
ジ
ロ
ラ
モ
・
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
（
Ｑ
８
両
ョ
○
卑
肖
閉
８
３
》
８
．
匡
認

‐
勗
認
）
は
一
六
世
紀
前
半
に
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
で
活
躍

し
た
医
学
者
で
あ
る
。
彼
の
名
前
が
医
学
史
上
挙
げ
ら
れ
る
の
は

主
と
し
て
、
梅
毒
を
論
じ
た
ラ
テ
ン
語
の
六
歩
格
詩
『
シ
フ
ィ
リ

ス
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
病
』
（
望
吾
三
の
の
弓
の
ョ
○
号
屋
の
⑦
口
二
ｓ
の
》

忌
窒
）
に
よ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
で
は
「
フ
ラ

ン
ス
病
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
梅
毒
に
対
し
て
「
シ
フ
ィ
リ
ス
」

方
言
目
厨
）
と
い
う
名
称
を
授
け
た
。

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
『
シ
フ
ィ
リ
ス
』
で
萌
芽
的
な
形
で
示
さ
れ

て
い
た
自
ら
の
伝
染
理
論
を
「
伝
染
、
伝
染
病
と
そ
の
治
療
に
つ

い
て
』
ｅ
の
８
口
国
四
○
月
里
８
コ
目
四
○
国
扇
目
Ｏ
Ｓ
扇
里
①
○
昌
日

の
目
目
○
用
￥
ぷ
ぶ
）
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
当
時
猛

威
を
振
る
っ
て
い
た
ペ
ス
ト
や
梅
毒
に
代
表
さ
れ
る
伝
染
病
の
伝

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
伝
染
理
論

の
〆
臼

ハ
ペ
》

伊
藤
和
行

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
に
よ
れ
ば
、
疾
病
の
原
因
と
な
る
体
液
な
ど
の

腐
敗
が
他
の
人
間
に
伝
搬
さ
れ
る
こ
と
か
ら
伝
染
が
生
じ
る
。
こ

の
伝
染
の
「
原
理
」
は
、
「
種
子
」
（
ｍ
①
日
日
胃
国
）
と
呼
ば
れ
る
、

腐
敗
か
ら
生
じ
て
「
熱
く
湿
っ
た
粒
子
」
、
「
不
可
感
的
な
粒
子
」

（
す
な
わ
ち
「
微
小
で
視
覚
か
ら
も
逃
れ
う
る
粒
子
」
）
で
あ
る
。

伝
染
は
「
種
子
」
の
伝
播
方
法
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

第
一
の
相
互
接
触
に
よ
る
も
の
は
、
果
物
の
腐
敗
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
最
初
の
も
の
か
ら
発
散
す
る
「
種
子
」
が
接
し
た
も
の
に

直
接
移
っ
て
第
二
の
も
の
の
中
に
腐
敗
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ

る
。
第
二
の
媒
介
物
を
介
す
る
も
の
は
、
最
初
の
患
者
に
接
し
た

衣
服
な
ど
の
物
体
の
中
に
「
種
子
」
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

第
三
の
遠
く
へ
伝
染
す
る
も
の
は
、
空
中
に
発
散
し
た
「
種
子
」

が
他
の
場
所
へ
運
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
と
く
に
遠
隔

染
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
粒
子
論
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近

代
的
な
伝
染
病
理
論
の
先
駆
と
言
わ
れ
る
こ
の
著
作
は
三
巻
か
ら

構
成
さ
れ
、
第
一
巻
で
は
伝
染
理
論
、
第
二
巻
で
は
伝
染
病
、
第

三
巻
で
は
伝
染
病
の
治
療
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は

第
一
巻
に
お
け
る
伝
染
理
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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目に
すよ

伝
染
は
、
星
辰
の
影
響
、
「
隠
れ
た
性
質
」
や
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
」

の
介
在
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
の
に
対

し
、
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
そ
の
よ
う
な
主
張
を
断
固
と
し
て
否
定
し
、

そ
れ
を
、
粘
り
強
い
結
合
か
ら
な
る
分
解
し
づ
ら
い
粒
子
が
遠
方

ま
で
空
気
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
「
種
子
」
の
伝
染
理
論
は
、
伝

染
の
原
因
を
環
境
と
り
わ
け
大
気
の
汚
染
や
星
辰
の
影
響
に
求
め

た
伝
統
的
理
論
を
、
さ
ら
に
粒
子
論
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
伝
染
理
論
の
核
心
で
あ
る
「
種
子
」
の

実
体
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
生
物
的
な
も
の
か
非
生
物
的
な

も
の
か
も
暖
昧
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
微
小
粒
子
の
粘
り
強
い
結

合
」
か
ら
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
方
で
は
、
あ
る
種
の
腐
敗

の
生
じ
て
い
る
体
内
で
自
然
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
、
他
の
生
物

の
体
内
に
入
る
と
体
液
に
付
着
し
て
増
殖
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
「
種
子
」
は
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
な
い
思
惟
的
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
神
秘
的
な
も
の
を
排
除
し
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
徹
底
し
た
自
然
主
義
の
立
場
は
注

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
伝
染
理
論
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
粒
子
論
的

、
き
も
の
で
あ
っ
た
。

考
察
の
背
景
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
古
代
原
子
論
の
復
興
が

あ
っ
た
。
彼
は
一
五
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の

「
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
」
を
読
み
、
そ
の
最
後
の
部
分
に
お
け

る
疫
病
に
関
す
る
一
節
か
ら
着
想
を
得
て
い
た
。
古
代
原
子
論
は

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
彼
の
機
械
論
哲
学
の
基
盤
で
あ
る
粒
子
論
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
一
五
世

紀
末
頃
か
ら
自
然
哲
学
に
影
響
を
与
え
始
め
、
伝
統
的
な
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
自
然
学
に
対
抗
す
る
自
然
哲
学
の
新
し
い
試
み
に
理
論

的
基
盤
を
提
供
し
て
い
た
。
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
も
病
気
の
原
因
を
体

液
の
不
均
衡
や
腐
敗
に
帰
す
る
点
で
は
明
ら
か
に
伝
統
的
な
医
学

理
論
の
圏
内
に
お
り
つ
つ
、
同
時
に
説
明
の
困
難
な
伝
染
の
問
題

を
説
明
す
る
た
め
に
粒
子
論
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
試
み
た
の
で

あ
る
。

（
京
都
大
学
文
学
部
）

ワ ワ q
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