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フ
ラ

ン

ス
に
お

け

る
国

語

教

育

ア
ラ
ン
ス
の
初
等
教
育
（義
務
教
育
）、
中
等
教
育
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語

が
何
を
目
標
と
し
て
、
ど
の
や
う
な
方
法
で
教
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ケ
あ
ら
ま
し

紹
介
し
よ
う
と
思
ふ
。

一
概
に
初
等
教
育
叉
中
等
教
育
と
い
っ
て
も
、
我
国
の
そ
れ
と
は
全
く
制
度

内
容
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
、
先
づ
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
制
度
の
あ
ら
ま
し
を
述

べ
る
の
が
順
序
で
あ
ら
う
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
Ｚ
フ
ン
ス
は
極
端
に
形
式
主

義
を
き
ら
ふ
国
柄
で
あ
る
。
義
務
教
育
と
し
て
の
初
等
教
育
は
六
才
か
ら
十
四

才
ま
で
に
行
ふ
べ
し
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
我
国
の
や
う
に
、
た
と
へ
勉
強
を
し

な
く
と
も
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
都
合
九
年
間
通
学
す
る
そ
の
こ
と
が
義
務

な
の
で
は
な
く
、
家
長
が
子
弟
に
一
般
普
通
教
育
を
施
す
こ
と
が
義
務
な
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
教
育
は
な
か
な
か
高
い
理
想
を
も
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
真
似

の
上
手
な
人
間
を
作
る
の
で
は
な
く
、
創
造
力
を
備
へ
た
熱
心
な
探
求
者
を
創

る
の
が
目
的
だ
と
い
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
教
育
を
受
け
る
場
所
は
自
由
で
あ

る
。
初
等
教
育
だ
け
で
す
ぐ
世
の
中
へ
出
よ
う
と
す
る
貧
し
い
人
達
は
、
官
公

立
の
小
学
校
へ
行
き
、
そ
の
課
程
を
履
修
し
終
る
と
国
家
試
験
を
受
け
て
初
等

教
育
終
了
の
免
状
を
も
ら
ふ
。
高
等
教
育
ま
で
受
け
ょ
う
と
思
も
者
は
、
費
用

和

田

誠

は
高
い
が
評
判
の
よ
い
私
塾
へ
通
ふ
か
、
最
初
か
ら

「
リ
セ
エ
」
（ｒ
く
な
ｏ
官

立
中
学
校
）
又
は

「
コ
レ
エ
ジ
ュ
」
（Ｏ
ｏ
】】へ
い
ｏ
公
私
立
中
学
校
）

へ
入
る
。

先
づ

「
リ
セ
エ
」
の
拾

一
級

（
六
才
）
へ
入
る
。
逆
算
し
て
七
級

（拾
才
）
で

前
期
を
了
り
、
鐙
衡
試
験
を
受
け
て
後
期
へ
進
む
。
十

一
才
で
六
級
。
十
六
才

で

一
級
。　
一
級
を
了
べ
る
と
こ
、
で
「
でハ
カ
ロ
レ
ャ
」
（ω
器
８

，
■
憲
諄
）
の
試

験

（
国
家
試
験
で
、
こ
れ
に
通
れ
ば
大
学
入
学
資
格
を
得
る
。
）前
期
を
受
け
、

今
度
は
志
望
に
応
じ
て

「
リ
セ
エ
」
の
最
上
級
即
ち
哲
学
科

（
文
科
）
か
数
学

科

（
理
科
）
に
入
り
、　
一
年
後

（凡
そ
十
八
才
）
「
ハ
カ
ロ
レ
ァ
」
の
本
試
験
を

受
け
て
中
等
教
育
を
終
る
。
そ
の
後
は
各
人
の
志
望
と
能
力
に
応
じ
て
、
或
は

いざ
辞
り喩崚
″解
コンいｏ計
昨̈ざ
Ｐ
２
銃
一
げお
∽”いｏヽぺつ
跡
ド
（何
れ
も
大
学

程
度
以
上
で
あ
り
、
「
リ
セ
エ
」卒
業
の
最
優
者
が
入
る
。
前
者
は
砲
兵
士
官
、

技
師
を
作
る
学
校
。
後
者
は
リ
セ
エ
。
大
学
の
教
授
を
作
る
の
が
主
目
的
だ
が

実
際
は
一
流
の
哲
学
者
。
作
家
・
外
交
官
。
政
治
家
。
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
出

し
、
Ｚ
ア
ン
ス
的
叡
智
を
代
表
す
る
人
達
が
輩
出
し
て
ゐ
る
。
前
者
は
理
工
科

大
学
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
が
、
後
者
に
は
適
訳
は
な
い
。）或
は
叉
大
学
な
ど

へ
進
む
。

，　
　
　
　
　
　
　
　
　

郎



計

哲
　
　
　
学

歴
　
　
　
史

地
　
　
　
理

文
　
　
　
学

現
代
外
国
語

数
　
　
　
学

物
理

・
化
学

自

然

科

学

甲
乳
輝

二

四

・
五

八

・
五

一
一
。
五

一
。
○

二
・
〇

二

・
〇

一　
・
五

四

。
○

二

・
五

哲

学

料

二
五
・
〇

三

・
〇

二

。
○

一

。
○

二

・
〇

九

・
〇

五

・
五

二

・
五

数

学

科

国
語
教
育
の
主
な
目
的
は
、
フ

ラ
ン
ス
人
の
凡
ゆ
る
知
的
能
力

の
洒
養
育
成
に
あ
る
。
こ
れ
を

最
も
具
体
的
に
い
へ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
精
神
の
根
幹
で
あ
る
と
こ

ろ
の
フ
ラ
ン
ス
的
明
晰
を
徴
底

的
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
自
ら
も
は
っ
き
り
理
解
し

人
に
も
は

，
き
り
理
解
し
て
も

ら
は
う
と
い
ふ
真
剣
な
態
度
を

教
へ
込
む
た
め
に
、
知
的
な
訓

初
筆
教
育
は
立
派
な
価
た

（社
会
人
で
は
な
い
）
を
創
る
一
般
普
通
教
育
で

あ
る
。
「
リ
セ
エ
」
の
後
期
も
高
等
普
通
教
育
で
あ
る
か
ら
、
他
の
学
科
と
比
べ

て
フ
ラ
ン
ス
語
の
時
間
が
特
に
目
立
っ
て
多
い
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。

「
リ
セ

エ
」
の
六
級
と
五
級
は
Ａ
組

（
ラ
テ
ン
語
を
履
修
し
将
来
文
科
系
へ
向
ふ
。）と

Ｂ
組

（
ラ
テ
ン
語
の
代
り
に
現
代
外
国
語
を
選
び
将
来
理
科
系
へ
向
ふ
。）

の

二
つ
に
分
れ
る
。
五
級
以
後
は
Ａ
組
は
更
に
二
つ
に
分
れ
て
Ａ
組
と
Ⅳ
組
に
な

る
。
Ａ
組
は
ラ
テ
ン
語
に
ギ
リ
ン
ヤ
語
を
加
へ
、
Ⅳ
組
は
ラ
テ
ン
語
だ
け
を
修

め
る
。
こ
の
や
う
に
将
来
の
志
望
に
応
じ
て
組
が
分
れ
る
が
、
ど
の
組
に
も
共

通
し
て
重
要
な
学
科
は
国
語
即
ち
フ
ラ
ン
ス
語
、
国
史
即
ち
フ
ラ
ン
ス
史
で
あ

る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
は
重
要
な
課
日
で
あ
り
、
優
秀
な
教
授
が
こ
れ
を
担
当

す
る
。
た
、
こ
、
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
課
月
の
名
称

「
フ
ラ
ン
ス
語
」
を

文
字
通
り
に
受
取
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
ぁ
る
。
低
学
級
で
は
フ
ラ
ン
ス
語

を
正
し
く
発
音
し
、
正
し
く
書
く
こ
と
を
教
は
り
、
叉
文
法
も
教
へ
ら
れ
る
あ

ら
う
が
、
す
べ
て
文
学
教
育
に
つ
な
が
り
、
文
学
研
究
に
了
る
。
従
っ
て

「
フ

ラ
ン
ス
箋
置

は
内
容
か
ら
見
て

「
フ
ラ
ン
ス
文
学
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

ら

「
フ
ラ
ン
ス
文
学
」
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
華
ず
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
最
高
の
表

現
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
申
す
と
言
葉
と
し
て
の

「
フ
ラ
ン
ス
語
」
が
軽
視
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
み
え
る
が
決
し
て
さ
う
で
は
な

い
。
国
語
教
育
は
国
語
愛
に
基
く
徹
し
た
言
葉
の
教
育
で
あ
る
と
共
に
文
学
教

育
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
さ
て
こ
の

「
フ
ラ
ン
ス
語
」
は

「
リ
セ
エ
」

の
最
高
学
級
に
な
る
と
、
は
っ
き
り

「文
学
」
研
究
と
名
が
か
は
る
。
参
考
ま

で
に
そ
の
時
間
割
の
一
つ
を
左
に
示
し
て
見
る
。

国
語
教
育
の
目
的
は
端
的
に
い
っ
て
読
み
書
き
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
人
は
こ
の
や
う
な
低
い
と
こ
ろ
で
満
足
は
し
な
い
。
彼
等
に
と
っ
て

練
の
一
つ
と
し
て
国
語
教
清
が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
具
体
的
な
方
法
で
あ
る
。

（
一
）

”
い
ｏ
”一単
一ｏ
●
・
（
レ
ン
タ
シ
ヨ
ン
）。
　
民
覆
朗
読
す
る
こ
と
で
あ
り

暗
誦
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
語
教
育
は
先
づ

「
レ
ン
タ
シ
ヨ
ン
」

で
始
ま
る
と
申
し
て
よ
い
。
筆
者
が
学
生
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
人

（非
常
に
す
ぐ

れ
た
言
葉
の
先
生
で
あ
っ
た
が
）
か
ら
は
じ
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
っ
た
と
き

「
二
十
度

（
こ
れ
は
沢
山
と
い
ふ
意
味
だ
が
）
繰
返
し
て
期
読
せ
よ
ど

と
毎
日

の
や
う
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
が
今
日
も
な
は
な
っ
か
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
。

「
二
十
度
朗
読
せ
よ
」
と
い
ふ
こ
と
は
結
果
的
に
見
て

「暗
誦
」
す
る
こ
と
に

な
る
。
単
語
か
ら
文
章
へ
、
そ
れ
か
ら
や
が
て
は
文
学
作
法
に
到
る
ま
で
、
叱

咤
さ
れ
る
ま
ゝ
に
晴
誦
し
た
時
代
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
色
色
の
こ
と
が
考
ヘ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
か
り
に
こ
の
二
十
度
を
文
字
通
り
二
十
回
と
解
釈
し
、

文
学
作
法
を
二
十
回
朗
読
し
た
と
す
る
と
、
句
読
法
も
考
へ
ず
、
文
の
リ
ズ
ム



を
案
は
ふ
こ
と
も
な
く
、
意
味
も
考
へ
ず
に
、
た
だ
機
械
的
に
読
む
こ
と
は
全

く
不
可
能
で
あ
り
、
さ
う
す
る
こ
と
は
か
へ
っ
て
自
然
に
も
反
し
て
非
常
な
苦

痛
を
お
ぼ
ぇ
る
。
従
っ
て
晴
誦
は
決
し
て
棒
暗
記
で
は
な
く
、
記
憶
力
の
訓
練

だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
の
朗
読
晴
誦
は
文
の
リ
ヅ
ム
（

音
楽
性
）
を
ぉ
知、
さ、
せ、
、
文
学
的
な
も
の
を
ぉ
じ、
と、
る、
力
を
養
ふ
無
二
の
訓
練

な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
へ
ば
晴
誦
は
直
観
力
を
養
ふ
最
も
天
切
な
訓

練
に
な
る
。
次
に

「
レ
ン
タ
シ
ョ
ン
」
の
第
二
の
段
階
で
は
、
我
々
の
悟
性
が

参
加
し
て
、
文
章
の
意
味
内
容
の
理
解
が
必
然
的
に
随
伴
し
て
く
る
こ
と
は
疑

ふ
余
地
は
な
い
。
こ
の
や
う
に
、
「
レ
シ
タ
シ
ヨ
ン
」
に
は
直
観
的
に
も
の
を
把

握
す
る
こ
と
と
、
論
理
的
に
も
の
を
理
解
す
る
と
い
ふ
二
つ
の
知
的
訓
練
が
含

ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
「
レ
ン
タ
シ
ョ
ン
」
２
い
ふ
訓
練
は
い
は
ば

模
倣
の
段
階
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
模
倣
で
終
始
す
る
消
極
的
な
も
の
で
は
な

く
、
何
時
で
も
創
造
へ
と
転
回
し
得
る
能
動
的
な
模
倣
で
あ
る
。
著
者
の
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
に
進
ん
で
没
入
し
共
感
し
よ
う
と
い
ふ
強
い
意
志
を
示
す
と

こ
ろ
の
模
倣
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
や
う
な

「
レ
ン
タ
シ
ヨ
ン
」

を

【ｏ、す
く
ｏ
ユ
】０●

と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
よ
く
そ
の
真
意
義
を
っ
か
ん
で
ゐ
て

全
く
驚
く
外
は
な
い
。

（
二
）

”
Ｏ
α
”針
】ｏ
●
又
は

Ｏ
ｏ
ヨ
０
３
〓
ｏ
ｌ
　
平
た
く
い
へ
ば
書
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
作
文
に
当
る
の
で
あ
る
が
、
文
構
成
の
技
術
だ
け
を
や
か

ま
し
く
い
ふ
作
文
で
は
な
い
。
書
く
た
め
に
は
書
く
べ
き
内
容

（思
想
と
い
っ

て
も
よ
い
）
が
は
っ
き
り
っ
か
め
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
混
乱
す
る
こ

と
な
く
よ
く
整
理
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
条
件
が
そ
ろ

へ
ば
自
然
に
は
っ
き
り
と
書
け
る
と
い
ふ
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
表
現
の
哲
学
で

あ
る
。
そ
し
て

（
一
）
の
訓
練
が
完
壁
で
あ
れ
ば
そ
こ
で
消
化
さ
れ
た
も
の
が

（
二
）
の
訓
練
で
生
か
さ
れ
て
く
る
。
低
い
学
級
で
は
こ
の
書
く
と
い
ふ
訓
練

は

「文
法
の
練
習
」
と
い
ふ
形
で
始
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
法
も

「思
想
と
言

語
」
と
い
ふ
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
教
く
ら
れ
る
の
が
新
し
い
理
想
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。
こ
の
書
く
と
い
ふ
訓
練
の
た
め
に
、
数
多
く
の
立
派
な

「文
法
と

練
習
問
題
集
」
、　
又

「文
体
の
研
究
と
練
習
問
題
集
」
が
書
か
れ
て
居
り
、
叉

「
リ
セ
エ
｝
大
学
の
一
流
の
文
学
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

「作
文
提
要
」

と
い
ふ
も
の
を
書
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
書
く
訓
練
が
如
何
に
重
視
さ
れ
て

ゐ
る
か
が
よ
く
判
る
と
思
ふ
。

書
く
場
合
は
勿
論
話
す
場
合
で
も
そ
う
だ
が
、
よ
く

，
い
ｏ
●
●
ｏ
∽８
“針
０
「）

の
ま
Ｏ
ｏ●
●
０認
３
こ
と
ぃ
ふ
こ
と
が
い
は
れ
る
。
い
０
●
●
ｏ
３
●
】，
い
を
具
体

的
に
説
明
す
れ
ば
、
教
養
の
高
い
男
女
が
集
っ
て
言
語
。
文
学
・
音
楽
・
美
術

叉
政
治
を
語
る
社
交
界
で
あ
り
、
古
来
フ
ラ
ン
ス
語
の
純
化
、
フ
ラ
ン
ス
文
学

成
長
の
温
床
で
あ
っ
た
パ
リ
の
文
芸
サ
ロ
ン
（主
人
公
は
教
養
の
高
い
女
性
）

の
如
き
を
い
ふ
の
で
あ
る
。　
び
０
●
５
“ｍ
ｏ
は
そ
の
や
う
な
社
会
で
使
は
れ
る

美
し
い
気
品
の
あ
る
そ
し
て
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
意
味
し
、
全
体
つ
意
味
は

こ
の
や
う
な
立
派
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
こ
れ
等
文
芸
サ
ロ
ン
が
生
み
出
し
た
古
今
の
作
品
が
お

手
本
に
な
る
。
そ
し
て
幸
ひ

「
レ
ン
タ
ン
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
生
徒
の
頭
に
お
さ

め
ら
れ
た
も
の
は
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品

（
の
断
章
）
で
あ
っ
た
。

上
の
二
つ
の
基
木
的
訓
練
が
文
学
に
よ
っ
て
支
へ
ら
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
こ
の
基
礎
段
階
を
了
へ
て

「
リ
セ
エ
」
の
高
学
級
に
進
む
に
つ
れ

て
、
国
語
教
育
は
い
よ
い
よ
文
学
的
な
色
彩
を
加
へ
る
。

（三
）

解
釈

（”
ｘ
●
】ｏ
障
】ｏ●
０
３

お
鷺
８
）

こ
ち
ら
の
国
文
解
釈
は
こ

の
課
程
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
通
に
範
囲
の
広
い
操
作
を
含
み
、
程
度
の
高
い

理
解
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の

「解
釈
」
の
主
要
目
的
は
、
原
典
を
如
何
に
読
む

か
、
原
典
か
ら
何
を
引
き
出
す
か
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
準
備
工
作
と
し



て
語
句
の
解
釈
も
大
切
な
仕
事
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
が
全
部
で
は
な
い
。
古
い

語
句
を
現
代
語
に
移
す
だ
け
で
了
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
古
語
の
話
源

を
さ
ぐ
り
、
語
意
語
形
の
変
化
を
知
り
、
古
い
時
代
の
シ
ン
タ
ク
ス
で
充
分
裏

づ
け
を
す
る
。
こ
れ
は
結
局
表
現
の
凡
ゆ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
把
握
す
る
た
め
に

し
た
準
備
工
作
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
何
れ
の
時
代
の
作
品
で
も
、
そ
の
文
学

的
価
値
を
発
見
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
思
想
が
あ
れ
ば
思
想
を
、
美

を
発
見
す
れ
ば
エ
ス
テ
チ
ー
ク
を
問
題
に
す
る
。
内
容
と
表
現
の
調
和
と
い
ふ

こ
と
も
考
へ
て
見
る
。
構
文
の
分
析
を
も
や
っ
て
み
る
。
こ
れ
が
極
く
大
ま
か

に
い
っ
て

「解
釈
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
「解
釈
」
は
自
然
に
分
析
の
方
に

向
ふ
。
然
し
な
が
ら
こ
の
分
析
が
単
な
る
分
析
に
終
る
と
、
作
家
の
思
想
を
再

身
し
、
感
動
を
再
生
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
作
品
を

一
つ
０
全
体
と
し
て
味

は
ふ
綜
合

へ
向
ふ
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
段
階
で
使
用
さ
れ

る
原
典
は
二
作
品
の
全
体
で
は
な
く
、
作
品
の
重
要
部
分
を
抜
粋
集
録
し
た
教

科
書
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
生
徒
は
こ
の
教
科
書
の
中
か
ら
研
究
の
対
照
と
な

る
断
章

（
生
徒
の
興
味
を
ひ
き
、
知
的
な
組
を
そ
こ
に
発
見
出
来
る
や
う
な
断

章
）
を
見
っ
け
出
し
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
一
作
品
の
全
体
に
研
究
の
視

野
を
ひ
ろ
げ
る
。
す
る
と
断
章
の
と
き
に
は
見
え
な
か
っ
た
や
う
な
こ
と
が
新

に
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
や
が
て
全
作
品
の
研
究
、
作
家
研
究
、
作
家

の
時
代
研
究
へ
と
大
き
く
発
展
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
な
れ
ば
も
う
文
学

の
研
究
で
あ
る
。
こ
う
い
ふ
風
に
研
究
が
展
開
し
て
行
け
ば
、
「解
墾

も
日
ら

分
析
か
ら
綜
合

へ
と
転
回
せ
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
か
く
て

「解
釈
」
は

一
歩

前
進
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
「解
釈
」
の
次
に
来
る
第
四
の
訓
練
は

（
四
）

∪
“′
ｑ
Ｓ
一いｏ

，

０
ア
イ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
）

」ヽ
れ
は
既
に
堂
々
た
る

文
学
研
究
で
あ
る
。
（
一
）
全
じ

（
三
）を
上
台
と
し
て

，
Ｌ
の
研
究
を
展
開
す

る
こ
と
で
あ
る
。
強
ひ
て
い
へ
ば
国
語
教
育
と
国
文
学
研
究
、
中
等
教
育
と
専

門
教
育
の
境
界
線
は
こ
の

（
三
）
と

（
四
）
の
間
に
ひ
く
こ
と
が
出
来
る
と
思

ふ
。
（
三
）
の
高
い
段
階
で
は

（
四
）
が
予
見
さ
れ
、
（
四
）
に
は
当
然
３
じ
が

含
ま
れ
て
ゐ
る
。
（
四
）
は
論
文
に
仕
上
げ
て
も
よ
し
、
叉
討
論
し
て
も
よ
い
の

だ
が
、
文
学
上
の
凡
ゆ
る
問
題
に
関
し
て
研
究
者
自
ら
の
意
見
を
論
述
す
る
こ

と
で
あ
り
、
作
品
に
関
し
て
研
究
者
独
自
の
コ
メ
ン
タ
リ
イ
を
作
る
こ
と
で
も

あ
る
。
従
っ
て
デ
イ
セ
ル
タ
シ
ヨ
ン
は
研
究
者
の
独
創
性

。
個
性

。
人
格
が
強

く
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
こ
れ
は
国
語
教
育
の
総
仕
上
を
意
味

す
る
。
　
　
　
　
　
　

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
‘

（
三
）
以
後
の
訓
練
に
お
い
て
教
師
は
如
何
な
る
役
割
を
は
た
す
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
か
。
２

）
（
二
）
の
場
合
の
や
う
に
教
師
が
指
導
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、

生
徒
を
文
学
へ
と
案
内
す
る
の
は
実
に
古
今
の
作
家
文
豪
で
あ
り
、
教
師
は
生

徒
と
作
家
文
豪
の
中
を
取
り
も
つ
と
こ
ろ
の
善
意
の
仲
介
者
で
あ
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。

。こ
の
小
論
の
間
隙
を
補

っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
明
晰
性
に

関
し
て
は
、
沢
潟
久
敬
教
授
著

「仏
蘭
西
哲
学
研
究
」
（創
文
社
刊
）中
の

「
フ

ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
―
―
フ
ラ
ン
ス
文
明
の
一
面
」
を
お
読
み
願
ひ
た
い
。
又

「解
釈
」
に
関
し
て
は
、
Ｚ
フ
ン
ス
学
術
研
究
誌

「
サ
ン
ス
」
第
二
朋

（創
元

社
刊
）
に
載
せ
ら
れ
た
伊
吹
武
彦
教
授
の

「け
Ｘ

，
』ｏ
鮮
】ｏ
●
や
”●
■
”８
・
に

っ
い
て
」
を
是
非
お
読
み
願
ひ
た
い
。
我
国
国
語
国
文
学
者
を
稗
益
す
る
こ
と

極
め
て
大
き
い
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。　
な
ほ
二
拾
六
年
阪
大
仏
文
学
講

座
の
講
義
の
一
つ
、
「仏
語
教
授
法
」
に
お
い
て
林
教
授
が

「ｕ
ｘ
■
【ｏ”汁】０
コ

０
３
一ｏ鷺
ｏ∽」

の
理
論
と
実
際
に
就
て
講
義
さ
れ
る
こ
と
を
申
し
添
へ
て
お




