
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ラフカディオ・ハーンの再話作品とモーパッサンの
作品との関連性について : 「停車場にて」と「メゾ
ン・テリエ」

藤原, まみ
九州大学大学院比較社会文化学府

https://doi.org/10.15017/18358

出版情報：Comparatio. 13, pp.16-24, 2009-12-20. Society of Comparative Cultural Studies,
Graduate School of Social and Cultural Studies, Kyushu University
バージョン：
権利関係：



ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
と
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
の
作
品
と
・
の
関
連
性
に
つ
い
て

　
一
「
停
車
場
に
て
」
と
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
1

｛
は
じ
め
に
】

藤
原
ま
み

　
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
ア
メ
リ
カ
時
代
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
作
品
を

五
十
作
ほ
ど
翻
訳
し
、
作
家
自
身
や
作
品
に
つ
い
て
の
紹
介
記
事
や
評
論
な

ど
も
発
表
し
た
。
来
日
以
降
も
、
ハ
ー
ン
は
B
・
H
・
チ
ャ
ン
バ
レ
ン
に
宛

て
た
書
簡
や
、
東
京
大
学
で
の
英
文
学
講
義
で
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
言
及
し
て

い
る
。
ま
た
、
『
評
伝
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
注
－
）
』
の
作
者
ス
テ
イ
ー

ヴ
ン
ソ
ン
（
国
箪
一
N
滅
び
φ
け
ぴ
　
0
Ω
酔
O
ぐ
O
昌
u
ロ
O
昌
）
は
日
本
時
代
に
お
け
る
ハ
ー
ン
作
品

に
つ
い
て
、
「
晩
年
の
ハ
ー
ン
の
作
品
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
的
で
あ
り
、
ロ
チ
風

で
は
な
か
っ
た
（
注
2
）
」
と
評
し
、
晩
年
の
ハ
ー
ン
作
品
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の

作
品
と
の
関
連
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
両
者
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
『
小
泉
八
雲
事
典
』
（
恒
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
ハ
ー

ン
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
関
係
を
網
羅
的
に
整
理
し
て
い
る
遠
田
勝
氏
に
よ
る

「
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
」
の
項
の
ほ
か
、
牧
野
陽
子
氏
の
「
輪
廻
の
夢
『
む
じ
な
』

と
『
因
果
話
』
分
析
の
試
み
」
（
『
比
較
文
学
研
究
』
第
四
七
号
、
一
九
八
五

年
）
や
、
、
平
川
祐
弘
氏
の
「
手
に
ま
つ
わ
る
怪
談
」
（
『
大
手
前
大
学
人
文
科

学
部
論
集
』
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
程
度
で
あ

る
。
．
上
記
二
論
文
で
は
ハ
ー
ン
が
翻
訳
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
手
」
と
、

「
因
果
話
ト
に
お
け
る
手
の
描
写
と
の
関
連
を
指
摘
し
大
変
示
唆
に
富
む
が
、

例
示
さ
れ
た
も
の
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
手
」
に
お
け
る
一
文
の
み
で
あ
り
、

ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
作
品
と
の
関
係
は
い
ま
だ
本
格
的

に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
注
3
）
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ハ
ー
ン

晩
年
の
再
話
作
品
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
品
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
う
え
で

の
地
な
ら
し
と
し
て
、
ハ
ー
ン
の
早
い
時
期
で
の
再
話
作
品
の
ひ
と
つ
「
停

車
揚
に
て
」
（
、
》
け
9
切
餌
笛
≦
曙
の
9
葺
。
昌
．
）
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
作
品
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
」
（
帆
　
［
卑
寓
蝉
一
u
o
O
昌
頴
一
一
一
①
目
》
）
と
対
比
し
、
ハ

ー
ン
の
再
話
作
品
全
体
の
モ
チ
ー
フ
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
品
が
干
渉
し
た
可

能
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

＝
、
ハ
ー
ン
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
再
評
価
】

　
ハ
ー
ン
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
評
論
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
が
ロ
チ
と
対
比
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ア
メ
リ
カ
時
代
の
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
ロ
チ
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
ハ
ー
ン
の
文
体
は
装
飾
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
ロ
チ
の
文
体
を
角
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
旋
律
的
調
和
と
ゴ
ー
チ
エ
の
絵

画
的
装
飾
と
の
結
合
（
注
4
）
」
と
と
ら
え
た
ハ
ー
ン
が
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
新
聞
記
事
「
現
代
小
説
の
筋
立
て
」
（
．
男
ざ
叶
周
。
尾
旨
暮
ざ
昌
ぎ

竃
。
⊆
o
§
7
♂
〈
o
一
。
。
（
注
5
）
）
に
お
い
て
、
ハ
ー
ン
は
客
観
的
な
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

の
作
品
と
主
観
的
な
ロ
チ
の
作
品
を
対
比
し
、
主
観
的
な
ロ
チ
の
作
品
の
方

に
共
感
を
示
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
時
代
を
通
，
じ
て
、
ハ
ー
ン
は
モ
ー
パ
ッ
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サ
ン
に
短
編
作
家
と
し
て
の
手
法
の
確
か
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
を
ロ
チ
程
高
く
は
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
の
ロ
チ
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
比
重
は
、
来
日

以
降
反
転
す
る
。
来
日
後
の
ハ
ー
ン
は
日
本
の
芸
術
文
化
文
物
に
触
れ
る
う

ち
に
、
日
本
的
な
精
神
に
調
和
す
る
も
の
と
し
て
、
暗
示
的
で
簡
素
な
文
体

を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
と
呼
応
し
て
、
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
へ
の
閣
心
、
評
価
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
後
に
「
散
文
芸
術
論
」

（．

ﾖ
言
臼
①
ω
o
h
掴
×
貯
曽
。
触
象
昌
拶
嬬
鱒
勺
圏
。
の
㊦
、
）
と
し
て
『
文
学
の
解
釈
』

（
ぎ
＄
巷
器
冨
銘
0
5
。
・
o
h
臣
静
霞
暮
謹
。
）
に
収
録
さ
れ
た
東
京
大
学
で
の
英
文
学

講
義
に
は
、
ロ
チ
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
対
す
る
ハ
｝
ン
の
変
化
が
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
散
文
を
外
的
感
覚
に
よ
る
も
の
と
内
的
感
覚

に
よ
る
も
の
に
大
別
し
、
ロ
チ
な
ど
の
後
者
を
退
け
、
前
者
を
「
簡
素
な
力

強
さ
の
芸
術
（
注
6
V
」
で
あ
り
、
最
高
の
リ
ア
リ
ズ
ム
芸
術
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
ま
た
、
学
生
た
ち
に
二
瞬
も
た
め
ら
う
こ
と
な
く
私
は
、
諸
君

に
簡
素
な
文
体
の
方
が
は
る
か
に
よ
い
と
言
お
う
（
注
7
）
」
と
述
べ
、
「
簡
素

な
力
強
さ
の
芸
術
」
を
実
現
し
得
て
い
る
唯
一
の
現
代
作
家
と
し
て
モ
ー
パ

ッ
サ
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
ハ
ー
ン
は
簡
素
な
力
強
さ

を
持
っ
た
り
ア
リ
ズ
ム
芸
術
を
、
「
日
本
的
な
精
神
に
最
も
よ
く
調
和
す
る

（
注
8
）
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
ハ
ー
ン
に
よ
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
評

価
が
日
本
的
な
精
神
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ

き
点
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
晩
年
の
再
話
作
品
は
ハ
ー
ン
の
言
う
「
日
本
的
な
精
神
に
最
も
よ

く
調
和
す
る
」
簡
素
で
暗
示
的
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ハ
ー
ン
が
素
朴
な
原
話
を
加
工
し
て
い
く
際
に
、
お
も
に
モ
チ
ー
フ
な
ど
の

点
に
お
い
て
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
時
代
に
翻
訳
し
、
ま
た
来
日
以
降
も
英
文
学

講
義
な
ど
で
し
ば
し
ば
言
及
し
た
ゴ
ー
チ
エ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
フ
ラ
ン

ス
文
・
学
を
活
用
し
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
（
注
9
）
。
本
稿
で
は
、

ハ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
時
代
に
多
く
の
作
品
を
翻
訳
し
、
来
日
以
降
、
新
し
い

文
体
獲
得
の
過
程
に
お
い
て
再
評
価
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
作
品
が
、
ハ
ー

ン
の
再
話
作
品
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に

確
認
し
て
い
く
。

【
二
●
「
停
車
場
に
て
」
、
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
】

　
熊
本
か
ら
ハ
ー
ン
が
「
装
飾
を
必
死
に
試
み
ま
し
た
が
失
敗
に
よ
っ
て
改

宗
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
平
易
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
目
標
で

す
。
（
中
略
V
あ
と
一
、
二
年
勉
強
す
れ
ば
よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
（
注
－
o
）
」
と
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
書
き
送
っ
た
の
は
一
八
九
三
年
二
月
十
三

日
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
一
八
九
六
年
に
出
版

さ
れ
た
、
作
品
集
『
心
』
（
浮
犀
。
き
岡
国
騨
。
・
頸
昌
繕
国
魯
。
Φ
。
。
軽
重
碧
き
舘
①
ぎ
5
霞

置
け
〉
の
巻
頭
作
品
で
あ
る
「
停
車
場
に
て
」
を
取
り
上
げ
る
。
ロ
チ
風
の

装
飾
過
多
な
文
体
か
ら
の
「
改
宗
」
を
ハ
ー
ン
が
宣
言
し
た
直
後
の
時
期
に

執
筆
さ
れ
た
「
停
車
揚
に
て
」
に
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
後
に
東
大

講
義
に
お
い
て
簡
素
な
芸
術
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
影
響

が
露
わ
で
あ
る
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
後
述
の
た
め
に
、
「
停
車
場
に
て
」
の
話
を
概
観
す
る
。

　
四
年
前
に
巡
査
を
殺
害
し
逃
走
し
た
犯
人
が
、
福
岡
で
逮
捕
さ
れ
熊
本
へ
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護
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
私
」
は
そ
の
様
子
を
見
忙
、
大
勢
の
人
と
一

緒
に
停
車
場
へ
向
か
っ
た
。
停
車
場
に
集
ま
っ
た
群
衆
は
、
「
私
」
の
懸
念
に

反
し
て
激
昂
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
私
た
ち
」
は
駅
の
柵
の
外
で
五
分
ほ
ど
待
た
さ
れ
た
。
す
る
と
、
凶
悪

な
人
相
を
し
た
図
体
の
大
き
な
犯
人
が
刑
事
に
押
さ
れ
て
出
て
き
た
。
犯
人

と
刑
事
は
改
札
口
を
出
た
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
っ
た
。
人
々
は
よ
く
見
よ
う

と
前
へ
と
詰
め
寄
っ
た
が
、
だ
れ
も
大
声
を
出
さ
な
か
っ
た
。
集
ま
っ
た
群

衆
の
中
に
は
、
四
年
前
に
殺
さ
れ
た
巡
査
の
妻
と
、
そ
の
背
中
に
追
わ
れ
た

四
歳
の
子
供
が
い
た
。
刑
事
の
合
図
に
従
っ
た
群
衆
が
後
ず
さ
り
し
て
空
け

た
場
所
に
、
子
供
を
背
負
っ
た
女
は
犯
人
と
向
か
い
合
っ
た
。
静
ま
り
か
え

っ
た
中
で
、
刑
事
は
被
害
者
の
妻
に
で
は
な
く
、
父
を
奪
わ
れ
た
子
供
に
向

っ
て
語
り
か
け
た
。
父
を
殺
し
た
男
を
よ
く
見
る
よ
う
に
、
と
。
子
供
は
そ

の
言
葉
に
従
い
、
犯
人
を
ま
る
で
恐
怖
に
か
ら
れ
た
よ
う
に
、
大
き
く
目
を

見
開
い
て
、
じ
っ
と
見
つ
め
た
。
や
が
て
、
子
供
の
目
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
で
も
じ
っ
と
、
言
わ
れ
た
と
お
り
子
供
は
見
つ
め
た
。
見
つ
め

た
の
だ
。
男
の
す
く
ん
だ
顔
を
真
正
面
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
続
け
た
。
（
中
略
）

そ
の
時
、
「
私
」
は
犯
人
の
表
情
が
歪
む
の
を
見
た
。
つ
い
に
、
犯
人
は
身
を

投
げ
伏
し
自
分
の
罪
を
悔
い
、
子
供
に
許
し
を
乞
う
た
。
子
供
が
泣
き
、
犯

人
が
泣
き
、
そ
の
揚
に
居
合
わ
せ
た
人
々
も
い
っ
せ
い
に
す
す
り
泣
い
た
。

そ
し
て
「
私
」
は
そ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
二
度
と
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
、
巡
査
の
涙
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
人
々
が
潮
が
ひ
く
よ
う
に
去
っ
て
行

っ
た
あ
と
も
「
私
」
は
停
車
場
に
残
り
、
今
見
た
光
景
の
驚
く
べ
き
教
訓
に

つ
い
て
深
く
思
い
を
め
ぐ
ら
す
の
で
あ
っ
た
（
注
1
1
）
。

　
「
停
車
場
に
て
」
は
『
九
州
日
日
新
聞
』
（
現
・
熊
本
日
日
新
聞
）
の
記
事

を
も
と
に
書
か
れ
た
再
話
作
品
で
あ
る
（
注
1
2
）
。
九
州
日
日
新
聞
の
記
事
は
講

談
調
で
興
味
深
い
型
破
り
な
犯
人
の
半
生
を
詳
細
に
語
っ
て
お
り
、
停
車
場

で
の
場
面
は
そ
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
は
こ
の

長
大
な
記
事
の
「
前
置
き
を
で
き
る
だ
け
簡
略
に
し
て
読
者
の
印
象
を
（
注

1
3
）
」
護
送
犯
と
遺
族
と
の
対
面
の
場
に
集
中
さ
せ
て
い
る
。

　
ハ
ー
ン
が
新
聞
記
事
に
施
し
た
改
変
に
つ
い
て
は
丸
山
学
『
小
泉
八
雲
新

考
』
（
古
川
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
）
や
平
川
祐
弘
氏
の
『
小
泉
八
雲
一
西
洋

脱
出
の
夢
』
（
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
）
）
に
詳
し
い
が
、
前
述
の
ほ
か
に
以

下
の
よ
う
な
変
更
を
指
摘
で
き
る
。

　
事
件

　
　
七
年
前
↓
四
年
前

　
停
車
場
に
い
る
遺
族

　
　
被
害
者
の
母
、
妻
、
子
供
↓
被
害
者
の
妻
、
子

　
刑
事
の
話
し
か
け
た
者

　
　
遺
族
↓
子
の
み

　
地
面
に
倒
れ
伏
す
者

　
　
遺
族
↓
犯
人

　
群
衆

　
　
罵
り
騒
ぐ
集
団
↓
統
率
の
と
れ
た
静
か
な
集
団

　
語
り
手

　
　
報
告
者
↓
目
撃
者

　
ハ
ー
ン
は
そ
の
場
に
い
た
遺
族
か
ら
被
害
者
の
母
を
削
り
、
被
害
者
の
妻

と
子
の
み
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
夫
で
あ
り
父
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
示
し
、
さ
ら
に
、
刑
事
が
語
り
か
け
る
者
を
子
供
に
特
定
し
、
刑
事
を
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父
の
言
葉
の
代
弁
者
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
犯
人
は
無
力
な
子
供
の
視
線
に

さ
ら
さ
れ
た
後
に
、
倒
れ
伏
し
て
子
供
に
許
し
を
乞
い
、
群
衆
は
そ
の
状
況

を
見
守
り
な
が
ら
涙
を
流
す
。
ハ
ー
ン
の
新
聞
記
事
に
加
え
た
変
更
は
、
被

害
者
が
父
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
犯
人
や
刑
事
、
そ
し
て
そ
の
場
に
い
た
群

衆
も
父
性
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
付
け
て
い
る
。

　
「
人
々
は
よ
く
見
よ
う
と
前
へ
と
押
し
寄
せ
た
が
、
静
か
で
あ
っ
た
（
注

1
4
）
」
「
押
し
黙
っ
た
ま
ま
人
々
は
彼
ら
を
通
す
た
め
に
左
右
に
分
か
れ
た
（
注

15

ｲ
「
潮
が
引
く
よ
う
に
人
々
は
去
っ
て
い
っ
た
（
注
1
6
）
」
な
ど
、
ハ
ー
ン
は

人
々
の
動
き
を
水
の
隠
喩
を
援
用
し
て
描
写
し
、
そ
の
場
に
居
た
人
々
を
水

の
粒
子
の
よ
う
に
、
多
数
者
の
集
合
体
で
あ
り
な
が
ら
、
一
つ
の
大
き
な
塊

の
よ
う
に
な
り
得
る
集
団
と
し
て
表
現
し
て
い
る
、

　
さ
ら
に
、
ハ
ー
ン
は
「
停
車
場
に
て
」
の
語
り
手
を
事
件
の
目
撃
者
と
設

定
し
直
し
、
そ
れ
が
形
容
詞
を
多
用
し
な
い
簡
素
な
文
体
と
相
ま
っ
て
、
語

り
手
が
ま
さ
に
そ
の
場
で
目
撃
し
て
い
る
迫
真
性
を
作
品
に
加
え
て
い
る
。

　
新
聞
記
事
を
「
停
車
場
に
て
」
に
再
話
す
る
際
に
ハ
ー
ン
が
施
し
た
変
更

に
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
た
「
父
性
1
1
子
を
思
う
心
」
哨
群
衆
」
は
、
実

は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

　
『
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
は
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
の
女
主
人
と
娼
婦
た
ち
が
、

女
主
人
の
姪
の
聖
体
拝
受
式
に
参
加
し
、
娼
婦
ロ
ー
ザ
の
涙
を
契
機
と
し
て
、

教
会
内
に
い
る
人
々
に
信
仰
の
感
激
を
引
き
起
す
様
が
、
物
語
の
外
に
存
在

す
る
全
知
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
一
八
八
一
年
発
表
の
中
編
小
説

で
あ
る
（
注
1
7
V
。

　
「
停
車
場
に
て
」
に
お
い
て
、
遺
族
の
子
供
に
父
性
を
感
じ
感
情
を
最
も

露
わ
に
し
た
者
は
護
送
犯
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
で
は
、

父
性
で
は
な
く
母
性
が
語
ら
れ
て
い
る
違
い
は
あ
る
が
、
母
性
と
の
結
び
付

き
が
強
調
さ
れ
て
い
る
者
は
「
あ
ば
ず
れ
」
の
異
名
を
持
ち
、
作
品
中
で
も

っ
と
も
狼
雑
に
描
か
れ
て
い
る
ロ
ー
ザ
で
あ
る
。

　
「
あ
ば
ず
れ
」
の
ロ
ー
ザ
だ
け
は
、
暗
い
部
屋
に
一
人
き
り
だ
っ
た
（
中

略
）
め
そ
め
そ
と
、
子
供
の
泣
い
て
い
る
ら
し
い
か
す
か
な
声
が
聞
こ
え
た
。

（
中
略
）
そ
れ
は
あ
の
女
の
子
だ
っ
た
。
い
つ
も
母
親
の
部
屋
に
寝
か
さ
れ

て
い
た
の
で
、
（
中
略
）
怖
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ロ
ー
ザ
億
無
性
に
嬉
し
く
な

り
、
起
き
上
が
る
と
、
（
中
略
）
そ
っ
と
子
供
を
連
れ
に
行
っ
た
。
そ
し
て
、

自
分
の
あ
っ
た
か
い
寝
床
に
入
れ
る
と
、
胸
に
ぴ
っ
た
り
と
抱
き
よ
せ
て
、

（
中
略
）
愛
情
を
示
す
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）
こ
う
し
て
、
夜
の
明
け
る
ま
で
、

こ
の
聖
体
を
受
け
る
少
女
は
、
自
分
の
額
を
淫
売
婦
の
乳
房
へ
じ
か
に
当
て

な
が
ら
や
す
ん
だ
の
だ
っ
た
（
注
1
8
）
。

　
先
ほ
ど
か
ら
両
手
に
額
を
う
ず
め
て
い
た
ロ
ー
ザ
は
、
ふ
と
、
母
親
の
こ

と
、
（
中
略
）
最
初
の
聖
体
拝
受
の
と
き
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
た
。
（
中

略
）
急
に
彼
女
は
泣
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
注
1
9
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
ボ
ン
は
『
群
衆
心
理
』
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
コ

つ
の
共
通
し
た
精
神
な
き
感
情
」
へ
と
融
解
し
て
い
く
こ
と
を
、
群
衆
の
本

来
の
性
格
と
述
べ
て
い
る
（
注
2
0
）
。
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
も
「
停
車
場
に
て
」

も
、
　
一
つ
の
感
情
に
感
染
し
て
い
く
群
衆
が
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
は
前
者

が
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
、
後
者
が
「
停
車
場
に
て
」
で
あ
る
。
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飛
火
が
枯
野
を
焼
き
払
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
ロ
ー
ザ
と
、
そ
の
同
輩
の
涙

は
、
全
会
衆
を
虜
に
し
て
し
ま
っ
た
。
男
も
、
女
も
、
老
人
も
、
新
し
い
仕

事
着
の
若
者
も
、
一
人
残
ら
ず
す
す
り
泣
い
た
。
そ
し
て
超
人
的
な
何
物
か

が
、
た
と
え
ば
散
布
さ
れ
た
霊
魂
、
眼
に
見
え
ぬ
全
能
な
存
在
の
霊
気
が
、

彼
ら
の
頭
上
を
飛
翔
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
た
（
注
2
1
）
。

　
子
供
は
ま
だ
黙
っ
た
ま
ま
泣
い
て
い
た
。
刑
事
は
地
べ
た
で
わ
な
な
い
て

い
る
罪
人
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
静
ま
り
か
え
っ
た
群
衆
は
二
人
を
通
す
た
め

に
道
を
あ
け
た
。
す
る
と
、
そ
の
時
突
然
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
て
い
た
人
々

の
間
か
ら
い
っ
せ
い
に
畷
り
泣
き
が
洩
れ
ば
じ
め
た
。
そ
し
て
私
は
、
日
に

焼
け
て
赤
銅
色
の
刑
事
が
私
の
前
を
通
っ
た
時
、
（
中
略
）
目
に
涙
を
浮
か
べ

て
い
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
（
注
2
2
）
。

　
今
村
仁
司
氏
に
よ
れ
ば
、
群
衆
心
理
学
で
は
、
「
伝
染
↑
あ
る
い
は
「
感
染
」

と
比
喩
的
に
呼
ん
で
い
る
心
理
状
態
を
「
人
々
が
模
倣
欲
望
に
囚
わ
れ
た
」

と
規
定
す
る
。
こ
の
模
倣
欲
望
と
は
、
「
他
人
の
欲
望
を
直
接
的
に
自
分
の
な

か
に
映
し
入
れ
る
（
移
し
入
れ
る
）
」
こ
と
、
つ
ま
り
、
他
人
の
欲
望
を
欲
望

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
注
2
3
＞
。
感
染
源
は
他
人
の
欲
動
の
対
象
で
あ
る
の
だ
。

肉
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
に
お
け
る
感
染
源
は
「
あ
ば
ず
れ
」
の
異
名
を
持
つ

娼
婦
の
ロ
ー
ザ
で
あ
り
、
「
停
車
揚
に
て
」
に
お
い
て
は
護
送
犯
で
あ
る
。
群

衆
の
感
染
す
る
模
様
が
語
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
感
染
源
が
社
会
に
お
い

て
そ
れ
ほ
ど
の
力
を
持
た
な
い
と
み
な
さ
れ
る
者
た
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
感

染
源
で
あ
る
両
者
と
も
に
子
を
思
う
心
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る

点
は
両
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
で
は
人
々
は
教
会
で
ロ
ー
ザ
の
正
体
を
知
ら

な
い
ま
ま
に
彼
女
の
涙
に
感
染
し
て
い
る
。
実
は
、
聖
体
拝
受
の
場
面
の
前

に
、
列
車
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
で
娼
婦
の
集
団
と
居
合
わ
せ
た
田
舎
者
の

夫
婦
が
、
彼
女
た
ち
が
娼
婦
と
知
る
や
、
彼
女
達
に
激
し
い
侮
蔑
を
表
す
場

面
が
描
写
さ
れ
て
い
る
6
そ
の
た
め
、
人
々
が
ロ
ー
ザ
の
涙
に
感
染
し
て
い

く
様
は
、
皮
肉
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
う
停
車
場
に
て
」
で
は
、
護

送
犯
の
涙
に
感
染
す
る
群
衆
は
、
護
送
犯
が
何
者
な
の
か
わ
か
っ
た
う
え
で
、

感
染
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ロ
等
質
ン
氏
は
「
停
車
場
に
て
」
に
お
い
て
、
警
官
、
護
送

犯
、
遺
族
が
居
る
場
を
、
円
形
の
劇
場
的
空
間
で
あ
る
と
卓
抜
し
た
指
摘
を

し
て
い
る
（
注
2
4
）
。
し
か
し
、
舞
台
に
上
が
っ
て
い
る
者
は
彼
ら
だ
け
で
は
な

い
。　

「
停
車
揚
に
て
」
で
は
事
件
の
進
行
に
合
わ
せ
、
語
り
手
の
呼
称
が
ム
V

か
ら
く
≦
o
v
へ
、
そ
し
て
△
v
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

圃
零
。
暮
≦
騨
げ
曽
α
q
話
9
響
き
昌
σ
q
o
h
℃
o
o
覧
0
8
窯
提
携
。
器
↑
ケ
Φ
9
旨
署
巴
讐

酔
げ
O
q
o
け
鋤
寓
◎
昌
．
一
〇
嫉
℃
O
O
け
φ
伽
け
O
げ
①
鎖
嬬
㊤
昌
島
o
o
①
Φ
餌
昌
㈹
①
婦
ス
注
2
5
）

O
⊆
什
甑
侮
O
叶
げ
Φ
ず
餌
同
匡
①
目
づ
N
①
尋
頸
律
O
島
｛
σ
円
謬
①
帥
二
野
高
く
①
5
猛
β
諏
酔
O
Φ
・
（
注
2
6
）

日
げ
。
建
。
≦
ら
の
8
巨
①
年
8
げ
頸
く
Φ
の
8
b
唱
o
q
び
話
帥
誤
写
σ
q
．
一
言
≦
．
’
．

（
囲
み
強
調
は
論
者
に
よ
る
）

（
注
2
7
）
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△
V
と
A
≦
①
V
を
便
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
二
つ
の
立
場
、

つ
ま
り
、
群
衆
を
眺
め
る
観
察
者
と
、
群
衆
の
成
員
の
一
人
と
が
対
比
さ
れ

て
い
る
。
「
停
車
場
に
て
」
の
語
り
手
も
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
の
語
り
手
も

自
分
自
身
の
感
情
を
決
し
て
表
す
こ
と
の
な
い
観
察
者
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
し
か
し
、
決
し
て
語
ら
れ
る
物
語
に
関
与
し
な
い
観
察
者
で
あ
る
「
メ

ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
の
語
り
手
と
は
異
な
り
、
由
停
車
場
に
て
」
の
語
り
手
は
群

衆
の
外
に
い
て
群
衆
を
観
察
す
る
者
で
あ
り
、
ま
た
、
群
衆
の
中
に
い
て
、

群
衆
と
同
じ
も
の
を
観
察
す
る
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
存
在

に
よ
っ
て
、
群
衆
達
は
、
ま
る
で
、
円
形
劇
場
で
催
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
演
劇

の
コ
ロ
ス
の
よ
う
に
、
犯
，
人
、
警
官
、
遺
族
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
舞
台
を

見
る
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
語
り
手
と
い
う
観
察
者
か
ら
見
ら
れ
る
舞
台
上

の
出
演
者
で
も
あ
る
者
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
停
車
場
に
て
」
と
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
の
両
作
品
と
も
に
群
衆
に
お

け
る
感
染
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
感
染
の
性
質
の
違
い
は
あ
き
ら
か
で

あ
る
。

　
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
で
聖
体
拝
受
に
列
席
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の

場
で
泣
い
て
い
る
ロ
ー
ザ
が
実
際
に
何
を
考
え
て
い
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。

ロ
ー
ザ
が
そ
の
場
で
泣
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「
深
い
感
動
、

不
安
な
期
待
、
言
い
知
れ
ぬ
神
秘
の
近
接
が
子
供
た
ち
の
胸
を
し
め
つ
け
、

母
親
た
ち
の
喉
を
つ
ま
ら
せ
る
（
注
2
8
）
」
聖
体
拝
受
と
い
う
ハ
レ
の
場
で
の

緊
張
が
、
ロ
ー
ザ
の
涙
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
の
場
に
列
席
し
た
人
々
の

そ
れ
ぞ
れ
に
宗
教
的
な
歓
喜
と
興
奮
と
い
う
感
情
の
吐
露
へ
と
昇
華
し
た
の

で
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
ロ
ー
ザ
が
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
と
は
関
係
な
く
、

聖
体
拝
受
が
行
わ
れ
て
い
る
教
会
と
い
う
場
、
宗
教
的
空
間
に
お
け
る
祝
祭

的
瞬
間
で
の
劇
場
性
が
、
彼
ら
を
感
染
し
や
す
い
状
態
に
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
人
々
は
ロ
ー
ザ
と
い
う
人
物
に
、
で
は
な
く
、
ロ
ー
ザ
の
行
為
に
同
調

し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
停
車
場
に
て
」
で
の
群
衆
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
に

よ
っ
て
水
の
粒
子
の
よ
う
に
個
々
人
の
集
合
体
で
あ
り
な
が
ら
、
一
個
の
塊

と
な
り
う
る
強
い
同
化
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
群
衆
の
同

化
力
が
最
も
高
ま
る
の
は
、
彼
ら
が
円
形
劇
場
と
化
し
た
停
車
場
ど
い
う
舞

台
上
で
、
子
に
対
峙
し
己
の
行
為
を
悔
い
て
い
る
護
送
犯
の
姿
を
目
に
し
た

時
で
あ
っ
た
。
「
停
車
場
に
て
」
に
お
け
る
群
衆
の
感
染
と
は
、
護
送
犯
の
父

性
と
い
う
心
の
あ
り
さ
ま
に
、
そ
の
場
に
い
た
群
衆
の
一
人
一
人
が
持
つ
父

性
が
共
鳴
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
両
作
品
に
お
け
る
こ
の
違
い
が
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
に
宗
教
に
対
す
る

独
特
の
皮
肉
さ
を
、
「
停
車
場
に
て
」
に
一
種
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
醸

し
出
し
て
い
る
（
注
2
9
）
、
こ
の
違
い
か
ら
ハ
ー
ン
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
作
家

と
し
て
の
資
質
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
「
停
車
場
に
て
」
と
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
』
は
両
者

と
も
に
観
察
者
の
視
点
か
ら
語
り
手
が
語
り
、
感
染
す
る
群
衆
と
、
子
供
を

思
う
心
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
共
通
点
を
強
調
し
た
い
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
共
通
点
は
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、
新

聞
記
事
を
再
話
し
「
停
車
場
に
て
」
を
創
作
し
て
い
た
ハ
ー
ン
に
干
渉
し
た

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

【
お
わ
り
に
】

一　21　一



　
ハ
ー
ン
が
自
ら
の
作
品
に
日
本
的
な
精
神
と
の
調
和
を
目
指
し
、
簡
素
な

文
体
を
身
に
つ
け
る
べ
く
模
索
し
て
い
た
頃
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
文
体
が
モ

デ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
東
京
大
学
で
の
講
義
等
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
品
と
ハ
ー
ン
作
品
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
作
品
を
対
比
さ
せ
複
数
作
品
間
の
響
き
合
い
を
検
証

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
「
停
車
場
に
て
」
と

「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
づ
て
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
品

の
ハ
ー
ン
再
話
作
品
へ
の
影
．
響
及
び
干
渉
が
文
体
だ
け
に
限
ら
ず
、
主
題
、

モ
チ
ー
フ
に
も
及
ぶ
こ
と
が
．
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
後
は
さ
ら
に
他
の
再
話

作
品
の
検
討
を
す
す
め
、
ハ
…
ン
の
再
話
作
品
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
品
と
の

関
係
が
検
討
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
注
－
）
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
ン
『
評
伝
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

　
　
ー
ン
』
遠
田
勝
（
訳
）
、
恒
文
社
、
　
一
九
八
四
年
。

（
注
2
）
ユ
則
掲
垂
日
　
二
〇
六
頁
（
国
用
国
即
び
①
酔
げ
ω
け
①
〈
⑦
昌
o
o
o
P
ピ
曽
ま
9
侮
ざ

　
　
巨
霊
き
”
〉
匂
6
δ
鵯
告
げ
審
Z
Φ
零
ぎ
円
融
落
口
寓
巳
⑳
思
し
㊤
曾
）
。

（
注
3
）
現
在
、
ハ
ー
ン
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て

　
　
は
、
他
に
庭
野
吉
弘
氏
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
翻
訳
論
と

　
　
　
の
実
践
一
言
㊤
暮
器
。
・
僧
見
ピ
9
寓
9
①
ω
ゆ
⊆
〈
9
σ
q
o
の
英
訳
の
分
析
か

　
　
ら
一
」
（
『
英
学
史
研
究
』
、
第
二
五
号
、
一
九
九
二
年
）
も
あ
る
が
、

　
　
　
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
原
文
と
ハ
ー
ン
の
翻
訳
を
併
記
し
た
も
の
で
、

　
　
両
作
家
間
の
関
連
性
な
ど
の
考
　
．
察
は
な
い
。

（
注
4
＞
剴
。
8
σ
q
9
①
8
ゴ
“
〉
β
諺
も
①
。
h
O
。
号
弓
げ
Φ
浮
薄
書
目
ぎ
轟
ぽ
酔

　
　
o
h
自
席
津
山
a
o
穿
母
些
・
U
Φ
跨
9
竺
≦
ゴ
鴇
昌
①
q
a
け
馨
o
d
巴
く
。
器
埠
田

　
　
喝
器
ω
ρ
一
〇
罐
も
●
卜
。
O
。

（
注
5
）
ピ
餌
外
蓋
象
。
出
＄
旨
㌦
コ
。
げ
、
周
o
H
日
9
ご
昌
貯
寓
。
号
導
Z
o
く
①
影
．

　
　
＄
塁
遠
軽
h
9
卜
0
5
侮
H
Q
ρ
㊦
O
）
国
。
。
。
。
昌
の
一
5
国
都
ε
＄
5
9
昌
ら
O
ユ
。
暮
巴

　
　
謬
＄
鍔
言
円
ρ
2
①
ミ
ぎ
昆
6
0
＆
Ψ
寓
。
三
日
巳
O
。
目
b
碧
蜜
μ
露
。
。

　
　
竈
レ
自
～
置
α
〈
「
現
代
小
説
の
筋
立
て
」
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー

　
　
　
ン
著
作
集
』
第
五
巻
、
藤
本
周
一
（
訳
）
、
恒
文
社
、
一
九
八
八

　
　
　
年
）
。

（
注
6
）
ピ
9
瀞
帥
窪
8
出
　
O
暫
吋
昌
脚
、
Q
◎
酔
部
郷
士
o
o
O
馬
国
属
↑
目
9
0
目
q
一
昌
卑
目
印

　
　
蒼
き
の
Φ
、
一
繋
8
巷
器
冨
寓
。
昌
Φ
o
馬
＝
富
H
曽
ε
器
●
乞
。
ミ
ぎ
居
『
U
o
侮
創
”

　
　
鷺
①
巴
9
昌
⊆
O
o
日
娼
9
昌
静
μ
㊤
一
α
も
．
α
O
（
「
散
文
芸
術
論
」
『
ラ
フ
カ

　
　
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
』
第
七
巻
、
立
野
正
裕
（
訳
）
、
恒
文
社
、

　
　
　
↓
九
八
五
・
年
。

（
注
7
）
一
び
沖
侮
・
b
’
織

（
注
8
）
目
げ
一
侮
・
サ
窃
O

（
注
9
）
ハ
ー
ン
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ぎ
犀
。
］
≦
三
無
昌
P

　
　
ピ
薗
葎
陣
⊆
ざ
国
①
帥
円
昌
”
④
．
．
ぎ
げ
坤
O
口
β
⇔
”
鴇
餌
昌
自
切
9
昌
鳥
O
一
員
貯
．
o
o
．
儀
ピ
Φ
o
o

　
　
田
。
昌
貯
営
Φ
島
㊦
鼠
ピ
詣
奮
．
．
（
O
o
目
b
暮
暮
ぞ
。
＝
8
峯
葺
同
¢
o
二
言
象
①
P

　
　
男
。
昌
昌
。
。
覧
く
㊤
昌
㌶
q
自
訂
8
d
巳
く
窪
巴
引
手
円
。
器
』
O
O
H
）
、
ウ
ィ
リ
ア

　
　
　
ム
・
バ
ン
デ
ィ
「
ハ
ー
ン
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
（
池
田
雅
之
『
想
像

　
　
力
の
比
較
文
学
』
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
。
ハ
ー
ン
と
ゴ
ー
チ
エ

　
　
　
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ベ
ン
チ
ョ
ン
・
ユ
ー
の
前
掲
書
、
池
田
雅

　
　
之
「
ハ
ー
ン
の
再
話
文
学
」
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
特
集
「
小

　
　
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
と
日
本
」
至
文
堂
、
一
九

　
　
九
一
年
）
、
藤
原
万
巳
「
断
片
化
す
る
身
体
一
「
因
果
話
」
試
論
一
」
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へ
『
人
文
学
研
究
』
第
四
輯
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（
注
1
0
）
　
ピ
魯
瀞
帥
島
ざ
一
肖
O
卑
弓
昌
㌦
円
げ
①
ぐ
ξ
津
一
昌
σ
q
O
h
ピ
⇔
浄
蝉
⊆
δ
国
⑦
簿
尾
P
く
O
一
．
μ
α
導

　
　
　
b
d
o
g
o
昌
曽
飛
島
2
Φ
≦
ぎ
目
『
出
。
蛸
σ
q
『
8
昌
簿
昌
Ω
］
≦
一
魯
貯
O
o
目
b
9
昌
3

　
　
　
μ
O
b
o
Q
Q
娼
。
9
◎
Q
◎
劇

（
注
H
）
　
ピ
餌
浄
聾
十
一
〇
】
肖
Φ
卑
円
戸
へ
b
け
知
勇
幅
出
≦
φ
鰭
口
Q
け
簿
証
O
謬
．
担
げ
Φ
ぐ
5
随
註
昌
四

　
　
　
〇
h
ピ
頸
浄
鋤
島
帥
O
国
①
㊤
円
P
〈
o
一
．
8
冨
。
の
8
口
倉
δ
謬
働
Z
o
≦
ぎ
円
嗣

　
　
　
寓
。
蝦
α
q
げ
8
昌
鋤
口
侮
罎
一
魯
ぎ
O
o
目
も
㊤
昌
簿
H
O
塾
。
。
。
b
も
・
b
。
①
α
幽
α
O
か
ら

　
　
　
抜
粋
し
た
も
の
を
拙
訳
し
た
。

（
注
1
2
）
丸
山
学
『
丸
．
山
学
選
集
』
文
学
篇
、
古
川
書
房
、
昭
稲
五
十
一
年

（
注
1
3
）
平
川
祐
弘
『
小
泉
八
雲
　
西
洋
脱
出
の
夢
』
＝
六
頁

（
注
1
4
）
】
げ
一
侮
も
●
鱒
⑦
㊦

（
注
1
5
＞
冒
崔
も
』
O
Q
◎

（
注
1
6
V
ま
箆
も
●
怒
9
①
Q
◎

（
注
1
7
）
ハ
ー
ン
は
ア
メ
リ
カ
時
代
の
記
事
「
素
晴
ら
し
い
散
文
家
」
（
．
》

　
　
　
Q
器
讐
男
ぎ
¢
暮
①
霞
．
）
で
、
「
メ
ゾ
ン
・
テ
リ
エ
」
に
言
及
し
て
い

　
　
　
る
。
彼
は
こ
の
作
品
の
欠
点
と
し
て
狸
雑
さ
を
指
摘
し
て
は
い
る
が
、

　
　
　
作
品
と
し
て
の
価
値
は
認
め
た
論
説
を
載
せ
て
い
る
。

（
注
㎎
）
Q
‘
唄
島
O
之
【
m
P
鐸
b
勲
。
慶
4
Ω
9
昌
計
O
O
ロ
〈
円
O
の
畠
⑦
O
自
望
侮
O
ン
角
帥
轟
も
頸
o
D
⑳
9
鐸
計

　
　
　
8
目
①
　
♪
　
団
卑
巳
。
ロ
”
O
一
β
げ
　
q
o
　
一
、
ぴ
。
昌
昌
⑪
8
　
国
。
§
「
目
ρ
　
同
㊤
Q
◎
刈

　
　
　
等
・
卜
。
O
①
幽
O
“
訳
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
『
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
全
集
　
第
二

　
　
　
巻
』
（
春
陽
堂
、
一
九
六
六
年
、
　
一
八
八
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
注
1
9
＞
目
註
9
℃
●
h
。
O
O
　
訳
に
つ
い
て
は
同
前
。

（
注
2
0
）
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ル
・
ボ
ン
『
群
衆
心
理
』
、
櫻
井
成
夫
（
訳
）
講

　
　
　
談
社
、
一
九
九
三
年
、
二
六
頁
i
二
．
七
頁
　
今
村
仁
司
『
群
衆
一

　
　
　
モ
ン
ス
タ
ー
の
誕
生
』
、
筑
摩
書
房
、
ユ
9
9
6
年
、
二
九
頁

（
注
2
1
）
回
湯
傷
も
●
b
σ
H
O
　
訳
に
つ
い
て
は
同
前
。

（
注
2
2
）
『
9
」
げ
鋤
庫
δ
国
　
Φ
殖
目
5
正
日
げ
①
き
詳
一
昌
α
q
O
恥
ピ
9
浄
量
切
δ
国
①
暫
犀
昌
鴇
く
O
一
．
8

　
　
¢
o
o
。
8
昌
薗
輝
傷
Z
①
≦
ぎ
尾
罵
国
。
‘
α
q
討
8
昌
9
β
q
寓
一
魯
宣
O
o
日
b
陣
口
3

　
　
　
P
O
b
。
Q
。
や
凶
①
◎
。
　
訳
は
小
泉
人
世
『
旧
本
の
心
』
（
平
川
祐
弘
（
訳
）
、

　
　
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
九
八
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
注
2
3
V
今
村
仁
司
、
前
掲
書
、
三
三
頁

く
注
勿
）
ア
ラ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
「
『
停
車
場
に
て
』
に
お
け
る
芸
術
的
技
巧
」

　
　
『
続
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
再
考
－
熊
本
ゆ
か
り
の
作
品
を
中
心

　
　
　
に
』
、
恒
文
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
一
頁

（
注
2
5
）
ピ
頸
守
§
o
q
ご
州
【
Φ
彊
円
P
．
」
♪
幹
簿
国
鋤
埠
≦
9
矯
O
D
け
魯
菖
O
昌
隔
日
げ
Φ
ぐ
5
含
一
昌
σ
q
O
協

　
　
ピ
㊤
陣
㊤
象
。
口
。
鋤
同
P
〈
9
．
8
b
6
0
0
駐
8
δ
9
昌
9
　
Z
①
零
ぎ
円
射
国
。
肖
㈹
ぽ
8
昌

　
　
㊤
昌
恥
冨
一
魯
一
昌
O
o
導
b
鱒
昌
8
μ
O
塾
ひ
G
o
唱
勧
①
O

（
注
2
6
）
H
げ
一
q
’
弓
◎
b
◎
O
①

（
注
2
7
）
H
び
一
侮
・
も
．
卜
0
①
刈

（
注
2
8
）
Φ
琿
矯
侮
0
7
R
帥
5
b
g
o
ゆ
q
o
g
o
口
計
O
O
仁
く
憎
O
q
o
島
O
Ω
ゴ
望
⊆
Φ
嵐
頸
鎧
℃
曽
φ
o
o
餌
旨
け
塙

　
　
8
目
6
画
人
簿
匡
。
。
”
O
ぎ
げ
鮎
Φ
一
、
ぴ
。
昌
β
ゆ
富
国
。
旨
墓
鳩
μ
¢
Q
o
“
も
沁
O
O

　
　
　
訳
に
つ
い
て
は
同
前
。

（
注
2
9
V
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
こ
の
作
品
を
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か

　
　
　
ら
脱
却
し
て
い
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
逸
話
」
と
評
し
て
い
る
。

　
　
　
（
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」
『
小
泉
八
雲
　
回
想
と
研
究
』
、
平
川
．

　
　
　
祐
弘
（
訳
V
、
講
談
社
、
　
一
九
九
二
年
、
　
一
七
七
頁
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〈
本
論
文
は
日
本
比
較
文
学
会
春
季
九
州
大
会
（
於
・
九
州
産
業
大
学
、
二

〇
〇
九
年
七
月
四
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ

る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
）
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