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ア
ル
フ
ォ
ン
ス
ー
ド
ー
デ
作
「
最
後
の
授
業
」
を
め
ぐ
っ
て

一

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
ー
ド
ー
デ
作
「
最
後
の
授
業
」
は
原
文
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書

か
れ
て
い
る
が
、
松
田
穣
氏
訳
・
桜
田
佐
氏
訳
・
神
宮
輝
夫
氏
訳
そ
の
他
の
日

本
語
訳
が
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
日
本
語
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
訳

出
上
の
問
題
点
を
含
ん
で
お
り
、
本
学
の
谷
口
巌
氏
は
桜
田
佐
氏
訳
を
重
視
さ

れ
つ
つ
「
な
お
正
確
な
原
作
の
読
み
、
ま
た
教
材
と
し
て
納
得
で
き
る
細
部
の

表
現
な
ど
を
求
め
」
て
「
み
す
か
ら
新
し
い
訳
を
試
み
」
ら
れ
、
そ
れ
を
、
新

訳
「
最
後
の
授
業
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
時
点
に
お
け
る
最
も
信

頼
度
の
高
い
日
本
語
訳
と
思
わ
れ
、
以
下
、
谷
口
氏
訳
に
拠
っ
て
、
考
察
を
進

め
た
い
。

二

本
作
品
の
副
題
に
「
ア
ル
ザ
ス
の
一
少
年
が
語
っ
た
こ
と
」
と
あ
る
事
で
明

ら
か
な
よ
う
に
、
「
ア
ル
ザ
ス
の
一
少
年
」
即
ち
「
フ
ラ
ン
ツ
」
少
年
の
「
語

り
」
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
り
が
進
行
し
て
行
く
形
式
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ツ
少
年
を
、
「
授
業
を
何
度
も
す
る
休
み
し
た
」
不
真
面
目

な
少
年
と
位
置
付
け
、
そ
の
少
年
が
「
最
後
の
授
業
」
に
接
し
て
自
分
の
従
来

安

藤

重

和

(
国
語
教
室
)

の
不
行
跡
を
深
く
後
悔
し
、
改
心
し
て
い
く
、
と
い
う
図
式
に
於
い
て
当
作
品

を
理
解
す
る
の
が
一
般
的
な
読
み
取
り
方
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
を
先
す
検

引
札
た
い
。
作
品
冒
頭
を
見
よ
う
。

①

そ
の
日
の
朝
、
僕
は
学
校
へ
出
か
け
る
の
が
と
て
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
叱
ら
れ
る
の
が
た
い
そ
う
こ
わ
か
っ
た
。
ア
メ
ー
ル
先
生
に
は
、
皆

に
分
詞
に
つ
い
て
の
質
問
を
す
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
僕
に
は
、

そ
の
方
の
勉
強
も
ま
る
で
し
て
な
い
の
で
、
な
お
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
瞬
、

学
校
な
ん
か
す
る
休
み
し
て
、
野
原
で
も
気
ま
ま
に
駆
け
回
ろ
う
か
と
い

う
考
え
が
、
僕
に
は
起
っ
た
。

②

と
て
も
暖
か
く
、
と
て
も
よ
く
晴
れ
た
日
で
あ
っ
た
!

③

森
の
は
す
れ
か
ら
は
、
鵜
た
ち
の
さ
え
す
る
声
が
聞
こ
え
て
い
た
。
リ

ぺ
ー
ル
さ
ん
と
こ
の
原
っ
ぱ
で
は
、
製
材
所
の
裏
手
の
あ
た
り
で
、
プ
ロ

シ
ア
兵
た
ち
の
訓
練
を
し
て
い
る
物
音
が
響
い
て
い
た
。
そ
の
ど
れ
も
こ

れ
も
が
、
分
詞
の
規
則
な
ん
か
よ
り
は
は
る
か
に
強
く
、
僕
の
心
を
ゆ
さ

ぶ
っ
て
い
た
。
で
も
僕
は
、
や
っ
と
そ
の
誘
惑
に
う
ち
か
っ
た
。
そ
し
て

全
速
力
で
、
学
校
め
が
け
て
走
り
出
し
た
。

多
言
は
無
用
で
あ
ろ
う
。
①
~
③
の
段
落
で
描
写
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
全
て

「
す
る
休
み
」
へ
の
「
誘
惑
」
ば
か
り
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
す
、
「
そ
の
誘
惑

三
一
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に
う
ち
か
っ
て
」
、
し
か
も
、
い
や
い
や
の
状
態
で
で
は
な
く
で
き
る
だ
け
遅

れ
を
取
り
戻
そ
う
と
「
全
速
力
」
で
学
校
へ
疾
駆
す
る
フ
ラ
ン
ツ
が
い
る
。
何

故
、
フ
ラ
ン
ツ
は
数
多
の
「
誘
惑
」
に
う
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
彼
の
「
真
面
目
さ
」
故
と
し

か
考
え
ら
れ
ま
い
。
不
真
面
目
な
生
徒
が
こ
れ
だ
け
多
く
の
「
誘
惑
」
を
前
に

し
た
ら
、
間
違
い
な
く
「
す
る
休
み
」
に
走
り
は
し
な
い
か
。

次
に
、
遅
刻
し
た
フ
ラ
ン
ツ
が
教
室
に
入
っ
て
い
く
場
面
を
見
よ
う
。

⑧

こ
う
い
っ
た
(
授
業
の
始
ま
り
の
時
の
)
騒
し
さ
の
す
べ
て
に
ま
ぎ
れ

て
、
こ
っ
そ
り
と
自
分
の
席
ま
で
た
ど
り
着
け
る
よ
う
、
僕
は
期
待
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
日
に
限
っ
て
ど
う
だ
ろ
う
、
ま
っ
た
く
し
ん
と

静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
何
だ
か
日
曜
日
の
朝
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
開
け

ら
れ
た
窓
か
ら
は
、
友
だ
ち
が
み
な
、
も
う
き
ち
ん
と
並
ん
で
席
に
着
き
、

ア
メ
ー
ル
先
生
が
、
お
っ
か
な
い
鉄
の
物
差
を
小
脇
に
か
か
え
た
ま
ま
、

行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
の
が
見
え
た
。
僕
が
ド
ア
を
開
け
て
入
っ
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
静
け
さ
の
ま
っ
た
だ
中
だ
。

お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。
僕
が
ど
ん
な
に
顔
を
赤
ら
め
、
こ
わ
さ
で
ふ
る
え

て
い
た
こ
と
か
。

ア
メ
ー
ル
先
生
が
持
っ
て
い
る
「
鉄
の
物
差
」
が
「
お
っ
か
な
い
」
の
は
今

ま
で
に
こ
の
「
物
差
で
何
度
も
ぶ
た
れ
た
」
(
⑩
段
落
)
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
「
こ
わ
さ
で
ふ
る
え
」
る
ほ
ど
の
恐
怖
心
に
こ
こ
で
襲
わ
れ
て
い
る
の

も
、
教
室
へ
入
っ
て
行
け
ば
遅
刻
の
「
罰
」
に
よ
り
「
鉄
の
物
差
」
で
ぶ
た
れ

る
こ
と
を
具
体
的
に
予
見
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
遅
刻
著
に
と
っ
て
、
い
つ

も
よ
り
格
段
に
入
っ
て
行
き
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
教
室
、
し
か
も
、
そ
の
教
室

に
は
恐
ろ
し
い
「
鉄
の
物
差
」
が
待
ち
構
え
て
い
る
、
と
思
念
し
た
時
、
フ
ラ

ン
ツ
が
不
真
面
目
な
生
徒
で
あ
れ
ば
、
授
業
へ
出
る
こ
と
を
や
め
、
「
す
る
休

み
」
を
す
べ
く
、
ド
ア
の
前
で
ユ
ー
タ
ー
ン
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
登

三
二

校
途
上
彼
を
「
す
る
休
み
」
へ
と
「
誘
惑
」
し
て
い
た
諸
条
件
は
依
然
と
し
て

有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ツ
は
、
こ
れ
ほ
ど
教
室
に
入
り
づ

ら
い
情
況
の
中
を
、
宿
題
の
「
分
詞
の
勉
強
」
も
ま
る
で
し
て
い
な
い
と
い
う

負
い
目
を
抱
え
、
遅
刻
の
「
罰
」
と
し
て
「
鉄
の
物
指
」
で
ぶ
た
れ
る
こ
と
を

覚
悟
し
「
こ
わ
さ
で
ふ
る
え
」
な
が
ら
も
、
「
ド
ア
を
開
け
て
(
教
室
へ
)
人
っ

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
教
室
へ

入
っ
て
行
く
。
こ
の
彼
の
真
面
目
さ
は
並
み
の
真
面
目
さ
で
は
な
い
。
こ
れ
だ

け
、
彼
に
と
っ
て
の
悪
条
件
が
重
な
り
な
が
ら
、
な
お
授
業
を
受
け
よ
う
と
す

る
フ
ラ
ン
ツ
は
実
は
相
当
真
面
目
な
生
徒
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
日
が
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
の
最
後
の
日
」
で
あ
る
こ
と
を

ア
メ
ー
ル
先
生
に
知
ら
さ
れ
た
直
後
、
彼
は
従
来
の
自
分
の
態
度
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

⑩

(
略
)
無
駄
に
過
ご
し
た
時
間
の
こ
と
を
、
僕
は
こ
の
時
、
ど
ん
な
に

後
悔
し
た
だ
ろ
う
。
授
業
を
何
度
も
す
る
休
み
し
た
そ
の
足
で
、
僕
は
鳥

の
巣
を
探
し
回
っ
た
り
、
ザ
ー
ル
川
の
氷
滑
り
に
も
行
っ
た
！

本
だ
っ

て
、
つ
い
今
し
が
た
ま
で
あ
ん
な
に
嫌
で
、
持
つ
の
も
重
く
思
え
た
も
の

が
(
略
)

フ
ラ
ン
ツ
は
「
授
業
を
何
度
も
す
る
休
み
し
た
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
に
語
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ツ
は
不
真
面
目
そ
の
も
の
の
少
年
で
は
な
い
か
。
「
す

る
休
み
」
へ
の
「
誘
惑
」
に
う
ち
勝
っ
た
前
述
の
真
面
目
な
フ
ラ
ン
ツ
少
年
と

は
直
ち
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
フ
ラ
ン
ツ
少
年
の
造
形
に
関
し
、
作
品
内
的
矛

盾
が
あ
る
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
う
断
定
し
て
し
ま

わ
な
い
で
、
根
は
真
面
目
な
フ
ラ
ン
ツ
が
何
故
不
真
面
目
な
行
動
を
「
何
度
も
」

繰
り
返
し
だ
の
か
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
を
続
け
た
い
。

彼
の
不
真
面
目
さ
が
、
「
授
業
」
関
係
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
そ
う
す
る
と
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
ー
ル
先
生
の
次
の
言
葉
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に
着
目
し
よ
う
。

⑩

「
(
略
)
そ
う
い
う
私
だ
っ
て
、
反
省
の
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
な
ど

と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
？
君
た
ち
に
勉
強
さ
せ
る
か
わ
り
に
、
何
度
も
、

う
ち
の
花
壇
に
水
を
ま
か
せ
た
り
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
？
　
ま
た
、

自
分
が
鱒
釣
り
に
行
き
た
い
時
に
は
、
い
つ
も
平
気
で
、
授
業
を
休
み
に

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
…
…
…
」

ア
メ
ー
ル
先
生
の
授
業
軽
視
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
教
育
に
「
あ
ま
り
熱

心
で
」
な
く
子
供
達
を
「
畠
や
紡
績
工
場
へ
働
き
に
出
し
て
、
少
し
で
も
余
計

に
お
金
を
手
に
入
れ
よ
う
、
と
考
え
」
る
土
地
柄
に
お
い
て
は
、
特
に
教
師
こ

そ
授
業
軽
視
の
風
潮
に
逆
ら
い
教
育
を
守
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
ア
メ
ー
ル
先

生
は
堂
々
と
授
業
軽
視
を
や
っ
て
の
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
教
育
不
熟
心
な
地

域
で
、
授
業
軽
視
の
教
師
に
受
け
持
た
れ
た
の
で
は
、
相
当
真
面
目
な
生
徒
で

も
何
度
も
「
援
業
を
す
る
休
み
」
し
て
し
ま
う
こ
と
は
有
り
得
る
の
で
は
な
い
か
?

小
学
生
に
対
す
る
担
任
教
師
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め

て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
フ
ラ
ン
ツ
の
「
す
る
休
み
」
の
背
景
に
は
、
ア
メ
ー

ル
先
生
の
授
業
軽
視
の
姿
勢
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
ア
メ
ー
ル
先
生
は
「
最
後
の
授
業
」
の
前
日
ま
で
は
フ
ラ
ン
ツ
達
に
対
し

全
力
投
球
で
授
業
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
「
最
後
の
授

業
」
の
有
様
を
語
る
フ
ラ
ン
ツ
の
言
葉
に
注
意
し
よ
う
。

⑩

(
略
)
続
け
て
先
生
は
、
文
法
の
本
を
手
に
取
り
、
今
日
の
勉
強
の
と

こ
ろ
を
読
ん
で
く
れ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、
そ
れ
は
僕
に
も
た
い
そ
う
よ

く
わ
か
っ
た
。
先
生
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
み
な
、
や
さ
し
い
や
さ
し
い

こ
と
ば
か
り
と
思
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
僕
が
、
こ
ん
な
に
一
生
懸
命
聞
い

た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
先
生
が
、
こ
ん
な
に
辛
抱
強
く
説
明
し

て
く
れ
た
こ
と
も
、
ま
た
な
か
っ
た
と
思
う
。
(
略
)

最
後
の
文
法
の
授
業
が
、
驚
く
ほ
ど
よ
く
理
解
で
き
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ツ
の

側
か
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
「
一
生
懸
命
聞
い
た
」
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
ア

メ
ー
ル
先
生
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
「
辛
抱
強
く
説
明
し
て
く
れ
た
」
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。
今
ま
で
フ
ラ
ン
ツ
が
「
文
法
」
の
授
業
を
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ

た
原
因
の
一
半
は
ア
メ
ー
ル
先
生
の
授
業
展
開
に
も
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。考

え
て
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ツ
が
根
は
真
面
目
な
生
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の

日
が
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
の
最
後
の
日
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
途
端
、

そ
れ
ま
で
に
「
授
業
を
何
度
も
す
る
休
み
し
た
」
こ
と
な
ど
を
深
く
後
悔
し
残

さ
れ
た
わ
す
か
な
授
業
時
間
の
中
で
少
し
で
も
多
く
の
事
柄
を
学
習
す
べ
く
必

死
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。

だ
か
ら
、
「
最
後
の
授
業
」
の
日
に
、
従
来
不
真
面
目
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ

が
心
を
入
れ
替
え
て
真
面
目
に
な
っ
た
と
読
む
べ
き
で
な
く
、
根
は
真
面
目
な

フ
ラ
ン
ツ
も
周
囲
の
教
育
軽
視
・
授
業
軽
視
の
風
潮
に
流
さ
れ
何
度
も
「
す
る
休

み
」
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
「
最
後
の
授
業
」
の
日
に
そ
の
よ
う
な

自
己
の
側
面
を
深
く
反
省
し
、
本
来
の
真
面
目
さ
を
取
り
戻
し
た
、
と
読
む
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三

さ
て
、
フ
ラ
ン
ツ
の
人
間
像
を
検
討
す
る
過
程
で
、
ア
メ
ー
ル
先
生
の
言
動

に
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
た
。
従
来
、
ア
メ
ー
ル
先
生

の
言
動
を
賛
美
し
ア
メ
ー
ル
先
生
を
神
格
化
す
る
読
み
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
が
、
ど
う
や
ら
も
う
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
「
最
後
の
授
業
」
と
い
う
作
品
の
初
出
は
、
谷
口
氏
に
拠
れ
ば
、
一

八
七
二
年
六
月
十
三
日
付
の
パ
リ
の
新
聞
、
「
レ
ベ
エ
ヌ
マ
ン
」
紙
上
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
谷
口
氏
は
更
に
、
こ
の
作
品
の
描
写
内
容
を
細
か

く
検
討
さ
れ
、
こ
の
作
品
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
「
時
」
に
関
し
、
「
物
語
中

三
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の
年
だ
け
で
な
く
、
季
節
ま
で
も
ま
た
、
新
聞
発
表
の
時
期
に
あ
わ
せ
た
、
△

現
在
▽
の
出
来
事
と
し
て
、
一
致
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
実
に
重
要
な
事

実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
更
に
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
て
お
ら
れ
る
。

戦
後
(
普
仏
戦
争
後
-
安
藤
注
)
の
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ザ
ス

が
ド
イ
ツ
の
所
領
と
な
っ
た
の
は
前
年
、
一
八
七
一
年
の
五
月
か
ら
の
こ

と
で
あ
り
、
プ
ロ
シ
ア
兵
た
ち
の
駐
屯
は
そ
の
前
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
た

が
、
ア
メ
ー
ル
先
生
の
学
校
で
は
な
お
一
年
近
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業

も
許
さ
れ
て
い
た
と
、
考
え
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
母
国
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
痛
み
の
中
で
、
必
死
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
手
離
す
ま
い
と
自
覚
す
れ
ば
、

一
年
の
間
に
で
も
相
当
に
学
び
得
た
は
す
の
も
の
を
、
漫
然
と
日
を
暮
ら

し
て
、
突
然
の
「
最
後
の
授
業
」
の
知
ら
せ
に
、
フ
ラ
ン
ツ
も
村
人
た
ち

も
驚
い
て
い
る
。

普
仏
戦
争
の
経
過
を
極
く
大
ま
か
に
ふ
り
返
っ
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。

一
八
七
〇
年
八
月
初
め

開
戦

八
月
六
日

ア
ル
ザ
ス
北
部
の
フ
レ
ー
シ
ュ
ウ
ィ
ラ
ー
と
、

ザ
ー
ル
方
面
の
フ
ォ
ル
バ
ッ
ハ
で
仏
軍
大
敗

八
月
七
日

パ
リ
に
戒
厳
令
発
布

八
月
中
に
ア
ル
ザ
ス
の
大
半
を
普
車
に
占
領
さ
れ
る
。

九
月
二
日

セ
ダ
ン
で
包
囲
さ
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
降

伏
。
そ
の
後
も
戦
争
は
続
い
た
が
副
次
的
な

意
味
し
か
持
た
す
。

一
八
七
一
年
一
月
二
八
日

休
戦
協
定
締
結

二
月
二
六
日

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
仮
講
和
条
約
締
結

五
月
一
〇
日

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
正
式
講
和
条
約
締
結

谷
口
氏
が
「
一
八
七
一
年
の
五
月
」
と
言
わ
れ
た
の
は
正
式
講
和
条
約
締
結
の

三
四

時
期
を
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ザ
ス
ー
ロ
レ
ー
ヌ
地
方

を
プ
ロ
シ
ア
に
割
譲
す
る
」
と
い
う
条
件
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
が
プ
ロ
シ
ア
に
五
〇

億
フ
ラ
ン
の
賠
償
金
を
支
払
う
」
「
プ
ロ
シ
ア
軍
の
パ
リ
人
城
を
認
め
る
」
な

ど
の
条
件
と
と
も
に
、
既
に
二
月
二
六
日
の
仮
講
和
条
約
の
条
項
に
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
の

授
業
を
い
つ
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
に
思
う
人
が
い
て
も
不
思
議

は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ツ
や
村
人
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
語
の

授
業
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
な
ど
と
は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。

不
思
議
な
気
も
す
る
が
、
一
面
無
理
も
な
い
か
と
も
思
う
。
教
育
に
あ
ま
り
熱

心
で
は
な
い
土
地
柄
で
は
、
村
人
た
ち
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
の
こ

と
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
領
か
ら
プ
ロ
シ
ア
領
へ
と
変
更
さ
れ
周
囲
の
情
況
が
種
々

激
変
し
て
し
ま
っ
た
ア
ル
ザ
ス
に
お
い
て
日
々
の
生
活
を
如
何
に
守
っ
て
行

く
か
の
方
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
又
、
フ
ラ
ン
ツ
な
ど
の
子
供
達

に
、
政
治
情
況
の
変
化
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
存
続
の
問
題
を
関
連
付
け
て
考

え
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
が
無
理
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
ど
う
か
。
前
年
二
月
二
六
日
に
ア
ル
ザ
ス
を
プ
ロ

シ
ア
領
と
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
同
年
五
月
一
〇
日
か
ら
ア
ル
ザ
ス
が
正
式

に
プ
ロ
シ
ア
領
と
な
り
、
プ
ロ
シ
ア
兵
の
姿
を
間
近
に
見
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
で
あ
り
な
が
ら
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
授

業
が
禁
止
さ
れ
る
日
が
来
よ
う
な
ど
と
は
、
夢
想
だ
に
し
得
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
ま
で
間
抜
け
な
教
師
で
あ
っ
た
の
か
？

い
や
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
次
の
文
章
に
注
意
し
よ
う
。

⑩

そ
の
時
間
が
終
る
と
、
次
は
書
き
方
の
勉
強
だ
っ
た
。
こ
の
日
の
た
め

に
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
手
本
を
た
く
さ
ん
、
僕
た
ち

に
用
意
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
丸
味
の
あ
る
き
れ
い
な
字
体
で
、
△
フ

ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
▽
と
書
か
れ
て
い
た
。
(
略
)
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「
こ
の
日
の
た
め
に
」
「
用
意
し
て
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
ベ
ル
リ
ン
か

ら
の
命
令
で
突
然
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
急
ぎ

で
手
本
を
用
意
し
た
、
と
い
う
意
味
で
は
恐
ら
く
な
か
ろ
う
。
彼
は
、
「
こ
の

日
」
が
訪
れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
「
こ
の
日
の
た
め
に
」
あ
ら
か
じ
め
「
新
し

い
手
本
を
た
く
さ
ん
」
書
く
と
い
う
具
体
的
準
備
を
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ

る
。
だ
が
、
彼
が
「
こ
の
日
」
が
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
し
得
た
段
階

で
ま
っ
先
に
為
す
べ
き
こ
と
は
、
漫
然
と
日
を
送
っ
て
い
る
生
徒
達
に
フ
ラ
ン

ス
語
の
授
業
が
い
つ
禁
止
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
旨
を
伝
え
、
生
徒
達
の
注
意

を
喚
起
し
、
残
さ
れ
た
授
業
時
間
を
少
し
で
も
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
授
業
時
間
を
生
徒
達
は
必
死
に
な
っ
て
勉

強
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「
最
後
の
授
業
」
当
日
の
生
徒
達
の
必
死
の
学
習

態
度
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
シ
ア
領
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
は
不
要
で
あ
る
な
ど
と
考
え
て
い
る
生
徒
は
、
ア

メ
ー
ル
先
生
の
学
校
に
は
I
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
の
に
、
ア
メ
ー

ル
先
生
は
そ
の
肝
腎
の
事
を
し
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
ア
メ
ー
ル
先
生
が
し
た
こ
と
は
、
△
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
▽
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ザ
ス
の
関
係
を
強
調
し

た
習
字
の
手
本
を
「
た
く
さ
ん
」
用
意
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
実
に
は
プ
ロ

シ
ア
領
と
な
っ
て
既
に
一
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
土
地
に
お
い
て
、
な
お
、

ア
メ
ー
ル
先
生
は
「
ア
ル
ザ
ス
」
に
対
し
「
フ
ラ
ン
ス
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
ア
ル
ザ
ス
」
を
プ
ロ
シ
ア
に
割
譲
し
た
の

は
他
な
ら
ぬ
「
フ
ラ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

又
、
次
の
部
分
に
も
注
意
し
た
い
。

⑩

そ
れ
か
ら
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
、
僕
た
ち
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
に

つ
い
て
の
話
を
、
矢
つ
ぎ
ば
や
に
始
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
世
界
で
一

番
美
し
く
、
一
番
わ
か
り
や
す
く
、
一
番
し
っ
か
り
し
た
言
語
で
あ
る
。

私
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
、
た
が
い
に
守
り
ぬ
き
、
決
し
て
忘
れ
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
あ
る
国
民
が
奴
隷
の
運
命
に
落
ち

よ
う
と
も
、
そ
の
国
語
さ
え
し
っ
か
り
と
手
放
さ
す
に
い
れ
ば
、
そ
れ
こ

そ
、
自
分
の
入
れ
ら
れ
て
い
る
牢
獄
の
、
鍵
を
握
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
、
先
生
は
話
し
だ
の
で
あ
っ
た
…
…
(
略
)

こ
の
作
品
の
心
臓
部
と
も
言
う
べ
き
重
要
部
分
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
こ

の
「
ア
メ
ー
ル
先
生
の
台
詞
を
、
△
国
語
愛
▽
の
真
情
に
出
た
も
の
と
し
て
と

ら
え
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
△
日
本
語
▽
の
世
界
へ
と
転
用
し
て
、
お
お

い
に
国
語
へ
の
△
関
心
▽
や
△
感
謝
▽
の
念
を
持
つ
よ
う
訴
え
か
け
る
」
授
業

が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
谷
口
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
メ
ー

ル
先
生
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
「
国
語
愛
」
と
言
え
る
こ
と
な
の
か
。

「
国
語
愛
」
と
は
、
世
界
中
に
存
在
す
る
様
々
な
国
民
が
各
々
そ
の
母
国
語
に

対
し
て
抱
く
愛
情
、
を
言
う
の
で
あ
り
、
本
来
普
遍
性
を
有
す
る
言
葉
で
は
な

い
か
と
思
う
。
「
国
語
愛
」
の
精
神
に
沿
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
言
葉
は
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
民
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
値
打
ち
を
持
つ
は
す
の
も
の

で
あ
り
、
世
界
中
の
言
語
の
中
で
一
番
秀
れ
た
言
語
は
ど
こ
の
国
の
言
葉
で
あ

る
か
な
ど
と
い
う
発
想
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
は
す
な
の
に
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
世
界
一
の
言
語
で
あ
る
と
盛
ん
に
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
国
語
愛
」
と
い
う
よ
り
単
な
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
愛
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

又
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
、
「
あ
る
国
民
が
奴
隷
の
運
命
に
落
ち
る
」
と
か

「
自
分
の
入
れ
ら
れ
て
い
る
牢
獄
」
と
か
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ

が
、
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
シ
ア
頷
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ア
メ
ー
ル
先
生
は
ア
ル
ザ
ス
が
フ
ラ
ン
ス

領
で
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
徹
底
し
て
否
定
的
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

に
と
っ
て
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
幸
せ
は
フ
ラ
ン
ス
領
復
帰
以
・
外
に
は
な
い
。
故

に
、
プ
ロ
シ
ア
国
民
と
し
て
ア
ル
ザ
ス
の
民
が
同
化
し
て
行
く
方
向
で
作
用
す
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る
は
す
の
ド
イ
ツ
語
学
習
の
意
義
な
ど
一
言
も
口
に
し
得
な
い
。
ド
イ
ツ
語
な

ど
い
く
ら
学
習
し
て
も
「
牢
獄
」
を
脱
出
す
る
為
に
は
何
の
役
に
も
立
だ
な
い
、

彼
は
そ
う
思
っ
て
い
る
ら
し
い
。
ア
メ
ー
ル
先
生
に
と
っ
て
、
現
状
プ
ロ
シ
ア

国
民
と
な
っ
て
い
る
ア
ル
ザ
ス
の
人
々
が
、
そ
の
国
語
た
る
ド
イ
ツ
語
に
愛
着

を
感
す
る
こ
と
即
ち
、
プ
ロ
シ
ア
の
民
と
し
て
の
「
国
語
愛
」
に
は
積
極
的
意

義
を
見
出
せ
す
、
旧
国
語
た
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
手
放
さ
ぬ
こ
と
の
み
が
意
味
を

持
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
国
語
に
対
す
る
愛
は
評
価
さ
れ
す
、
旧
国
語
に

対
す
る
愛
の
み
頻
り
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
名
前
な
ど
か
ら
し
て
恐
ら
く

フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
ア
メ
ー
ル
先
生
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
国
語
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
注
ぐ
愛

情
を
「
国
語
愛
」
と
表
現
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
結
局
の
と

こ
ろ
「
フ
ラ
ン
ス
語
愛
」
で
し
か
な
く
、
敢
え
て
言
え
ば
、
排
他
的
「
国
語
愛
」

で
あ
っ
て
、
決
し
て
普
遍
的
「
国
語
愛
」
で
は
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
実
際
の
授
業
で
こ
の
教
材
を
用
い
て
「
日
本
語
愛
」

を
説
け
ば
、
「
日
本
語
の
み
」
を
重
視
す
る
排
他
的
側
面
が
必
然
的
に
付
随
し

て
し
ま
う
と
思
う
。
世
界
各
国
の
言
語
の
価
値
を
認
め
さ
せ
つ
つ
、
日
本
語
の

価
値
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
教
師
が
別
途
補
助
教
材
等
で
補
足

せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

さ
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
愛
」
に
燃
え
る
ア
メ
ー
ル
先
生
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
価

値
の
み
を
強
調
し
、
明
日
か
ら
早
速
始
ま
る
ド
イ
ツ
語
の
授
業
の
価
値
を
全
く

説
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
ら
は
明
日
か
ら
の
ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
積

極
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
。

⑩

(
略
)
学
校
の
屋
根
の
上
で
は
、
何
羽
か
の
鳩
が
、
低
い
声
で
か
す
か

に
タ
ー
ク
ー
と
鳴
い
て
い
た
。
そ
の
声
を
耳
に
し
な
が
ら
、
僕
は
心
で
こ

ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
。
「
今
に
鳩
ま
で
も
、
ド
イ
ツ
語
で
鳴
か
ね
ば

な
ら
ぬ
日
が
、
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
？

」

三
六

「
鳩
ま
で
も
」
と
は
「
人
間
は
勿
論
」
と
い
う
意
味
を
前
提
と
す
る
。
「
ド

イ
ツ
語
で
鳴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
は
プ
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
っ
て
そ
う
す

る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

少
く
と
も
フ
ラ
ン
ツ
少
年
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
と
は
強
制
さ
れ
て
止
む
を
得

す
学
ぶ
言
語
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
他
の
生
徒
達
の
ド
イ
ツ
語
観
も

似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
ン
ツ
の
ド
イ
ツ
語
観
の
み

が
特
に
異
質
で
あ
る
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
調
子
で
は
生
徒
達
は

明
日
か
ら
の
ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
か
ね
な
い
で
は
な
い
か
。
明

日
か
ら
生
徒
ら
が
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
語
の
授
業
に
少
し
で
も
ス
ム
ー
ズ

に
生
徒
ら
が
順
応
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
教
育
的
な
配
慮
な
ど
、
ア
メ
ー
ル
先

生
の
頭
の
中
か
ら
美
事
な
ま
で
に
欠
落
し
て
い
る
。
教
育
著
と
し
て
こ
れ
で
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
「
最
後
の
授
業
」
の
最
終
場
面
を
見
よ
う
。

⑩

突
然
、
教
会
の
大
時
計
が
十
二
時
を
打
ち
、
続
い
て
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
の

鐘
が
鳴
り
渡
っ
た
。
同
時
に
、
訓
練
か
ら
帰
っ
て
来
た
プ
ロ
シ
ア
兵
た
ち

の
ラ
と
ハ
の
音
が
、
教
室
の
窓
の
下
か
ら
響
い
た
…
…
ア
メ
ー
ル
先
生
は

教
壇
に
立
ち
上
っ
た
。
顔
は
ま
っ
さ
お
だ
っ
た
。
こ
の
時
ほ
ど
、
先
生
の

姿
が
、
大
き
く
見
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑩

「
皆
さ
ん
」
と
、
先
生
は
言
っ
た
。
「
皆
さ
ん
、
私
は
…
…
私
は
…
…
」

⑩

し
か
し
、
何
か
が
の
ど
に
つ
ま
っ
て
、
声
に
な
ら
な
か
っ
た
。
先
生
は
、

そ
の
言
葉
を
、
最
後
ま
で
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

⑩

す
る
と
、
先
生
は
黒
板
の
方
へ
向
き
を
変
え
、
一
本
の
チ
ョ
ー
ク
を
手

に
取
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
チ
ョ
ー
ク
に
全
身
の
力
を
こ
め
て
、
書
け
る

だ
け
の
大
き
さ
で
、
字
を
書
い
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
、
ば
ん
ざ
い
！

」

図

そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
先
生
は
そ
こ
か
ら
動
か
な
か
っ
た
。
頭
は
壁
に
も

-129 -



アルフォンス・ドーデ作「最後の授業」をめぐって

た
せ
か
け
て
い
た
。
も
う
言
葉
は
な
か
っ
た
。
た
だ
片
方
の
手
だ
け
が
、

僕
た
ち
に
向
か
っ
て
合
図
を
し
て
い
た
。

「
お
し
ま
い
だ
…
…

お
帰
り
。
」

教
師
も
生
徒
も
更
に
は
村
人
達
ま
で
も
が
一
体
と
な
っ
て
必
死
に
な
っ
て
フ

ラ
ン
ス
語
に
取
り
組
ん
だ
「
最
後
の
援
業
」
は
終
っ
た
。
「
四
〇
年
も
前
か

ら
」
こ
の
学
校
で
教
え
続
け
て
来
た
ア
メ
ー
ル
先
生
の
教
師
生
活
の
、
ア
ル
ザ

ス
に
お
け
る
最
後
の
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。
「
こ
の
時
ほ
ど
、
先
生
の
姿
が
大
き

く
見
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ツ
達
は
、
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど

完
全
に
ア
メ
ー
ル
先
生
に
私
淑
し
き
っ
て
い
る
。
そ
の
ア
メ
ー
ル
先
生
が
、
黒

板
に
「
書
け
る
だ
け
の
大
き
さ
で
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
、
ば
ん
ざ
い
！

」
と
書
い

た
時
、
生
徒
達
の
一
人
残
ら
す
が
、
い
や
、
村
人
達
を
も
含
め
て
教
室
内
の
全

員
が
、
一
様
に
心
の
中
で
「
フ
ラ
ン
ス
、
ば
ん
ざ
い
！

」
を
叫
び
、
大
い
な

る
感
動
の
う
ち
に
「
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
祖
国
愛
」
を
完
成
さ
せ
た
は
す
で
あ
る
。
そ

う
、
既
に
プ
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
て
い
る
ア
ル
ザ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
プ
ロ
シ
ア

に
は
背
を
向
け
て
！

何
故
、
「
フ
ラ
ン
ス
、
ば
ん
ざ
い
！

」
な
の
か
？

「
書
き
方
」
の
手
本

に
は
△
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
▽
と
書
か
れ
て
い
た

で
は
な
い
か
。
最
後
の
重
要
な
瞬
間
に
、
「
ア
ル
ザ
ス
」
の
文
字
を
消
し
去
り

「
フ
ラ
ン
ス
」
の
文
字
の
み
を
残
し
た
彼
、
そ
こ
に
は
彼
の
考
え
方
が
究
極
的

に
は
「
ア
ル
ザ
ス
本
位
」
で
は
な
く
「
フ
ラ
ン
ス
本
位
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
表

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
価
値
の
み
を
強
調
し
ド
イ
ツ
語
の
価
値
に
は
一
顧
だ
に
し
な

い
彼
、
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
「
牢
獄
」
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
状
態
と
決
め
つ
け
、
フ
ラ
ン
ス
領
復
帰
以
外
に
は
ア
ル
ザ
ス
の
幸
せ

は
な
い
と
考
え
る
彼
、
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
が

普
仏
戦
争
に
敗
れ
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
切
り
の
形
で
プ
ロ
シ
ア
に
譲
り
渡
し
た
か
ら

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ア
ル
ザ
ス
に
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
祖
国
愛
を

求
め
続
け
る
彼
、
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
本
位
の
物
の
考
え
方
が
明
瞭
に
見
え
て

来
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
ー
ル
先
生
を
造
形
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
は
フ

ラ
ン
ス
人
作
著
た
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
ー
ド
ー
デ
の
限
界
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
プ

ロ
シ
ア
頗
に
住
み
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
祖
国
愛
を
強
固
に
確
立
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
生
徒
達
や
村
人
達
は
、
こ
の
先
ど
う
生
き
て
行
く
の
で
あ
ろ

う
。
ア
メ
ー
ル
先
生
の
授
業
を
聞
き
、
「
今
に
鳩
ま
で
も
、
ド
イ
ツ
語
で
鳴
か

ね
ば
な
ら
ぬ
日
が
、
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
悲
観
し
て
い
る
フ

ラ
ン
ツ
少
年
は
フ
ラ
ン
ス
に
顔
を
向
け
、
自
分
の
住
む
プ
ロ
シ
ア
に
背
を
向
け

て
い
る
の
だ
。四

「
最
後
の
授
業
」
と
い
う
作
品
は
、
授
業
を
軽
視
し
て
い
る
と
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
事
態
に
た
ち
到
る
時
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
警
告
す
る
時

と
か
、
た
と
え
排
他
的
な
形
で
あ
る
に
し
て
も
自
国
語
の
重
要
性
を
具
体
的
に

認
識
さ
せ
る
時
と
か
に
は
驚
く
ほ
ど
の
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
、
教
育
現
場
で

は
或
る
意
味
で
重
宝
な
作
品
で
あ
る
け
れ
ど
、
道
徳
教
材
と
し
て
で
は
な
く
国

語
教
材
と
し
て
、
細
部
に
わ
た
る
読
み
を
試
み
る
場
合
、
従
来
の
読
み
取
り
方

に
は
様
々
な
問
題
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今
回
は
、
フ
ラ
ン
ツ
少
年
像
と

ア
メ
ー
ル
先
生
像
を
読
み
改
め
つ
つ
、
作
品
に
内
在
す
る
主
要
な
問
題
点
を
考

察
し
て
み
た
。
特
に
、
従
未
神
格
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
主
人
公
ア
メ
ー
ル
先

生
像
の
吟
味
に
は
意
を
用
い
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
的
は
す
れ
な
発
言
も
多
い

か
と
思
う
。
御
指
導
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
一
一
日

受
理
)
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