
〈
国
語
〉
の
ふ
た
つ
の
モ
デ
〃

　
　
ー
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ

糟
　
　
谷

啓
　
　
介
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1
　
国
民
国
家
と
〈
言
語
間
題
〉

　
一
八
六
一
年
ビ
エ
モ
ン
テ
議
会
は
統
一
イ
タ
リ
ァ
王
。
国
の
成
立

を
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
統
一
国
家
の
社
会
的
基
盤
は
脆
弱

き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ビ

ェ
モ
ン
テ
の
政
治
家
マ
ヅ
シ
モ
・
ダ
ぜ
リ
オ
は
、
当
時
つ
ぎ
の
よ

う
な
名
言
を
口
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
イ
タ
リ

ア
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
イ
タ
リ
ア
人
を
つ
く
ら
ね
ぱ
な
る

ま
い
」
。
統
一
イ
タ
リ
ア
は
、
「
イ
タ
リ
ア
人
」
を
つ
く
り
あ
げ
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
を
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
し
っ

ら
え
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
言
語
も
そ
う
し
た
領
域
の
ひ
と
つ
で

あ
つ
た
。

　
一
八
六
七
年
一
月
に
文
部
大
臣
エ
ミ
リ
オ
・
ブ
ロ
リ
オ
は
、
イ

タ
リ
ァ
の
言
語
統
一
の
手
段
を
講
ず
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置
し
、

そ
の
委
員
長
に
小
説
『
婚
約
者
』
で
す
で
に
名
声
を
博
し
て
い
た

文
学
者
マ
ン
ゾ
ー
二
を
任
命
し
た
。
こ
れ
に
こ
た
え
マ
ン
ゾ
ー
二

は
、
同
年
発
表
の
『
言
語
の
一
体
性
に
つ
い
て
の
報
告
』
、
一
八
六

九
年
の
『
報
告
へ
の
補
遺
』
、
さ
ら
に
他
の
三
編
の
公
刊
書
簡
の

な
か
で
、
あ
り
う
べ
き
イ
タ
リ
ァ
の
言
語
統
一
の
方
向
を
さ
し
し

め
し
た
（
た
だ
し
こ
れ
ら
は
す
ぺ
て
一
八
四
七
年
に
書
か
れ
た
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

簡
論
文
『
イ
タ
リ
ァ
語
に
つ
い
て
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
）
。
マ

ン
ゾ
ー
二
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
簡
略
に
の
べ
れ
ば
こ
う
な

る
。
な
が
い
あ
い
だ
分
裂
状
態
に
あ
っ
た
イ
タ
リ
ァ
に
お
い
て
は
、

言
語
統
一
の
た
め
に
人
為
堕
言
語
政
策
を
す
す
め
る
ひ
つ
よ
う
が

211
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あ
る
σ
イ
タ
リ
ア
語
の
核
は
あ
く
ま
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
現
代
口

語
で
あ
り
、
公
教
育
を
つ
う
じ
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
を
全
国
に
普

及
さ
せ
る
こ
と
で
イ
タ
リ
ア
の
言
語
統
一
を
な
し
と
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ゾ
ー
二
の
言
語
計

画
案
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
批
判
の
矢
が
な
げ
か
け
ら
れ

た
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
に
「
イ
タ
リ
ア
方
言
学
の
父
」
ア
ス
コ

リ
が
い
た
。
ア
ス
コ
リ
は
一
八
七
三
年
の
『
イ
タ
リ
ァ
言
語
学
紀

要
』
創
刊
号
を
か
ざ
る
な
が
い
序
文
を
マ
ン
ゾ
ー
二
主
義
批
判
に

つ
い
や
し
、
マ
ン
ゾ
ー
二
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
中
心
主
義
と
そ
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

為
的
言
語
政
策
の
虚
妄
性
を
手
き
ぴ
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
民
国
家
成
立
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
イ
タ
リ
ア
で

言
語
の
間
題
に
関
心
が
あ
つ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ァ

の
言
語
規
範
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
争
点
と
し
た
論
争
〈
言
語

問
題
（
毛
窃
饒
冒
o
ま
5
巨
o
貝
畠
）
〉
は
、
十
六
世
紀
以
来
、
い

や
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
れ
ば
ダ
ン
テ
の
『
俗
語
論
』
こ
の
か
た
、
ま

っ
た
く
決
着
の
つ
か
な
い
ま
ま
も
ち
こ
さ
れ
て
き
て
い
た
。
た
し

か
に
か
つ
て
〈
言
語
問
題
〉
は
文
挙
語
の
規
範
に
つ
い
て
の
論
争

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
に
は
い
る
と
し
だ
い
に
社

会
的
次
元
で
の
国
民
共
通
語
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
議
論
に
移
行

し
て
い
き
、
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
の
論
戦
に
お
よ
ん
で
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
三

頂
点
に
た
ウ
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
イ
タ
リ
ア
の
言
語
統
一
を
め
ぐ
る
マ
ン
ゾ
ー
二
と

ア
ス
コ
リ
と
の
対
立
を
な
が
め
る
た
め
に
は
、
当
時
の
言
語
的
社

会
的
状
況
だ
け
で
な
く
、
数
世
紀
に
わ
た
る
〈
言
語
問
題
〉
の
文

脈
を
参
照
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
、
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は

む
し
ろ
わ
た
し
は
、
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
と
の
対
立
、
ひ
い

て
は
〈
言
語
問
題
〉
を
イ
タ
リ
ア
に
特
殊
な
事
例
と
の
み
か
ん
が

え
ず
に
、
む
し
ろ
よ
り
ひ
ろ
い
間
題
系
の
な
か
で
な
が
め
て
み
た

い
。
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
俗
語
の
自
立
と
俗
語
内
部
で
の
規
範
設
定

の
間
題
に
か
ん
し
て
、
十
五
・
六
世
紀
の
言
語
問
題
に
お
け
る
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

論
が
参
照
的
価
値
を
も
つ
よ
う
に
、
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
の

対
立
は
国
民
国
家
に
お
け
る
言
語
規
範
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
間

題
に
た
い
し
て
か
壮
が
え
の
な
い
視
点
を
さ
し
だ
し
て
く
れ
る
は

ず
だ
。
た
だ
し
重
要
な
の
は
、
で
き
あ
い
の
社
会
言
語
学
的
枠
組

み
を
外
側
か
ら
あ
て
が
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
両
者
の
言
語
思
想
を

整
理
し
分
類
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
か
れ
ら
の
問
題
提
起

の
な
か
か
ら
内
在
的
に
問
魑
を
う
か
ぴ
あ
が
ら
せ
る
べ
き
な
の
だ
。

　
イ
タ
リ
ァ
の
〈
言
語
問
題
〉
の
比
類
な
い
意
義
は
つ
ぎ
の
こ
と

に
あ
る
。
そ
こ
で
は
た
だ
ひ
と
つ
の
言
語
的
立
場
が
他
の
立
場
を

圧
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
言
語
規
範
を
め
ぐ
る
複
数
の
言
説
が

2、嶋
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た
が
い
に
拮
抗
し
あ
っ
て
い
る
た
め
、
他
の
国
の
場
合
な
ら
ぱ
暗

黙
の
了
解
事
項
と
し
て
す
ま
さ
れ
た
り
、
制
度
的
保
証
の
も
と
に

事
実
の
な
か
で
解
消
し
て
し
ま
い
が
ち
杢
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

あ
ら
わ
に
露
出
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ぱ
、
〈
言
語
問
題
〉

に
お
い
て
は
、
「
イ
タ
リ
ア
語
（
巨
岬
墨
岸
豊
彗
凹
）
」
と
い
う
名
称

じ
た
い
が
、
論
争
性
を
お
ぴ
た
言
語
的
立
場
を
し
め
す
概
念
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
な
が
い
あ
い
だ
そ
れ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
あ

る
い
は
ト
ス
カ
ナ
語
－
こ
の
ふ
た
つ
の
名
称
を
め
ぐ
っ
て
さ
え

議
論
が
お
こ
っ
た
の
だ
が
1
の
中
心
性
と
優
越
性
を
否
定
す
る

概
念
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
マ
ン
ゾ
ー
二
が
ま
ず
お
こ
な
わ
ね
ぱ
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
イ
タ
リ
ア
主
義
者
（
津
誉
彗
｛
窪
）
」
と
た

た
か
っ
て
、
「
イ
タ
リ
ア
語
」
と
い
う
概
念
の
中
身
を
か
え
る
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
X
語
」
と
い
う
対
象
の
自
明
性
は
、
歴
史
の
な
か
で
つ
く
り

あ
げ
ら
れ
る
も
の
だ
。
「
わ
た
し
（
た
ち
）
は
X
語
を
話
す
」
と

い
う
真
で
も
偽
で
も
な
い
お
そ
ら
く
は
信
念
の
表
明
で
あ
る
命
趣

が
、
自
明
の
真
理
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
X
語
と

い
う
対
象
が
社
会
的
に
設
定
ξ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
X
語
に
つ
い

て
語
る
あ
ま
た
の
言
説
ー
そ
の
な
か
に
は
科
学
的
装
い
を
こ
ら

し
杢
言
語
学
の
言
説
も
ふ
く
ま
れ
る
i
が
X
語
と
い
う
対
象
を

た
え
ず
再
生
産
し
つ
づ
け
る
。
X
語
の
等
質
性
は
、
じ
つ
は
X
語

に
つ
い
て
語
る
諸
言
説
の
等
質
性
が
う
み
だ
す
効
果
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　
〈
言
目
語
間
趨
〉
は
、
そ
う
し
を
言
語
に
つ
い
て
の
言
説
が
つ
ね

に
複
数
存
在
す
る
が
た
め
に
、
言
語
の
自
明
性
が
崩
壊
し
て
し
ま

う
場
な
の
で
あ
る
。

2
　
言
語
と
方
言

　
こ
と
ぱ
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
言
語
学
が
す
っ
き
り

と
答
え
を
あ
た
え
て
く
れ
な
い
よ
う
な
問
題
が
あ
る
も
の
だ
。
言

語
と
攻
言
と
の
ち
が
い
は
な
に
か
と
い
う
問
い
も
そ
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
言
語
」
と
「
方
言
」
と
い
う
概
念
自
体
が

歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
概
念
そ
の
も
の
も
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の

関
係
も
、
こ
と
ば
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
カ
関
係
の
な

か
で
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
イ
タ
リ
ア
で
は
ど
う
か
。
イ
タ
リ
ァ
語
概
説
書
を
ひ

ら
け
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
に
い
ぎ
あ
た
る
こ
と
は
ま
れ
で
は
な

い
。
「
現
在
に
お
い
て
も
ま
だ
イ
タ
リ
ア
で
日
常
的
に
話
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
る
言
語
は
…
・
：
イ
タ
リ
ァ
語
で
は
な
く
方
言
で
あ
る
」
（
傍
点
引

＾
三

用
者
）
。
ま
る
で
方
言
は
イ
タ
リ
ァ
語
で
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る

213
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が
、
二
の
よ
う
な
概
念
設
定
二
そ
が
、
イ
タ
リ
ァ
に
お
け
る
言
語

と
方
言
と
の
関
係
を
直
裁
に
し
め
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
言
語
と
方
言
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
方
言
と
い
う
も
の
を
規

範
言
語
の
地
域
的
変
異
と
し
て
定
義
す
る
な
ら
、
イ
タ
リ
ァ
の
諸

方
言
は
「
方
言
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
（
そ
う
し
た
地
理
的
変

異
は
「
地
域
イ
タ
リ
ア
語
（
ま
5
昌
篶
O
目
δ
畠
－
Φ
）
」
と
い
う
べ

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
）
。
イ
タ
リ
ァ
の
諸
方

言
は
「
統
辞
と
音
韻
の
構
造
に
お
い
て
も
語
彙
に
お
い
て
も
、
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
＾
6
）

通
イ
タ
リ
ァ
語
と
は
根
本
的
に
こ
と
な
っ
た
言
語
」
（
傍
点
引
用
者
）

で
あ
り
、
言
語
体
系
そ
の
も
の
か
ら
み
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
イ
タ

リ
ア
語
の
基
礎
と
な
っ
た
ト
ス
カ
ナ
語
と
対
等
の
地
位
に
た
つ
ラ

テ
ン
語
の
末
蕎
な
の
で
あ
る
（
た
と
え
ぱ
、
イ
タ
リ
ア
諸
方
言
の

母
音
組
織
の
言
語
的
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
標
準
イ
タ
リ

ア
語
よ
り
も
む
し
ろ
ラ
テ
ン
語
を
参
照
し
た
ほ
う
が
よ
い
）
。
イ

タ
リ
ァ
の
方
言
は
、
け
っ
し
て
イ
タ
リ
ァ
語
の
方
言
で
は
な
い
の

だ
。
そ
し
て
現
在
イ
タ
リ
ァ
の
「
方
言
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
ひ
と
え
に
社
会
的
機
能
と
威
信
の
問
題
で
し
か
な

い
。
し
か
し
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
面
で
も
「
イ
タ
リ
ア

語
」
は
、
イ
タ
リ
ァ
の
諸
方
言
を
包
み
こ
み
従
属
さ
せ
る
だ
け
の

ち
か
ち
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
を
は
ら

む
の
は
、
「
方
言
」
の
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
イ
タ
リ
7
語
」

と
い
う
存
在
の
特
異
な
歴
史
性
の
ほ
う
で
あ
る
。

　
デ
H
マ
ウ
ロ
は
、
当
時
の
統
計
資
料
か
ら
推
定
し
て
、
イ
タ
リ

ア
統
一
時
に
イ
タ
リ
ァ
語
を
話
せ
た
の
は
総
人
口
の
二
・
五
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
数
値
の
ひ
く
さ
に
お
ど
ろ
く

よ
り
も
、
か
れ
が
ど
う
や
っ
て
そ
の
数
値
を
ひ
ぎ
だ
し
た
の
か
を

み
る
ほ
う
が
重
要
だ
ろ
う
。
ト
ス
カ
ナ
と
ロ
ー
マ
で
は
共
通
語
に

ち
か
い
こ
と
ぱ
が
話
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
文
盲
で
な
い
者
」
は

イ
タ
リ
ア
語
が
話
せ
た
と
み
な
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
全
国
の
中
等

学
校
の
就
学
者
数
と
修
了
者
の
推
定
数
を
く
わ
え
た
の
が
う
え
の

数
値
に
な
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
語
能
カ
は
読
み
書
き

能
カ
の
直
接
の
反
映
だ
っ
た
の
だ
。

　
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
日
常
生
活
で
イ

タ
リ
ア
語
を
も
ち
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
ま
た
別
間
魑
で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
雄
弁
家
と
し
て
し
ら
れ
る
ピ
エ
モ
ン
テ
の
宰
相
カ
ヴ
ー

ル
は
、
イ
タ
リ
ア
語
で
は
た
ど
た
ど
し
い
演
説
し
か
で
き
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
冒
）

た
（
か
れ
が
得
意
と
し
て
い
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
）
。
イ

タ
リ
ア
国
王
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
H
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
は
閣
議
で
さ
え
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

エ
モ
ン
テ
語
を
も
ち
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
け

ば
き
り
が
な
い
。
じ
つ
は
ト
ス
カ
ナ
と
ロ
ー
マ
以
外
で
は
、
貴
族
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も
ブ
ル
ジ
日
ワ
ジ
ー
も
日
常
生
活
で
は
イ
タ
リ
ァ
語
を
話
し
て
い

な
か
っ
た
。
社
会
階
層
に
か
か
わ
り
な
く
だ
れ
も
が
方
言
を
話
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
方
言
は
、
実
用
散
文
か
ら
文
学
に
。

い
た
る
書
き
こ
と
ぱ
の
機
能
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
的
威
信

を
手
に
し
て
い
た
。
数
あ
る
地
方
の
中
心
都
市
で
は
方
言
は
十
全

た
る
文
化
言
語
の
地
位
に
あ
っ
た
。
「
イ
タ
リ
ァ
語
」
は
、
古
典

文
学
の
修
行
を
へ
た
も
の
だ
け
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
学

語
、
学
究
語
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ァ
語
は
書
物
の
そ

と
で
は
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
ぱ
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
そ
の

「
イ
タ
リ
ァ
語
」
じ
た
い
の
規
範
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
か
ん
し

て
、
文
学
者
や
知
識
人
の
あ
い
だ
で
意
見
の
一
致
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
マ
ン
ゾ
ー
二
が
と
っ
た
立
場
は
お
ど
ろ
く
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
マ
ン
ゾ
ー
二
は
ま
ず
言
語
規

範
を
あ
く
ま
で
言
語
の
共
時
的
機
能
の
な
か
で
と
ら
え
、
さ
ら
に

は
言
語
と
方
言
の
区
別
を
廃
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
に
よ
れ
ぱ
、
言
語
の
本
質
は
特
定
の
社
会
生
活
の

な
か
の
た
え
ま
な
い
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
冒
ン
の
遺
具
と
し

て
も
ち
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
文
学
伝
統
の
有
無
も
、

言
語
の
地
域
的
ひ
ろ
が
り
も
、
言
語
の
本
質
に
は
な
ん
ら
か
か
わ

り
が
な
い
。
言
語
と
亥
言
の
対
立
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ

は
ひ
と
つ
の
共
通
語
が
国
民
の
大
都
分
と
く
に
文
化
的
階
層
に
う

け
い
れ
与
れ
、
そ
の
他
の
こ
と
ぱ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
社
会
的

に
ひ
く
い
階
層
で
の
使
用
に
隈
定
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
も
と
に

お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
イ
タ
リ
ァ
で
は
、
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
階
層
が
つ
ね
に
そ
の
土
地
の
こ
と
ぱ
を
話
し
て
い
る
。
つ
ま

り
そ
こ
で
は
言
語
と
方
言
と
の
対
立
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
マ
ン
ゾ
ー
二
の
結
論
は
こ
う
な
る
。
「
本
質
に
お
い
て
そ
れ

自
体
で
か
ん
が
え
る
な
ら
…
…
イ
タ
リ
ア
の
諸
方
言
と
よ
ぱ
れ
て

い
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
万
人
の
常
識
が
言
語
と
よ
ん
で
い
る
も

　
　
　
＾
1
0
）

の
で
あ
る
。
」

　
け
れ
ど
も
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
イ
タ
リ
ァ
の
諸
方
言
の
地
位
を
擁

護
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
言
語
が

乱
立
す
る
イ
タ
リ
ァ
の
言
語
状
況
の
な
か
に
国
民
共
通
語
を
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

た
て
る
た
め
に
は
「
多
様
性
を
単
一
性
に
お
き
か
え
る
こ
と
」
、

つ
ま
り
、
現
在
ひ
と
つ
の
被
会
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぱ
を
規
範

と
し
て
採
用
し
、
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ァ
人
に
そ
の
こ
と
ぱ
を
身
に

つ
け
さ
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
ぱ
こ
そ
現
在
の
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
語
慣
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
マ
ン
ゾ
ー
二
は
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
一
都
市
の
「
方
言
」
を
そ
の
ま
ま
「
国
語
」
に
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昇
格
さ
せ
う
る
こ
と
を
し
め
す
論
拠
と
し
て
、
言
語
と
方
言
と
の

区
別
を
と
り
は
ら
っ
た
の
だ
。
マ
ン
ゾ
ー
二
に
と
っ
て
言
語
統
一

の
モ
デ
ル
は
つ
ね
に
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
で

さ
え
国
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
も
と
も
と
イ
ル
“
ド
ー
ー
フ
ラ

ン
ス
地
方
の
方
言
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
マ
ン
ゾ
ー
二
は
強
調

し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ゾ
ー
二
の
み
か
た
に
た
い
し
、
ア
ス
コ
リ
は

ふ
た
つ
の
点
で
反
対
す
る
。
ひ
と
つ
は
マ
ン
ゾ
ー
二
の
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
中
心
士
⊥
義
に
た
い
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
マ
ン
ゾ
ー
二
が
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
と
い
う
「
方
言
」
を
そ
の
ま
ま
「
国
語
」
に
昇
格

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
で
あ
る
。

　
ア
ス
コ
リ
は
、
現
在
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
け
っ
し
て
言
語
的
中

心
に
な
り
う
る
よ
う
な
文
化
的
威
信
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

イ
タ
リ
ァ
語
は
た
し
か
に
そ
の
歴
史
的
な
基
盤
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

語
に
負
っ
て
は
い
る
が
、
イ
タ
リ
ァ
全
土
に
ひ
ろ
ま
る
う
ち
に
、

各
地
の
方
言
要
素
を
と
り
い
れ
て
趨
地
域
性
を
獲
得
し
た
。
い
ま

に
な
っ
て
言
語
規
範
を
ひ
た
す
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
に
も
と
め
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
言
語
の
歴
史
性
に
さ
か
ら
っ
た
あ
ま
り
に
人

為
的
な
く
わ
だ
て
で
あ
る
。
も
と
め
る
べ
き
国
民
共
通
語
は
、
ど

の
地
方
の
方
言
に
も
ゆ
い
い
つ
の
基
盤
を
も
と
め
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
方
言
の
な
か
か
ら
標
準
型
を
「
自
然
的
選
択
」
に
よ
っ
て
さ
だ

め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
方
言
か
ら

共
通
語
へ
の
昇
格
は
、
た
ん
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
だ
け
の
特
権
で

は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
方
言
に
ひ
ら
か
れ
た
道
で
あ
る

　
　
　
　
3
〕

と
い
う
こ
と
だ
。

　
し
か
し
、
ア
ス
コ
リ
は
マ
ン
ゾ
ー
二
と
は
ぎ
ゃ
く
に
、
言
語
と

方
言
と
の
あ
い
だ
に
は
社
会
的
機
能
の
区
別
が
あ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
国
民
全
体
に
語
り
か
け
る
べ
き
場
で
、
一
地
方
に
し
か

つ
う
じ
な
い
な
れ
な
．
れ
し
い
こ
と
ぱ
を
も
ち
い
る
こ
と
は
、
「
正

真
正
銘
の
気
ど
り
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
国
民
的
共
通
語
は
、
あ

ら
ゆ
る
方
言
か
ら
の
寄
与
に
さ
さ
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
方
言
の
も

つ
狭
薩
な
地
方
性
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ア
ス

コ
リ
は
、
極
度
に
知
性
主
義
的
立
場
か
ら
、
国
民
文
化
の
科
学
性

を
さ
さ
え
る
べ
き
共
通
語
は
「
反
省
」
の
世
界
の
こ
と
ば
で
あ
る

の
に
た
い
し
、
亥
言
は
「
本
能
」
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

さ
え
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
圭
言
語
と
方
言
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
マ
ン
ゾ
ー

二
と
ア
ス
コ
リ
の
態
度
は
、
は
な
は
だ
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
マ
ン
ゾ
ー
二
は
言
語
と
方
言
と
の
区
別
を
廃
棄
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
言
語
だ
け
を
特
権
視
す
る
こ
と

216



( 71 ) <~l~i> a)~/~l:)a)~~'/1' 
~~ 

が
で
き
た
。
ア
ス
コ
リ
は
言
語
と
方
言
と
の
上
下
の
序
列
を
み
と

め
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
イ
タ
リ
ア
の
言
語
の
多
様
性
の
な
か
か

ら
の
内
在
的
な
共
通
語
の
発
展
を
ゆ
め
み
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
矛

盾
は
だ
れ
に
も
と
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
「
国
民
共
通
語
」

と
い
う
幻
影
が
あ
る
か
ぎ
り
は
。

3
　
話
し
こ
と
ぱ
と
書
き
こ
と
ぱ

　
あ
る
言
語
が
文
学
伝
統
に
さ
さ
え
ら
れ
、
辞
書
や
文
法
に
よ
っ

て
規
範
化
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
使
用
が
い
く
つ
か
の
表

現
領
域
に
の
み
か
ぎ
ら
れ
、
は
ぱ
ひ
ろ
い
社
会
的
機
能
を
獲
得
し

て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ま
さ
に
統
一
時
の
イ
タ
リ
ア
語
は

そ
う
し
た
ぱ
あ
い
で
あ
っ
た
。
言
語
規
範
が
「
国
民
」
全
体
の

〈
話
〉
の
領
域
に
も
規
範
カ
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は

じ
め
て
「
国
語
」
の
体
制
が
完
全
に
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
近
代
国
家
に
お
い
て
方
言
と
少
数
言
語
に
む
け
て
の
抑
圧

政
策
が
う
ま
れ
る
の
は
、
言
語
規
範
が
あ
ら
ゆ
る
〈
話
〉
の
領
域

を
包
括
し
よ
う
と
い
う
権
カ
意
志
を
は
ら
む
か
ら
で
あ
る
。
（
そ

し
て
こ
の
過
程
は
、
言
語
学
が
そ
の
対
象
を
し
だ
い
に
〈
話
〉
の

領
域
に
お
ろ
し
て
い
く
過
程
と
平
行
し
て
い
る
。
）

　
け
れ
ど
も
、
言
語
規
範
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
領
域
に
わ
た
っ
て

拘
束
カ
を
も
つ
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
要
求

を
み
た
す
こ
と
が
ひ
つ
よ
う
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
読
み
書
き
能
カ

を
は
ぱ
ひ
ろ
く
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、
話
し
手
住
民
を
規
範
カ
の

み
な
も
と
で
あ
る
書
き
こ
と
ぱ
の
世
界
に
参
入
さ
せ
る
こ
と
、
も

う
ひ
と
つ
は
言
語
規
範
そ
の
も
の
を
語
し
こ
と
ぱ
の
領
域
に
接
近

さ
せ
る
こ
と
で
、
日
常
的
場
面
に
お
い
て
も
規
範
の
拘
束
カ
が
は

た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
話
し
手
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り

〈
書
〉
の
世
界
の
拡
大
と
〈
話
〉
の
世
界
の
前
景
化
と
い
う
ふ
た

つ
の
こ
と
な
る
方
向
の
要
求
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
で
は
マ

ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
は
こ
の
問
題
に
ど
う
対
処
し
た
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
も
マ
ン
ゾ
ー
二
の
見
解
は
衝
撃
的
だ
。
う
え
で
み
た
よ

う
に
、
マ
ン
ゾ
ー
二
に
よ
れ
ぱ
、
言
語
の
本
質
的
機
能
は
一
定
の

－
社
会
に
お
け
る
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
道
呉
と
な
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
2
言
語
の
本
質
は
ひ
と
え
に
話
し
こ
と
ぱ
の
な

か
に
あ
る
。
マ
ン
ゾ
ー
二
が
言
語
規
範
を
あ
く
ま
で
共
時
的
機
能

の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
文
学
誘
に
よ
る
規
範
設
定
を
こ
ぱ
ん
だ

の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
語
〉
の
絶
対
性
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
の
主
張
は
さ
ら
に
つ
き
す
す
む
。
マ
ン
ゾ
ー
二
に

よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
『
書
き
こ
と
ぱ
』
と
い
う
言
い
か
た
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

が
正
真
正
銘
の
語
の
誤
用
に
す
ぎ
な
い
」
。
「
話
し
こ
と
ば
（
＝
苧

217



一橘諭撞 第103巻 第2号　（72）

○
目
量
勺
胃
厨
冨
）
L
と
べ
つ
に
「
薔
き
こ
と
ぱ
（
一
昌
O
q
冒
竃
H
奉
冨
）
」

が
あ
る
と
か
ん
が
え
る
の
は
、
「
昌
一
冒
語
（
＝
コ
o
q
畠
）
に
つ
い
て
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

乱
し
た
観
念
の
結
果
で
あ
り
原
因
」
な
の
で
あ
る
。
審
き
こ
と
ば

と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
こ
と
ぱ
と
は
、
も
は
や
言
語
の
名
に

あ
た
い
し
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ぱ
、
純
正
主
義
者
（
唱
募
ε

が
た
た
え
る
ト
ス
カ
ナ
文
学
語
で
あ
れ
、
イ
タ
リ
ア
主
義
者

（
ま
5
邑
昌
）
が
主
張
す
る
超
地
域
的
文
化
語
で
あ
れ
、
書
き
こ

と
ぱ
と
し
て
の
機
能
し
か
も
た
な
い
以
上
、
本
質
的
な
言
語
の
資

格
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
〈
書
く
こ
と
〉
と
〈
書

か
れ
た
も
の
〉
に
至
上
の
価
値
を
お
く
イ
タ
リ
ァ
の
言
語
伝
統
を

根
底
か
ら
く
つ
が
え
そ
う
と
し
た
の
だ
。
マ
ン
ゾ
ー
二
は
こ
う
言

う
。
「
書
く
こ
と
は
十
全
な
社
会
的
交
流
の
手
段
で
は
な
い
し
、

そ
う
も
な
り
え
な
い
」
「
言
語
を
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
用
途
に
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
る
社
会
、
つ
ま
り
そ
の
言
語
を
話
す
社
会
な
く
し
て
、
ど
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

て
言
語
が
存
在
し
う
る
だ
ろ
う
か
」
（
傍
点
引
用
者
）
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
が
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
認
識
に
到
達
し
え
た
の

は
、
一
方
で
は
伝
統
的
文
学
語
が
ま
っ
た
く
社
会
的
機
能
を
欠
い

て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
言
語
統

一
の
問
題
を
話
し
こ
と
ぱ
の
次
元
に
ま
で
お
ろ
し
て
か
ん
が
え
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
に
な
じ
み
の
ふ
か
い
こ
と
ぱ
で

い
う
な
ら
、
〈
言
文
一
致
V
と
〈
標
準
語
制
定
〉
の
間
題
が
わ
か

ち
が
た
く
か
ら
ま
り
あ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
け
れ
ど
も
こ

れ
は
さ
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
言
文
一
致
は
、
あ
ら
ゆ

る
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
話
さ
れ
る
こ
と
ぱ
を
そ
の
ま
ま
書
き

こ
と
ぱ
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
の
で
は
な
い
。
話

し
こ
と
ば
の
な
か
に
一
定
の
標
準
型
を
み
と
め
、
そ
れ
を
も
と
に

国
民
共
通
の
書
き
こ
と
ぱ
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の

本
質
が
あ
る
。
「
言
文
一
致
と
い
ふ
の
は
標
準
語
を
文
に
書
き
あ

　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

ら
は
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
そ
こ
か
ら
で
て
く
る
。
言

文
一
致
を
表
現
の
可
能
性
の
探
究
と
し
て
で
な
く
、
言
語
政
策
的

観
点
か
ら
だ
け
み
る
な
ら
ぱ
、
言
文
一
致
の
民
主
性
と
標
準
語
制

定
の
抑
圧
性
は
じ
つ
は
紙
一
重
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
。
マ
ン

ゾ
ー
二
の
言
語
政
策
の
も
つ
二
面
性
－
話
し
こ
と
ぱ
の
絶
対
化

と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
中
心
主
義
1
は
、
こ
の
よ
う
杢
言
文
一
致
と

標
準
語
制
定
と
の
内
的
連
続
性
か
ら
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
マ
ン
ゾ
ー
二
に
た
い
し
て
、
ま
た
も
や
ア
ス
コ
リ
は

全
面
的
に
対
立
す
る
。
マ
ン
ゾ
ー
二
が
単
；
貢
語
圭
義
を
と
る
フ

ラ
ン
ス
を
つ
ね
に
言
語
統
一
の
モ
デ
ル
と
み
な
す
の
に
た
い
し
、

ア
ス
コ
リ
は
多
元
主
義
的
な
ド
イ
ツ
を
理
想
と
す
る
。
ア
ス
コ
リ

は
、
ド
イ
ツ
が
イ
タ
リ
ァ
と
お
な
じ
よ
う
に
過
去
な
が
い
あ
い
だ

21ε



‘

（73）　＜国語〉のふたつのモデル

政
治
的
分
裂
に
あ
り
、
そ
し
て
「
そ
の
方
言
が
数
か
ぎ
り
な
く
多

様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
－
確
固
と
し
て
強
カ
な
こ
と
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

の
統
一
性
を
手
に
し
て
い
る
」
の
は
、
書
き
こ
と
ば
を
つ
う
じ
て

広
汎
な
国
民
文
化
が
形
成
さ
れ
た
た
め
だ
と
み
る
。
ア
ス
コ
リ
は

ド
イ
ツ
の
状
況
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
こ
う
言
う
。
「
何
百
万
人

も
の
人
々
が
ペ
ン
を
活
発
に
は
た
ら
か
せ
る
と
き
に
は
、
交
流
は

き
わ
め
て
迅
速
で
複
雑
で
高
尚
で
み
の
り
あ
る
も
の
と
な
る
。
共

通
の
も
の
と
な
っ
た
知
識
の
集
穣
は
、
お
ど
ろ
く
ぱ
か
り
に
拡
大

し
洗
練
さ
れ
強
化
さ
れ
る
た
め
、
交
流
を
か
わ
す
人
々
の
結
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蜴
）

連
帯
は
思
考
の
領
域
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
る
」
。
こ
う
し
た
文
化

の
レ
ベ
ル
で
の
「
創
造
的
同
意
」
が
な
い
ま
ま
に
、
人
為
的
手
段

で
言
語
統
一
を
は
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ぱ
、
言
語
規
範
は
形
式
的

な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
社
会
と
文
化
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の

と
さ
え
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
文
化
活
動
の
高
揚
を
ひ
き
お

こ
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
話
し
こ
と
ぱ
よ
り
高
次
の
レ
ペ
ル

で
の
社
会
的
交
流
が
必
要
に
な
る
。
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
は
、

国
民
共
通
語
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
は
生
き
た
社
会
的
交
流
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
は
一
致
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の

・
交
流
の
媒
体
を
前
者
は
話
し
こ
と
ぱ
に
、
後
者
は
書
き
こ
と
ぱ
に

も
と
め
た
。
こ
の
ち
が
い
は
社
会
的
交
流
と
い
う
も
の
を
、
マ
ン

ゾ
ー
二
が
生
活
に
密
着
し
た
日
常
的
コ
ミ
ニ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
領

域
で
と
ら
え
た
の
に
た
い
し
、
ア
ス
コ
リ
は
社
会
全
体
に
お
よ
ぶ

知
識
活
動
の
領
域
で
と
ら
え
た
こ
と
か
ら
く
る
。

　
ア
ス
コ
リ
は
、
旧
来
の
伝
統
的
文
掌
語
を
維
持
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
。
ア
ス
コ
リ
の
も
と
め
る
社
会
全
体
の
「
創
造
的
同

意
」
に
さ
さ
え
ら
れ
た
共
通
語
と
い
う
概
念
か
ら
も
っ
と
も
へ
だ

た
っ
て
い
た
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
イ
タ
リ
ア
の
文
学
語
の
す
が

た
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
ア
ス
コ
リ
は
、
国
民
的
共
通
語

の
実
現
の
た
め
に
は
、
「
話
し
こ
と
ぱ
」
か
ら
「
書
き
こ
と
ぱ
」

へ
の
跳
躍
ー
そ
れ
は
「
方
言
」
か
ら
「
言
語
」
へ
の
跳
躍
と
平

行
す
る
ー
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
か
ん
が
え
て
い
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
ア
ス
コ
リ
は
書
き
こ
と
ば
と
話
し
こ
と
ぱ
と
の

あ
い
だ
に
は
必
然
的
に
へ
だ
た
り
が
う
ま
れ
る
こ
と
を
み
と
め
て

い
る
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ア
ス
コ
リ
が
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ち
が

い
話
し
こ
と
ぱ
で
の
レ
ベ
ル
で
の
画
一
的
言
語
統
一
を
も
と
め
て

い
な
い
こ
と
と
裏
表
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
マ
ン
ゾ
ー
二
が
言
語
の
本
質
を
話

し
こ
と
ぱ
の
共
時
的
機
能
に
み
た
と
い
う
認
識
の
先
駆
性
は
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

し
て
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
言
語
を
文
学
伝

統
の
重
荷
か
ら
ふ
り
は
ら
い
、
こ
と
ぱ
に
自
由
な
空
間
を
あ
た
え
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る
こ
と
に
だ
れ
よ
り
も
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
あ

て
は
ま
る
の
は
小
説
『
婚
約
者
』
に
結
実
し
た
マ
ン
ゾ
ー
二
の
言

語
実
践
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
言
語
政
策
で
は
な
か
っ
た
。

　
じ
じ
つ
マ
ン
ゾ
ー
二
の
言
語
政
策
に
は
致
命
的
な
矛
盾
が
あ
る
。

あ
れ
ほ
ど
〈
話
〉
の
世
界
の
絶
対
性
を
表
明
し
た
マ
ン
ゾ
ー
二
が
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
慣
用
を
イ
タ
リ
ァ
全
土
に
ひ
ろ
め
る
た
め
に
重

視
す
る
手
段
は
、
な
ん
と
〈
書
〉
の
世
界
の
至
高
の
代
表
と
も
い

う
べ
き
辞
書
ー
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
謡
憤
用
に
も
と
づ
く
『
新
辞
書

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

（
乞
o
く
o
く
o
o
顯
げ
o
－
彗
－
o
）
』
－
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
オ
ン
グ
が
い

う
よ
う
に
、
辞
書
の
項
目
と
し
て
記
載
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
］

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
剥
離
し
た
語
で
あ
る
が
、
そ
の
言
語
剥
離
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

は
、
〈
。
書
く
こ
と
V
が
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

4
　
単
；
冒
語
主
義
と
複
塾
言
語
主
義

　
こ
の
節
の
題
名
に
か
か
げ
た
概
念
は
、
ふ
つ
う
一
国
家
の
内
部

で
法
的
に
み
と
。
め
ら
れ
た
一
言
語
が
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
る
か
複
数
で

あ
る
か
と
い
う
言
語
の
集
権
制
と
連
邦
制
の
対
立
を
さ
す
も
の
と

し
て
も
ち
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
言
語
政
策
的
次
元

よ
り
も
、
む
し
ろ
言
語
と
い
う
も
の
の
存
在
様
式
を
め
ぐ
る
議
論

に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

●

　
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
言
語
と
方
言
と
の
ち
が
い
を
解
消
し
、
話
し

こ
と
ぱ
と
書
き
こ
と
ば
の
差
異
を
み
と
め
ず
、
国
語
の
ゆ
い
い
つ

の
基
盤
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
に
も
と
め
た
。
こ
の
よ
う
な
か
ん
が

え
の
根
本
に
は
、
言
語
を
徹
底
的
に
二
兀
化
し
よ
う
と
す
る
意
志

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
元
化
の
意
志
は
政
治
的
な
要
請
だ
け

・
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
言
語
の
本
質
を
め
ぐ
る
言
語

哲
学
的
考
察
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
の
言
語
思
想
全
体
を
さ
さ
え
て
い
る
の
は
、
言
語

は
そ
の
本
質
と
し
て
〈
一
体
性
（
…
一
＄
）
〉
を
も
た
ね
ぱ
な
ら
な

い
と
い
う
把
握
で
あ
る
。
そ
の
〈
一
体
性
〉
は
、
言
語
が
一
定
の

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
も
ち
い
る
コ

、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
冒
ン
の
道
具
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。

つ
ま
2
言
語
が
存
立
す
る
た
め
の
条
件
は
、
言
語
が
社
会
的
機
能

と
談
話
領
域
の
全
体
を
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
と
の
完
壁

な
同
型
性
を
も
つ
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
し
て
言
語
に
一
体
性
を
付
与
す
る
の
は
、
「
社
会
的
同
意
」

が
さ
さ
え
る
「
慣
用
（
冨
O
）
」
で
あ
る
。
こ
の
「
憤
用
」
と
い
う

概
念
は
、
言
語
規
範
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ヅ

バ
言
語
思
想
史
の
な
か
で
た
び
た
び
ひ
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
き
た

（
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ォ
ー
ジ
ュ
ラ
）
。

‘
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そ
の
な
か
で
も
マ
ン
ゾ
ー
二
の
解
釈
は
異
彩
を
は
な
っ
て
い
る
。

マ
ン
ゾ
ー
二
の
い
う
「
慣
用
」
は
、
文
学
者
や
教
養
人
の
言
語
的

権
威
に
も
、
過
去
の
言
語
伝
統
に
も
依
存
し
な
い
。
「
言
語
の
真

の
全
体
的
慣
用
」
と
は
「
結
東
し
共
生
す
る
住
民
の
な
か
で
お
の

ず
か
ら
う
ま
れ
る
〔
社
会
的
〕
関
係
の
全
体
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

た
記
号
の
全
体
」
で
あ
る
。
共
時
的
機
能
性
と
社
会
的
全
体
性
こ

そ
、
言
語
の
「
慣
用
」
の
本
質
を
つ
く
る
。
こ
う
し
て
み
る
な
ら
、

マ
ン
ゾ
ー
二
の
単
；
冒
語
主
義
は
、
言
語
の
本
質
を
社
会
的
コ
、
、
、

ユ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
な
か
に
と
ら
え
、
か
た
く
な
な
ま
で
に
言
語

の
機
能
的
限
定
化
を
こ
ば
ん
だ
こ
と
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
イ
タ
リ
ァ
に
存
在
す
る
の
は
個
々
の
地
方
の
多
様
な
方
言
だ
け

で
あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ァ
全
体
に
は
統
一
的
な
慣
用
に
さ
さ
え
ら
れ

た
一
体
的
言
語
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
語
を
す
べ
て
の
地
域
で
採
用
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
様

な
諸
言
語
を
ひ
と
つ
の
中
心
に
収
敏
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語

統
一
を
な
し
と
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
マ
ン
ゾ
ー
二
が
提

案
す
る
の
が
「
言
語
の
お
き
か
え
」
な
の
で
あ
る
。
マ
ン
ゾ
ー
二

が
そ
の
よ
う
に
少
々
耳
ざ
わ
り
な
表
現
を
も
ち
い
た
の
は
、
マ
ン

ゾ
ー
二
が
人
為
的
言
語
政
策
の
必
要
性
を
説
い
た
た
め
ぱ
か
り
で

な
く
、
こ
の
言
語
の
本
質
と
し
て
の
一
体
性
と
い
う
理
論
的
要
請

か
ら
く
る
。
マ
ン
ゾ
ー
二
に
と
っ
て
、
二
言
語
使
用
や
複
数
の
言

語
の
機
能
分
担
に
よ
る
併
存
は
、
過
度
的
で
あ
る
と
と
も
に
異
常

と
も
い
え
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
社
会
が
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン

の
全
体
性
と
連
続
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
言
語
の
一

体
性
は
お
び
や
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
言
語
は
ひ
と
つ
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

体
と
し
て
存
在
す
る
か
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
か
ら
だ
。

出
発
点
と
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
が
も
っ
て
い
た
一
体
性
は
、
な

ん
ら
の
断
絶
も
な
く
そ
の
ま
ま
イ
タ
リ
ア
語
の
一
体
性
へ
と
む
す

ぴ
つ
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
一
体
性
は
「
言
語
の
生
命
で
あ
る
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
妬
）

も
に
そ
の
普
及
の
条
件
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
く
ら
べ
て
ア
ス
コ
リ
の
言
語
認
識
は
ま
こ
と
に
対
照
的

だ
。
た
し
か
に
ア
ス
コ
リ
は
、
言
語
と
方
言
、
書
き
こ
と
ば
と
話

し
こ
と
ぱ
の
あ
い
だ
に
一
定
の
区
別
。
と
機
能
分
担
を
想
定
し
て
い

る
。
け
れ
ど
も
そ
う
か
と
い
っ
て
ア
ス
コ
リ
が
「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

の
状
態
を
制
度
化
す
る
遣
を
え
ら
ん
だ
」
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
一

い
。
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
と
は
、
上
層
言
語
と
下
層
言
語
と
の
あ
い
だ

に
完
全
な
機
能
分
担
が
お
こ
な
わ
れ
、
話
し
手
の
社
会
階
層
に
お

い
て
も
、
談
話
領
域
に
お
い
て
も
、
ふ
た
つ
の
領
域
が
ま
っ
た
く

干
渉
を
お
こ
す
こ
と
な
く
静
態
的
に
対
時
し
あ
っ
て
い
る
状
態
を

さ
す
。
そ
の
意
味
で
十
六
世
紀
以
後
は
イ
タ
リ
ア
語
と
攻
言
と
が
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＾
η
）

ダ
イ
グ
ロ
シ
ァ
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
ア
ス

コ
リ
は
そ
う
し
た
静
態
的
二
層
言
語
状
態
を
打
破
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
た
の
だ
。

　
ア
ス
コ
リ
の
い
う
共
通
語
は
、
静
止
し
固
定
し
杢
言
語
モ
デ
ル

で
は
な
い
。
共
通
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
と
の
接
触
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
で
、
た
え
ず
変
容
の
過
程
に
あ
る
動
態
性
を
獲
得
す
分
。

た
し
か
に
言
語
と
方
言
、
書
き
こ
と
ぱ
と
話
し
こ
と
ぱ
の
あ
い
だ

に
は
一
定
の
機
能
分
担
が
あ
り
は
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が

外
部
と
の
干
渉
を
も
た
な
い
開
域
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
言
語
と
い
う
存
在
の
多
様
な
あ
ら
わ
れ
を
二
兀
的
次
元
に
還

元
す
る
こ
と
な
く
、
動
的
な
相
互
作
用
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
ア

ス
コ
リ
の
も
く
ろ
み
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
歴
史
言
語
挙
に
お
け
る
ア
ス
コ

リ
の
「
基
層
（
m
O
黒
墨
ざ
）
」
理
論
の
実
践
的
帰
結
な
の
で
あ
る
。

基
層
理
論
は
た
ん
に
ふ
た
つ
の
言
語
－
上
層
と
基
層
－
の
接

触
か
ら
う
ま
れ
左
言
語
の
歴
史
的
変
化
の
現
象
を
説
明
す
る
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
基
層
理
論
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
言
語

変
化
は
複
数
の
言
語
的
カ
さ
ら
に
は
社
会
的
文
化
的
カ
の
相
互
千

渉
か
ら
う
ま
れ
る
と
い
う
社
会
言
語
学
的
な
認
識
で
あ
る
。
個
別

言
語
の
存
在
は
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
カ
の
相
剋
の
な
か
の
均

衡
状
態
を
さ
す
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
っ
て
童
言
語
は
け
っ
し
て
静

態
的
同
質
性
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
個
別
言
語
と
は
、
複
数
の
言

語
的
作
用
、
さ
ら
に
社
会
的
文
化
的
作
用
の
相
互
千
渉
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
〕

形
成
さ
れ
た
「
複
合
的
言
語
ブ
ロ
ヅ
ク
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
上

層
言
語
で
あ
る
イ
タ
リ
ァ
語
が
た
え
ず
基
層
言
語
で
あ
る
方
言
か

ら
の
反
作
用
を
う
け
る
以
上
、
ひ
と
つ
の
言
語
が
べ
つ
の
言
語
に

「
お
き
か
わ
る
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ア
ス
コ
リ
は
、
言
語
を

二
兀
的
次
元
に
還
元
す
る
こ
と
を
徹
底
的
に
こ
ぱ
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
言
語
の
お
き
か
え
」
を
め
ざ
す
マ
ン
ゾ
ー
二
の
言
語
政
策

の
無
効
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
は
単
；
百
語
主
義
を
と
る
フ
ラ
ン
ス
を
言
語
統
一

の
理
想
と
か
ん
が
え
て
い
た
が
、
そ
の
点
で
も
ア
ス
コ
リ
は
手
き

ぴ
し
い
批
判
を
な
げ
か
け
る
。
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
統
一
は

パ
リ
の
言
語
の
支
配
の
も
と
で
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
画
一
的

言
語
規
範
を
課
す
こ
と
は
、
な
ん
ら
精
神
の
運
動
を
よ
ぴ
お
こ
さ

な
い
で
き
あ
い
の
鋳
型
を
さ
ず
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
「
そ
う
し

て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
で
き
あ
が
る
と
、
思
考
を
麻
痒
さ
せ
、
自

発
的
な
も
の
を
ほ
と
ん
ど
自
動
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
（
そ

う
な
る
と
ふ
つ
う
の
人
間
で
も
「
食
べ
も
の
を
入
れ
る
た
め
の
切

り
口
」
と
は
言
わ
ず
に
、
「
栄
養
摂
取
の
要
求
に
よ
り
必
要
と
さ

222
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れ
た
外
科
切
開
」
と
気
が
る
に
口
に
だ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
ア
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

コ
リ
は
皮
肉
っ
ぽ
く
の
べ
て
い
る
）
。

　
い
か
に
伝
統
的
文
学
語
か
ら
断
絶
し
て
、
生
き
た
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
語
憤
用
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ひ
と
た
ぴ
拘
東
的
規

範
と
し
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ぱ
、
か
つ
て
の
ク
ル
ス
カ
・

ア
カ
デ
ミ
ー
の
「
古
典
主
義
の
理
念
」
に
か
わ
る
「
民
衆
追
従
主

義
（
唱
勺
〇
一
竃
邑
昌
O
）
」
と
い
う
あ
ら
た
な
形
式
主
義
が
う
ま
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
対
象
が
か
わ
る
に
せ
よ
「
偶
像
崇
拝
に
は
か
わ

　
　
＾
3
0
）

り
が
な
い
」
。
そ
れ
は
精
神
の
自
発
性
を
殺
す
こ
と
で
、
真
の
共

通
語
の
実
現
へ
の
道
を
閉
ざ
す
結
果
と
な
る
。
こ
う
し
て
ア
ス
コ

リ
は
言
語
規
範
に
お
け
る
単
一
的
モ
デ
ル
の
有
効
性
を
否
定
す
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
、
ア
ス
コ
リ
は
イ
タ
リ
ア
語
と
方
言
の
パ
イ
リ

ン
ガ
リ
ズ
ム
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
語

教
育
に
か
ん
し
て
重
大
な
帰
結
を
よ
ぴ
お
こ
す
。
ア
ス
コ
リ
は
、

一
八
七
四
年
の
第
九
回
イ
タ
リ
ァ
教
育
者
会
議
に
お
け
る
報
告
で

　
　
　
　
　
＾
3
1
）

こ
う
の
べ
て
い
る
。
方
言
を
は
な
す
こ
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
イ

タ
リ
ァ
語
は
母
語
で
は
な
く
「
べ
つ
の
あ
ら
た
な
言
語
」
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
イ
タ
リ
ア
語
を
お
し
え
る
こ
と
は
、
方
言
と
い
う
一

次
的
土
台
を
根
絶
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
語
は
、
つ
ね

に
そ
の
地
方
の
方
言
と
の
比
較
対
照
を
つ
う
じ
て
学
習
さ
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
言
に
あ
わ
せ
て
地
方
ご

と
に
教
科
書
も
教
授
法
も
こ
と
な
る
も
の
と
な
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
ア
ス
コ
リ
は
画
一
的
国
語
教
育
を
し
り
ぞ
け
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
方
言
擁
謹
の
意
図
だ
け
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
。
イ
タ
リ

ア
語
と
方
言
と
の
比
較
の
作
業
に
よ
っ
て
、
科
学
的
思
考
の
基
礎

と
な
る
精
神
の
分
析
能
カ
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
ト
ス
カ
ナ
の
よ
う
に
共
通
語
と
方
言
が
ち
か
い
地
方
で
は
、

「
言
語
と
思
考
現
象
に
つ
い
て
の
反
省
」
を
よ
び
お
こ
す
よ
う
な

特
別
な
手
段
さ
え
も
と
め
ら
れ
る
。
ア
ス
コ
リ
が
「
二
言
語
併
用

の
こ
ど
も
た
ち
は
知
性
の
次
元
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
に
あ

＾
羽
〕

る
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
だ
。
日
常
性
を
お
も
ん
じ
る
マ
ン
ゾ

ー
二
が
単
；
貢
語
主
義
を
と
る
の
に
た
い
し
、
ア
ス
コ
リ
は
そ
の

科
学
的
知
性
主
義
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
言
語
の
多
様
性
を
重
視

す
る
と
い
う
お
ど
ろ
く
べ
き
逆
説
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
の
対
立
は
、
た
ん
に

言
語
政
策
上
の
も
の
で
は
な
く
、
言
語
の
単
一
性
と
複
数
性
を
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
靱
）

ぐ
る
言
語
恩
想
的
な
対
立
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

－
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5
　
散
文
の
近
代
あ
る
い
は
散
文
的
近
代

　
マ
ン
ゾ
ー
二
の
『
婚
約
者
』
は
イ
タ
リ
ア
最
初
の
リ
ア
リ
ズ
ム

小
説
だ
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
文
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

じ
つ
は
意
識
的
套
言
語
的
虚
構
の
う
え
に
な
り
た
っ
て
い
る
の
だ
。

小
説
の
な
か
で
十
七
世
紀
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
人
が
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
語
を
話
す
と
い
う
点
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
（
た
だ
し
こ
の

関
係
の
不
可
逆
性
は
問
題
に
し
う
る
）
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、

小
説
の
登
場
人
物
の
あ
い
だ
に
は
、
社
会
的
階
層
の
ち
が
い
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
套
言
語
的
同

質
性
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
フ
ェ
デ
リ
コ
枢
機
卿

と
レ
ン
ツ
才
の
よ
う
な
農
民
と
の
あ
い
だ
の
〔
こ
と
ぱ
の
〕
ち
が

い
を
こ
と
さ
ら
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
は
、
マ
ン
ゾ
ー
二
に
と
っ
て

な
ん
ら
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
レ
ン
ツ
才
は
読
む
こ
と
は
で
き

て
も
ほ
ん
の
す
こ
し
、
書
く
こ
と
と
な
る
と
ま
っ
た
く
お
手
あ
げ

で
あ
る
の
に
、
ト
ス
カ
ナ
語
特
有
の
破
格
構
文
さ
え
つ
か
っ
て
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
彗

っ
ぱ
な
ト
ス
カ
ナ
語
で
話
す
の
で
あ
る
」
。
マ
ン
ゾ
ー
二
は
、
現

実
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
語
慣
用
の
な
か
に
さ
え
、
階
層
や
場
面
に
お

う
じ
だ
言
語
変
異
が
あ
る
こ
と
を
み
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

マ
ン
ゾ
ー
二
の
理
想
と
す
る
〈
一
体
性
〉
が
貫
徹
し
ち
言
語
が
あ

る
と
す
れ
ぱ
・
そ
れ
は
現
実
の
7
イ
レ
ン
ツ
ェ
語
よ
り
も
・
『
婚

約
者
』
の
言
語
世
界
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
『
婚
約
者
』
は
、

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
こ
と
ぱ
を
か
り
れ
ば
、
マ
ン

ゾ
ー
二
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
た
〈
国
民
的

公
衆
〉
に
と
っ
て
、
「
想
像
の
言
語
共
同
体
」
を
つ
く
る
の
で
あ

る
。　

マ
ン
ゾ
ー
二
は
あ
ま
り
に
修
辞
性
に
み
ち
た
伝
統
的
文
学
語
が
、

具
体
的
な
社
会
生
活
を
描
写
し
近
代
的
な
観
念
を
表
現
し
う
る
よ

う
な
型
を
そ
な
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
や
み
つ
づ
け
て
き
た
。
草

稿
『
フ
ェ
ル
モ
と
ル
チ
ア
』
か
ら
『
婚
約
者
』
二
七
年
版
を
へ
て

決
定
稿
で
あ
る
四
〇
年
版
に
い
た
る
マ
ン
ゾ
ー
二
の
創
作
過
程
は
、

そ
う
し
た
伝
統
的
文
学
語
か
ら
断
絶
し
、
近
代
的
散
文
を
つ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

だ
す
た
め
の
文
体
変
革
の
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
言
語

規
範
そ
の
も
の
の
変
革
を
も
射
程
に
ふ
く
ん
で
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、

マ
ン
ゾ
ー
二
が
も
と
め
る
近
代
的
散
文
は
、
「
文
学
的
権
威
の
言

語
で
は
な
く
、
話
し
手
と
書
き
手
の
共
同
体
全
体
に
ぞ
く
す
る
匿

　
　
＾
珊
）

名
的
言
語
」
か
ら
の
み
う
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ア
ス
コ
リ
は
、
マ
ン
ゾ
ー
二
が
『
婚
約
者
』
で
な
し
と
げ
た
平

明
で
自
然
な
文
体
を
称
賛
し
て
や
ま
な
い
。
ア
ス
コ
リ
に
よ
れ
ぱ

マ
ン
ゾ
ー
二
は
「
イ
タ
リ
ア
文
学
つ
ま
り
イ
タ
リ
ァ
の
頭
脳
か
ら

泌

■
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壼
）

レ
ト
リ
ヅ
ク
の
ふ
る
ぼ
け
た
癌
を
一
掃
す
る
」
こ
と
に
だ
れ
よ
り

も
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
ア
ス
コ
リ
も
マ
ン
ゾ
ー
二
と
お

な
じ
よ
う
に
、
近
代
的
散
文
の
確
立
が
イ
タ
リ
ァ
の
言
語
改
革
に

は
必
須
の
課
題
で
あ
る
と
み
る
。
さ
ら
に
ア
ス
コ
リ
は
、
そ
れ
を

た
ん
に
言
語
規
範
だ
け
の
間
題
と
は
と
ら
え
ず
、
文
化
全
体
の
変

革
を
も
射
程
に
ふ
く
ま
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
か
ん
が
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
伝
統
的
イ
タ
リ
ア
文
化
に
ひ
そ
む
「
文
化
密
度
の
希
薄
さ
」

と
「
形
式
へ
の
過
剰
な
配
慮
」
と
い
う
病
根
こ
そ
が
、
「
イ
タ
リ

ァ
が
い
ま
だ
に
堅
固
で
安
定
し
た
散
文
、
統
辞
、
言
語
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
轟
）

い
な
い
」
こ
と
の
ふ
か
い
原
因
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
が
め
ざ
し
た
の
は
、
話
し
手
に
ひ
ろ

く
共
有
さ
れ
る
に
た
る
標
準
的
文
体
を
う
ち
た
て
る
こ
と
に
よ
り
、

言
語
全
体
の
存
在
様
式
を
変
革
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
マ

ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
に
共
通
す
る
第
三
の
敵
が
い
た
こ
と
を
わ

す
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
伝
統
的
文
学
語
を
至
上
の
言
語
規

範
と
し
て
と
ら
え
る
純
正
主
義
者
、
古
典
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。

た
と
え
ぱ
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
二
は
、
マ
ン
ゾ
ー
二
の
要
求
す
る
言
語

統
一
は
不
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
う
い
う
。
「
口
言
語
〕
統
一

は
も
う
す
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
文
学
語
は
イ
タ
リ
ア
全
土
で
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
」
。
ま
た
イ
ェ
ズ
ス
会
の
雑
誌
『
カ
ト

リ
ヅ
ク
文
晩
』
は
、
文
学
伝
統
に
さ
さ
え
ら
れ
た
「
す
ぐ
れ
た
言

語
」
を
「
野
卑
な
農
民
、
商
店
の
奉
公
人
、
遺
に
た
む
ろ
す
悪
童

ど
も
」
に
教
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
マ
ン
ゾ
ー
二
批

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
0
〕

判
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
純
正
主
義
的
立
場
は
社
会
的

に
も
ひ
ろ
い
基
盤
を
も
っ
て
い
た
。
と
く
に
南
部
の
教
育
界
は
、

ク
ル
ス
カ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
以
上
に
復
古
的
杢
言
語
的
純
正
主
義
と

精
神
的
愛
国
主
義
と
を
む
す
び
つ
け
た
カ
プ
ア
学
派
の
影
響
下
に

　
　
　
　
　
＾
4
1
）

お
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
階
層
的
秩
序
に
さ
さ
え
ら

れ
た
旧
来
の
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
的
言
語
体
制
の
変
革
は
、
必
然
的
に

文
体
様
式
の
変
革
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
デ
ー
ー
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
は
、
『
婚
約
者
』
の
文
体
が
平
明
な
自
然

さ
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
「
事
物
と
の
完
壁
な
類
似
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

の
か
ぎ
り
な
く
正
確
で
あ
る
が
ま
ま
の
表
現
」
と
い
う
言
語
本
来

の
目
的
を
十
全
に
達
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
言
い
か
た
の
底
に
は
、
「
真
実
は
コ
ト
バ
で

は
な
く
モ
ノ
の
な
か
に
あ
る
」
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
近
代
の
認
．

識
論
が
あ
る
。
こ
と
ぱ
は
主
体
の
意
識
と
客
体
的
事
物
の
あ
い
だ

に
介
在
し
な
が
ら
も
、
「
認
識
の
光
」
を
さ
え
ぎ
ら
な
い
よ
う
に

み
ず
か
ら
を
無
化
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
レ
ト

リ
ッ
ク
は
、
こ
と
ぱ
の
向
こ
う
に
あ
る
事
物
の
す
が
た
を
う
つ
し

225
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だ
さ
ず
、
こ
と
ぱ
と
し
て
の
こ
と
ば
を
き
わ
だ
た
せ
る
と
い
う
忌

む
べ
き
技
と
な
る
。
近
代
的
散
文
は
、
こ
と
ぱ
が
た
ん
な
る
こ
と

ぱ
で
あ
る
こ
と
を
畏
怖
す
る
こ
と
ぱ
な
の
で
あ
る
。

　
近
代
的
散
文
の
間
魍
は
、
言
謡
の
〈
中
間
体
〉
の
間
題
、
文
体

的
無
徴
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
つ
ま
皇
言
語
的
作
為
の
あ
と
を

ま
っ
た
く
と
ど
め
な
い
よ
う
な
こ
と
ぱ
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と

だ
。
話
し
手
に
も
聞
き
手
に
も
、
さ
ら
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
発
話

場
面
に
も
依
存
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
無
規
定
の
ま
ま
で
、
そ

の
分
だ
け
指
示
対
象
へ
の
志
向
が
優
越
す
る
言
語
様
式
が
成
立
す

る
こ
と
、
そ
れ
が
近
代
的
散
文
の
成
立
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

事
物
の
忠
実
な
表
象
は
、
こ
う
し
を
言
語
機
能
の
特
殊
な
配
置
が

も
た
ら
す
効
果
な
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
散
文
形
式
が
事
物
を
忠

実
に
記
述
し
う
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
事
態
は
、
複
数
の
文
体

様
式
の
機
能
的
相
互
関
係
に
よ
っ
て
さ
だ
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
け

っ
し
て
特
定
の
文
体
と
客
体
的
事
物
と
の
関
係
の
内
的
固
有
性
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ゆ
い
い
つ
の
世
界
が
存
在
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
記
述
し
う
る
た

だ
ひ
と
つ
の
中
立
的
杢
言
語
様
式
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
と
ば
と
い
う
は
じ
め
も
お
わ
り
も
な
い
織
物
の
う
え
に
、
な
ん

ら
の
序
列
も
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
が
並
列
的
に
散
在
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
は
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
か
た
で
の

「
世
界
制
作
の
方
法
」
（
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ヅ
ド
マ
ン
）
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
様
式
間
の
価
値
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
様
式
を
創
造
す
る
か
、
あ
る
い

は
ど
の
様
式
を
選
択
す
る
か
は
、
〈
論
理
〉
で
は
な
く
〈
倫
理
〉

の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
じ
じ
つ
、
マ
ン
ゾ
ー
二
の
日
常
言

語
へ
の
志
向
は
、
き
わ
め
て
倫
理
的
な
意
味
づ
け
を
も
っ
て
い

＾
珊
〕

た
。
）

　
わ
た
し
た
ち
は
、
散
文
が
言
語
の
自
然
で
基
本
的
な
状
態
で
あ

る
こ
と
に
な
ん
ら
う
た
が
い
を
も
た
な
い
。
け
れ
ど
も
、
散
文
こ

そ
は
あ
る
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
は
じ
め
て
成
立
し
な
言
語
様
式

な
の
で
あ
る
（
じ
じ
つ
散
文
の
成
立
は
韻
文
の
成
立
よ
り
も
お
そ

い
の
が
ふ
つ
う
だ
）
。
「
わ
た
し
た
ち
は
日
常
生
活
で
散
文
を
話
し

て
い
る
」
と
い
う
ジ
ュ
ー
ル
ダ
ン
氏
の
町
民
貴
族
的
意
見
に
賛
同

す
る
な
ら
ぱ
は
な
し
は
べ
つ
だ
。
け
れ
ど
も
わ
た
し
た
ち
が
散
文

の
歴
史
的
様
式
性
に
無
感
覚
で
あ
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

「
散
文
的
世
界
」
に
住
ん
で
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
き
に
あ
げ
た
引
用
文
で
ア
ス
コ
．
リ
が
「
散
文
、
統
辞
、
言

語
」
を
等
位
接
続
詞
で
む
す
ぷ
の
を
み
て
お
ど
ろ
い
て
は
な
ら
な

い
。
ラ
ン
グ
と
パ
甘
ー
ル
の
峻
別
に
な
れ
た
わ
た
し
た
ち
か
ら
は
、

羽6
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ア
ス
コ
リ
が
言
語
体
系
圭
言
語
運
用
の
区
別
を
無
視
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
吟
味
し
て
み
な
け
れ
ぱ
い
け
な
い

の
は
、
む
し
ろ
慣
れ
し
た
し
ん
套
言
語
学
的
自
明
性
の
ほ
う
だ
。

　
マ
ン
ゾ
ー
二
の
意
図
し
た
の
は
〈
文
体
〉
の
改
革
で
あ
っ
た
の

か
、
〈
言
語
〉
の
改
革
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
し
ぱ
し
ぱ

　
　
　
　
　
＾
帖
）

な
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
間
い
が
前
提
と
し
て
い
る
の

は
〈
言
語
〉
と
〈
文
体
〉
と
の
あ
い
だ
に
の
り
こ
え
が
た
い
障
壁

を
み
る
近
代
言
語
学
の
と
ら
え
か
た
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
を

コ
、
・
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
の
道
具
と
し
て
し
か
と
ら
え
な
い
言
語
学

は
、
つ
ね
に
あ
る
種
の
文
体
童
言
語
の
基
本
的
で
標
準
的
な
状
態

と
し
て
仮
定
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
は
そ
の
基
準
に
し
た

が
っ
て
偏
差
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、

文
体
の
ゼ
ロ
度
を
し
め
す
近
代
的
散
文
の
成
立
を
ま
っ
て
は
じ
め

て
可
能
な
の
だ
。

　
〈
匿
名
の
こ
と
ぱ
〉
で
あ
至
言
語
の
中
間
体
が
成
立
す
る
こ
と

は
、
さ
ら
に
そ
の
言
語
的
表
象
を
変
容
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
特
定
の
人
間
、
場
面
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
帰
属
せ
ず
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
事
物
の
状
態
の
中
立
的
記
述
を
可
能
に
す
る

（
か
に
み
え
る
）
言
語
様
式
が
こ
う
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
「
そ
れ
自
体
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
も
の
が
表

象
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。

　
さ
ま
ざ
ま
き
言
語
様
式
の
配
置
圭
言
語
の
全
体
的
表
象
と
の
関

連
の
問
魑
は
、
い
ま
だ
充
分
に
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

マ
ン
ゾ
ー
二
と
ア
ス
コ
リ
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
の
〈
言
語
問
題
〉

全
体
が
問
い
か
け
て
い
る
の
は
、
じ
つ
に
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
こ
れ
ら
の
著
作
は
す
ぺ
て
冒
彗
8
目
戸
戸
一
吻
ミ
札
ミ
、
ぎ
恥
ミ
㌣

　
　
ミ
“
串
昌
轟
皇
句
－
峯
O
算
O
『
O
窪
9
峯
－
彗
9
弔
彗
－
冨
一
H
①
S

　
　
に
収
録
。

（
2
）
ぎ
8
貝
ρ
H
l
L
一
ぎ
§
ざ
印
■
，
ξ
ま
ま
σ
・
気
巨
曇
8

　
　
岸
豊
彗
〇
二
自
宝
－
一
吻
ミ
軌
、
ぎ
婁
§
ミ
婁
ざ
ミ
註
ミ
邑
ミ
ミ
§
一
串

　
　
○
自
H
芭
旦
－
O
．
Ω
H
凹
窒
一
H
o
ユ
目
9
向
巨
空
］
」
一
－
旧
N
伽
’

（
3
）
≦
邑
9
戸
C
§
冬
。
§
§
ざ
§
恥
§
一
霊
一
血
昌
。
一
霊
一
…
・

　
σ
〇
一
岩
s
岨
1

（
4
）
9
畳
雪
9
戸
（
邑
）
一
掌
雨
要
雨
ミ
§
ミ
き
ぎ
§

　
卜
邑
s
吹
ミ
s
祭
8
肉
胆
く
昌
目
p
■
o
■
o
司
〇
一
岩
o
o
さ
§
岨
§
ミ
竃
、
ミ
o
匿
舳
、
．

　
　
H
ぎ
■
§
ミ
味
ミ
幕
く
き
ぎ
§
ミ
o
o
§
o
ざ
ミ
帖
§
塞
ぎ
勾
§
s
淳
明
畠
ミ
ミ

　
寒
『
S
♪
司
庁
o
自
颪
9
＞
o
o
ρ
旦
o
昌
甘
里
O
o
－
里
O
H
目
咀
o
P
H
o
o
o
蜆
…
－
O
蜆
o
O
F

　
－
・
向
’
史
o
ミ
§
§
§
乱
、
§
雨
さ
ピ
o
星
o
p
句
量
昌
鶉
里
巨
耐
■

　
ε
o
o
N
一

　
（
5
）
　
ω
巴
閏
貝
H
．
♪
、
ミ
ぎ
皇
ミ
｛
o
き
ミ
、
軋
ミ
ぎ
§
一
巾
邑
o
毒
一

　
■
才
サ
自
♪
崔
o
o
9
や
o
o
．

（
6
）
忌
匿
胃
9
↓
－
一
卜
喜
§
祭
札
二
§
｛
§
§
ミ
、
ミ
§
ミ
．
夷
算

　
H
o
ユ
コ
9
向
射
一
δ
N
o
〇
一
〇
－
δ
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（
ア
）
旨
夢
暮
9
H
．
L
ミ
一
畠
§
窒
迂
ぎ
董
一
、
き
§
§
ぎ
一

霊
貝
■
呉
竃
固
L
①
ミ
し
o
N
α
；
．
ξ

（
8
）
§
き
電
－
轟
N
－
轟
。
。
1

（
9
）
§
～
．
；
．
§

（
…
…
川
）
　
　
峯
雷
箏
N
o
目
戸
　
o
、
－
o
｛
“
－
一
・
勺
．
　
H
｛
占
．

（
u
）
　
　
札
｝
｝
』
1
．
勺
1
　
H
阜
ω
．

（
1
2
）
　
語
形
の
「
自
然
的
選
択
」
を
つ
う
じ
た
共
通
語
形
成
を
の
ぞ
む

　
　
ア
ス
コ
リ
の
立
場
は
、
『
標
準
語
と
方
曽
口
』
（
定
本
柳
田
国
男
築
第
十

　
　
八
巻
所
収
）
に
お
け
る
柳
田
国
男
と
酷
似
し
て
い
る
。

（
u
）
　
　
＞
m
o
o
＝
u
o
、
．
o
－
』
’
喧
o
．
N
ω
l
N
阜
1

（
〃
）
　
　
－
肖
芭
昌
N
o
］
］
戸
　
o
、
．
o
札
＾
■
－
勺
■
　
H
舳
N
．

（
∬
）
　
　
札
庁
“
軋
■
－
勺
．
N
0
o
ω
．

（
比
）
　
　
申
｝
“
軋
■
’
勺
．
　
一
伽
α
1
　
H
ω
o
o
．

（
ー
ア
）
　
藤
岡
勝
二
「
一
一
一
冒
文
一
致
論
」
（
一
九
〇
一
）
吉
田
澄
夫
．
井
之

　
　
口
有
一
編
『
明
治
以
降
国
語
間
題
論
集
』
風
間
書
房
、
一
九
六
四
年
、

　
　
三
四
四
ぺ
ー
ジ
o

（
㎎
）
　
　
＞
蜆
o
o
－
一
〇
、
．
o
｝
、
二
勺
．
　
H
卓
．

（
”
）
　
　
“
“
｛
軋
■
1
勺
‘
　
H
N
■

（
2
0
）
　
プ
ル
ー
二
は
、
言
語
の
共
時
態
を
め
ぐ
る
考
察
で
の
マ
ン
ゾ
ー

　
　
二
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
ま
『
目
貝

　
　
句
．
一
黒
二
芭
…
。
竈
自
一
邑
s
仰
昌
g
箒
皇
≧
婁
彗
・
ぎ
崇
－
彗
…
貝

　
　
＾
＝
＞
ヨ
〕
嘗
コ
O
］
「
命
O
＝
ポ
弓
■
O
け
與
－
■
（
O
＝
『
一
）
｝
、
ミ
ミ
札
畠
卜
札
ミ
恥
ミ
｝
帖
＾
｝
O
畠
一
．
軋
、
舳
“

　
　
｝
ミ
貴
ミ
§
ミ
“
旨
一
〇
。
・
昌
一
峯
；
目
o
し
湯
ゲ
毛
．
N
｝
－
一
鼻

（
2
1
）
　
こ
の
『
新
辞
書
』
は
、
　
マ
ン
ゾ
ー
二
の
弟
子
の
ジ
目
ル
ジ
ー
二

　
の
編
集
一
、
一
八
二
一
〇
年
に
第
二
一
荷
が
刊
行
さ
れ
る
が
（
完
結
は
一
八

　
九
七
年
）
、
題
名
の
、
昌
き
．
、
に
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
ら
わ
れ
た
フ
ィ

　
レ
ン
ツ
ェ
語
法
　
　
共
通
語
で
は
。
．
目
匿
く
o
、
　
　
が
、
ア
ス
コ
リ

　
の
憤
激
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
O
自
σ
q
一
峯
一
』
－
一
〇
§
ぎ
ミ
萬
富
、
卜
｝
｝
ミ
冨
o
ド
■
o
目
o
o
P
峯
9
す
目
o
P

　
筍
o
o
N
一

（
鴉
）
　
　
巨
閏
目
N
o
■
一
〇
、
．
o
｝
卜
o
勺
勺
1
ω
o
N
l
ω
o
o
o
l

（
刎
…
）
　
　
｝
㌻
札
軋
■
1
、
■
　
一
ω
o
．

（
鴉
）
　
　
“
｝
札
』
■
－
℃
．
　
N
伽
⑩
■

（
2
6
）
5
甘
弩
①
二
．
峯
二
ζ
意
§
o
寺
苫
ミ
尽
§
軸
こ
鶉
、
§
喝
§
夕

　
、
閏
H
川
蜆
u
　
勺
ζ
向
’
　
一
Φ
o
o
o
〇
一
勺
■
　
－
N
ω
．

（
2
ア
）
U
冒
彗
貝
竃
’
冒
9
巨
昌
o
叩
甘
o
『
ぎ
急
一
量
電
o
津
o
g
o

冒
岬
毒
。
婁
軍
け
二
目
豪
亘
巨
ご
素
§
一
§
、
ミ
戸
§
一
き
・

　
」
ミ
ミ
9
§
晶
§
§
ざ
い
邑
§
§
§
§
き
9
ミ
、
き
恥
章

　
H
一
蜆
嘗
1
〔
－
嘗
H
o
－
旨
ゴ
　
］
．
Φ
N
o
1
勺
勺
．
　
－
ω
－
N
N
．

（
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