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ま
え
が
き

フ
ラ
ン
ス
人
は
―
―
語
源
学
へ
の
熱
烈
な
興
味
を
あ
ら
た
に
見
出
し
て
―
―
物
語
構
造
の
研
究
を
意
味
す
る
用
語
、〈
ナ
ラ
ト
ロ

ジ
ー
〔
物
語
論
〕〉
を
つ
く
り
出
し
た
。
英
米
の
学
界
は
、〈
〜
オ
ロ
ジ
ー
〔
〜
学
〕〉
と
い
う
語
を
無
思
慮
に
用
い
る
こ
と
に
懐
疑

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
正
当
な
理
由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
名
称
の
疑
わ
し
さ
と
テ
ー
マ
の
正
当
性
は
混
同
す
べ
き
で

は
な
い
。
図
書
館
に
行
く
と
、
小
説
、
叙
事
詩
、
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
、
物
語
、
フ
ァ
ブ
リ
オ
〔
韻
文
滑
稽
譚
〕
な
ど
の
特
定

の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
研
究
書
は
数
多
く
並
ん
で
い
る
が
、
物
語
全
般
を
テ
ー
マ
に
し
て
論
じ
た
英
文
の
書
物
は
ほ
と
ん
ど
見
つ

か
ら
な
い
。
物
語
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
決
定
に
関
わ
る
問
題
は
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の
差
異
の
分
析
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存

在
し
て
い
る
。
文
学
批
評
家
は
、
た
と
え
映
画
、
漫
画
、
絵
画
、
彫
刻
、
ダ
ン
ス
の
動
作
、
音
楽
を
通
じ
て
、
日
々
、
さ
ま
ざ
ま
な

物
語
を
楽
し
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
言
語
媒
体
に
よ
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
作
品
の
あ
い
だ
に
は
共
通
の
基
盤
が
存
在
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
さ
も
な
い
と
、「
眠
れ
る

美
女
」
を
、
映
画
、
バ
レ
エ
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
な
ど
に
か
た
ち
を
変
え
て
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
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こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
の
に
、
私
に
と
っ
て
最
も
刺
激
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
二

元
論
的
、
構
造
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
ら
の
フ

ラ
ン
ス
構
造
主
義
者
た
ち
に
し
た
が
っ
て
、
私
も
内
容

0

0

（w
hat

）
と
形
式

0

0

（w
ay

）
を
提
起
す
る
。
物
語
の
内
容
を
「
ス
ト
ー
リ
ー

〔
物
語
内
容
〕」、
物
語
の
形
式
を
「
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〔
物
語
言
説
〕」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
章
で
は
、
私
の
立
論
と
そ
の

前
提
に
つ
い
て
短
く
述
べ
る
。
第
二
章
、
第
三
章
で
は
、「
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
出
来
事
と
存
在
物
（
登
場
人
物
と

背
景
）
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
第
四
章
、
第
五
章
で
は
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
伝
達
す
る
手
段
で
あ
る
「
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
」
を
扱
う
。

こ
れ
ら
の
大
き
な
二
項
目
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
先
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
後
に
と
い
う
よ
う
に
順
序
を
逆
に
す
る
こ
と
も

で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
私
の
こ
の
配
列
は
恣
意
的
で
あ
る
。
だ
が
、
私
が
本
書
で
こ
の
配
列
を
好
ん
で
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
ほ

う
が
物
語
の
理
論
化
を
め
ぐ
る
歴
史
を
よ
り
よ
く
反
映
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
だ
（
私
は
こ
の
話
題
を
直
接
論
ず
る
つ
も
り

は
な
い
。
歴
史
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
最
小
限
、
議
論
の
背
景
と
し
て
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
）。
し
か
し
、
で
き
れ
ば
そ
う
し
て

あ
げ
た
い
と
思
っ
て
も
、
自
分
の
好
き
な
章
を
選
ん
で
読
む
、
あ
る
い
は
、
本
書
を
後
ろ
か
ら
読
み
は
じ
め
る
な
ど
と
い
っ
た
、
最

近
流
行
り
の
選
択
権
は
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
見
だ
が
、
理
論
た
る
も
の
は
、
各
部
分
が

意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
全
体
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

理
論
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
く
の
と
同
じ
く
ら
い
、
読
む
の
が
難
し
い
。
理
論
は
厳
格
な
も
の
で
あ
り
、
頑
な
で
あ
り
、
ま
た
退

屈
で
も
あ
る
。
私
は
理
論
を
活
気
あ
る
も
の
と
し
、
そ
の
特
異
性
を
堅
苦
し
い
も
の
で
は
な
く
好
奇
心
を
か
き
た
て
る
も
の
に
し
、

と
り
わ
け
可
能
な
限
り
実
例
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
用
性
を
証
明
し
明
示
す
る
た
め
最
善
を
つ
く
し
た
。
本
書
を
執
筆

す
る
際
に
は
、
し
ば
し
ば
実
例
が
最
初
に
浮
か
ん
で
、
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
特
質
が
具
体
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
は
、
理
論

に
つ
い
て
の
理
論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
か
ず
か
ず
の
見
解
を
、
実
例
に
よ
っ
て
証
明
し
た
ば
か
り
か
、
優
雅
に
洗
練
さ
せ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
い
わ
ば
芸
術
が
私
を
救
っ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
理
論
を
展
開
す
る
た
め
の
学
術
的
な
散
文
が
コ
ン
ラ
ッ
ド
の

ね
ち
ね
ち
し
た
文
章
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
な
ら
む
し
ろ
、
自
由
間
接
話
法
の
細
部
を
読
ん
で
そ
の
一
部
始
終
を
知
る
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こ
と
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
快
適
で
も
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
本
書
の
価
格
と
読
め
る
範
囲
の
ペ
ー
ジ
数
を
考
慮
し
た
た
め
に
、
楽
し

く
て
、
そ
し
て
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
た
描
写
の
実
例
を
、
多
数
切
り
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
論
の
バ
ラ
ン
ス
と
扱
う
範
囲
の
問
題
を
優
先
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
理
論
の
提
示
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
程
度
に
と

ど
め
て
、
そ
れ
以
上
は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
私
は
き
ち
ん
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
第
一
の
関
心
は
、
ス
ト
ー
リ

ー
対
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
い
う
二
分
法
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
解
決
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
た
種
々

の
洞
察
力
に
富
む
見
方
―
―
私
自
身
と
他
の
批
評
家
に
よ
る
も
の
―
―
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
文
学
研
究

者
た
ち
が
興
味
を
寄
せ
て
き
た
物
語
に
関
す
る
多
く
の
テ
ー
マ
―
―
創
作
、
模
倣
、
ジ
ャ
ン
ル
の
歴
史
的
発
展
や
、
そ
れ
に
、
物
語

と
文
学
的
な
諸
相
を
も
っ
た
諸
分
野
と
の
、
た
と
え
ば
文
化
人
類
学
・
哲
学
・
言
語
学
・
心
理
学
な
ど
と
の
関
係
―
―
を
除
外
し
た
。

物
語
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
個
々
の
興
味
深
い
問
題
を
す
べ
て
一
冊
の
本
に
収
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
そ
れ
ら
に
た

だ
言
及
す
る
の
み
で
中
心
的
議
論
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
言
及
し
な
い
方
が
ま
し
で
あ
ろ
う
。
私
は
、「
物
語

と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
無
理
の
な
い
現
代
的
な
解
答
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、「
ど
れ
が
物
語
に
と
っ
て
必
要
な
も

の
で
あ
り
、
ど
れ
が
付
随
的
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
に
関
連
し
て
い
る
か
」
で
あ
る
。
し

か
し
私
は
、
物
語
に
つ
い
て
発
見
で
き
る
こ
と
を
す
べ
て
説
明
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
（
ま
た
そ
れ
は
、
私
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
）。

と
り
わ
け
私
は
、
内
容
よ
り
も
形
式
に
、
あ
る
い
は
形
式
と
し
て
表
現
で
き
る
場
合
の
内
容
に
関
心
が
あ
る
。
私
の
主
な
目
的
は
、

物
語
の
表
層
に
見
ら
れ
る
形
式
―
―
た
と
え
ば
、
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
、
バ
レ
エ
の
動
作
―
―
で
は

な
く
、
物
語

0

0

の
形
式
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
様
式
〔
ス
タ
イ
ル
〕」、
す
な
わ
ち
、
媒
体
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
〔
肌
理
〕
が
も

つ
特
徴
は
魅
力
的
で
あ
り
、
私
の
作
品
を
読
ま
れ
た
方
な
ら
ば
、
私
が
長
い
時
間
を
そ
れ
に
費
や
し
て
き
た
こ
と
を
ご
承
知
だ
ろ
う
。

だ
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
私
が
様
式
上
の
細
部
に
関
心
を
示
す
の
は
、
た
だ
た
だ
そ
れ
ら
の
細
部
が
、
物
語
の
よ
り
広
範
で
、
よ

り
抽
象
的
な
運
動
に
関
わ
り
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
運
動
を
明
ら
か
に
示
し
て
く
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

私
は
特
に
物
語
構
造
の
問
題
に
お
い
て
、
際
立
っ
て
重
要
で
、
論
議
を
呼
び
、
難
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
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論
じ
た
。「
視
点
」「
意
識
の
流
れ
」「
物
語
の
声
」「
三
人
称
の
語
り
」
と
い
っ
た
用
語
は
、
批
評
的
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
乱
用

さ
れ
て
き
た
。
術
語
を
明
確
に
し
、
批
評
概
念
を
で
き
る
か
ぎ
り
実
践
可
能
で
、
そ
れ
で
い
て
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
す
る
た
め
、

厄
介
な
事
例
、
前
衛
的
な
物
語
、
極
端
な
ケ
ー
ス

0

0

0

0

0

0

の
説
明
も
行
う
つ
も
り
だ
。
容
認
さ
れ
て
い
る
意
見
の
概
略
を
集
め
る
こ
と
よ

り
も
、
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
テ
ク
ス
ト
に
適
応
で
き
る
理
論
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
私
は
関
心
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

熱
心
な
読
者
か
ら
の
反
例
は
歓
迎
し
た
い
。
私
は
多
く
の
問
題
に
触
れ
は
し
た
が
、
解
決
の
む
ず
か
し
い
問
題
、
と
り
わ
け
再
定
義

が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
詳
述
を
試
み
た
。
そ
れ
ら
は
、
理
論
そ
れ
自
体
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
の
理
論
に
寄
与
す
る
た
め

で
あ
る
。

理
論
と
い
う
の
は
メ
タ
批
評
な
の
だ
か
ら
、
私
は
何
ら
恥
じ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
批
評
家
や
理
論
家
た
ち
の
著
作
か
ら
引
用
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
、
バ
ル
ト
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
ト
ド
ロ
フ
か
ら
の
か

な
り
大
き
な
引
用
の
塊
が
で
き
あ
が
っ
た
。
私
の
目
的
は
、
論
駁
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
英
米
、
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
最
も
説
得

力
あ
る
卓
見
を
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
特
定
の
学
派
に
賛
同
し
な
い
。
私
が
興
味
を
抱
く
も
の
と
は
、
作
者
や
読
者
た
ち
の

実
践
と
同
様
、
理
論
家
や
批
評
家
た
ち
が
遂
行
す
る
実
践
―
―
振
る
ま
い
と
で
も
言
い
た
く
な
る
も
の
―
―
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ

か
ら
。

最
後
に
、
ひ
と
つ
の
特
定
の
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
私
が
持
続
的
に
興
味
を
抱
い
て
き
た
の
が
わ
か
る
ほ
ど

何
度
と
な
く
引
用
し
た
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
イ
ー
ヴ
リ
ン
』
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
物
語
に
は
恋
愛
感
情
に
も

似
た
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
私
が
物
語
理
論
に
つ
い
て
の
初
め
て
の
冒
険
を
試
み
た
際
に
扱
っ
た
の
が
こ
の
作
品
で
、
そ
れ
は
ロ
ラ

ン
・
バ
ル
ト
の
一
九
六
六
年
の
技
法
を
き
わ
め
て
詳
細
に
応
用
し
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、『
イ
ー
ヴ
リ
ン
』
に
対
し
て
私
が
抱
き

続
け
る
興
味
は
単
な
る
感
傷
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
私
は
み
ず
か
ら
こ
の
物
語
を
読
ん
で
き
た
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し

い
題
材
で
あ
っ
た
な
ら
ば
頭
に
浮
ぶ
こ
と
の
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
分
析
的
階
層
を
な
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
理
論
的
関
心
の
あ
り

よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
私
の
最
初
の
論
文
と
本
書
と
を
比
較
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
ま
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な
い
人
で
あ
っ
て
も
、〈
物ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ス
ト

語
論
批
評
家
〉
た
ち
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
の
発
展
史
に
似
た
も
の
を
見
出
す
は
ず
だ
。

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
注
記
し
た
場
合
を
除
け
ば
、
引
用
の
英
訳
は
す
べ
て
私
が
行
っ
た
。

感
謝
の
言
葉
を
、
ま
ず
は
ゼ
ル
ダ
・
ボ
イ
ド
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ボ
イ
ド
、
エ
リ
ッ
ク
・
ラ
ブ
キ
ン
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
カ
ラ
ー
、
バ

ー
ナ
ー
ド
・
ケ
ン
ド
ラ
ー
、
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
・
ス
ミ
ス
、
ス
ー
ザ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
、
ト
マ
ス
・
ス
ロ
ー
ン
の
好
意

的
な
批
評
と
助
言
に
対
し
て
述
べ
た
い
。
私
は
ま
た
、
本
稿
を
ま
だ
お
読
み
い
た
だ
い
て
は
い
な
い
が
、
以
下
の
方
々
か
ら
多
く
を

学
ん
だ
―
―
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ル
タ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ル
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
＝
ロ
ー
ズ
、
ア
ラ
イ
ン
・
コ
ー
エ
ン
、

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、
パ
オ
ロ
・
フ
ァ
ブ
リ
、
マ
リ
リ
ン
・
フ
ェ
イ
ブ
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ヒ
ー
ス
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
、
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ヴ
ァ

コ
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
レ
ビ
ン
、
ル
イ
ス
・
マ
ー
チ
ン
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
、
ブ
ル
ー
ス
・
モ
リ
セ
ッ
ト
、
ラ
ル
フ
・
レ
イ
ダ

ー
、
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
。
ま
た
、
コ
ロ
ラ
ド
州
ボ
ー
ル
ダ
ー
に
て

開
催
さ
れ
た
一
九
七
七
年
夏
季
美
学
学
会
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
に
て
開
催
さ
れ
た
一
九
七
七
年
の
批
評
講
座
に

参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
も
。
ま
た
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
研
究
に
私
は
特
別
の
感
化
を
受
け
た
。

私
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
研
究
委
員
会
に
は
、
本
書
執
筆
中
に
経
済
的
支
援
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝

申
し
上
げ
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ガ
ナ
ー
ル
に
は
、
原
稿
準
備
の
際
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
助
力
を
い

た
だ
い
た
。

以
前
に
刊
行
し
た
論
文
の
使
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
編
集
者
、
出
版
社
に
も
感
謝
し
た
い
。
第
二
章
の
一
部
は
、「
ジ
ュ
ネ

ッ
ト
の
時
間
関
係
分
析
に
つ
い
て
」
と
し
てL’Esprit C

réateur, 14
（1974

）
に
掲
載
さ
れ
た
。
第
一
章
の
一
部
は
「
物
語
の
理

論
に
む
け
て
」
と
し
てN

ew
 Literary H

istory, 6

（1975

）
に
、
第
四
章
の
一
部
は
「
小
説
と
映
画
に
お
け
る
語
り
と
視
点
」
と
し

てPoetica, 1

（1974

）
に
掲
載
さ
れ
た
。
第
五
章
の
一
部
は
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
編Style and Structure in Literature: 
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 Stylistics

（B
asil B

lackw
ell, 1975

）
中
の
「
物
語
伝
達
の
構
造
」
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
（
版
権
は
一
九

七
五
年
バ
ジ
ル
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
社
所
有
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
出
版
局
と
バ
ジ
ル
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
社
か
ら
の
使
用
許
可
に
も
と

づ
く
）。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー
に
て

シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ッ
ト
マ
ン


