言
わ
ぬ
た
ち
」
の
安
吾
も
「
悲
鳴
」
を
挙
げ
て
し
ま

っ
た
ら
し
い
。
そ
う
書
い
た
次
に
、
文
章
の
上
に
「
茸
」
が
現
れ
る
。「
茸
」
に
関
し
て
は
、

味
の
旨
い
・
不
味
い
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、「
素
性
あ
る
」
も
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、

毒
茸
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
う
味
以
前
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
。「
素
性
あ
る
茸
」
と

は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
茸
の
名
前
と
形
態
双
方
を
見
知
っ
て
い
る
茸
、
あ
る
い

は
、
は
じ
め
て
出
会
う
茸
で
あ
っ
た
と
し
て
も
形
態
か
ら
植
物
事
典
で
そ
の
名
前
に
至
る
こ

と
が
で
き
る
茸
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
植
物
辞マ

マ典
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
は
仮
定

な
の
で
、
実
際
に
は
そ
れ
は
な
い
。
よ
っ
て
、
茸
の
名
前
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
前

を
知
る
こ
と
は
分
節
化
で
あ
り
（「
茸
」
の
中
の
「
松
茸
」
の
よ
う
に
）、
名
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
目
の
前
の
茸
を
分
節
化
で
き
な
い
こ
と
は
、
毒
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不

安
に
直
結
す
る
。
そ
の
さ
ま
が
滑
稽
味
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
。「
こ
の
部
落
に
は
茸
と
り
の
名

人
が
ゐ
て
、
こ
の
名
人
が
と
つ
て
き
た
茸
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
に
大
丈
夫
な
の
だ
と
宿
屋
の

者
は
言
ふ
」
し
、
老
人
本
人
も
ま
た
、「
俺
の
茸
は
大
丈
夫
だ
と
自
ら
太
鼓
判
を
押
し
て
ゐ
」

生
活
中
、
ご
く
近
い
距
離
に
生
活
し
、
本
を
よ
く
安
吾
に
薦
め
た
と
い
う
三
好
達
治
は
、
露

伴
の
「
頼
朝
」
を
は
じ
め
と
す
る
史
伝
に
つ
い
て
、「
格
別
の
風
格
で
く
つ
た
く
が
な
く
て
面

白
い
」
と
も
の
ち
に
述
べ
て
い
た
（23）
。

露
伴
「
頼
朝
」
は
、
頼
朝
を
擁
護
す
る
（
当
時
に
お
い
て
）
や
や
珍
し
い
立
場
か
ら
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
あ
る
場
面
へ
注
目
し
て
み
よ
う
。
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
）
に
お
い
て
源
氏
側

が
落
ち
延
び
る
際
、
十
三
歳
の
頼
朝
は
、
疲
れ
か
ら
馬
上
で
眠
り
、
一
行
と
は
ぐ
れ
、
守
山

宿
の
近
く
に
お
い
て
、
源
内
兵
衛
と
い
う
人
物
に
落
人
狩
り
の
標
的
に
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を

返
り
討
ち
に
す
る
。
露
伴
は
、「
頼
朝
」
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
些
細
な
事
」
で
は
あ
る
が
、

「
頼
朝
の
英
気
の
発
露
」
だ
ろ
う
と
言
い
、
し
か
し
そ
こ
に
は
、
偶
然
の
要
素
も
多
分
に
作
用

し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
露
伴
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
頼
朝
」
が
「
頼
朝
」
と
し
て
歴
史
に
名
を
残
し
た
の
は
、
か
よ
う
に
偶
然
な
の
で
あ
り
、

源
内
兵
衛
が
も
う
す
こ
し
強
け
れ
ば
、
頼
朝
は
「
反
對
に
細
首
を
チ
ョ
ン
切
ら
れ
て
仕
舞
」

う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
天
下
を
取
る
ど
こ
ろ
か
名
も
殘
ら
ず
、
姓
も
知
ら
れ
ず
に
終
わ
つ

て
居
る
頼
朝
」
が
こ
れ
ま
で
に
何
人
い
た
だ
ろ
う
、
と
露
伴
は
歴
史
の
偶
発
性
に
言
及
す
る
。

あ
る
い
は
、
馬
上
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
す
武
器
（
袖
が
ら
み
）
が
存
在
し
た
時
代
な
ら
ば
、
そ

の
物
理
的
な
理
由
に
よ
っ
て
落
馬
さ
せ
ら
れ
、「
崖
傍
の
甚
次
郎
兵
衛
や
新
田
の
平
五
左
衛

門
」
に
頼
朝
は
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
、
と
露
伴
は
言
う
（24）
。

こ
れ
は
、
創
意
工
夫
を
め
ぐ
る
話
と
は
異
な
り
、
ま
た
先
に
検
討
し
た
「
文
明
の
庫
」
で

は
や
や
否
定
的
に
言
及
さ
れ
て
い
た
「
戦
史
」
の
な
か
の
話
で
は
あ
る
も
の
の
、「
ラ
ム
ネ

氏
の
こ
と
」
の
フ
グ
料
理
を
め
ぐ
る
安
吾
の
文
章
と
、
語
彙
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
そ
し
て
な
に

よ
り
発
想
そ
の
も
の
の
近
接
が
認
め
ら
れ
る
。「
名
も
殘
ら
ず
、
姓
も
知
ら
れ
ず
に
終
わ
つ

て
居
る
頼
朝
が
何
人
あ
る
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
露
伴
は
書
く
。
名
も
姓
も
残
ら
ず
に

終
わ
る
、
複
数
の
「
頼
朝
」
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
露
伴
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、

「
頼
朝
」
と
い
う
名
詞
が
、「
あ
の
頼
朝
」（
源
頼
朝
）
で
は
な
く
、「
頼
朝
の
よ
う
に
有
り
得
た
か

も
し
れ
な
い
無
数
の
人
間
」
を
集
合
的
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
安

吾
が
、「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」（
ラ
ム
ネ
の
発
明
を
し
た
一
人
の
だ
れ
か
の
仮
称
）
か
ら
「
ラ
ム
ネ
氏
」（
集
合
的
存

在
）
を
語
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
つ
む
ぐ
こ
と
と
、
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
安
吾
の
文
章
に
お
け

る
「
太
郎
兵
衛
」
や
「
頓
兵
衛
」
と
い
う
無
名
の
人
間
を
あ
ら
わ
す
仮
名
は
、
露
伴
「
崖
傍

の
甚
次
郎
兵
衛
や
新
田
の
平
五
左
衛
門
や
に
打
き
伏
せ
ら
れ
て
痛
い
目
に
逢
つ
た
に
相
違
な

い
の
で
あ
る
」
と
の
近
接
も
見
ら
れ
る
。

安
吾
の
露
伴
に
対
す
る
言
及
は
多
く
な
い
も
の
の
、「
五
月
の
詩
」（
一
九
四
二
）
の
中
な
ど
に
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ネ
氏
の
こ
と
」
が
掲
載
さ
れ
る
約
二
か
月
前
の
出
来
事
で
あ
る
（27）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
確
認

す
る
と
、
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
に
も
当
然
、
検
閲
へ
の
意
識
は
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
の
茸
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
安
吾
の
文
章
は
、
一
九
四
一

年
四
月
に
は
す
で
に
米
が
配
給
制
に
な
っ
て
お
り
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
な
ん
で
も
積
極
的

に
利
用
し
よ
う
と
い
う
代
用
食
の
研
究
な
ど
が
徐
々
に
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
併

せ
る
と
、
こ
う
し
た
文
脈
と
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
合
う
も
の
で
も
あ
り
（
未
知
の
食
材
を
怖
れ

て
食
わ
ぬ
人
間
の
中
に
「
ラ
ム
ネ
氏
」
は
い
な
い
）、
両
義
的
に
読
め
る
よ
う
に
書
く
意
識
が
、
安
吾
に

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
は
、
先
行
す
る
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」（
一
九
一
四
）
を

反
転
さ
せ
た
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
、

「
物
」
と
「
名
」
を
主
題
と
す
る
随
筆
で
あ
り
、
一
九
二
四
年
、
尾
竹
一
枝
の
雑
誌
『
番サ
フ
ラ
ン

紅
花
』

（『
青
鞜
』
の
後
継
で
あ
り
『
女
人
芸
術
』
の
前
身
と
い
う
側
面
を
持
つ
が
短
命
に
終
わ
っ
た
）
の
創
刊
号
・
巻
頭

に
、『
番
紅
花
』
創
刊
の
支
援
と
し
て
書
か
れ
、
掲
載
さ
れ
た
。

鷗
外
は
、
名
を
知
る
こ
と
が
そ
の
実
体
を
知
る
こ
と
に
先
行
す
る
、
と
い
う
事
象
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
読
書
を
通
し
て
、
多
く
の
「
物
の
名
」
が
「
器
に
塵
の
つ
く
よ

う
に
」
記
憶
に
残
っ
て
い
っ
た
幼
少
期
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。「
植
物
の
名
」
も
ま
た
そ
う

だ
っ
た
、
と
鷗
外
は
書
く
（28）
。
父
・
森
静
男
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
な
か
で
、

「
字
書
」
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
る
う
ち
に
、「
サ
フ
ラ
ン
」
と
い
う
言
葉
に
幼
い
鷗
外

は
出
会
う
。
そ
れ
は
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、「
洎
夫

藍
」
と
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
た
名
詞
だ
っ
た
（29）
。
ま
た
、「
今
で
も
其
字
を
記
憶
し

て
ゐ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
誰
か
に
聞
い
て
耳
で
覚
え
た
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
「
字
書
」
の
中
に
あ
る
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
こ
の
名
詞
と
出
会
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。「

サ
フ
ラ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
発
話
は
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
。
父
は
、
蘭
医
ら
し
く
、
こ
の

植
物
の
利
用
法
に
よ
っ
て
、「
サ
フ
ラ
ン
」
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
「
物
に
色
を
附
け

る
草
」
で
あ
り
、
父
は
そ
れ
を
「
薬
箪
笥
の
抽
斗
」
か
ら
と
り
だ
し
て
見
せ
て
く
れ
る
。
そ

れ
は
黒
ず
ん
だ
干
物
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
出
会
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ

し
て
ま
た
、
父
も
も
し
か
し
た
ら
生
き
た
サ
フ
ラ
ン
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
と
も
書
か
れ
る
（
当
時
は
珍
し
い
植
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
）。
そ
し
て
時
間
は
、
子
供
時
代
か
ら

「
二
三
年
前
」
に
飛
び
、
人
力
車
の
上
か
ら
サ
フ
ラ
ン
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
眺
め
、「
圖
譜

で
生
の
花
の
形
だ
け
は
知
つ
て
ゐ
た
の
で
」「
お
や
、
サ
フ
ラ
ン
だ
な
」
と
思
う
瞬
間
が
書
か

た
よ
う
だ
。
だ
が
、
安
吾
は
、「
植
物
辞
典
」
を
見
な
い
う
ち
は
、
安
心
で
き
な
い
と
思
い
、

こ
の
茸
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
老
人
が
、
安
吾
た
ち
の
滞
在
中
に
、

「
自
分
の
茸
に
あ
た
つ
て
、
往
生
を
遂
げ
て
し
ま
つ
た
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
（
先
行
研
究
に
指

摘
が
あ
る
通
り
、
若
園
の
回
想
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
茸
と
り
の
名
人
」
が
い
た
こ
と
も
、
彼
が
自
分
で
と
っ
た
茸
に
あ

た
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
書
き
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
安
吾
の
作
家
的
虚
構
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
）。
そ
し

て
老
人
は
、「
必
ず
し
も
後
悔
し
て
」
お
ら
ず
、「
か
う
い
ふ
こ
と
も
有
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い

ふ
こ
と
を
思
ひ
当
つ
た
様
子
」
で
も
あ
り
、「
素
直
な
往
生
」
を
遂
げ
た
の
だ
と
言
う
。「
さ

う
し
て
、
こ
の
部
落
で
は
、
そ
の
翌
日
に
も
う
人
々
が
茸
を
食
べ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
」
と

書
き
、
次
の
段
落
で
安
吾
は
「
つ
ま
り
、
こ
の
村
に
は
、
ラ
ム
ネ
氏
が
ゐ
な
か
つ
た
」
と
飛

躍
す
る
。

安
吾
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
、
こ
の
村
の
中
で
の
茸
に
は
、
実
は
確
か
な
分
節
化
が
あ
る
。
そ

れ
は
名
前
（
た
と
え
ば
「
松
茸
」）
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
名
人
が
と
っ
て
き
た
茸
か
そ
う
で
な

い
茸
か
、
と
い
う
分
節
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
絶
対
大
丈
夫
」
な
茸
と
し
て
、
ほ
か
の
茸
か

ら
弁
別
さ
れ
る
。
名
人
自
ら
も
、
自
分
が
と
っ
て
き
た
茸
を
「
俺
の
茸
」
と
呼
び
、
他
か
ら

区
別
す
る
。
だ
が
外
か
ら
や
っ
て
き
た
安
吾
に
と
っ
て
は
、
そ
の
分
節
化
そ
の
も
の
が
疑
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
植
物
辞
典
」
で
確
か
め
な
い
限
り
、
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
疑
い
が
現
実
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
老
人
は
、
自
分
の
茸
に
あ
た
っ
て
死
ん
だ

こ
と
が
書
か
れ
る
。

こ
こ
で
老
人
が
死
ぬ
際
に
村
の
人
間
に
伝
え
る
べ
き
だ
っ
た
こ
と
は
、
フ
グ
に
あ
た
っ
て

死
ぬ
「
頓
兵
衛
」
が
子
孫
に
伝
え
た
（
と
安
吾
が
思
い
描
い
た
）
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
茸
に
あ
た

っ
て
自
分
は
死
ぬ
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
た
様
子
は
な
い
。
そ

し
て
も
う
、
次
の
日
に
は
、
村
人
た
ち
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
茸
を
食
べ
て
い
た
。
そ

う
し
た
村
人
の
姿
を
安
吾
は
「
こ
の
村
に
は
、
ラ
ム
ネ
氏
が
ゐ
な
か
つ
た
」
と
書
き
、
け
し

て
称
揚
し
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
ラ
ム
ネ
氏
は
ひ
と
り
と
は
限
ら
ず
、「
血
と
血
の
つ
な
が
り

の
中
」
に
「
よ
う
や
く
一
人
の
ラ
ム
ネ
氏
」
が
ひ
そ
み
、「
常
に
ひ
そ
ん
で
い
る
」
の
か
も
し

れ
な
い
と
も
書
く
。
ま
た
、「
こ
の
村
に
は
、
ラ
ム
ネ
氏
が
ゐ
な
か
つ
た
」
と
言
う
一
方
で
、

「
恐
れ
て
食
わ
ぬ
」
自
分
の
中
に
も
「
ラ
ム
ネ
氏
」
は
「
ひ
そ
ん
で
」
い
な
い
と
も
述
べ
て
い

る
。当

時
、
新
潮
社
の
編
集
者
だ
っ
た
和
田
芳
恵
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
が
発
表
さ
れ
た
時

期
の
「
都
新
聞
」
は
、
秋
聲
「
縮
図
」
が
「
情
報
局
の
干
渉
」
に
よ
っ
て
連
載
中
止
と
な
っ
た

こ
と
で
、
検
閲
に
敏
感
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
書
き
の
こ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
安
吾
「
ラ
ム
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先
行
研
究
の
多
く
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
に
お
い
て
、「
ラ
ム

ネ
氏
」
の
よ
う
に
テ
ー
マ
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
名
詞
で
は
な
い
も
の
で
、「
上
」「
中
」「
下
」

い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
登
場
す
る
も
の
は
辞
書
や
事
典
類
で
あ
る
。「
上
」
に
お
い
て
は
「
プ

チ
・
ラ
ル
ッ
ス
」、「
中
」
に
お
い
て
は
「
植
物
辞
典
」、「
下
」
に
お
い
て
は
「
伴
天
連
達
」

の
「
作
つ
た
」「
辞
書
」
が
登
場
す
る
。
安
吾
は
、
辞
書
を
探
す
け
れ
ど
も
探
す
言
葉
が
見
つ

か
ら
な
い
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
何
度
か
繰
り
返
し
て
作
品
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
モ

テ
ー
フ
が
明
確
に
生
か
さ
れ
た
の
が
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
上
」
で
は
ま
ず
、
三
好
達
治
が
「
う
ち
の
辞
書
」
を
ひ
く
が
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
と
い
う
名

詞
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
帰
宅
し
た
安
吾
が
プ
チ
・
ラ
ル
ッ
ス
を
ひ
く
と
「
フ
ェ
リ

シ
テ
・
ド
・
ラ
ム
ネ
ー
」
と
い
う
人
名
は
見
出
せ
た
が
、「
ラ
ム
ネ
」
の
発
明
者
で
あ
る
と
い

う
記
述
は
な
か
っ
た
、
と
二
つ
の
参
照
の
困
難
が
描
か
れ
た
。
そ
し
て
「
中
」
で
は
、「
植
物

辞
典
」
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
は
な
く
、
目
の
前
の
茸
を
辞
典
の
な
か
に
探
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。「
下
」
は
、
よ
り
困
難
な
参
照
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

る
。宣

教
師
た
ち
が
来
日
し
た
際
、
今
日
的
な
意
味
に
お
い
て
の
「
愛
」
を
ど
う
翻
訳
す
べ
き

か
を
め
ぐ
っ
て
「
彼
等
は
ほ
と
ほ
と
困
却
し
た
」
と
安
吾
は
書
く
。
た
だ
し
、「
下
」
の
全
体

は
、
論
理
的
に
は
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。「
愛
」
と
い
う
言
葉
に
不
義
を
連
想
さ

せ
る
意
味
し
か
な
い
時
代
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
ア
モ
ー
ル
（
ラ
ヴ
）」
の
訳
語
と
し
て
「
愛
」

と
い
う
言
葉
は
最
初
か
ら
選
ば
れ
も
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、「
切
支
丹
」
た
ち
が
「
ア
モ
ー

ル
（
ラ
ヴ
）」
を
訳
そ
う
と
し
て
苦
闘
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
百
何
十
年
前
の
「
愛
」

や
「
恋
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
味
に
対
し
て
苦
闘
し
た
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。「
愛
」
や

「
恋
」
と
い
う
言
葉
の
明
治
以
降
の
使
わ
れ
方
と
、
三
百
何
十
年
前
当
時
の
「
愛
」
や
「
恋
」

と
の
使
わ
れ
方
と
が
混
同
さ
れ
た
ま
ま
安
吾
の
文
章
は
進
ん
で
い
く
印
象
を
受
け
る
（
先
行
研

究
で
は
、
こ
の
部
分
は
新
村
出
『
日
本
の
言
葉
』
が
典
拠
と
さ
れ
る
）。

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
下
」
に
お
い
て
、
来
朝
し
た
伴
天
連
た
ち
が
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
は

辞
書
で
あ
る
。
今
日
の
意
味
に
お
い
て
の
「
愛
」
の
訳
語
と
し
て
彼
等
が
考
え
出
し
た
言
葉

が
「
御
大
切
」
で
あ
っ
た
。

「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
上
」「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
に
お
い
て
辞
書
を
め
ぐ
っ
て
安
吾

が
述
べ
る
の
は
、
辞
書
を
参
照
し
て
も
求
め
る
名
詞
が
な
い
こ
と
、
出
て
来
て
も
求
め
る
記

述
で
は
な
い
こ
と
、
そ
も
そ
も
辞
典
が
手
許
に
な
く
参
照
で
き
な
い
こ
と
、
と
い
う
参
照
の

困
難
だ
っ
た
が
、「
下
」
の
伴
天
連
た
ち
の
困
難
は
、
参
照
す
べ
き
辞
書
そ
の
も
の
が
な
い
、

れ
る
。
そ
の
植
物
を
な
ん
と
呼
び
、
ど
の
よ
う
な
漢
字
を
あ
て
、
な
ん
に
使
う
の
か
、
ど
ん

な
形
の
花
を
し
て
い
る
か
ま
で
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
生
の
花
を
見
る
の
は
は
じ
め
て
だ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
名
詞
と
の
遭
遇
が
先
行
し
、
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
植
物
そ
の
も
の
と
の
出

会
い
が
後
発
す
る
と
い
う
出
会
い
の
形
が
語
ら
れ
る
（30）
。

手
に
い
れ
た
鉢
植
え
の
サ
フ
ラ
ン
は
、
わ
ず
か
二
、三
日
で
萎
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
注

意
を
払
わ
な
く
な
っ
た
が
、
ふ
た
た
び
葉
が
広
が
っ
て
き
た
の
を
目
に
す
る
。「
物
の
生
ず
る

力
」
の
「
驚
く
べ
き
」
さ
ま
を
こ
こ
に
鷗
外
は
書
き
止
め
る
。
そ
れ
は
一
度
萎
れ
て
し
ま
っ

た
サ
フ
ラ
ン
と
再
び
出
会
う
こ
と
で
も
あ
る
（31）
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
そ
れ
ま
で
「
物
」
と

し
て
語
ら
れ
て
い
た
サ
フ
ラ
ン
が
、「
生
存
」
し
て
い
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
終
わ
る
。

鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
、
紅
野
謙
介
が
言
う
よ
う
に
、「「
物
」「
名
」「
形
」「
力
」
の
関
係
が

み
ご
と
に
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
」
文
章
で
あ
る
（32）
。

繰
り
返
す
が
、
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
尾
竹
一
枝
の
雑
誌
『
番
紅
花
』
の
巻
頭
に
掲
げ
ら

れ
た
。「
サ
フ
ラ
ン
」
は
あ
る
ひ
と
つ
の
植
物
の
集
合
を
指
す
普
通
名
詞
だ
が
、
そ
れ
が
い

ま
新
雑
誌
の
名
前
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
、
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
瞬
間
の
た
め
に
書
か
れ

た
文
章
で
も
あ
る
。「
サ
フ
ラ
ン
」
と
い
う
普
通
名
詞
に
新
し
く
意
味
が
ひ
と
つ
加
わ
る
瞬

間
に
鷗
外
が
立
ち
会
お
う
と
す
る
含
み
が
、
こ
の
文
章
に
は
あ
る
（
こ
れ
以
前
に
、「
シ
ラ
カ
バ
」
や

「
ザ
ン
ボ
ア
」
と
い
う
名
詞
が
単
に
植
物
の
名
前
の
み
を
示
す
の
で
は
な
く
な
っ
た
の
と
同
様
に
）。
事
実
、『
番
紅

花
』
が
な
ぜ
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
雑
誌
名
に
決
ま
っ
た
の
か
は
、
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
、
雑

誌
の
名
前
が
決
定
し
て
か
ら
、
尾
竹
一
枝
は
、
鷗
外
に
原
稿
依
頼
に
行
っ
て
い
る
（33）
。

安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
で
述
べ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
出
さ
れ
た
茸
の
「
素

性
」
が
わ
か
ら
ず
、「
植
物
辞
典
」
を
ひ
く
こ
と
も
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
そ
の
茸
の
名
前
に

到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
安
に
よ
っ
て
、
食
べ
る
こ
と
を
た
め
ら
う
も
の
だ
っ

た
。
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
い
ず
れ
も
「
名
前
」
と
「
も
の
」
の

関
係
を
定
義
す
る
随
筆
の
系
譜
に
あ
る
と
解
釈
す
る
と
き
、「
サ
フ
ラ
ン
」
は
名
詞
と
そ
の
由

来
や
機
能
が
先
行
し
て
認
知
さ
れ
、
も
の
そ
の
も
の
は
後
発
的
に
認
知
さ
れ
る
、
と
い
う
視

点
か
ら
展
開
さ
れ
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
は
そ
れ
と
は
ち
ょ
う
ど
反
対
に
、
も
の
そ
の

も
の
は
現
前
し
て
い
る
が
、
名
詞
や
安
全
性
が
い
つ
ま
で
も
不
可
知
な
の
で
、
も
の
そ
の
も

の
に
手
が
出
せ
な
い
と
い
う
状
況
が
描
か
れ
て
お
り
、
見
事
に
反
転
し
あ
う
二
つ
の
文
章
と

言
え
る
。

六
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
下
」、
辞
書
と
参
照
の
困
難
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終
わ
り
に

本
論
で
は
、
坂
口
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け

を
露
伴
、
鷗
外
と
い
っ
た
先
行
作
家
の
文
章
か
ら
対
比
的
に
考
察
し
た
。
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏

の
こ
と
」
は
、
ま
ず
露
伴
の
「
文
明
の
庫
」
と
基
本
的
な
着
眼
に
お
い
て
、
共
通
点
が
多
い
。

そ
れ
は
、
身
の
ま
わ
り
の
、
と
る
に
足
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
事
物
の
起
源
に
注
意
を
強
く

喚
起
す
る
点
に
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
発
明
者
ひ
と
り
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
成
し

得
る
ま
で
の
多
く
の
人
間
の
線
的
な
営
為
に
も
読
者
の
注
意
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
に

認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
差
異
は
、
露
伴
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
創
り
出
し
た
人

間
の
固
有
名
を
記
述
す
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
安
吾
は
む

し
ろ
そ
れ
を
不
可
知
な
ま
ま
に
留
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
露
伴
の
史
伝

「
頼
朝
」
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
は
、
修
辞
や
発
想
の
近
接
が
確
認
で
き
た
。
加
え
て
、
鷗
外

「
サ
フ
ラ
ン
」
と
の
対
比
か
ら
読
む
と
き
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
中
」
は
、
事
物
と
名
詞
の

関
係
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
対
照
を
な
す
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

歴
史
の
中
で
、
仮
名
に
よ
っ
て
し
か
名
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
無
名
の
ひ
と
を
相
対
的
に

名
指
す
た
め
に
安
吾
が
用
い
る
名
前
が
、
ラ
ム
ネ
壜
の
発
明
者
か
ら
い
つ
の
ま
に
か
こ
の
随

筆
の
な
か
で
そ
の
包
括
す
る
範
囲
を
大
き
く
拡
げ
た
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
い
う
集
合
的
な
仮
名

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
い
う
集
合
的
な
名
詞
を
仮
構
し
、
そ
う
し
た
人
々
を
名

指
す
こ
と
こ
そ
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
目
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
小

説
・
エ
ッ
セ
イ
・
評
論
を
含
め
た
文
章
全
般
に
お
い
て
、「
辞
書
」
を
ひ
い
て
も
あ
る
言
葉
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
参
照
不
可
能
性
へ
安
吾
が
何
度
か
肯
定
的
に
言
及

し
て
い
た
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

註（1）
　「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
文
章
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
』
三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
、
に

依
拠
す
る
。

（2）
　
大
井
廣
介
「
解
説
」『
現
代
日
本
文
学
館
　
二
七
　
梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
・
坂
口
安

吾
』
文
藝
春
秋
、
一
九
六
六
、四
六
七

（3）
　
浅
子
逸
男
「
ラ
ム
ネ
氏
の
ゆ
く
え
　
―
―
死
せ
ざ
れ
ば
た
だ
の
怪
物
―
―
」『
稿
本
近
代

文
学
』
十
七
、
筑
波
大
学
、
一
九
九
二
、一
九
七

（4）
　
丸
川
浩
「
坂
口
安
吾
の
文
明
批
評
家
的
視
点
　
―
―
そ
の
成
熟
の
過
程
と
柳
田
民

俗
学
―
―
」
山
根
巴
・
横
山
邦
治
編
『
近
代
文
学
の
形
成
と
展
開
』、
和
泉
書
院
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
　
下
」
に
お
い
て
は
、
辞
書
は

参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
辞
書
そ
の
も
の
、
訳
語
そ
の
も
の
が
創
造
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
登
場
し
、「
御
大
切
」
と
い
う
言
葉
を
編
み
出
し
た
伴
天
連
の
姿
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
新
た
な
名
詞
を
創
造
す
る
こ
と
が
、
名
詞
そ
の
も
の
の
創
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
新

し
い
概
念
そ
の
も
の
の
提
示
で
あ
る
よ
う
な
言
葉
の
あ
り
よ
う
に
安
吾
は
言
及
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
の
最
後
で
、「
フ
グ
に
徹
し
ラ
ム
ネ
に
徹
す
る
者
の
み
」

が
「
と
に
か
く
、
物
の
あ
り
か
た
」
を
変
え
て
き
た
の
だ
、
と
安
吾
は
言
い
、
そ
し
て
戯
作

者
も
ま
た
ひ
と
り
の
「
ラ
ム
ネ
氏
」
で
あ
る
と
書
く
。「
中
」
の
終
わ
り
に
お
い
て
安
吾
は
、

た
し
か
に
「
私
の
や
う
に
恐
れ
て
食
は
ぬ
者
の
中
に
は
、
決
し
て
ラ
ム
ネ
氏
が
ひ
そ
ん
で
ゐ

な
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
戯
作
の
領
域
に
お
い
て
は
自
分
も
ま
た
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
こ
の
随
筆
を
終
え
て
い
る
。「
物
の
あ
り
か
た
」
を
変

え
て
い
く
よ
う
な
人
間
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
歴
史
の
な
か
に
た
く
さ
ん
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、

ラ
ム
ネ
壜
の
発
明
や
フ
グ
料
理
の
成
立
と
い
っ
た
、
一
見
「
た
あ
い
も
な
く
滑
稽
な
」
事
業

を
行
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
の
名
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

「
上
」
に
登
場
す
る
、
フ
グ
料
理
を
可
能
に
し
て
死
ん
だ
多
く
の
「
頓
兵
衛
」
や
「
太
郎
兵

衛
」
の
よ
う
に
、
仮
名
に
よ
っ
て
し
か
名
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
無
名
の
ひ
と
と
し
て
、
安

吾
は
そ
の
存
在
を
思
い
描
く
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
全
体
を
通
し
て
、
辞
書
が
参
照
さ
れ
よ
う
と

す
る
と
き
、
必
ず
な
ん
ら
か
の
齟
齬
が
起
こ
る
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
と
無
縁
に
は
思
わ
れ

な
い
。
辞
書
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
や
ひ
と
は
、
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
こ
に

載
っ
て
い
な
い
の
に
過
ぎ
な
い
。
安
吾
の
文
学
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
参
照
の
困
難
は
、
明

確
に
、
肯
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
全
体
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い

た
、
辞
書
に
よ
っ
て
言
葉
を
探
す
が
そ
の
参
照
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
た
と

え
ば
安
吾
の
小
説
「
勉
強
記
」
や
エ
ッ
セ
イ
「
大
井
広マ

マ介
と
い
ふ
男
」
な
ど
に
も
確
認
で
き

る
。「
勉
強
記
」
で
は
、
探
す
単
語
が
ま
っ
た
く
現
れ
て
く
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
は
「
ス
ポ
ー
ツ
」
の
よ
う
に
「
快
く
疲
労
」
さ
せ
て
く
れ
、「
も
っ
と
実
質
的
な
勉
強
」
を
し

た
気
持
ち
に
さ
せ
、「
肉
体
が
そ
も
そ
も
辞
書
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
感
覚
が
述
べ
ら
れ
（34）
、

「
大
井
広
介
と
い
ふ
男
」
で
は
、
安
吾
が
辞
書
を
引
い
て
も
見
い
だ
せ
な
い
名
前
を
、
す
べ
て

覚
え
て
い
る
大
井
廣
介
と
い
う
友
だ
ち
の
愉
快
さ
を
、
安
吾
は
実
に
楽
し
そ
う
に
書
き
の
こ

し
て
い
る
（35）
。
こ
う
し
た
「
辞
書
が
参
照
で
き
な
い
」
と
い
う
安
吾
の
モ
チ
ー
フ
が
う
ま
く

用
い
ら
れ
た
文
章
が
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
と
言
え
る
。



105

研究ノート［坂口安吾「ラムネ氏のこと」における名詞 ――幸田露伴「文明の庫」「頼朝」、森鷗外「サフラン」との対比から――］吉田 大輔

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

（22）
　
上
田
貴
美
「
坂
口
安
吾
「
源
頼
朝
」
に
お
け
る
幸
田
露
伴
「
頼
朝
」
の
受
容
―
―
付
「
青

春
論
」
と
森
鷗
外
・
吉
田
精
顕
―
―
」『
歴
史
文
化
社
会
論
講
座
紀
要
』
十
四
号
、
京
都

大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
歴
史
文
化
社
会
論
講
座
、
二
〇
一
七
、六
三
―
八
八

（23）
　
三
好
達
治
「
露
伴
さ
ん
雑
記
」、『
三
好
達
治
全
集
』
六
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
、七
四

（24）
　
幸
田
露
伴
「
頼
朝
」『
露
伴
全
集
』
一
六
、
岩
波
、
一
九
七
八
、四
〇
―
四
二

（25）
　
前
掲
安
吾
全
集
三
、四
五
七

（26）
　
若
園
清
太
郎
『
わ
が
坂
口
安
吾
』
昭
和
出
版
、
一
九
七
六
、七
六

（27）
　
和
田
芳
恵
『
ひ
と
つ
の
文
壇
史
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
、一
九
七

（28）
　
森
鷗
外
「
サ
フ
ラ
ン
」『
鷗
外
全
集
』
二
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、四
五
九

（29）
　
前
掲
鷗
外
全
集
二
六
、四
五
九

（30）
　
前
掲
鷗
外
全
集
二
六
、四
六
〇

（31）
　
前
掲
鷗
外
全
集
二
六
、四
六
一

（32）
　
紅
野
謙
介
「
森
鷗
外
『
サ
フ
ラ
ン
』
に
お
け
る
「
物
」
と
「
名
」」『
研
究
紀
要
』
五
六
、

日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
八
、二
一

（33）
　
尾
竹
一
枝
「
編
集
室
に
て
」『
番
紅
花
　
合
本
版
』
一
、
不
二
出
版
、
一
九
八
四
、二
二
二

―
二
二
八

（34）
　
坂
口
安
吾
「
勉
強
記
」
前
掲
安
吾
全
集
三
、
筑
摩
書
房
、
六
八

（35）
　
坂
口
安
吾
「
大
井
広
介
と
い
ふ
男
」
前
掲
安
吾
全
集
三
巻
、
四
〇
五

本
論
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
、
日
本
近
代
文
学
会
全
国
大
会
に
お
い
て
行
っ
た
発
表
に
基

づ
く
。

一
九
九
八
、二
二
三

（5）
　
坂
口
安
吾
「
釣
り
師
の
心
境
」『
坂
口
安
吾
全
集
』
八
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
、二
二
一

（6）
　
萩
原
朔
太
郎
「
ラ
ム
ネ
」『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
八
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
、三
〇
六
、

初
出
・『
令
女
界
』
第
七
巻
八
号
、
一
九
二
五
・
八

（7）
　「
ラ
ム
ネ
の
栓
天
を
つ
い
て
時
鳥
」（
子
規
、
一
八
九
一
）「
売
れ
残
る
ラ
ム
ネ
に
秋
の
夕
日

哉
」（
寺
田
寅
彦
、
一
八
九
八
）
な
ど
の
句
が
「
ラ
ム
ネ
」
を
「
夏
の
季
語
」
と
し
て
使
っ
て

は
い
な
い
の
に
対
し
て
、「
巡
査
つ
と
き
て
ラ
ム
ネ
壜
さ
か
し
ま
に
」（
虚
子
、
一
九
三
一
）

の
よ
う
に
、
朔
太
郎
が
「
ラ
ム
ネ
」
を
書
い
た
時
期
に
近
い
こ
ろ
の
俳
句
に
は
、
こ
れ

を
夏
の
季
語
と
し
て
使
用
す
る
例
が
す
で
に
確
認
で
き
る
。

（8）
　
幸
田
露
伴
「
文
明
の
庫
」『
露
伴
全
集
』
一
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
、二
三
五
―

三
五
六

（9）
　
平
川
祐
弘
『
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
　
中
村
正
直
と
『
西
国
立
志
編
』』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
、一
二
一
―
一
三
八

（10）
　
中
村
正
直
の
同
人
社
に
、
安
吾
の
父
・
坂
口
仁
一
郎
は
、
一
八
七
五
年
、
十
六
歳
の
こ
ろ
、

数
か
月
学
ん
で
い
る
。『
坂
口
安
吾
全
集
』
別
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
、六
三
七

（11）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
三
八

（12）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
三
八
―
二
三
九

（13）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
〇
―
二
四
二

（14）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
三

（15）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
四

（16）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
〇

（17）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
九
―
二
五
〇

（18）
　
小
野
二
郎
「
物
質
に
孕
ま
れ
た
夢
　
芸
術
・
教
育
・
労
働
」『
小
野
二
郎
著
作
集
』
三
、

一
九
八
六
、三
七
二
―
三
七
四

（19）
　
坂
口
安
吾
「
高
千
穂
に
冬
雨
ふ
れ
り
」「
安
吾
新
日
本
風
土
記
」『
坂
口
安
吾
全
集
』

一
五
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
、一
八
八
。
な
お
、
安
吾
の
「
コ
ン
ニ
ャ
ク
」
へ
の
言
及

は
、「
明
日
は
天
気
に
な
れ
」（
一
九
五
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。

（20）
　
前
掲
露
伴
全
集
一
一
、二
四
七

（21）
　
蔵
書
番
号
・
三
七
六
番
を
付
さ
れ
た
幸
田
露
伴
『
史
傳
小
説
集
　
一
』
で
あ
り
（
同
、
二
五
）、

目
録
作
成
者
に
よ
る
注
に
よ
れ
ば
、「
印
が
書
い
て
あ
る
ペ
ー
ジ
が
複
数
あ
る
」
と
さ
れ

る
（
同
、
七
二
）。
た
だ
、
安
吾
旧
蔵
の
当
該
本
を
、
筆
者
は
実
見
し
て
い
な
い
。
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The essay ‘Ramuneshi-no-koto’ (‘About Mr. Ramune’) by 
Sakaguchi Ango(1906–1955) was published in the Miyako 
Shinbun in 1941. Although short, it conveys the appeal of 
Sakaguchi Ango’s writing well, and a relatively large number 
of previous studies have been dedicated to it.

This study is an examination of the attitude towards nouns 
present in the essay. Rather than examining Sakaguchi Ango 
as an author or establishing an interpretation that takes into 
account contemporary circumstances, the emphasis of this 
paper is placed on examining the essay’s characteristics in 
comparison with the works of previous authors writing on 
similar themes. 

In comparison with which writings should the character-
istics of  ‘Ramuneshi-no-koto’  be gauged? In this study, I 
would like to highlight ‘Bunmei-no-kura’ (1898) by Kōda 
Rohan (1867–1947) as a precedent to ‘Ramuneshi-no-koto’ 
and as a text whose content bears a close resemblance to 
Sakaguchi Ango’s essay. The fact that these texts are similar 
in terms of content also means that their differences can be 
revealed by reading them in conjunction. While it is difficult 
to prove any direct influence, considering ‘Bunmei-no-kura’ 
as a reference should help further elucidate the historical con-
text of ‘Ramuneshi-no-koto’, which was published later. For 
the same reason, I will also venture a comparison with the 
novel ‘Yoritomo’(1908) by Koda Rohan, the essay ‘Saffron’ 
(1914) by Mori Ōgai (1862–1922).

On the basis of the points mentioned above, I hope to re-
frame the discussion on ‘Ramuneshi-no-koto’ as one about 
nouns that are unique to Sakaguchi Ango.

YOSHIDA Daisuke

Nouns in Sakaguchi Ango’s ‘Ramuneshi-no-koto’ (‘About Mr. Ramune’): 
 A Comparison with Kōda Rohan’s ‘Bunmei-no-kura’(‘Storehouse of Civilization’) , ‘Yoritomo’, 

and Mori Ōgai’s ‘Saffron’


