
私
に
と
っ
て
「
読
む
」
こ
と
と
は

一
'
は
じ
め
に

「
現
代
文
」
　
(
現
代
国
語
)
　
の
授
業
は
、
生
徒
と
生
徒
、
あ
る
い
は
生
徒
と

教
師
と
の
'
い
わ
ば
思
想
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
り
た
い
と
恩
い
つ
づ
け
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
私
の
授
業
は
'
私
の
あ
り
た
い
と
望
ん
で
い
た
こ
と
と
は
'
随

分
遠
い
こ
と
を
十
何
年
間
か
繰
り
返
し
て
い
る
。
私
が
教
員
に
な
っ
て
し
ば
ら

く
は
「
自
由
に
意
見
萱
言
わ
せ
る
が
'
ど
れ
が
大
切
な
こ
と
か
、
教
え
て
-
れ

な
い
。
」
と
生
徒
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
「
ふ
ー
ん
'
そ
れ
も
あ
る
ね
'
そ
れ
も
あ

る
ね
と
緋
列
し
て
お
い
て
'
最
後
に
先
生
の
意
見
を
述
べ
る
の
は
、
押
し
っ
け

ど
.
」
と
も
生
抜
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
た
び
に
預
を
か
か
え
た
も
の
の
'
基

本
的
に
は
'
生
徒
の
要
求
に
現
在
も
答
え
て
い
る
と
は
思
え
な
い
Q
こ
の
二
つ

の
生
徒
の
指
摘
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
つ
に
は
'
「
現
代
文
」
(
現
代
国
語
)
　
の
授
業
は
'
自
由
に
も
の
が
言
え
る

雰
脚
気
が
な
け
れ
ば
'
成
り
立
ち
に
-
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
1
つ
の
文
革

を
共
同
作
業
と
し
て
読
み
進
め
る
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
へ
価
値
観
を
容
認
で

き
る
'
学
級
集
団
づ
-
り
が
韮
斑
と
し
て
で
き
て
な
い
と
'
生
徒
は
も
の
言
う

こ
と
に
恐
れ
を
抱
き
'
も
の
を
亭
っ
前
に
「
追
う
と
思
う
け
ど
」
と
か
、
「
わ

秋

　

光

　

　

民

　

恵

か
り
ま
せ
ん
が
」
と
か
と
自
分
で
結
論
を
出
し
て
し
ま
う
。
ま
ず
も
の
を
言
う

こ
と
を
、
ど
う
保
証
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
一
つ
の
発
言
を
ど
う
大
切
に

し
'
全
体
に
位
a
づ
け
る
の
か
が
'
授
業
の
時
い
つ
も
心
に
去
来
す
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
ん
な
私
の
姿
勢
が
、
結
米
と
し
て
は
生
徒
の
発
言
を
大
切
に
し
た
こ

と
に
な
ら
ず
'
「
言
わ
せ
っ
ぱ
な
し
」
の
状
態
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
'

災
団
で
も
ま
れ
る
こ
と
な
-
、
不
安
な
答
え
が
お
ず
お
ず
と
並
ん
で
い
る
ら
し

い
O
そ
の
こ
と
の
指
摘
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
集
団
で
も
む
こ
と
が
'
は
な

は
だ
困
難
で
あ
る
の
で
'
私
に
授
業
で
も
っ
と
交
通
整
理
を
し
て
ほ
し
い
と
い

う
要
求
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
.

二
つ
に
は
'
前
述
の
項
H
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
'
教
師
の
枠
組
み
が

瓜
初
か
ら
設
止
さ
れ
'
そ
の
教
師
の
読
み
と
り
に
'
い
か
に
速
-
た
ど
り
着
く

か
が
授
業
の
展
開
で
あ
る
か
の
よ
う
な
授
業
を
'
批
判
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
9

生
徒
の
税
政
い
考
え
に
「
現
代
文
に
は
答
え
は
な
い
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
ど

う
受
け
と
め
る
の
か
は
'
個
々
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

私
が
授
業
で
扱
う
大
部
分
は
「
ど
う
受
け
と
め
る
か
」
を
支
え
て
い
る
、
登
場

人
物
の
生
活
の
読
み
と
り
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
生
活
は
'
文
章
の
中
で
さ
ま

ざ
ま
に
規
定
さ
れ
'
読
み
手
の
想
像
に
も
範
囲
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
授
業
で

ド-ll -



は
全
休
と
し
て
は
扱
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
'
し
ば
し
ば
登
城
人
物
の
生

活
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
の
内
容
に
質
問
が
及
ぶ
の
で
'
「
個
々
の
自
由
」

(
し
ば
し
ば
勝
手
と
い
う
含
み
を
持
っ
て
い
る
)
　
の
範
暗
に
ま
で
枠
を
は
め
よ

う
と
し
て
い
る
と
受
け
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
二
つ
の
生
徒
か
ら
の
指
摘

を
、
私
が
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
を
述
べ
た
が
、
い
ま
だ
に
私
の
中
で
苑
脱
さ

れ
な
い
ま
ま
右
往
左
往
し
な
が
ら
授
業
を
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

二
、
「
読
む
」
こ
と
の
意
味

「
読
む
」
こ
と
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
.
私
は
意
味
の
あ
る
こ
と
は
'
授
業
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
意
識

を
刑
り
起
こ
す
'
生
徒
に
問
題
意
識
を
指
た
す
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
は
'
教
材
か
ら
私
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
'
私
の
生
活
、
私
の
考
え
方
を
語

ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
い
る
。
教
材
は
'
「
現
代
文
」
:
(
現
代
国
語
)
　
の
授
業
の
中

で
生
徒
が
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
.
い
わ
ば
与
え
ら
れ
た
文
革
と
し
て
、
登

-
'
_
 
1
.
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∴
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∵
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て
も
'
炊
い
轡
り
の
情
報
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
が
生
徒
白
身
に
と
っ
て
意
味
の

あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
)
自
分
に
と
っ
て
関
係
の
な
い
'
授
業
で
扱
う
か
ら

読
む
と
い
っ
た
消
極
的
な
か
か
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
徒
に
と

っ
て
意
味
の
あ
る
文
章
に
な
る
の
は
'
自
分
の
姿
、
価
値
観
が
文
章
を
通
し
て

見
え
て
-
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
思
う
。
そ
の
作
業
は
、
授
業
担
当
者
で

あ
る
私
が
'
同
様
の
作
業
を
授
業
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
可
能
に
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
.
私
は
国
語
の
授
業
で
は
へ
い
.
つ
も
私
が
そ
の
文
章
(
教
材
)

か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
苑
盤
に
L
t
私
の
感
動
・
私
の
考
え
た
こ
と
を
t
 
t
つ
の

糞
・
・
=
と
し
て
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
私
が
授
業
の
一
成
員
と
し
て
'

生
徒
と
同
じ
「
読
む
」
こ
と
の
作
業
を
ど
う
進
め
て
い
っ
た
か
を
語
る
こ
'
と
に

よ
っ
て
、
生
徒
が
「
自
分
の
感
動
・
自
分
の
考
え
た
こ
と
」
を
述
べ
て
く
れ
る

と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
生
徒
の
墾
昌
が
と
び
か
う
と
い
う
状
況
は
な
く
集
団

の
前
で
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
の
は
'
得
意
で
は
な
い
。
生
徒
の
個
人
的
趣
味

の
部
分
に
つ
い
て
の
お
し
ゃ
べ
り
は
、
か
な
り
的
碇
で
あ
る
よ
う
だ
が
'
人
前

で
ま
と
ま
っ
た
自
分
の
孝
h
J
を
話
す
の
に
'
い
さ
さ
か
抵
抗
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
3
だ
が
、
生
徒
が
小
目
-
こ
と
に
よ
っ
て
へ
生
徒
が
自
分
の
考
え
'
感
想
を
述

べ
る
こ
と
は
で
き
る
。
又
生
徒
が
雷
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
胴
々
の
思
い
を
私
が

把
秘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
T
つ
の
文
章
を
教
材
化
す
る
時
へ
宕
-
こ
と
を
で

き
る
だ
け
組
み
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
読
み
が
自
分
の
も
の
と
し
て
整

即
さ
れ
て
い
-
C
'

三
、
取
り
組
み
の
一
例
と
し
て

二
咋
生
の
時
に
教
材
化
し
た
「
山
月
記
」
と
'
三
年
生
で
教
材
化
し
た
「
舞

姫
」
と
の
取
り
組
み
を
報
合
し
た
い
C
.

仙
　
「
-
;
月
記
」
　
(
中
は
敦
)

-ー43-

NTTのこと
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「国語Ⅱ」で中島敦の

「山月記」をやっている

が,言葉の抵抗が大きく,

チ-マを把擬するのも容易

ではない。しかし,秀才の

誉れ高かった事故が己の詩

才を開花できぬまま虎と化

す過程に,生徒が自らの挫

折感をIEね合わせろことが

できたら, 「山月記」はも

っと身近なものになる(.こ違

いないと思う。 .

「山月記」には,私たち

の心の中に群む「自尊心」/



することもできなかった」

^24の心TI]t二一脈辿じるも

のがある。

N君は「かっこをつけ

る」ことで,教師の非難の

ljに堆い,その結果,彼の

心は傷つくOそうまでして

守りたい「かっこ」とは,,

N君にとって何なのだろう

か。 「わかってくれなくて

もいい。」と寂しげにつぶや

くN君の言葉は,本音だと

は思わない。でも今, N君,T

に彼の心をしっかりと見す

えさせることは, 「かっこ」

でもつけんと「かっこ」つ

かん自分の空虚さを思い知

らせることになるのかもし

れない。 N君の虎の話であ

m

は今までを知っていた彼の

生き方からは想像できない

ものであった。すなわち

「己の珠にあらざることを

おそれるが故に,あえて刻

苦して磨こうともせず」

「勉強するヤツ」を遠ざけ

ていた今までの彼の生き方

とは大きく違っていたので

ある。ところが,今までの

頭JBaBi引SEE田麺ssaiam

は,少々の努力では思うよ

うな点は取れないO大学↑
は行きたいが,低迷してい

る成績の前で,進路に迷

い,たじろぐ。そんな彼の

苦しみは, 「山月記」の「己

の珠なるべきを半ば信ずる

が故に,疎々として瓦にlTi

＼と「丑恥心」とのかっとう

がみごとに描かれている。

この「山月記」をとりあげ

ているとき, N刀と交わし

た会話が思い浮かんだ。

N君は,彼の言葉による

と「かっこをつけている」

のだそうであるoやや太め

のズボン,それに比してや

やVii¥うの上Il。 asは逆¥'f.

ち,剃り込みがわずかに青

いOそんな彼もしきりと,

「クラブ(特にスポーツク

ラブ)をしている連中や成

績のよい連中は,多少かっ

こをつけていても,教師に

怒られることが少ない。だ

から自分もいい点を取りた

い。」と思う。彼のこの言斐

上
記
の
拙
文
は
'
私
の
ク
ラ
ス
の
7
人
の
生
徒
と
彼
の
生
活
を
め
ぐ
っ
て
話

し
合
っ
て
い
た
時
と
'
「
山
月
記
」
を
教
材
化
し
た
時
と
が
重
な
り
'
そ
の
生
徒

の
中
に
「
李
徴
」
を
見
た
'
私
の
随
想
で
あ
る
。
た
だ
「
山
月
記
」
を
教
材
化

す
る
時
へ
生
徒
の
揺
れ
る
心
と
挫
折
感
と
を
「
李
致
」
に
重
ね
て
ほ
し
い
と
思

っ
た
。
生
徒
は
'
進
路
の
実
現
に
向
っ
て
短
日
の
学
習
を
精
み
乃
ね
て
い
る
が
、

自
分
の
男
む
結
果
が
い
つ
も
も
た
ら
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
不
安
の
中

で
努
力
す
る
こ
と
を
放
醗
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
努
力
し
な
か
っ
た
こ
と
が

も
た
ら
す
結
果
も
見
え
て
い
る
.
「
や
れ
ば
で
き
る
が
'
や
ら
な
い
だ
け
だ
O
」

と
思
い
'
か
ろ
う
じ
て
自
分
を
支
え
て
い
る
。
そ
れ
は
共
通
し
て
い
る
感
情
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
李
徴
」
に
自
分
を
見
た
生
祉
辻
は
'
「
こ
ん
な
偉
ぶ
っ
た

人
間
は
嫌
い
だ
。
虎
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
O
」
と
反
発
し
た
り
'
「
李
徴
は

か
わ
い
そ
う
な
人
で
す
。
虎
に
な
る
前
に
、
自
分
の
心
が
つ
か
め
て
い
た
ら
'

人
間
と
し
て
生
き
ら
れ
た
の
に
。
」
と
同
情
し
た
り
す
る
。
そ
の
反
応
は
'
「
李

徴
」
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
自
分
へ
の
不
要
で
あ
っ
た
り
'
自
分
へ
の

慰
め
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
.

i
i
　
「
舞
姫
」
　
(
森
　
鴎
外
)

三
年
生
の
一
学
期
の
最
後
の
教
材
が
「
舞
姫
」
で
あ
っ
た
。
「
山
月
記
」
で

は
'
課
題
を
作
り
、
読
み
と
る
手
間
を
捉
示
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
が
'

「
舞
姫
」
は
意
味
の
把
雛
が
ま
ず
課
題
と
な
っ
た
.
全
休
を
分
担
し
て
'
生
徒

(
l
貢
が
意
味
を
調
べ
た
。
そ
れ
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
っ
た
。
次
に
豊
太
郎
が

エ
-
ス
と
出
今
っ
ま
で
の
、
盟
太
郎
像
を
把
捉
す
る
た
め
の
'
課
題
を
用
意
し

て
授
業
で
考
え
た
3
そ
の
後
、
盟
太
郎
が
エ
リ
ス
と
出
会
い
'
離
別
す
る
、
最

後
の
部
分
ま
で
は
'
各
日
の
読
み
に
ま
か
せ
た
。
ま
と
め
と
し
て
'
「
太
田
豊

太
郎
の
生
き
方
を
ど
う
思
う
か
」
を
'
八
百
字
以
内
に
晋
-
作
業
を
実
施
し
た
。

3!竪-1



そ
の
時
の
二
人
の
生
徒
の
文
革
を
紹
介
す
る
。

「
舞
祈
」
を
読
ん
で

佐
々
木
　
千
　
鶴

太
田
豊
太
郎
の
よ
う
な
人
間
は
'
案
外
多
い
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
よ
り
'

人
に
は
誰
し
も
彼
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Q
出
世
欲

に
か
ら
れ
て
勉
強
し
続
け
た
盟
太
郎
は
、
や
は
り
最
後
ま
で
出
枇
欲
に
支
配

さ
れ
て
い
た
。
結
局
へ
茄
後
ま
で
彼
は
'
そ
れ
ま
で
の
自
分
に
逆
ら
え
な
か

っ
た
。
極
言
か
も
し
れ
な
い
が
、
豊
太
郎
は
自
分
で
自
分
が
変
っ
た
と
思
い

こ
ん
だ
だ
け
だ
っ
た
と
私
に
は
思
え
る
。
太
田
豊
太
郎
は
確
か
に
真
実
の
自

分
を
見
た
の
だ
ろ
う
が
'
変
わ
る
に
は
要
ら
な
か
っ
た
'
そ
れ
が
現
実
で
は

な
い
か
と
思
う
。
真
実
の
自
分
を
見
た
時
の
衝
撃
が
彼
に
自
分
は
変
っ
た
の

だ
と
思
わ
せ
た
。
だ
か
ら
彼
は
実
際
に
は
変
っ
て
い
な
か
っ
た
O
そ
れ
が
結

論
だ
と
意
う
・
彼
が
本
当
に
変
っ
た
の
な
ら
悲
劇
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
苦
で

あ
る
ご
て
し
て
ま
た
盟
太
郎
は
'
自
分
が
変
っ
て
い
な
い
と
い
う
真
実
を
認

め
る
こ
と
も
せ
ず
'
最
後
ま
で
自
分
を
被
害
者
祝
し
続
け
て
い
る
。
彼
は
最

後
ま
で
自
分
を
特
別
視
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

翠
す
る
に
豊
太
郎
は
'
自
分
を
誤
解
し
'
そ
し
て
自
分
の
非
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
気
付
こ

う
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
結
局
は
'
悲
劇
を
ひ
き
お
こ
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
結
局
、
精
神
的
に
は
子
供
だ
っ
た
よ
う
に

私
に
は
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
そ
し
て
彼
の
そ
う
い
う
独
り
よ
が
り
と
も
と

れ
る
部
分
は
誰
に
で
も
存
在
す
る
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
豊
太

郎
は
、
ず
っ
と
優
等
生
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
と
が
大
き
-
な
っ
た
の
だ
と
言

っ
て
も
壁
d
で
は
な
い
と
思
う
。
自
分
を
誤
解
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
付
か

ず
に
い
る
こ
と
は
'
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
'
時
を
経
な
い
限
り
'
そ

れ
と
気
付
-
こ
と
は
難
し
い
.
そ
し
て
盟
太
郎
の
困
り
に
は
'
彼
に
そ
う
さ

せ
る
条
件
が
そ
ろ
っ
.
て
い
た
の
だ
か
ら
'
豊
太
郎
だ
け
を
童
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
え
る
。
結
局
私
に
は
豊
太
郎
を
芸
め
る
こ
と
も
'
か
と
い
っ
て

根
の
行
為
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

㌫
耶
<
蝣
蝣
>
%
人
で

阿
　
部
　
清
　
信

何
と
ゆ
I
か
ほ
と
ん
ど
文
の
意
味
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
無
論
読
み
ま
し

た
。
太
田
盟
太
郎
と
は
ま
ず
'
も
の
す
ご
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
'
何
か

決
断
力
が
ひ
ど
-
と
ば
し
-
て
'
か
な
り
優
柔
不
断
な
所
が
あ
る
。
エ
リ
ス

と
い
う
少
女
が
豊
太
郎
と
い
う
男
を
そ
う
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
'
は
た
ま

た
も
と
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
だ
け
ど
エ
リ
ー
ト

だ
と
は
い
っ
て
も
エ
リ
ス
と
共
に
挙
り
し
て
い
る
時
に
小
さ
い
な
が
ら
、
幸

せ
を
感
じ
て
い
る
所
に
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
う
い
え
ば
最
初
の
所
に
'

「
生
き
た
る
辞
智
た
ら
む
は
な
は
堪
ふ
べ
け
れ
ど
法
律
た
ら
む
は
忍
ぶ
べ
か

ら
ず
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
普
通
あ
そ
こ
ま
で
倖
い
人
だ
と
、
自
分
が
人
間

ら
し
く
思
わ
れ
よ
う
が
、
思
わ
れ
ま
い
が
へ
お
か
ま
い
な
し
'
と
い
う
人
も

多
い
.
し
か
し
盟
太
郎
は
人
間
ら
し
さ
が
な
い
と
い
わ
れ
る
の
を
ひ
ど
く
舞

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
や
は
り
一
味
違
う
エ
-
ー
ト
と
思
い
た
い
O
と
こ
ろ
が

豊
太
郎
は
後
に
エ
-
ス
を
と
る
か
'
自
分
の
名
誉
あ
る
生
活
を
と
る
か
t
と

い
う
決
断
の
時
へ
名
誉
の
る
生
活
の
方
を
と
ろ
う
と
し
た
。
エ
リ
ス
が
倒
れ

て
家
計
†
)
が
苦
し
-
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
こ
の
心
境
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の
変
化
は
よ
-
分
か
ら
な
い
。
も
し
'
そ
の
時
エ
リ
ス
と
の
生
活
が
十
分
兼

・
で
あ
っ
た
な
ら
'
通
訳
に
な
ろ
う
と
し
た
だ
ろ
う
か
.
結
局
'
我
が
身
が
可

・
愛
い
だ
け
の
自
分
勝
手
な
男
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
盟
太
郎
は
-
。

最
後
の
所
で
'
良
き
友
'
相
沢
に
感
謝
が
ど
う
と
か
-
言
っ
て
い
た
が
。

エ
リ
ス
を
あ
ん
な
に
し
た
原
因
を
つ
-
つ
た
の
は
彼
だ
と
い
っ
て
も
い
い
-

∵
ら
い
な
の
に
ど
う
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
'
彼
ら
の
様
な
人
種
か
ら

み
る
と
'
愛
だ
の
恋
だ
の
を
選
ぶ
人
間
は
愚
か
だ
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。

・
気
の
迷
い
だ
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
と
い
う
か
最
終
的
に
は
豊
太
郎

と
い
う
人
間
に
裏
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
様
で
へ
い
ま
7
つ
気
持
ち
が
す
っ
き

り
し
な
か
っ
た
。

紹
介
し
た
二
人
の
生
徒
の
文
章
に
限
ら
ず
'
全
体
的
に
豊
太
郎
を
「
エ
リ
ー

ー
・
コ
ー
ス
」
を
歩
ん
だ
人
間
と
し
て
捉
え
'
も
ろ
さ
や
弱
さ
を
見
ぬ
い
て
い

る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
賀
茂
高
校
へ
釆
た
こ
と
の
負
い
目
が
培
っ
た
鋭

さ
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
盟
太
郎
の
生
き
方
を
理
解
す
る
中
で
'
彼

の
生
き
方
の
限
界
を
も
理
解
し
て
い
る
。
私
が
五
年
前
に
前
任
校
で
教
材
化
し

た
時
の
反
応
と
は
異
る
点
で
あ
る
.
五
年
前
に
は
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
を
捨
て
た

こ
と
へ
の
是
非
が
主
な
反
応
で
あ
っ
た
が
'
今
回
は
盟
太
郎
に
受
験
体
制
の
中

で
の
エ
リ
ー
ト
像
を
見
て
い
る
。
豊
太
郎
が
家
を
興
す
'
名
を
成
す
た
め
に
勉

強
に
、
仕
事
に
励
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
へ
全
-
共
感
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ

教
材
が
読
み
手
の
か
か
え
て
い
る
生
活
へ
時
代
に
よ
っ
て
異
っ
た
反
応
を
し
て

い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

四

、

お

わ

リ

に

「
読
む
」
こ
と
は
'
自
分
の
生
活
を
見
つ
め
へ
自
分
の
考
え
を
と
ら
え
直
す

視
点
が
生
ま
れ
る
と
お
も
し
ろ
い
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
る
。
生
徒
の
読
み
に

は
時
代
背
景
や
作
者
へ
の
簡
単
な
説
明
を
越
え
て
'
生
徒
の
生
き
方
か
ら
見
え

て
-
る
人
物
像
の
把
超
が
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
'
と
て
も
お
も
し
ろ
い
反
応

で
あ
っ
た
。

(
広
島
;
J
t
立
賀
茂
高
等
学
校
)

《
新
刊
紹
介
》

私
の
言
語
の
学
　
　
　
　
藤
原
与
一
著

言
語
を
現
象
と
し
て
見
つ
め
て
ゆ
-
〟
も
の
の
学
〃
を
実
践
さ
れ
た
著

者
自
身
の
長
年
に
わ
た
る
言
語
研
究
へ
の
態
度
へ
そ
し
て
そ
の
研
究
方
法

と
を
平
易
に
説
か
れ
た
本
。
藤
原
方
言
学
へ
の
案
内
古
。

(
B
6
判
t
 
T
六
五
ペ
ー
ジ
'
昭
和
六
7
年
7
0
月
7
五
日
'
三
弥
井
T
_

店
刊
、
〓
ハ
0
0
円
)

《
新
刊
紹
介
》

方
言
文
末
詞
∧
文
末
助
詞
∨
の
研
究
　
王
丁
〒
)

藤
原
与
7
著

方
言
研
究
に
お
け
る
「
文
末
詞
∧
文
末
助
詞
∨
」
の
証
要
性
を
説
い
て

き
た
著
者
の
'
高
次
共
時
論
に
よ
る
'
文
末
詞
研
究
の
集
大
成
。

(
A
5
判
へ
上
六
一
七
'
中
五
二
九
、
下
六
二
八
ペ
ー
ジ
へ
昭
和
五
七
年

1
月
二
五
日
～
昭
和
六
1
年
九
月
二
五
日
へ
春
陽
堂
書
店
刊
'
上
八
、
三

〇
〇
円
　
中
八
へ
0
0
0
円
　
下
二
へ
0
0
0
円
)
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