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〕O（
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
（
津
彗
O
岸
彗
）
へ
の
考
察

　
　
　
－
〈
一
つ
の
言
語
〉
の
余
白
と
し
て
－

本
稿
の
論
点

　
極
度
に
発
達
し
た
文
字
社
会
で
あ
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
、
言
語
と
は
、
書
か
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
「
ひ
と
つ
の

（
数
え
ら
れ
る
、
他
と
は
異
な
る
）
」
「
純
粋
な
」
存
在
で
あ
る
。

書
か
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
そ
の
言
語
の
存
在
は
認
知
さ
れ
え
ず
、

し
た
が
っ
て
そ
の
話
者
の
権
利
や
言
語
使
用
の
制
度
の
保
障
も
で

き
な
い
。
こ
の
、
言
語
の
（
書
董
言
葉
を
も
と
に
し
た
）
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
の
十
全
な
社
会
的
機
能
の
保
障
を
、
話
者
の
人
権
と
し

て
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
言
語
観

　
　
　
　
　
（
1
〕

の
特
徴
と
い
え
る
。

　
一
方
で
、
日
常
の
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
会
話
の
な
か
で
は
、
こ

と
ば
は
ゆ
ら
ぎ
や
す
く
混
沌
と
し
た
存
在
で
あ
り
、
固
定
さ
れ
た

佐
　
　
野

直
　
　
子

純
粋
さ
や
「
他
の
言
語
」
と
の
境
界
線
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
。

し
か
し
、
言
語
を
対
象
と
す
る
い
と
な
み
（
言
語
学
で
あ
れ
、
そ

の
保
全
運
動
で
あ
れ
）
は
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
〈
一
つ
の
言

語
〉
と
い
う
規
範
を
成
立
さ
せ
、
日
常
の
こ
と
ば
の
隈
雑
さ
を
そ

ぎ
落
と
そ
う
と
す
る
意
志
と
し
て
成
立
し
て
き
た
。
し
か
し
現
在
、

こ
と
ば
の
現
実
の
混
沌
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
そ
う
と
す
る
動

き
が
あ
る
中
で
、
〈
一
つ
の
言
語
〉
は
、
話
し
こ
と
ぱ
の
混
沌
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
文
で
は
、
「
南
フ
ラ
ン
ス
の
少
数
言
語
オ
ク
シ
タ
ン
語

　
　
　
（
2
）

（
0
8
弐
彗
）
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
混
成
形
態
」
と
定
義
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
（
守
竃
O
岸
彗
）
」
に
焦
点
を
あ
て
る
。
オ
ク
シ

タ
ン
語
は
そ
の
「
言
語
領
域
」
が
ほ
と
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
あ

り
、
そ
の
た
め
常
に
北
フ
ラ
ン
ス
の
「
オ
イ
ル
語
（
一
竃
①
q
；
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O
．
O
e
L
と
南
フ
ラ
ン
ス
の
「
オ
ッ
ク
語
（
－
彗
O
q
冨
〇
一
〇
〇
）
」
の

対
比
と
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
存
在
は
、
オ
ク

シ
タ
ン
語
に
と
っ
て
最
初
に
参
照
さ
れ
る
「
外
部
」
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
文
法
、
語
彙
、
さ
ら
に
は
〈
一
つ
の
言
語
〉
の
作
り
方

そ
の
も
の
に
お
い
て
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
才
ク
シ
タ

ン
語
に
と
っ
て
内
部
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ

σ
狭
間
で
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
と
っ
て

も
っ
と
も
根
源
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
排
除
さ
れ
て
き
た
、
「
話
し

こ
と
ば
の
混
沌
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ

ン
語
の
成
立
過
程
の
節
目
、
こ
と
に
「
出
現
」
し
、
注
目
さ
れ
、
そ

し
て
忘
れ
去
ら
れ
て
き
た
。
近
年
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
「
フ

ラ
ン
シ
タ
ン
」
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
〈
一
つ
の
言
語
〉

と
し
て
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
生
成
過
程
と
、
そ
の
「
余
白
」
と
し

て
と
り
ま
か
れ
た
日
常
の
話
し
こ
と
ぱ
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。

）1｛

「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」
の
可
視
化

－
話
し
こ
と
ば
の
記
述

句
s
コ
q
冨
自
（
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
）
ー
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ

ン
語
の
混
合
形
態
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
O
q
易
8
・

邑
ω
昌
Φ
一
召
o
く
g
3
豪
昌
①
な
ど
と
い
う
呼
び
名
に
お
い
て
、
十

八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
で
あ
る
。
十
八
世
紀

後
半
、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
は
識
字
率
は
か
な
り
上
昇
し
て
い

た
。
言
葉
を
書
き
留
め
る
と
い
う
欲
望
が
大
衆
化
す
る
に
つ
れ
、

知
識
人
た
ち
は
、
人
々
が
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
間
違
い
を
犯
す
の

　
　
　
　
　
（
4
）

に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
理
由
を
探
す
の
は
難
し
く
な
か
づ
た
。

人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
普
段
話
し
て
い
る

そ
の
地
方
の
僅
言
ー
パ
ト
ワ
（
寝
8
邑
を
混
ぜ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
違
い
を
す
る
人
々
が
フ
ラ
ン
ス

語
を
話
そ
う
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
同
様
の
間
違
い
を
犯
し
て
し

ま
う
。

　
地
元
の
知
識
人
た
ち
は
、
や
は
り
書
き
言
葉
を
通
し
て
そ
れ
ら

の
間
違
い
を
正
そ
う
と
し
た
。
一
七
六
六
年
に
「
正
し
く
話
し
、

書
き
た
い
全
て
の
人
に
、
特
に
そ
の
教
育
が
十
分
で
な
い
若
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

便
利
な
著
作
」
と
し
て
、
、
．
O
q
易
8
三
ω
昌
易
8
三
〇
q
艀
．
．
（
図
①
）

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
版
を
数
回
重
ね
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
り
、
そ
の
後
南
フ
ラ
ン
ス
各
地
で
類
似
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

数
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
形
式
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
彼

ら
は
典
型
的
な
「
間
違
い
」
を
系
統
的
に
集
め
、
分
析
し
、
そ
れ

を
「
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
」
の
語
彙
、
文
法
、
統
語
法
と
対
比
さ

382



- ~m~l~ ~~122~ ;~2~~~ ~pfi!~llip (1999~F) 8~~~ (172) 

 

1
~
i
 

~l~) Desgrouarsq) Les gasconismescorrig~s (1819~FH~) ~~If~-S; 

l
 l,
 i
 

/
 

一
1
1
・
鶉
』
．

1
一
1

i
 l
 }
 

f, 
l
-}
 !
 ,.
 

r
 

LES 

GASCOl~*IS'},IES 

CORRIGES: 

A supprim~. 

B es gens suppnment un a dans les occasrons que ,FF d 

- vorcl ' 
I
.
 

q.asr.om~mes , corn~is. IL 
.Nous man~ui,nes tom- lNOuS m:Inqu:'1rues bton]ber 

ber dans l'eau ' . dans l'eelu. Nous fuillimes nous y N~ous faillin]es (~ nous y 
m~ I'endrc. p 1lieprcndre. I~ otFe curiositd fuilli t ~tre 

punie. . fuillit a ~tre punie. 

On peut dire aussi : Nous manqudmes de, nous fail- ' 
limes dc. etc. 

I[ v a des montens b;en critique3 dans la vie : IlieF,' 
H)on~fils falllit d ~Lre assassini ; avant-hier , un de mes 

't On ne rip;teTa plu~ le mot (orn~is, Ia colonne a drQite 

'Qarque:a tou,ours lcs correcLiou5. 
_
A
 

t
 

l
 

t
 

!
 

i
.
 I
 !
 

i
 I
 i
 
l
 i
 

I
 

)
 }
 

l
,
 

284 



( 1 73) 7~~~~~ (f rancitan) -a)~~:~ 

せ
た
教
科
書
（
語
彙
集
・
文
法
書
）
を
執
筆
し
た
。
こ
れ
は
日
常

の
「
話
し
こ
と
ば
（
パ
ト
ワ
）
」
を
体
系
的
に
記
述
す
る
と
い
う
、

今
ま
で
に
な
い
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
連
の
豊
富
な
著
作
に
よ

う
て
、
私
達
は
、
こ
の
「
言
語
私
生
児
」
が
こ
の
時
期
に
始
ま
り
、

広
範
に
広
ま
っ
た
の
だ
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

ま
た
、
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
言
語
取
り
換
え

（
一
彗
o
q
§
o
q
ω
ω
巨
e
に
伴
っ
て
生
じ
る
言
語
接
触
と
し
て
説
明

　
（
7
）

さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
特
に
こ
の
時
期
に
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
が
広
く
問
題
化
さ

れ
、
矯
正
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ

ン
語
と
い
う
二
つ
の
言
語
が
こ
の
時
期
に
初
め
て
混
じ
り
合
い
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

め
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
。
十
六
世
紀
、
数
々
の
勅
令
に
よ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
公
文
書
と
し
て
南
フ
ラ
ン
ス
に
浸
透
し
た
際
、

フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
混
成
形
態
で
書
か
れ
た
文
書
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

出
現
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
が
厳
密

に
成
立
す
る
の
は
十
七
世
紀
以
降
、
そ
こ
に
合
ま
れ
る
下
品
さ
、

各
地
の
様
々
な
地
方
方
言
の
痕
跡
を
「
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

”
パ
ト
ワ
」
と
し
て
そ
ぎ
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た

一
方
で
十
七
世
紀
以
来
、
一
部
の
地
元
詩
人
や
喜
劇
作
家
の
書
き

留
め
る
南
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
の
こ
と
ば
（
テ
ク
ス
ト
①
）
に
は
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

ラ
ン
ス
語
の
要
素
が
多
く
認
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス

ト
は
、
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」
が
長
期
問
に
わ
た
っ
て
あ
る
程
度
安

定
し
て
南
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
十
八
世
紀
後
半
に
始
ま
っ
た
の
は
“
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
そ
れ
自
体

で
は
な
く
、
そ
の
「
間
題
化
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
特
有
の
こ

と
は
、
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
書
く
た
め
の
媒
介
・
手
段
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
話
し
こ
と
ば
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
書

き
言
葉
の
中
に
出
現
し
可
視
化
さ
れ
た
話
し
こ
と
ぱ
を
、
書
き
言

葉
に
よ
っ
て
正
し
、
話
し
こ
と
ぱ
に
再
び
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

そ
の
時
階
級
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
た
書
き
言
葉
と
話
し
こ
と
ぱ

が
、
啓
蒙
主
義
と
識
字
率
の
上
昇
を
背
景
に
交
差
し
た
。

　
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
地
方
諸
言
語
の
存
在
を
政
治
問
題

化
し
た
。
各
々
の
地
方
の
パ
ト
ワ
に
よ
る
革
命
（
ま
た
は
反
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
〕

命
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
お
ぴ
た
だ
し
い
量
印
刷
さ
れ
、
ま
た
、
全

国
各
地
の
パ
ト
ワ
の
状
況
調
査
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
行
わ

（
M
〕

れ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
の
平
等
な
権
利
を
保
障
す
る
に
あ
た

っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
非
常
に
豊
か
な
パ
ト
ワ
と
い
う
話
し
こ

と
ば
の
存
在
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
は
、
粁
余
曲
折
を
経
て
ジ
ャ
コ

バ
ン
的
民
主
主
義
が
結
論
を
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
言
語
の
差
は
、

全
て
平
等
で
あ
る
は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
国
畏
に
お
い
て
差
異
を
生
み
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だ
す
と
い
う
理
由
で
、
革
命
政
府
は
全
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
同
じ

言
語
を
同
じ
よ
う
に
話
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
パ
ト
ワ
の

存
在
そ
れ
自
身
が
反
革
命
的
だ
と
非
難
さ
れ
る
事
態
す
ら
起
き
て

（
帖
）

い
る
。
話
し
こ
と
ば
は
話
者
の
理
性
の
も
と
に
お
か
れ
、
さ
ら
に

は
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
と
い
う
集
団
の
意
志
の
も
と
に
お
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
「
問
題
化
」
は
、
話
し
こ
と
ぱ
の
可
視
化
が
、

「
書
く
よ
う
に
話
す
べ
き
」
と
い
う
意
識
と
交
差
し
た
と
き
、
書

き
言
葉
に
特
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
「
純
粋
性
」
が
、
話

し
こ
と
ば
に
も
適
周
さ
れ
て
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
語

の
「
純
粋
」
の
規
範
意
識
が
話
し
こ
と
ぱ
の
世
界
に
浸
透
す
る
に

つ
れ
、
「
パ
ト
ワ
」
と
い
う
多
様
な
話
し
こ
と
ぱ
の
一
部
が
、
「
間

違
え
た
フ
ラ
ン
ス
語
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
「
書
き
言
葉
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
語
」
に
正
そ

う
、
正
せ
る
、
と
い
う
使
命
感
は
、
思
い
が
け
な
く
も
パ
ト
ワ
に

「
形
」
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
知
識
人
た
ち
は
こ
れ
ら
の
「
問
違
い
」
を
執
筆
し
て
い
く
に
つ

れ
、
一
般
大
衆
の
パ
ト
ワ
は
合
理
的
に
、
少
な
く
と
も
対
比
さ
せ

て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
と
対
等
な
程
度
に
合
理
的
に
記
述
で
き
る
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
つ
ま
り
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
の
話

し
こ
と
ぱ
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
「
純
粋
」
な

言
語
と
、
も
う
一
つ
の
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
「
純
粋
」
と
が
混
じ
り

あ
っ
た
結
果
の
「
雑
種
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
で
は
「
も
う
一
つ
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン

ス
語
に
対
応
す
る
も
う
一
つ
の
「
純
粋
」
が
、
こ
こ
で
初
め
て

「
再
構
成
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
識
字
率
の
上
昇
に
伴
っ
て
文
字
を
書
く
手
段
を
手
に
入
れ
た

人
々
は
、
「
間
違
え
た
フ
ラ
ン
ス
語
」
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た

「
も
う
一
つ
の
純
粋
」
を
、
今
度
は
意
識
的
に
書
き
留
め
始
め
た
。

オ
ク
シ
タ
ン
語
の
文
献
が
、
手
記
で
あ
れ
印
刷
物
で
あ
れ
、
急
速

に
増
え
始
め
た
の
は
、
革
命
期
か
ら
、
特
に
十
九
世
紀
前
半
に
か

け
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
呼
ぶ
べ
き
規
模

　
　
（
1
6
）

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
学
活
動
は
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
各
人
が
各
人
の
表
記
で
自
分
の
住
む
地
域
の
言
葉
を
書
い
て

い
た
が
、
そ
れ
で
も
一
八
四
〇
年
代
に
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
全
土
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

読
ま
れ
る
詩
人
も
現
わ
れ
て
い
た
。
各
地
で
「
も
う
一
つ
の
純
。

粋
」
が
可
視
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
こ
の
言
語
が
南
フ
ラ
ン
ス
を
覆

う
広
範
な
地
方
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ
た
。

ま
た
一
方
で
、
．
．
o
q
富
o
昌
涼
ヨ
窃
8
胃
后
艀
．
．
の
著
作
が
盛
ん
に

出
版
さ
れ
て
い
た
時
期
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
中
世
の
ト
ゥ
ル
バ
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ド
ゥ
ー
ル
の
言
語
が
「
再
発
見
」
さ
れ
、
パ
リ
の
文
壇
を
に
ぎ
わ

せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
言
語
に
非
常
に
近
い
こ
と
ば
が
今
で

も
南
フ
ラ
ン
ス
で
話
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
、
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

ン
ス
に
お
け
る
ロ
マ
ン
ス
語
文
献
学
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た
。

　
広
範
な
地
域
に
共
通
性
の
あ
り
、
歴
吏
的
に
一
貫
性
の
あ
る
南

フ
ラ
ン
ス
の
く
一
つ
の
言
語
V
意
識
が
結
実
し
よ
う
と
し
て
い
た

が
、
そ
れ
は
そ
の
言
語
が
い
ま
、
ま
さ
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
強
烈
な
危
機
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
言
語
の
混
合
は
言
語

の
取
り
換
え
に
追
随
し
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆

で
あ
る
。
現
実
の
話
し
こ
と
ぱ
を
「
雑
種
」
と
意
識
化
し
た
と
き
、

人
々
は
見
た
こ
と
の
な
い
「
純
粋
な
過
去
」
を
な
つ
か
し
む
よ
う

に
な
る
。
問
違
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
一
連
の

教
科
書
の
中
に
も
、
地
元
の
こ
と
ぱ
が
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
危
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
〕

感
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
初
め
て
、
言
語
の
取

り
換
え
は
「
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
と
し
て
人
々
が

意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

）2（

拒
絶
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」

1
二
つ
の
「
純
粋
」
の
は
ざ
ま
で

十
九
世
紀
前
半
ま
で
、
各
地
で
出
版
さ
れ
て
い
た
．
．
o
q
豊
8
三
・

ω
冒
窃
8
三
〇
q
艀
．
．
タ
イ
プ
の
著
作
の
出
版
が
、
十
九
世
紀
後
半

　
　
　
　
（
2
0
）

に
は
激
滅
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
D
q
鶉
8
邑
ω
昌
①
や
肩
o
く
彗
8
一
－

庁
昌
①
が
問
題
で
な
く
な
る
ほ
ど
人
々
が
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を

読
み
、
書
き
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
証
拠
で
あ
ヶ

う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
は
現
在
も
存
在
す

る
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
文
字
が
農
民
に
ま
で
普
及
し
、
話
し
言
葉

と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
農
村
に
ま
で
浸
透
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
十
九
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
こ
そ
．
．
o
q
鶉
－

8
三
ω
昌
霧
8
『
ユ
o
q
艀
．
．
の
教
科
書
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　
メ
ル
ル
（
ζ
邑
①
）
は
、
一
八
四
〇
年
を
「
オ
ク
シ
タ
ン
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

記
述
」
の
転
換
点
と
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
医

者
、
オ
ノ
ラ
（
｝
昌
目
o
冨
↓
）
に
よ
る
地
理
的
・
歴
史
的
に
極
め

て
広
範
に
網
羅
し
た
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
辞
書
の
計
画
が
発
表
さ
れ

た
。
辞
書
自
体
は
そ
の
と
き
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

そ
の
時
す
で
に
オ
ク
シ
タ
ン
語
と
い
う
く
一
つ
の
言
語
V
意
識
が

成
立
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
南
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
で
爆

発
的
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
こ
の
こ
と
ぱ
に
対
し
て
、
統

一
的
な
正
書
法
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
一
八
五
四
年
、
ブ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
の
若
い
七
人
の
詩
人
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に
よ
る
、
「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
」
の
復
活
・
保
全
を
訴
え
る
文
学

団
体
、
フ
ェ
リ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
（
黒
一
旨
ユ
o
q
①
）
が
結
成
さ
れ
る
。

団
員
の
一
人
で
あ
る
ミ
ス
ト
ラ
ル
（
竃
華
冨
一
）
の
作
品
『
、
・
、
レ

イ
ユ
』
が
パ
リ
で
大
成
功
を
お
さ
め
、
文
学
語
と
し
て
の
プ
ロ
ヴ

ァ
ン
ス
語
は
、
広
く
フ
ラ
ン
ス
中
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

十
九
世
紀
後
半
か
ら
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
記
述
は
、
〈
一
つ
の
言

語
〉
と
し
て
の
独
立
性
や
一
体
性
を
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
空
問
的
・
時
問
的
一
体
性
を
維
持
し
う
る
、
す
な
わ
ち
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

ル
バ
ド
ー
ル
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
正
書
法
や
語
彙

に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
使
用
す
る
文
学
作
品
の
品
位
に
い
た
る

ま
で
、
多
様
な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
オ
ク
シ
タ

ン
語
の
純
化
・
規
範
化
運
動
と
呼
ぶ
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
夫
。

　
し
か
し
一
度
そ
の
よ
う
な
言
語
の
規
範
意
識
が
な
り
た
っ
て
し

ま
う
と
、
人
々
の
相
変
わ
ら
ず
の
混
成
的
、
「
雑
種
的
」
な
言
語

活
動
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
観
点
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
む
し
ろ
オ
ク
シ

タ
ン
語
の
観
点
か
ら
は
い
っ
そ
う
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
黙
殺
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
語
は
十
全
に
記
述
で
き
る
、

と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
、
十
全
に
記
述
し
き
れ
ず
、
混
沌
と
し
て

ゆ
ら
ぎ
や
す
い
現
実
の
言
語
活
動
は
、
「
言
語
」
と
し
て
許
さ
れ

な
い
も
の
と
扱
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
記
述
の

対
象
、
ま
た
は
記
述
の
手
段
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
一
世
代
前
に
は
「
混
沌
」
を
理
性
的
に
記
述
す
る
べ
く

o
q
鶉
8
邑
ω
昌
鶉
8
ま
o
q
艀
の
よ
う
な
教
科
書
を
執
筆
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
地
元
知
識
人
達
は
、
そ
の
関
心
を
す
で
に
「
純
粋
な

〈
一
つ
の
言
語
〉
」
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
十
全
な
記
述
、
ま
た
は

「
文
学
言
語
」
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
や
権
威
を
も
つ
「
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
ス
語
」
に
よ
る
文
学
活
動
へ
と
う
つ
し
て
し
ま
う
て
い
た
。
純

粋
な
形
で
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
が
農
村
で
も
消
滅
し
つ
つ
あ
る
、
と

い
う
危
機
感
は
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
一
般
化
し
た
混
沌
た
る
言
語

活
動
へ
の
恐
怖
心
と
軽
蔑
を
生
ん
だ
。
オ
ク
シ
タ
ン
語
へ
の
愛
着

が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
ラ
ラ
ン
ス
語
で
汚
さ
れ
た
日
常
の
フ
ラ

ン
シ
タ
ン
を
嘆
き
、
憂
い
、
ま
た
は
意
識
的
に
無
視
す
る
か
排
除

し
よ
う
と
し
た
。

　
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ
ス
の
有
名
塗
言
葉
「
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
は
な

い
。
北
フ
ラ
ン
ス
人
と
南
フ
ラ
ン
ス
人
を
分
か
つ
い
か
な
る
現
実

の
境
界
も
な
い
。
国
土
の
端
か
ら
端
ま
で
人
々
の
こ
と
ば
は
、
そ

の
多
様
な
色
合
い
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
徴
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

か
さ
れ
て
い
る
巨
大
な
織
物
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
。
」
は
、

当
時
か
ら
大
き
な
反
発
を
呼
ん
だ
。
そ
の
よ
う
塗
言
語
観
を
否
定

す
る
意
志
と
し
て
、
〈
一
つ
の
言
語
〉
と
し
て
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
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が
文
献
学
・
比
較
言
語
学
・
言
語
地
理
学
・
共
時
言
語
学
な
ど
、

言
語
を
扱
う
「
科
学
」
の
対
象
と
し
て
記
述
さ
れ
た
。
独
自
の
語

彙
や
正
書
法
だ
け
で
は
な
く
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
に
固
有
の
文
法
が

　
　
　
（
刎
）

記
述
さ
れ
、
北
と
南
の
境
界
線
を
は
づ
き
り
示
す
フ
ラ
ン
ス
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

語
地
図
作
成
が
着
手
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前

半
の
「
言
語
学
」
の
創
世
期
に
あ
っ
て
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
と
い
う

〈
一
つ
の
言
語
〉
の
存
在
が
、
こ
の
学
問
分
野
を
成
立
さ
せ
る
こ

と
に
大
い
に
寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
比
較
に
足

る
だ
け
の
文
法
の
構
築
や
、
い
ま
だ
汚
さ
れ
て
い
な
い
（
と
仮
定

さ
れ
た
）
田
舎
の
言
語
活
動
の
記
述
な
ど
が
オ
ク
シ
タ
ン
語
研
究

の
中
心
と
な
り
、
特
に
都
市
部
の
「
い
ま
、
こ
こ
」
の
言
語
活
動

は
黙
殺
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
は
フ

ラ
ン
ス
語
の
方
言
や
俗
語
に
対
す
る
研
究
が
始
ま
っ
て
い
た
に
も

。
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
視
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ
ス
の
言
葉

に
合
ま
れ
て
い
る
あ
る
程
度
の
現
実
の
姿
は
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
を

研
究
し
、
擁
護
す
る
側
か
ら
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
方
で
、
一
般
化
し
た
「
話
し
こ
と
ぱ
1
i
書
き
言
葉
」
と
し
て

の
フ
ラ
ン
ス
語
の
規
範
に
お
い
て
、
実
際
的
に
は
十
九
世
紀
後
半

か
ら
普
及
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
t
お
い
て
は
、
現
実
の
言
語
活

動
が
「
純
粋
な
個
別
言
語
」
で
あ
ろ
う
と
「
雑
種
」
で
あ
ろ
う
と
、

「
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
」
で
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
村
ご

と
に
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
中
途
半
端
に
混
じ
り
あ
い
、
．
極
め

て
文
脈
限
定
的
に
し
か
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
パ
ト
ワ
は
、
フ

ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
た
め
の
手
段
と
し
て
す
ら
ほ
と
ん
ど
認
め
ら

＾
η
〕

れ
ず
、
む
し
ろ
教
室
で
は
パ
ト
ワ
を
話
す
こ
と
を
徹
底
的
に
禁
じ

る
シ
ス
テ
ム
が
発
達
し
た
。
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
を
話
す
生
徒
は
、

「
ど
ち
ら
の
言
葉
も
満
足
に
習
得
で
き
な
い
」
と
し
て
、
学
業
失

敗
の
典
型
例
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
は
、
〈
一
つ
の

言
語
〉
の
規
範
意
識
の
普
及
と
、
「
も
う
一
つ
の
言
語
」
の
生
成

過
程
の
狭
問
の
余
白
と
し
て
、
再
ぴ
意
識
の
外
に
沈
ん
で
い
っ
た

の
で
あ
る
。

）3｛

フ
ラ
ン
シ
タ
ン
再
考
ー
オ
ク
シ
タ
ン
語
の

「
排
除
し
な
い
余
自
」
と
し
て

　
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
存
在
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
一
九
七
〇
年
代
、
社
会
言
語
学
的
分
析
が
オ
ク
シ
タ
ン
語
に
対

し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
づ
て
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、

〈
一
つ
の
言
語
〉
意
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
；
目
語
一
民
族
一

国
家
」
の
テ
ー
ゼ
を
も
と
に
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
「
与
冒
語
地
図
」
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に
基
づ
い
た
領
土
が
描
か
れ
、
そ
の
領
土
内
の
自
治
を
求
め
る
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

治
運
動
（
オ
。
ク
シ
タ
ニ
ス
ム
運
動
）
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
は
七

十
年
代
半
ば
に
は
そ
の
矛
盾
点
を
露
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
。
南
フ
ラ

ン
ス
の
言
語
学
者
た
ち
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
と
は
対
照
的
に
当
時
勢

い
を
ま
し
つ
つ
あ
っ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
自
治
復
権
運
動
に
注
目

し
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
社
会
言
語
学
者
達
と
の
関
係
を
深
め
た
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（
冒
①
q
一
〇
ω
ω
貝

「
社
会
的
二
言
語
併
存
」
と
も
）
」
と
い
う
分
析
概
念
で
あ
る
。
オ

ク
シ
タ
ニ
ス
ム
運
動
に
共
感
す
る
南
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
言
語
学
者

は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
復
権
の
原
動
力
と
も
な
っ
た
カ
ス
テ
ィ
ー

リ
ャ
語
ー
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
二
言
語
の
（
非
対
称
的
な
）
コ
ン

フ
リ
ク
ト
分
析
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
ー
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
状
況
に
も

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
、
「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
」
状
況
を
被
支
配
言
語
1
－
オ
ク
シ

タ
ン
語
、
支
配
言
語
1
ー
フ
ラ
ン
ス
語
、
と
い
う
図
式
に
当
て
は
め

て
分
析
す
る
に
当
た
っ
て
、
社
会
言
語
学
者
は
オ
ク
シ
タ
ン
語
そ

の
も
の
を
話
し
て
い
る
人
は
「
も
は
や
」
い
な
い
と
い
う
こ
と
、

「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（
冒
”
『
二
つ
の
』
、
o
q
－
o
ω
ω
武
1
1
『
言
語
』
）
」

は
成
立
し
て
い
な
い
、
少
な
く
と
も
コ
一
つ
の
言
語
L
の
二
極
性

の
規
範
意
識
は
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を

　
　
　
（
3
0
）

え
な
か
っ
た
。
目
常
の
言
語
活
動
の
中
に
あ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
規
範
意
識
を
頂
点
と
し
た
、
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
度

合
の
「
連
続
体
（
8
鼻
ま
仁
目
ヨ
）
」
で
あ
り
、
あ
い
か
わ
ら
ず
の

パ
ト
ワ
を
話
し
て
い
る
と
い
う
恥
の
感
党
で
あ
う
た
。

　
こ
の
時
に
は
す
で
に
「
純
粋
な
く
一
つ
の
言
語
V
」
が
虚
構
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
は
は
っ
き
り
と
示
し
つ
つ
あ

っ
た
。
十
九
世
紀
か
ら
の
〈
一
つ
の
言
語
〉
へ
の
試
み
に
よ
っ
て
、

学
問
領
域
で
は
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
存
在
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て

　
　
＾
3
1
〕

は
い
た
が
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
と
は
対
照
的
に
オ
ク
シ
タ
ニ
ス
ム
運

動
は
む
し
ろ
オ
ク
シ
タ
ン
語
話
者
内
部
の
政
治
的
分
裂
を
生
ん
だ
。

〈
一
つ
の
言
語
V
と
い
う
準
拠
す
べ
き
標
準
語
規
範
や
、
な
に
よ

り
「
正
し
い
オ
ク
シ
タ
ン
語
を
話
す
べ
き
」
と
い
う
規
範
意
識
は

話
者
の
中
に
育
た
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
か
つ
て
も
今
も
オ
ク
シ

タ
ン
語
と
い
う
言
語
を
話
し
て
い
た
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
な
い

か
、
と
い
う
、
〈
「
つ
の
言
語
〉
の
不
在
を
痛
感
し
て
初
め
て
、

従
来
の
「
ラ
ン
グ
ー
パ
ロ
ー
ル
」
の
二
分
法
と
ラ
ン
グ
偏
重
へ
の

　
壷
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

疑
問
が
提
起
さ
れ
、
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
回
帰
」
が
促
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」
と
い
う
名
称
が
「
名
付
け
ら
れ
え
な
い
も

　
　
　
　
　
＾
舳
〕

の
を
名
付
け
る
」
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
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そ
れ
は
こ
れ
ら
の
連
続
体
が
「
地
方
フ
ラ
ン
ス
語
（
守
昌
o
吐
ω
忍
・

σ
q
一
〇
墨
一
）
」
「
南
フ
ラ
ン
ス
託
（
9
8
鼻
O
＝
ζ
重
）
」
と
い
う
言

及
の
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
脈
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
を

恐
れ
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
存
在
を
目
常
言
語
活
動
の
中
に
見
い
出
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

そ
う
と
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
。
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
存
在
は
今
も
昔

も
、
話
し
こ
と
ぱ
を
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」
と
し
て
意
識
化
し
、
そ

の
な
か
で
「
こ
れ
は
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
要
素
で
あ
る
」
と
定
義
さ

れ
、
再
構
築
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
オ
ク
シ
タ
ン
語
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
（
規
範
意
識
と
し
て
す
ら
）
存
在
し
え
ず
、
フ
ラ

ン
シ
タ
ン
を
媒
介
に
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
よ

う
や
く
オ
ク
シ
タ
ン
語
を
一
つ
の
言
語
と
認
め
る
立
場
の
人
々
が

直
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
フ
ラ
ン
ス
語
ー
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
も
の
（
H
パ
ト
ワ
）
」
と

い
う
区
別
以
外
を
許
さ
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
意
識
に
対
し
て
、

オ
ク
シ
タ
ン
語
が
〈
一
つ
の
言
語
〉
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
余
白
と
し
て
排
除
さ
れ
た
存
在
に

焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
国
家
、
共
和
国
理
念

に
と
っ
て
当
然
と
さ
れ
て
き
た
二
項
対
立
の
文
脈
を
相
対
化
し
、

そ
れ
が
い
か
に
強
権
的
で
暴
力
的
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
を
、
フ
ラ
ン
文
語
と
対
等
に
扱
お

う
と
い
う
欲
望
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
つ
暴
力
性
を
そ
の
ま
ま
オ

ク
シ
タ
ン
語
に
与
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　
オ
ク
シ
タ
ン
語
が
〈
一
つ
の
言
語
〉
で
あ
る
た
め
に
は
、
南
フ

。
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
も
の
」
の
申
の
「
オ
ク

シ
タ
ン
語
で
な
い
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
」
が
徹

底
的
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
多
層
的
、
中

問
的
な
存
在
を
認
め
て
し
ま
え
ぱ
、
〈
一
つ
の
言
語
〉
の
主
張
が

成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
シ
タ

ン
の
文
脈
で
は
、
規
範
化
さ
れ
た
オ
ク
シ
タ
ン
語
は
極
め
て
強
権

的
な
、
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
さ
ら
に
強
権
的
な
存
在
に
な
う
て
し
ま

う
。
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
も
の
」
の
二
項

対
立
で
あ
れ
ば
、
日
常
の
話
し
こ
と
ぱ
の
自
菌
な
言
語
活
動
は

「
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
も
の
”
パ
ト
ワ
」
の
な
か
で
保
存
さ
れ
る
。

む
し
ろ
人
々
は
そ
の
文
脈
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に

な
っ
て
も
不
恩
議
で
は
な
い
。
オ
ク
シ
タ
ニ
ス
ム
政
治
運
動
の
失

敗
は
、
「
オ
ク
シ
タ
ン
語
1
ー
オ
ク
シ
タ
ニ
ー
1
ー
オ
ク
シ
タ
ン
民
族
」

を
構
成
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
、
主
人
公
で
あ
る
は
ず
の
「
民
衆

－
民
族
」
の
、
隈
雑
で
混
沌
と
し
た
言
語
活
動
の
否
定
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
原
因
で
あ
ろ
う
。
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オ
ク
シ
タ
ン
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
〈
一
つ
．
の
言
語
〉
の

在
り
方
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
自
分
も
〈
一
つ
の
言
語
〉
た
ろ
う
と

し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
な
決
定
的
な
規
範
－
否
定
す
る
意

志
－
を
持
つ
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
現
在
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
を

擁
護
す
る
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
在
り
方
と
は
異
な
る
、
非
常

に
規
範
意
識
の
緩
い
言
語
の
在
り
方
を
追
及
し
始
め
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

れ
は
、
地
方
の
方
言
の
尊
重
や
表
記
法
の
分
裂
を
も
認
知
す
る
姿

勢
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
と
い
う
「
い
ま
、
こ
こ
」
の

話
し
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
視
点
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
。
フ
ラ

ン
シ
タ
ン
の
文
脈
で
は
、
〈
一
つ
の
言
語
V
と
し
て
の
オ
ク
シ
タ

ン
語
は
、
常
に
「
自
分
た
ち
の
話
し
て
い
る
も
の
と
は
違
う
」
と
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
参
照
さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
が
、
オ
ク
シ
タ
ン

語
の
擁
護
者
た
ち
は
、
そ
の
多
様
な
形
の
緩
い
全
体
と
し
て
の
オ

ク
シ
タ
ン
語
が
存
在
す
る
、
と
い
う
主
張
が
広
く
認
知
さ
れ
る
よ

う
努
カ
す
る
こ
と
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
非
常
に

弱
々
し
く
不
安
定
な
言
語
の
在
り
方
で
あ
る
が
、
か
つ
て
強
固
な

二
つ
の
L
規
範
を
求
め
て
き
た
時
期
よ
り
も
、
む
し
ろ
オ
ク
シ

タ
ン
語
の
存
在
自
体
は
社
会
的
に
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
人
々
の
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
乗
り
換
え
（
一
彗
①
q
畠
o
q
①
筈
葦
）
に

よ
る
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
衰
退
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の
フ
ラ

ン
ス
語
と
は
、
そ
の
地
方
の
「
地
域
フ
ラ
ン
ス
語
」
、
す
な
わ
ち

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
に
他
な
ら
な
い
（
テ
ク
ス
ト

②
）
。
日
常
の
話
し
こ
と
ば
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
に
対
す
る
興

味
は
七
十
年
代
以
降
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
る
。
社
会
言
語
学
の
重

要
な
分
析
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
八
十
年
代
か
ら
徐
々
に
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
内
に
導
入
さ
れ
た
学
校
で
の
オ
ク
シ
タ
ン
語
教
育
で

は
、
目
常
に
使
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
を
積
極
的
に
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訓
）

し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
シ
タ

ン
を
「
標
準
フ
ラ
ン
ス
語
」
と
も
「
規
範
化
さ
れ
た
オ
ク
シ
タ
ン

語
」
と
も
異
な
る
「
ク
レ
オ
ー
ル
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
人
も

　
（
跳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

い
る
。
語
彙
集
の
編
纂
も
七
十
年
代
以
降
数
々
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
い
く
ら
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
と
し
て
の
記
述
を
精
織
に
し

て
も
、
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
話
者
達
は
そ
の
記
述
の
中
に
留
ま
ろ
う

と
す
る
意
志
を
持
た
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
規
範
化
は
困
難
で
あ

ろ
う
。
語
彙
集
に
編
纂
さ
れ
た
単
語
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の

　
　
　
　
　
（
ω
）

意
味
変
化
の
遠
さ
は
、
話
し
こ
と
ぱ
の
世
界
が
い
か
に
揺
ら
ぎ
や

す
く
、
不
安
定
で
あ
る
か
、
そ
れ
で
い
て
世
代
を
越
え
て
残
り
続

け
、
曲
豆
か
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
オ
ク
シ

タ
ン
語
は
、
話
し
こ
と
ば
の
多
彩
な
表
現
の
供
給
源
の
一
つ
で
あ

り
続
け
て
い
る
。
余
白
は
滅
り
も
し
な
け
れ
ば
無
く
な
り
も
し
な
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~･i7 ~: hR 

((Ramouuet ou lou paisan agen~s tournat de la 
gu~no)>, II. 2 

(Agen, Franpors de Cort~te, Guyau, 1684) 

RAh/IOL~;~ET 
Mon nom est IEsp6ranso! 
Y a-t-il d'un pastour~l ~ moi de comparanso? 
J'~i benci plus de gens, murtri plus d'anemics 

Que dans la fourmigu~ro on ne boit de 
fourmi cs 

T~moun, a ce parti. quand dins la ¥Iantoulino 
Le sajan Gripo-tout, foursant uno galino 
N"eut jamais la regarde. n ausit trac. trac, trac, 

Et d~m coup de fusil, Ie boffa patatrac! 
Je le prends ; ie le porto en lieu d'asseguranso. 

Et bien! sa me fit-il, moussur de IEspiranso, 

A bous toute la sarge et 1110nueur du combat! 
Lors, jc pousse, jc tourne oh milhou l'on se bat, 

Romps, enforcc, Ies chasse ainsi qu'a du 

mamage 
Et de ceux qui restaient j'en fesais coumpanage 

De fesson que, de ccnt, il en fut estroupi~ 

Ou morts cinq bint quatolze ; et le resto haut le 

pi6. 

Tu ris! Ie faudrait boir et que tu l'assagissos! 

FLORI)!IOUN 
Ni me gausa grata danrb mas umglos metissos! 
Fa diable! E desemp~i l'on t'apelo moussur? 

RAMOULET 
Je sais de Folrirnoun que c est un gaudisseur 
Mais soit! 

FILIPO, en h tastan la tesseto de soun gipou, 

Que bous coust~t? 

R4MOUNET 
Trois bins francs. 

FLORI¥. ･IOUN 
Lou boun ome 
L'a gagnat ~ la rano a quauque gendlhomme! 

RAIMO UNET 
A Ia raflo, mort t~sto! Oh! nou! Quanto per 
moi 
Qui tiro apuntemen au serbice du roi, 
Lou mendre que je porto est d'escadato roujo_ 

(}ardy, P., 1997, Hlstoire et amhoiorie de la 
lirtirature occitane , Tome ll, p. 108- 109 

~~~~: h@ 

(,Errrcur de ¥lontage)) 

II ramena tout un bataclan. Vous dire 

qu'il zag*oucha pas pour souder le 
tulhau:x, pendrc lc penol dc l'aiga et sa 

chadinc, poser le si~ge, ~a serait 
mensongcr. U Ihi arriba, en jurant a 
n'en falre rougir la tonsure du cure 

hflais voila pas que la finotte sienue 
lw fit un cat6clusme du diaple: 

-"Je suis pas countente, pour quoi 
c'est pas coummode. Va voir le 
marchand et demande-lui couuseil! " 
LTlugues touma a Bort. 
-"Alors, ~a marche, vos cabinets?", 
dc~a~da le vendcur. 
-'Foutre, oui! ¥Iais c'est la rmorte 
mienne qu'arretc pas de ronchonner... " 
-*'? " 

-"Oui I Elle troube bien que c'est 
pratngue, mais clle sc plaiut quand 
ntme ! M 

-UEt pour de quoi?" 

_rElle me dit qu'en ~t6, ~a peut fairc, 

mais en hiver, Ie rebord de la cuvette 
lui 6fargit les fesses, meme que ~a lui 

coupe l'envidza de faire! " 

-NJ'ai saisi! Vous avez oublid~ de 
monter une piece ! f' 

-flNon pas foutrel ' 

-"Praco, sll Je vous avait biell fourni 
une luneue en bois..." 

_n Llne lunette? C'est vertad, je mlen 

souviens. ~rlais moi, j'ai erijut que 
c'6tait un present de vostre part." 

-'1Non pas! Ct~tait un ~1~mcnt de 
l'ensemb]e." 

-~~Ierda alorsl II me manque plus qu'a 

declouer de la parida du salon. 
Foutraou que je suis. Crejio que c'6tait 

un cadre pour faire joli, meme que jly 
avait mls la fouto de ma beue-m~re! n 
Il se dit que le 1'endeur attapa un rire 

a n'en compisser partout. Quand on se 

lance dans le bricoulage, faut pas 
oublider de 1~gir la mode d'cmploil 

h,Iallouet, J. ! Gauthier. C., 1993, 

Petltes histoires enfranciPorler. 

St Etienue. Action graphique, p 82-84 
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い
。
そ
れ
・
を
否
定
し
た
り
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
「
排
除
し
な
い
余

白
」
と
し
て
む
し
ろ
放
置
す
る
よ
う
な
形
で
認
め
る
よ
う
塗
言
語

の
在
り
方
の
模
索
が
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
と
い
う
言
語
に
お
い
て
始

ま
り
つ
つ
あ
る
。

（
1
）
　
田
中
克
彦
、
H
・
ハ
ー
ル
マ
ン
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
』
、

　
岩
波
新
書
、
5
o
。
蜆
ら
、
崖
－
5
参
照

（
2
）
　
こ
の
言
語
の
名
称
に
つ
い
て
は
拙
論
文
、
r
，
o
o
o
岸
彗
・
8
o
罵

　
o
z
向
一
彗
o
q
毒
き
鼻
ま
H
二
、
（
目
本
ロ
マ
ン
ス
語
学
会
三
十
周
年

　
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
域
ロ
マ
ン
ス
語
と
ロ
マ
ン
ス
言
語

　
学
」
論
文
集
、
カ
O
昌
P
団
巨
N
昌
一
一
九
九
九
年
刊
行
予
定
）
参
照
。

　
本
論
文
で
は
、
〈
一
つ
の
言
語
〉
の
名
称
と
し
て
オ
ク
シ
タ
ン
語
を

　
使
用
す
る
が
、
「
オ
イ
ル
語
」
の
対
比
と
し
て
の
名
称
に
「
オ
ッ
ク

　
語
」
、
ま
た
、
十
九
世
紀
に
は
一
般
的
だ
っ
た
文
学
語
と
し
て
の
名

　
称
に
「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
」
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
3
）
　
O
〇
一
邑
而
『
〇
一
く
．
∵
司
冨
コ
9
訂
目
．
．
一
〇
S
｛
§
ミ
s
も
s
竃
ミ
雨
b
ミ
竃
ミ
“

　
2
o
．
ω
。
冨
さ
参
照
。
こ
の
用
語
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ
ン

　
語
の
混
合
形
態
」
の
中
で
も
、
特
に
文
法
構
造
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
語

　
彙
と
形
態
素
に
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
状
態

　
を
指
す
こ
と
が
多
い
（
こ
れ
ら
の
混
合
の
度
合
の
分
類
と
そ
の
名
称

　
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ζ
竃
具
』
．
一
．
。
宰
冒
o
津
彗
g
マ
彗
程
床

　
庄
．
o
o
．
～
8
一
〕
蒜
ヨ
①
急
冨
『
∋
，
o
－
o
o
目
示
．
．
し
目
卜
§
的
富
き
ー
ハ
竃
o
o
〇
一

　
ピ
黒
o
目
戸
肉
．
一
、
巾
o
昌
冨
弍
o
冨
ω
雪
5
豊
o
q
一
〇
窃
示
．
、
ニ
コ
ト
§
的
葛

き
．
旨
一
－
竃
庁
－
o
言
『
一
甲
一
．
．
5
＾
津
彗
o
享
彗
）
．
ζ
凹
蒜
ユ
凹
貢

君
冒
一
．
碧
肩
o
g
o
急
伽
『
8
『
瞭
竃
け
凹
巨
o
冨
g
｛
昌
o
巨
昌
篶
、

　
∋
彗
房
ω
o
g
o
＝
目
①
q
巨
邑
o
巨
g
o
．
仁
目
｛
ミ
ミ
』
§
膏
．
．
二
自
卜
§
寒
㎞
き
・

轟
L
竃
o
。
一
p
8
な
ど
参
照
）
。
し
か
し
混
合
の
度
合
を
系
統
的
に
分

　
類
す
る
こ
と
は
本
論
文
の
主
旨
に
む
し
ろ
反
す
る
。
筆
者
は
「
フ
ラ

　
ン
シ
タ
ン
」
と
い
う
表
現
を
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
混
合

形
態
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
を
も
合
め
た
全
体
の
総
称
と
し
て
使
用
す
る
。

（
4
）
　
十
七
世
紀
以
来
は
な
く
な
っ
て
い
た
「
乱
れ
た
（
地
方
の
要
素

　
の
混
ざ
ウ
た
）
フ
ラ
ン
ス
語
」
の
文
審
が
、
革
命
期
に
再
ぴ
増
加
し

　
始
め
た
。
団
；
員
＞
L
σ
員
－
竃
メ
o
」
蜆
N

（
5
）
U
窃
宵
o
冨
ダ
ト
8
容
§
ぎ
吻
§
S
8
曇
印
O
§
§
窓

　
ミ
書
～
δ
ミ
富
、
s
富
葛
§
曽
s
亀
ミ
§
ミ
§
－
b
ミ
ー
ミ
ミ
“
h
ユ
ミ
s
『
．

　
ミ
o
膏
§
§
ト
g
も
㌻
ミ
曽
邑
軸
§
雨
ミ
目
葦
㌧
§
§
ω
篶
妻
一
軋
§
こ
心
§
．

　
s
ぎ
s
筥
㎡
g
曽
｝
ミ
さ
…
“
一
↓
o
巨
o
畠
9
ミ
3
（
＝
婁
ミ
0
N
一

　
－
o
o
昌
L
o
o
量
一
〇
〇
冥
－
o
o
お
）

（
6
）
　
こ
れ
ら
の
教
科
書
の
リ
ス
ト
は
団
ε
員
戸
O
募
曽
9
o
ミ
ミ
．

　
寒
済
叶
＆
s
雨
餉
せ
o
冒
『
膏
．
ぎ
S
o
ミ
O
S
，
一
一
〇
〇
〇
一
〇
カ
O
勺
H
≦
o
自
↓
0
9
＝
o
『

　
参
照

（
7
）
　
「
話
し
言
葉
と
し
て
の
ス
ラ
ン
ス
語
の
普
及
と
こ
の
言
語
私
生

　
児
の
出
現
の
時
期
は
一
致
し
て
い
る
。
」
零
自
貝
＞
．
ト
ミ
§
窒
“
言
．

　
ミ
ミ
竃
§
キ
s
§
s
皆
卜
§
涼
曽
く
§
凄
§
ユ
零
一
－
竃
↓
』
昌
．

　
ご
o
目
o
o
冬
胃
器
…
9
o
．
冨
N

（
8
）
霊
景
；
旨
轟
§
き
ミ
§
、
§
一
§
寒
ミ
§
L
婁
一
蚕
心
．

　
『
O
P
P
＝
1
ε

（
9
）
零
冒
一
＞
．
一
旨
ぎ
ミ
募
§
き
嚢
ミ
雨
L
o
芦
書
・
置
一
一
P
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何
。
甲
；
な
ど
参
照

（
1
0
）
　
ニ
ハ
九
四
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
編
集
の
辞
書
で
、

　
初
め
て
「
パ
ト
ワ
（
寝
8
床
）
」
が
項
目
と
し
て
記
さ
れ
た
。
「
ほ
と

　
ん
ど
全
て
の
地
方
で
話
さ
れ
て
い
る
乱
れ
た
こ
と
ぱ
－
…
言
語
は
首

　
都
で
し
か
話
さ
れ
て
い
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
O
胃
身
一
ヌ
ト
心
§
ぎ
｝
ミ
o
S
ぎ
s
雨
自
§
k
§
一
k
§
9

　
ぺ
§
色
浮
㌻
o
ユ
廻
§
g
§
竃
－
§
雨
§
§
“
』
ざ
s
H
ぎ
§
“
ミ
o
8
中

　
§
ミ
～
』
津
－
雨
ミ
ー
‡
o
e
雨
s
o
雨
（
－
o
零
1
』
轟
o
）
一
ω
耐
江
o
『
9
0
－
U
〇
一
轟
o
o
①

（
1
2
）
零
…
o
片
』
－
一
雪
9
o
ぎ
き
ざ
一
§
的
§
ぎ
s
8
ぎ
し
S
ミ
寧

　
S
雨
｝
～
－
b
O
β
↓
O
目
一
①
＜
■
1
勺
匝
ユ
9
＞
目
自
O
目
α
O
O
＝
貝
－
0
M
g
P
M
0
0

（
1
3
）
　
寄
言
『
』
－
S
ミ
』
ミ
§
膏
o
o
ミ
§
き
姜
ぎ
意
き
き
忌
S
ー

　
ざ
注
o
s
ミ
s
｝
ミ
』
嚢
－
』
o
o
o
9
冨
o
o
⑩
二
≦
o
目
↓
o
o
…
o
5
ω
1
『
＞
1
－
．
向
．
0
1

（
1
4
）
　
有
名
な
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
ま

　
O
o
ユ
①
〇
一
』
し
≦
＝
』
ζ
－
P
P
o
↓
宛
o
く
o
卜
』
．
一
§
雨
b
o
S
S
Q
S
雨
、
“
、
S
－
S
S
l

　
寒
雨
．
卜
邑
忍
§
ぎ
ミ
§
ぎ
ミ
ミ
寒
s
－
s
㌧
ミ
o
茸
o
o
≡
昌
胃
p

　
冨
富
参
照

（
屹
）
　
バ
レ
ー
ル
の
共
和
国
歴
二
年
雨
月
八
目
の
演
説
よ
り
一
「
我
々

　
は
政
府
、
習
慣
、
思
想
を
革
命
し
た
。
言
語
も
同
じ
く
革
命
し
よ
う
。

　
連
峰
主
義
者
と
迷
信
は
低
地
ブ
ル
ト
ン
語
を
話
す
、
亡
命
者
と
革
命

　
へ
の
僧
悪
は
ド
イ
ツ
語
を
話
す
、
反
革
命
は
イ
タ
リ
ア
語
を
話
す
、

　
狂
信
は
バ
ス
ク
語
を
話
す
…
…
」

（
1
6
）
　
－
斗
昌
戸
戸
9
＞
冨
8
亙
ρ
一
き
§
§
雨
ミ
9
o
｛
ミ
§
ぎ
ミ
“
寧

　
§
ミ
§
O
S
｛
母
S
雨
一
巾
ζ
句
」
彗
〇
一
3
目
O
戸
0
1
望
ω

（
1
7
）
寡
邑
目
な
ど
。
5
雪
戸
甲
9
＞
曇
量
ρ
一
｝
§
曇
ρ

　
↓
o
昌
⑭
戸
o
－
㎝
寄

（
1
8
）
　
霊
着
o
畠
貝
戸
9
o
良
§
吻
盲
跨
雲
o
鳶
｝
§
雲
皆
眈
ぎ
－

　
ミ
｝
s
，
o
篶
；
一
～
與
ユ
ω
一
U
己
o
戸
－
o
o
屋
－
N
一
↓
o
昌
o
ガ
p
×
×
く
一
宛
印
｝
昌
o
I

　
一
旨
巨
か
ら
始
ま
る
ロ
マ
ン
ス
語
研
究
に
つ
い
て
は
、
卜
雨
餐
｝
＞
δ
■

　
亀
一
冨
竃
参
照
。

（
1
9
）
思
9
巨
①
≡
一
P
き
§
雨
こ
s
㌧
δ
§
ミ
ミ
§
雪
b
；
e
§
η

　
S
ミ
｝
§
雨
蜆
o
o
曇
夕
＞
｛
肖
＞
一
』
σ
｝
P
一
≦
印
『
ω
9
自
o
O
凹
目
O
－
目
①
↓
一
≦
凹
ω
－

　
σ
2
↓
し
o
・
窒
。
こ
れ
は
「
基
本
方
針
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
習
得
を
助
け

　
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
死
に
瀕
し
た
言
葉
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
も
な

　
っ
た
（
薫
量
宛
－
．
一
§
一
嚢
O
ら
－
。
。
ε
。
」

（
2
0
）
き
§
ミ
§
§
邑
§
吻
、
；
§
ミ
§
雪
盲
ミ
～
毒
雨
蒔
ミ
§
“
ミ
“

　
、
ミ
き
ミ
o
貧
↓
o
昌
巴
－
p
冨
↓
㌣
畠
一
＞
く
釘
目
o
目
一
＝
一
〕
冨
三
〇
≧
」
1

　
σ
彗
〇
一
軍
Φ
『
窃
一
ぎ
§
ミ
s
s
｝
§
8
8
鳶
＆
も
ミ
ざ
も
；
e
§
§
ト

　
象
竃
｛
s
、
軸
患
、
自
的
轟
膏
完
轡
サ
竃
昌
～
雨
ミ
一
向
2
饒
o
目
閉
2
』
．
．
勺
g
ε
1

　
巴
o
q
o
、
一
≧
苧
昌
－
軍
o
く
竃
o
〇
二
漫
－
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

　
こ
れ
ら
は
正
し
い
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
を
通
し
て
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語

　
を
習
得
す
る
、
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
お
り
、
現
実
の
問
違
っ
た
フ

　
ラ
ン
ス
語
か
ら
間
違
い
を
取
り
除
く
十
九
世
紀
前
半
ま
で
の
教
科
書

　
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
…
呈
①
一
評
卜
§
ミ
ミ
さ
§
㌧
δ
e
§
8
－
§
ミ
δ
～
』
憲
〇
一

　
－
o
岨
〇
一
〇
－
口
O
匝
①
N
彫
冨

（
2
2
）
特
に
正
書
法
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
リ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
正
書
法
で

　
は
プ
回
ヴ
ァ
ン
ス
以
外
の
地
方
で
は
使
用
し
に
く
い
、
フ
ラ
ン
ス
語

　
の
正
書
法
に
似
す
ぎ
て
い
て
中
世
か
ら
の
伝
統
と
も
断
絶
し
て
い
る
、

　
な
ど
の
理
由
で
二
十
世
紀
に
入
う
て
か
ら
新
し
い
正
書
法
が
考
案
さ

　
れ
、
正
書
法
分
裂
の
問
題
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。
拙
論
文
「
『
少
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数
言
語
』
の
新
し
い
在
り
方
ー
オ
ク
シ
タ
ン
語
の
場
合
」
（
ラ
イ
ブ

　
ラ
リ
相
関
社
会
科
学
シ
リ
ー
ズ
第
4
巻
『
言
語
・
国
家
そ
し
て
権

　
カ
』
新
世
社
、
5
竃
）
参
照

（
2
3
）
霊
身
O
＝
旨
ζ
ミ
§
春
、
§
茗
S
（
一
ミ
§
宣
膏
き
・
急
．

§
亀
恩
曽
ぎ
一
こ
ミ
§
§
き
o
。
轟
募
き
二
邑
慧
二
§
§
．

　
募
）
L
O
O
O
．
9
霊
ユ
ω
ら
』

（
2
4
）
カ
o
a
饅
こ
．
も
§
§
§
ざ
室
o
さ
篶
こ
婁
き
・
一
§
キ
o
§
ミ
．

§
ぎ
（
－
彗
－
き
）
篶
昌
ま
ω
重
＝
轟
o
彗
雪
o
＼
冒
彗
①
一
竃
胃
．

　
留
…
o
し
ω
o
o
o

（
2
5
）
雰
・
。
目
o
昌
一
ぴ
妻
一
〇
（
胃
）
＝
き
：
詩
ぎ
雨
二
こ
こ
鳶
募
．

鳶
§
ざ
ミ
s
ぎ
㌔
o
o
斥
g
＞
血
・
o
量
嚢
卓
p
ω
8

（
2
6
）
雰
お
o
冒
δ
妄
’
O
（
睾
）
－
．
｛
§
’
ε
⑩
芦
o
．
轟
σ

（
2
7
）
　
教
育
現
場
に
パ
ト
ワ
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
試
み
や
提
言
も
皆

　
　
無
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
数
派
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
老
g
o
『
一
向
．
一

　
き
竃
§
房
ミ
o
寒
ミ
ぎ
§
§
ω
冨
邑
o
『
庄
o
コ
～
雪
ω
ξ
軍
霧
9

　
　
－
〇
一
9
與
O
℃
o
目
φ
－
■
一
〇
＝
凹
『
o
｝
P
－
．
一
、
－
①
眈
饒
団
目
o
與
オ
『
心
①
目
－
O
目
饅
仁
共
．
．
一

　
　
ヲ
＞
目
巨
目
9
0
．
g
ζ
胃
葦
一
声
（
津
）
一
ま
§
ぎ
§
ざ
ざ
轟
§

　
言
ミ
ミ
竃
（
－
。
・
o
．
o
－
δ
ζ
）
一
〇
Z
内
ω
・
冒
三
〇
冨
」
竃
蜆
ら
．
ω
｛
M
参
照

（
2
8
）
　
こ
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
』
§
｛
§
『
き
「
－
ミ
忍
竃
s
ミ
o
ぎ
o
曽

　
　
き
§
§
ぎ
ミ
s
ミ
§
涼
§
一
く
〇
一
－
曽
（
－
竃
o
）
一
畠
一
豊
3
↓
昌
－

　
　
巨
冒
＞
－
雨
；
ト
一
旨
㌧
§
二
〇
ミ
§
；
§
二
§
s
8
o
ミ
§
員

　
　
ω
耐
巨
二
竃
－
な
ど
参
照

（
2
9
）
寄
言
・
＝
．
一
旨
轟
§
§
8
ミ
詳
麦
…
葦
彗
一
嚢
二
中

　
　
嶋
茂
雄
「
デ
ィ
グ
ロ
ッ
シ
ー
と
南
欧
の
言
語
運
動
」
（
宮
島
喬
．
梶

　
　
田
孝
道
編
『
統
合
と
分
化
の
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
有
信
堂
、
宕
雪
）

　
な
ど
参
昭
一

（
3
0
）
「
オ
ク
シ
タ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
認
め
る
の
は
辛
い
こ
と
だ
っ
た

　
と
し
て
も
、
オ
ク
シ
タ
ン
語
に
お
け
る
デ
ィ
グ
ロ
ッ
シ
ー
は
、
（
も

　
　
は
や
）
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い
状
況
で
は
な
か
ウ
た
。
」
巾
O
苫
『
一

　
匡
．

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

　
ト

（
3
4
）

（
3
5
）

き
員
冨
o
o
ら
．
曽

雰
p
｝
‘
ト
こ
§
寒
竃
§
－
§
⑮
る
罵
邑
古
ご
奏
一
〇
」
一
①

、
－
彗
零
ω
、
し
目
旨
§
防
き
」
し
彗
メ
p
蜆

○
胃
身
一
p
．
．
5
曇
o
昌
旨
ぎ
昌
ま
コ
．
．
ニ
コ
ト
§
寒
眈
き
・

冨
ミ．

雰
旨
『
三
．
一
§
軋
．
L
竃
。
。
一
i
．
s

　
「
彼
は
、
望
ま
な
い
う
ち
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
を
話
し
て
い
る
」

団
o
．
着
『
一
声
一
§
軋
L
竃
o
ら
』
。
。

（
3
6
）
　
「
主
に
二
つ
の
表
記
法
が
あ
る
が
、
人
々
が
自
分
の
表
記
法
を

　
自
由
に
選
択
し
、
ま
た
、
他
の
人
に
そ
れ
を
押
し
付
け
よ
う
と
し
な

　
　
い
の
な
ら
、
そ
れ
ら
を
同
等
に
扱
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
（
冒
・

葦
彗
員
巾
－
．
奮
彗
冒
。
…
奉
二
、
邑
昌
…
ま
冒
三
二
一

　
き
§
§
o
き
ぎ
§
～
ミ
o
Z
o
蜆
9
冨
竃
も
」
o
）
こ
の
雑
誌
は
向
。

　
　
ミ
ス
ト
ラ
ル
の
考
案
し
た
表
記
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

（
㎝
）
　
　
巾
o
く
而
i
＝
．
一
｛
｝
｛
乱
一
－
o
o
o
’
o
．
o
蜆

（
3
8
）
＞
昌
雰
』
－
芦
．
．
窓
｛
一
邑
o
冨
ω
o
o
巨
o
σ
・
5
巨
鶉
豊
ニ
ニ
『
彗
．

　
　
暮
彗
．
．
二
目
卜
§
的
婁
き
ー
阜
－
竃
M
ら
ー
お

（
3
9
）
Z
o
…
9
＞
’
旨
き
ミ
募
盲
、
一
“
§
O
邑
§
寅
匿
言
ω

　
　
H
≦
o
冒
一
0
9
＝
⑦
■
－
o
↓
o
o
…
O
與
目
－
i
g
O
’
b
ざ
ぎ
o
S
S
亀
｛
ミ
』
冒
言
茗
o
昌
｛
吻

鳶
一
§
こ
二
§
竃
§
一
墨
甘
一
昌
二
冒
至
昌
一
曇
；
ど
。

　
　
九
十
年
代
に
入
っ
て
各
地
方
の
様
々
な
語
彙
集
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ
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る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
」
と

　
い
う
危
機
感
の
反
映
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
0
）
　
筆
者
は
一
九
九
七
年
五
月
に
、
モ
ン
ペ
リ
エ
大
学
に
お
い
て
、

　
フ
ラ
ン
シ
タ
ン
の
単
語
の
意
味
変
化
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

た
。

そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
傭
中
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
舛
雑
砧
砧
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

(185) 7~~~~~~ (francitan) -a)~~~!~ 
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