
「
山
月
記
」
を
読
む
位
置

-
　
生
徒
の
位
置
・
小
説
の
位
置
・
授
業
の
位
置

「
作
中
詩
に
凝
縮
さ
れ
た
李
徴
の
心
の
う
ち
を
説
明
せ
よ
」

1
九
九
九
年
度
、
高
校
二
年
生
の
授
業
。

「
山
日
記
」
を
私
が
朗
読
す
る
.
1
読
後
す
ぐ
さ
ま
「
作
中
詩
に
凝
縮
さ

れ
た
李
徴
の
心
の
う
ち
を
説
明
せ
よ
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
、
こ
れ
に
つ

い
て
自
由
に
書
か
せ
る
o
　
そ
こ
か
ら
授
業
は
始
ま
っ
た
。

課
題
の
ね
ら
い
は
二
つ
o
 
l
つ
に
は
、
李
徴
が
虎
に
な
る
経
緯
を
読
み
取

ら
せ
る
た
め
。
さ
ら
に
は
'
そ
の
後
の
李
徴
の
自
己
分
析
の
進
展
を
読
み
取

り
、
確
認
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

と
も
に
読
み
深
め
る
授
業
(
江
)

授
業
で
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
を
受
け
と
め
て
い
き
た
い
。
全
員
の
も
の

を
と
り
あ
げ
る
に
は
困
難
が
と
も
な
う
が
、
そ
の
代
表
的
な
読
み
に
つ
い
て
、

と
も
に
検
討
し
て
い
-
よ
う
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
生
徒
の
書
い
た
も
の
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
'
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
生
徒
が
ど

の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
の
か
'
確
認
を
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
。
必
要
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
'
さ
ら
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。

竹
　
盛
　
浩
　
二

「
山
月
記
」
に
お
け
る
「
語
り
」
と
「
詩
作
」
の
意
味

「
山
日
記
」
と
い
う
小
説
の
な
か
の
「
語
り
」
の
意
味
と
、
「
詩
作
」
の

意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
漢
詩
は
「
今
の
思
い
を
即
席
の
詩
に
述
べ
て
み
よ
う
か
。
」
と
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
第
に
虎
に
な
っ
て
い
く
悲
し
み
と
、
そ
れ
で
も
な
お

燃
や
し
続
け
る
詩
へ
の
執
念
を
'
李
徴
は
衷
惨
に
対
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
語
っ

て
き
た
の
だ
が
へ
そ
の
「
今
の
思
い
」
が
、
こ
の
漢
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

即
断
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
「
山
日
記
」
に
お
い
て
'
「
語
り
」
は

「
弱
さ
」
を
、
「
詩
作
」
は
「
張
さ
」
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
だ
。
「
語

り
」
　
の
な
か
で
自
噸
苦
悩
L
へ
悔
恨
と
珂
責
の
念
に
と
ら
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
へ
「
詩
作
」
に
お
い
て
は
'
自
明
・
自
虐
か
ら
反
転
し
て
、
「
語
り
」
に
お

い
て
出
会
え
た
自
分
の
、
そ
の
意
識
が
強
固
に
自
分
を
鎧
う
の
だ
。

自
己
の
醜
悪
な
る
内
面
を
摘
出
し
て
苦
悩
し
な
が
ら
も
へ
鋭
-
自
己
認
識

し
な
が
ら
も
へ
　
そ
れ
で
も
な
お
最
後
の
自
己
を
愛
し
て
や
ま
な
い
、
そ
ん
な

李
徴
の
不
思
議
な
解
晦
を
'
「
山
日
記
」
を
読
む
者
は
'
か
く
し
て
、
じ
つ

に
リ
ア
ル
に
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。
李
徴
の
悲
し
さ
と
プ
ラ
イ
ド
と
言
い

換
え
て
も
よ
い
。

そ
れ
を
つ
か
み
取
る
の
だ
。
そ
う
な
の
だ
。
先
の
「
作
中
詩
に
凝
縮
さ
れ
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た
李
徴
の
心
の
う
ち
を
説
明
せ
よ
」
と
い
う
課
題
は
、
じ
つ
は
こ
れ
を
つ
か

み
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
'
設
定
し
た
の
だ
。

読
み
の
深
化
を
う
な
が
す
読
み

だ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
読
み
を
す
る
生
徒
が
ク
ラ
ス
に
三
人
も
出
て
-
れ

ば
、
も
う
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

書
　
虎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
李
徴
で
は
あ
る
が
'
か
つ
て
の
博
学
才
頴

で
あ
る
李
徴
も
未
だ
健
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
が
虎
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
な
-
'
事
実
と
し
て
受
け
止
め

て
い
る
。

い
や
、
む
し
ろ
自
分
は
虎
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
さ
え
思
い
始
め
て
い

る
。
自
分
の
自
尊
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
の
虎
の
姿
と
、
家
族
を
心

配
す
る
前
に
自
分
の
才
を
惜
し
む
こ
の
心
、
も
は
や
人
間
と
し
て
生
き

て
ゆ
け
る
は
ず
も
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
を
も
ち
始
め
て
い
る
。

「
君
は
巳
に
招
に
乗
り
て
気
勢
豪
な
り
」
と
い
う
句
は
あ
き
ら
か
に
、

ま
じ
め
に
つ
と
め
て
、
柏
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
衷
惨

と
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
比
べ
て
い
る
し
、
「
長
繍
」
を
せ

ず
に
「
唾
」
す
る
だ
け
だ
と
い
っ
た
意
味
の
句
が
詩
の
シ
メ
で
あ
る
最

後
に
よ
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
中
に
は
「
偶
」
と
い
っ
た
字
や
「
災
」
と
い
う
字
の
よ
う
に
、

自
分
の
せ
い
で
虎
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
文

字
も
入
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
詩
を
よ
む
前
、
ま
だ
李
徴
は
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
理
由
が
自
分
の
中
で
ま
と
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
。
そ
し

さ
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
小
説
全
体
を
通
し
て
の
李
徴
の
姿
で
あ
り
、

右
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
気
持
ち
と
は
少
し
違
う
。
雷
-
必
要
は
な
か
っ

た
の
だ
が
、
途
中
で
違
う
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
仕
方
が
な
い
。

で
は
'
詩
に
込
め
ら
れ
た
'
い
や
凝
縮
さ
れ
た
気
持
ち
。
-
ん
、
あ
'

そ
う
か
。
込
め
ら
れ
た
な
ら
と
も
か
-
凝
縮
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
前

述
の
よ
う
な
こ
と
で
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
あ
、
よ
し
。

詩
の
内
容
も
ふ
ま
え
て
気
持
ち
を
説
明
し
て
い
こ
う
。

(
s
H
　
男
子
)

■
　
李
徴
は
、
か
な
り
自
虐
的
に
こ
の
詩
を
よ
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、

て
へ
　
こ
の
詩
を
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
へ
李
微
は
自
分
の
気
持
ち
に
整
理

引
~
到
へ
　
こ
の
詩
の
後
に
続
-
言
葉
を
言
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

(
Y
A
　
男
子
)

■
　
こ
の
詩
か
ら
は
李
徴
が
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
悲
し
み
や

恐
れ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
本
文
か
ら
、
詩
を
詠
む
前
に
人
間
の
心

が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
嘆
き
が
読
み
取
ら
れ
る
が
'
詩
を
詠
ん
だ

後
に
は
そ
う
い
っ
た
気
持
ち
が
捨
て
去
ら
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
そ
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う
い
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
詩
は
、
李
徴
の
心
の
中
で
何
ら
か
の
区
切
り

と
な
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

李
徴
は
詩
で
、
自
分
が
虎
に
な
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ

は
李
徴
が
虎
に
な
る
現
実
に
目
を
そ
む
け
な
い
と
い
う
決
心
だ
と
思
う
。

そ
し
て
次
の
「
災
瓜
-
」
は
、
人
間
に
戻
る
こ
と
へ
の
あ
き
ら
め
と
い

う
よ
り
は
'
こ
こ
も
や
は
り
虎
に
な
る
こ
と
へ
の
強
い
決
心
と
い
え
る
。

後
半
は
、
虎
と
な
っ
た
自
分
の
様
子
を
さ
げ
す
み
人
間
で
あ
る
友
の



立
派
さ
を
た
た
え
、
表
で
は
う
ら
や
ま
し
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
'
内

心
は
復
B
,
心
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
読
め
る
。
自
分
は
人
間

の
世
界
で
は
い
ま
い
ち
で
あ
っ
た
が
へ
そ
の
-
や
し
さ
か
ら
虎
と
な
っ

て
も
幸
せ
に
な
っ
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
も
こ
の
詩
に
込
め
ら

彼
も
こ
う
い
っ
た
自
分
の
本
音
へ
弱
さ
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
気
付
い

て
い
て
、
そ
れ
が
ま
す
ま
す
彼
が
自
分
自
身
を
卑
下
す
る
の
を
ひ
ど
く

し
て
い
る
o
 
l
方
で
は
、
ま
す
ま
す
人
間
離
れ
し
て
い
く
自
分
に
と
て

っ
も
な
い
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
(
特
に
最
後
の
句
か
ら
感
じ
取
れ
る
)

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
Y
H
　
男
子
)

彼
の
心
の
中
で
は
、

弱
き
と
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る
強
が
り
が
い
つ

こ
れ
が
突
破
口
と
な
る
。
後
は
、
生
徒
た
ち
の
様
々
な
読
み
を
、
重
ね
合

わ
せ
て
い
-
だ
け
で
あ
る
。

別
の
ク
ラ
ス
で
は
'
少
し
事
情
が
異
な
る
。
次
の
よ
う
な
読
み
が
提
示
さ

れ
る
。

■
　
人
間
だ
っ
た
頃
の
李
徴
の
性
格
(
強
気
で
あ
り
な
が
ら
実
は
小
心

者
な
と
こ
ろ
も
あ
り
へ
自
噸
癖
が
あ
る
な
ど
)
を
含
ん
だ
、
や
り
き
れ

な
い
気
持
ち
の
よ
-
表
れ
た
1
編
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
こ
の
詩
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
衰
惨
と
の
会
話
の
中
に
よ

-
表
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
へ
李
徴
の
高
い
プ
ラ
イ
ド
、
そ

れ
に
表
れ
る
自
噸
癖
の
影
に
は
'
彼
の
弱
さ
、
本
音
が
よ
く
表
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
「
俺
は
こ
ん
な
奴
だ
、
ど
う
か
笑
っ

て
-
れ
」
と
い
っ
た
こ
と
の
後
に
は
必
ず
へ
「
そ
う
は
言
っ
て
も
俺
だ
っ

て
-
」
と
い
っ
た
'
自
分
を
少
し
で
も
正
当
化
す
る
よ
う
な
会
話
が
入
っ

て
い
る
所
か
ら
そ
う
思
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
'
彼
は
ど
こ
か
で
こ
ん
な

自
分
を
誰
か
に
認
め
て
は
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
ど
う
か
笑
っ

て
」
の
ウ
ラ
に
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
心
か
ら
否
定
し
て
く
れ

る
人
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
t
　
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん

も
葛
藤
し
て
い
て
'
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
-
な
る
時
間
(
-
虎
に
な

る
時
間
)
　
に
、
彼
は
そ
の
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
へ
し
あ
わ
せ
に
な

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
心
の
葛
藤
は
'
い
か
に
も
人
間
ら
し
く
　
だ
か
ら
彼
は

「
も
っ
と
も
人
間
ら
し
い
、
可
愛
そ
う
な
一
匹
の
野
獣
」
だ
と
思
い
ま

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
T
s
　
女
子
)

■
　
(
前
略
)
次
に
、
李
徴
は
、
自
分
が
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
「
運
命
」

の
せ
い
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
う
。
一
番
初
め
に
、
「
偶
」
へ
次
に

は
「
不
可
逃
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。
で
も
、
本
当
は
'
「
思

い
当
た
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自

分
が
そ
う
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
や
は
り
認
め
た
く

な
い
と
か
'
後
悔
と
か
そ
ん
な
気
持
ち
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
と
も
へ
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詩
人
で
あ
る
李
徴
は
へ
そ
の
血
が
騒
い
で
'
「
偶
」
と
い
う
設
定
に
し

た
方
が
、
詩
全
体
の
ま
と
ま
り
と
し
て
よ
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
へ
そ
っ
ち
の
方
が
'
運
命
的
で
'
空
想
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ

る
感
じ
も
す
る
。
そ
れ
に
、
「
偶
」
と
し
た
こ
と
で
'
李
徴
自
身
で
な

く
'
自
分
の
中
に
も
う
一
人
自
分
を
つ
-
り
'
そ
れ
を
客
観
的
に
見
よ

う
と
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
t
　
と
も
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
'
ま
だ
ま
だ

現
実
を
認
め
た
-
な
い
'
臆
病
な
李
微
の
表
れ
の
よ
う
に
感
じ
た
。



(
K
W
　
女
子
)

こ
の
二
人
に
聞
き
な
が
ら
へ
そ
の
読
み
を
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
て
い
-
。
そ

う
し
て
、
李
徴
の
心
の
内
を
読
み
解
き
'
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ

か
ら
'
授
業
は
ず
い
ぶ
ん
と
緊
張
感
が
あ
り
、
充
実
し
て
い
る
の
だ
。

だ
が
、
何
か
が
お
か
し
い
の
だ
。

「
山
月
記
」
と
生
徒
の
自
己

生
徒
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
「
山
日
記
」
に
迫
っ
て
い
-
の
だ
が
、

し
か
し
ど
う
も
深
入
り
し
て
来
な
い
の
だ
。
た
と
え
ば
「
虎
」
に
な
っ
た
李

徴
の
運
命
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
れ
ば
、
生
徒
は
己
の
問
題
に
向
き

合
わ
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
て
'
そ
こ
で
追
跡
を
途
中
で
打
ち
切
る
こ
と
が
あ

る
。
あ
る
い
は
冷
静
に
鮮
や
か
な
分
析
を
し
て
み
せ
て
も
、
そ
れ
が
き
わ
め

て
客
観
的
で
あ
る
な
ら
ば
へ
　
こ
こ
で
も
読
み
の
主
体
の
顔
は
隠
れ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
　
「
山
日
記
」
で
は
、
「
自
分
自
身
」
を
ど
の
位
置
に
置
い
て

捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
へ
と
り
わ
け
問
題
に
な
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。

「
山
月
記
」
を
読
む
生
徒
の
位
置

私
は
意
気
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
生
徒
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
だ
。

な
ぜ
な
の
か
。

1
つ
に
は
、
平
板
な
読
み
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
考
え
て
仕
掛
け
を
す
る

た
め
に
、
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
'
結
論
だ
け
を
聞
い
て
理
解
し
て

お
こ
う
と
い
う
だ
け
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
煩
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
生
徒
に
は
、
授
業
す
る
私
自
身
へ
授
業
の
中
で
ふ
と
戸
惑
う
こ
と

が
あ
る
。
だ
が
'
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
、
考
え
る
姿

勢
が
ど
う
も
最
近
み
ら
れ
な
-
な
っ
て
き
た
と
い
う
生
徒
の
主
体
性
の
問
題

で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
へ
　
こ
の
「
山
日
記
」
独
特
の
作
品
構
造
に
目
を
向
け
て

み
た
い
の
だ
。
か
と
い
っ
て
、
作
品
論
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
へ
教
材
研
究
と
し
て
作
品
論
は
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
作
品
論
を

否
定
し
ょ
う
な
ど
と
い
う
魂
胆
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
へ
「
作
品
構
造
」
と

い
う
言
葉
は
誤
解
が
生
じ
る
で
は
な
い
か
。
わ
か
り
や
す
-
言
え
ば
、
「
山

日
記
」
に
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
山

日
記
」
を
読
む
生
徒
の
位
置
の
問
題
な
の
だ
o
そ
れ
は
結
局
「
作
品
論
」
と

真
正
面
で
切
り
結
ぶ
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
'
読
者
で
あ
る
生
徒
の
読
み
の

方
に
重
心
を
琵
い
て
み
た
い
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
'
「
山
日
記
」
の
授

業
で
感
じ
る
も
の
足
り
な
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

生
徒
の
読
み
は
深
い
o
し
か
し
、
自
分
を
出
し
て
い
な
い
O
な
ぜ
か
。

「
山
月
記
」
を
読
む
生
徒
の
位
置
を
探
る

「
山
日
記
」
を
終
え
た
後
で
'
あ
る
ク
ラ
ス
で
は
時
間
調
整
の
た
め
に
へ

小
松
左
京
の
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
を
読
ん
だ
。

こ
の
小
説
は
、
読
む
も
の
を
引
き
込
む
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
あ

ら
ま
し
は
'
こ
う
だ
。
あ
る
家
族
が
休
日
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
か
け
る
。
そ

こ
で
彼
ら
は
不
可
解
な
事
件
に
遭
遇
す
る
。
不
気
味
な
霧
の
中
で
人
間
が
姿

を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
私
」
と
「
息
子
」
を
残
し
て
'
地
球
全
体

が
(
マ
リ
ー
セ
レ
ス
ト
号
)
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
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を
い
だ
-
。
そ
ん
な
t
 
s
F
小
説
で
あ
る
。

生
徒
は
へ
　
こ
の
小
説
を
の
め
り
込
む
よ
う
に
読
ん
だ
。
そ
の
点
で
は
「
山

日
記
」
と
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、
生
徒
の
読
後
の
表
情
が
ど
う
も
ち
が
う
の

だ
。
そ
こ
で
、
私
は
生
徒
に
向
か
っ
て
た
ず
ね
る
。

「
君
ら
は
、
あ
の
　
「
山
日
記
』
　
の
時
に
、
何
故
か
の
っ
て
来
な
か
っ
た
。

ど
う
し
て
な
ん
だ
c
v
　
-
二
つ
の
小
説
を
比
べ
て
み
て
、
書
い
て
く
れ
な

い
か
。
」
　
(
こ
の
よ
う
な
設
定
で
'
実
は
生
徒
に
も
っ
と
自
分
を
出
さ
せ
た
い

の
だ
。
)

ど
ち
ら
の
小
説
が
生
徒
に
う
け
い
れ
ら
れ
や
す
い
の
か
へ
　
こ
れ
が
問
題
な

の
で
は
な
い
.
こ
れ
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
「
山
日
記
」
と
生
徒
と
の
距
離

を
測
量
し
て
み
た
い
の
だ
。
生
徒
の
位
置
を
探
っ
て
み
た
い
の
だ
。

生
徒
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
窮
い
て
い
る
O

報
に
支
配
さ
れ
、
す
っ
か
り
人
間
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
霧
に
飲
み
込

ま
れ
る
人
間
と
い
う
の
は
ま
さ
に
今
の
私
た
ち
だ
と
思
う
。
一
方
、

「
山
日
記
」
は
'
ま
だ
「
人
間
」
を
一
番
強
い
も
の
と
し
て
み
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
c
/
3
c
n
　
女
子
)

②
　
「
山
日
記
」
は
、
こ
れ
こ
そ
文
学
的
作
品
と
い
う
の
だ
ろ
う
な
あ

と
思
っ
た
。

「
霧
が
～
」
　
は
'
お
も
し
ろ
い
の
だ
け
れ
ど
'
そ
れ
ま
で
。
s
F
だ

か
ら
「
s
F
的
な
魅
力
に
ひ
か
れ
て
お
し
ま
い
」
だ
と
思
っ
た
。
だ
か

「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
が
い
い

①
　
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
は
、
普
通
の
言
葉
で
、
登
場
人
物
も
自
分

と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
本
文
中
に
「
マ
リ
ー
セ
レ
ス
ト
号
」

と
い
う
事
実
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
話
が
'
今
へ
　
こ
こ
で
起
き

て
も
不
思
議
で
は
な
い
な
ぁ
と
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
身
近

に
感
じ
る
話
の
方
が
読
み
や
す
い
し
、
リ
ア
ル
で
心
に
残
る
。

(
s
U
　
女
子
)

ら
教
訓
話
み
た
い
な
「
山
日
記
」
と
は
違
っ
て
「
霧
が
～
」
は
ガ
ム
み

た
い
に
か
め
ば
か
む
ほ
ど
味
は
出
る
け
ど
'
そ
の
う
ち
捨
て
な
-
ち
ゃ

な
ら
な
い
L
へ
　
「
山
日
記
」
　
は
ス
ル
メ
み
た
い
に
初
め
は
お
い
し
-
な

い
け
ど
、
後
か
ら
そ
の
お
い
し
さ
が
わ
か
っ
て
-
る
話
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
A
O
　
女
子
)

③
　
私
は
中
島
敦
の
「
山
日
記
」
の
方
が
好
き
だ
。
山
日
記
に
は
大
物

例
封
を
感
じ
る
O
そ
の
点
、
小
松
左
京
の
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」

に
は
安
っ
ぽ
さ
を
感
じ
る
。
わ
か
り
や
す
-
い
う
と
、
「
山
日
記
」
は

ず
っ
と
家
に
お
い
て
お
き
た
い
一
品
で
'
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
　
は
、

1
度
読
ん
だ
ら
す
ぐ
に
で
も
古
本
屋
に
売
っ
て
か
ま
わ
な
い
本
で
あ
る
O

た
だ
「
山
日
記
」
は
漢
字
が
難
し
く
て
、
か
た
い
の
で
、
何
と
な
-
距

離
を
匿
い
て
し
ま
う
の
で
は
。
深
-
考
え
な
い
方
が
い
い
と
思
う
よ
。

(
A
Y
　
女
子
)
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「
山
日
記
」
が
い
い

①
　
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
が
な
じ
み
や
す
い
の
は
'
現
代
の
人
間
観

に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
人
間
は
機
械
や
情

④
　
「
山
日
記
」
　
の
李
徴
は
、
私
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
o
何
か
を
き

わ
め
よ
う
と
思
う
が
ゆ
え
の
李
徴
ほ
ど
孤
立
し
て
は
い
な
い
し
'
あ
る

程
度
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
-
れ
る
友
達
も
、
私
に
は
い
る
。
だ
か
ら
'



「
山
日
記
」
　
は
初
め
か
ら
非
現
実
的
な
こ
と
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
。

そ
し
て
結
局
そ
の
ま
ま
終
え
て
し
ま
う
。
私
だ
け
で
な
-
'
李
徴
や
紀

昌
の
よ
う
な
人
は
ま
わ
り
に
も
い
な
い
。
「
山
日
記
」
は
名
作
だ
っ
て

い
う
こ
と
は
わ
か
る
ん
だ
け
ど
、
「
ど
こ
が
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
の

い
っ
て
い
る
。
難
し
い
語
句
も
あ
っ
た
り
し
て
、
入
っ
て
行
き
に
-
い
。

け
れ
ど
、
重
ね
て
読
ん
で
い
-
と
、
人
物
の
思
い
詰
め
た
気
持
ち
を
語

は
な
か
な
か
答
え
に
-
い
。
「
お
も
し
ろ
い
」
と
か
　
「
す
き
」
よ
り
も
'

も
っ
と
す
ご
い
作
品
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

(
Y
H
　
女
子
)

⑤
　
「
山
日
記
」
は
あ
く
ま
で
も
李
徴
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
副
釧
到

る
勢
い
の
あ
る
文
章
は
'
大
変
う
ま
-
描
写
さ
れ
て
い
て
、
す
ご
い
な

あ
と
思
わ
せ
る
。

名
作
と
い
わ
れ
る
作
品
は
と
り
つ
き
に
-
い
　
　
(
K
H
　
女
子
)

⑨
　
「
山
日
記
」
は
'
普
通
に
読
ん
で
い
っ
て
へ
　
こ
の
話
は
何
を
言
い

れ
を
観
る
方
に
あ
っ
た
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
お
き
て
も
平
気
だ
っ
た
。

最
後
の
部
分
で
は
、
感
動
し
た
。
こ
の
人
は
、
こ
う
思
っ
て
た
ん
だ
ろ

う
な
、
と
思
え
る
叫
H
舅
も
あ
っ
た
か
ら
へ
感
動
で
き
た
の
だ
と
思
う
。

(
N
N
　
女
子
)

⑥
　
「
山
日
記
」
に
は
感
動
が
あ
る
。
か
つ
て
の
友
人
と
の
熱
い
き
ず

な
、
自
分
の
本
性
の
中
で
芽
生
え
て
し
ま
っ
た
虎
と
い
う
猛
獣
に
お
び

え
な
が
ら
も
へ
　
か
つ
て
の
自
分
も
深
-
反
省
し
、
詩
を
作
っ
た
李
徴
の

姿
な
ど
'
僕
に
と
っ
て
は
、
こ
ん
な
作
品
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
思

え
る
-
ら
い
よ
か
っ
た
。
「
山
日
記
」
　
に
は
僕
の
心
を
打
つ
何
か
が
あ

引
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
M
I
　
男
子
)

⑦
　
「
山
日
記
」
は
文
章
が
か
た
い
L
t
　
非
日
常
的
だ
し
、
虎
に
な
っ

た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
'
虎
の
正
体
が
李
徴
で
'
本
人
が
虎

に
な
っ
た
理
由
ら
し
き
も
の
を
語
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
謎
を
残
す
こ

た
い
の
か
と
一
生
懸
命
考
え
る
'
授
業
向
け
の
話
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

い
ろ
い
ろ
難
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
て
'
そ
れ
を
何
と
か
理
解
し
よ

う
と
す
る
、
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
て
'
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(
T
H
　
女
子
)

⑩
　
「
霧
が
晴
れ
た
と
き
」
を
気
持
ち
の
す
さ
ん
で
い
る
時
に
読
ん
だ

と
し
よ
う
。
ア
ホ
ク
サ
ー
と
真
面
目
に
読
め
な
い
だ
ろ
う
よ
'
き
っ
と
。

か
と
言
っ
て
、
そ
う
い
う
情
緒
不
安
定
な
時
に
「
山
日
記
」
を
読
む
の

は
危
険
極
ま
り
な
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
人
は
冷
静
に
人
生
見
つ
め
直
す

か
も
し
れ
な
い
け
ど
'
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
人
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
思
い

つ
め
て
自
殺
と
か
考
え
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
。
ど
っ
か
の
出
版
社

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
も
あ
っ
た
「
読
み
た
い
と
き
に
'
読
め
ば

い
い
」
。
正
に
そ
の
通
り
。
無
理
し
て
読
み
た
-
な
い
本
を
'
気
分
の
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と
な
-
完
結
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
　
　
　
　
　
　
(
T
N
　
男
子
)

⑧
　
「
山
日
記
」
　
に
は
、
読
者
を
た
じ
ろ
が
せ
'
一
歩
ひ
か
せ
て
し
ま

う
よ
う
な
強
い
勢
い
が
あ
る
と
思
う
。
最
初
か
ら
ぐ
い
ぐ
い
と
進
ん
で

の
ら
な
い
時
に
読
む
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
読
解
は
別
だ
け
ど
ね
。

(
s
o
　
女
子
)

「
山
日
記
」
は
'
「
李
徴
」
と
い
う
人
間
の
自
意
識
の
中
で
完
結
し
て
い

る
作
品
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
読
む
者
は
身
じ
ろ
ぎ
で
き
な
い
作
品

で
あ
る
。
し
か
も
客
観
的
に
し
か
読
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
山
日
記
」



を
読
む
者
の
中
に
、
「
李
徴
」
の
「
語
り
」
(
弱
さ
)
　
へ
の
同
情
が
生
ま
れ
へ

加
え
て
へ
「
詩
作
」
(
強
さ
)
へ
の
近
寄
り
が
た
さ
が
つ
く
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

読
む
者
は
無
口
な
観
客
に
な
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
た
だ
「
す
ご
い
」
作

品
だ
と
、
感
動
す
る
だ
け
な
の
だ
。
か
り
に
読
む
者
が
そ
こ
に
自
分
を
い
く

ら
か
重
ね
て
み
た
と
し
て
も
へ
　
い
ま
は
、
読
む
者
の
自
意
識
の
中
で
閉
じ
る

し
か
な
-
'
し
ば
ら
く
は
出
口
も
な
-
さ
ま
よ
い
続
け
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

だ
か
ら
'
安
易
に
こ
と
ば
に
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
生
徒
に
と
っ
て
、

授
業
で
は
'
「
山
日
記
」
は
'
ひ
と
ま
ず
「
読
解
」
を
楽
し
む
だ
け
の
も
の
。

①
～
⑩
の
よ
う
な
生
徒
の
こ
と
ば
を
作
品
構
造
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
理
解

す
る
と
'
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

授
業
で
の
私
の
疑
問
の
霧
は
'
晴
れ
て
き
た
。
「
山
日
記
」
を
授
業
で
読

む
生
徒
の
位
置
は
'
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
。
や
は
り
、
そ
う
な
の
で
あ

a
E
Sで

は
'
生
徒
の
中
で
「
山
日
記
」
は
、
こ
の
先
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
生
き
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

生
徒
の
中
で
の
「
山
月
妃
」
の
位
置

一
学
期
最
後
の
授
業
へ
最
後
五
分
間
、
あ
る
ク
ラ
ス
で
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
。

「
山
日
記
」
に
ど
れ
-
ら
い
感
動
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
は
'
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
が
強
い
レ
ベ
ル
の
回
答
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
で
読
ん
で

約
1
ヶ
月
後
、
生
徒
の
内
面
で
「
山
日
記
」
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、
自
分
に
と
っ
て
「
山
日
記
」
は
何
だ
っ
た
の
か
と
問
う
て
み

た
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

①
　
内
容
的
に
は
今
思
う
と
す
ご
-
良
い
と
思
う
。
習
っ
た
と
き
に
は

文
章
が
難
し
-
て
、

と
っ
つ
き
に
く
い
と
感
じ
た
け
ど
、
少
し
間
を
あ

け
た
今
へ
　
そ
ん
な
思
い
は
な
い
で
す
。

虎
に
な
る
と
い
う
非
現
実
的
な
こ
と
が
、
あ
る
意
味
違
和
感
を
感
じ

ず
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
。
李
徴
の
気
持
ち
も
す
ご
-
細
か
-
普
か
れ
て

い
る
し
、
終
わ
り
方
も
と
て
も
い
い
。

難
し
い
け
ど
'
好
き
な
小
説
の
1
つ
で
す
　
　
　
(
Z
K
　
女
子
)

②
　
人
間
の
内
面
的
な
弱
さ
を
李
徴
と
い
う
人
間
が
虎
に
な
る
こ
と
を

通
し
て
見
事
に
描
い
た
点
に
感
動
し
た
　
　
　
　
　
(
X
>
　
男
子
)

③
　
や
っ
ぱ
り
、
虎
と
な
っ
た
李
微
が
最
後
に
詠
ん
だ
詩
が
感
動
し
た
。

李
徴
の
気
持
ち
が
詰
ま
っ
て
い
て
、

と
て
も
悲
し
-
な
っ
た
。
人
間
で

159

あ
る
と
き
も
虎
に
な
っ
た
今
も
孤
独
で
'
そ
ん
な
人
生
の
中
で
唯
1
と

い
っ
て
い
い
-
ら
い
の
友
人
衷
惨
に
最
後
に
会
え
た
と
き
の
複
雑
な
気

持
ち
が
伝
わ
っ
て
-
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
h
W
　
女
子
)

読
ん
で
い
る
と
自
分
は
い
つ
の
ま
に
か
主
人
公
に
な
っ

て
い
て

「
山
日
記
」

の
パ
ワ
ー
に
心
を
か
き
乱
さ
れ
る
。
そ
し
て
読
み
終
え
た

と
き
'
ふ
っ
と
現
実
に
か
え
っ
て
考
え
て
み
た
と
き
の
快
感
が
「
読
み

ご
た
え
が
あ
る
」
=
「
感
動
」
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
z
W
　
女
子
)

⑤
　
文
章
表
現
の
上
手
さ
と
内
容
の
良
さ
は
す
ば
ら
し
い
と
思
う
が
、

い
ま
い
ち
ど
こ
か
が
し
っ
-
り
こ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
少
し
探
-

入
り
に
-
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
な
じ
み
に
く
い
よ
う
な
へ
　
そ
う
で
な
い



よ
う
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
N
K
　
男
子
)

⑥
　
自
分
の
心
の
解
析
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
-
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ

い
0
日
分
の
心
と
い
う
の
は
1
番
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
本
当
は
分

か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
し
。
ま
あ
、
認
め
た
-
な
い
の
も
あ
る

け
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
>
<
H
　
女
子
)

⑦
　
虎
に
な
っ
た
李
徴
が
自
分
の
性
格
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
'
私
自
身
に
も
あ
て
は
ま
る
と
こ

ろ
が
け
っ
こ
う
あ
っ
て
、
最
後
ま

で
ど
う
な
る
の
か
、
夢
中
で
読
ん
だ
O
最
後
に
何
か
心
を
揺
り
動
か
さ

れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
Z
H
　
女
子
)

⑧
　
程
度
は
さ
て
お
き
「
山
日
記
」
を
読
ん
だ
と
き
、
自
分
に
あ
て
は

引
こ
と
が
あ
っ
た
。
李
徴
の
い
う
「
差
恥
心
」
で
あ
る
。
「
山
日
記
」

を
何
度
か
読
み
返
し
て
い
る
う
ち
に
自
分
に
も
こ
れ
が
あ
る
と
気
づ
い

て
の
だ
。
「
山
日
記
」
は
、
自
分
に
と
っ
て
銃
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
*
H
　
男
子
)

⑨
　
私
の
中
に
あ
る
自
己
嫌
悪
と
か
と
重
な
っ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
が
あ
っ

た
。
人
の
一
生
と
は
何
か
を
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ

う
で
は
な
い
ら
し
い
。

こ
れ
を
読
ん
で
い
ろ
い
ろ
思
う
と
こ
ろ
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
深
す

ぎ
て
よ
-
分
か
ら
な
い
。
こ
の
小
説
に
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る

し
、
共
感
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
最
近
感
情
が
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ

で
心
の
中
の
整
理
能
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
そ
い
う
い
う
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
状
態
に
ひ
き
こ
む
き
っ
か
け
を
与

え
て
く
れ
た
本
の
一
つ
で
し
た
。
今
は
へ
　
よ
-
わ
か
り
ま
せ
ん
。

(
s
F
　
女
子
)

⑩
　
僕
は
高
校
に
な
っ
て
塾
に
行
-
の
を
や
め
た
し
、
日
曜
日
に
は
サ
ッ

カ
I
の
練
習
は
な
い
は
で
、
時
々
1
日
中
ほ
と
ん
ど
だ
れ
と
も
話
さ
な

い
日
が
あ
り
ま
す
。
李
徴
は
元
か
ら
あ
ま
り
話
す
人
が
い
な
い
し
、
虎

に
な
っ
た
ら
他
の
動
物
も
話
す
前
に
逃
げ
る
そ
う
な
の
で
'
と
て
も
寂

し
い
だ
ろ
う
な
と
、
少
し
共
感
が
あ
り
ま
し
た
　
　
(
M
S
　
男
子
)

総
括
す
れ
ば
'
「
山
日
記
」
は
感
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

時
間
も
経
過
し
て
、
生
徒
は
余
裕
を
も
っ
て
雷
い
て
い
る
。
読
ん
だ
時
の
思

い
が
'
素
直
に
語
ら
れ
、
違
和
感
を
い
く
ら
か
残
し
な
が
ら
も
へ
「
自
分
」

を
語
り
は
じ
め
た
者
が
目
に
つ
-
0

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
'
「
山
日
記
」
に
向
か
う
生
徒
の
位
置
は
も
は
や
問
題

で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
生
徒
の
中
で
の
「
山
日
記
」
の
位
置
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
れ
は
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
、
今
後
い
か
に
自
分
と
向
き
合
う
か
と

い
う
こ
と
だ
。
た
め
ら
い
な
が
ら
、
見
定
め
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
自
分
を

「
表
現
」
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。

小
説
読
者
と
し
て
の
生
徒
の
心
と
授
業
の
定
位

授
業
の
中
で
の
不
思
議
な
も
ど
か
し
さ
に
端
を
発
し
、
「
山
日
記
」
国
有

の
構
造
や
価
値
を
め
ぐ
り
つ
つ
、
「
山
日
記
」
を
読
む
生
徒
の
位
置
に
つ
い

て
'
現
実
の
生
徒
の
声
を
も
と
に
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
が
'
最
後
に
、

次
の
よ
う
な
問
題
や
課
題
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
授
業
に
お
い
て
「
山
日
記
」
を
読
む
と
き
の
生
徒
の
位
置
と
'
そ

し
て
授
業
後
の
「
山
日
記
」
の
位
置
と
は
、
ど
う
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
へ
　
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
当
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然
の
こ
と
。
だ
が
'
こ
う
い
う
問
題
は
、
「
山
日
記
」
　
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ

ま
な
作
品
に
即
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

の
よ
う
に
思
え
る
。

そ
も
そ
も
、
小
説
の
読
み
と
い
う
も
の
は
、
授
業
の
な
か
だ
け
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
い
。
授
業
で
読
ん
だ
小
説
が
、
そ
の
後
の
人
生
の
な
か
で
折

に
触
れ
て
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
り
、
己
の
中
に
生
き
続
け
て
い
-
場
合
が
あ

る
O
　
い
つ
の
ま
に
か
ど
こ
か
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
-
場
合
も
あ
る
。
読
み
手

に
よ
っ
て
へ
　
小
説
の
位
置
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
授
業
に
お
い
て
も
、
小
説

を
読
む
生
徒
の
位
置
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
へ
　
そ
れ
を
た
た
か

わ
せ
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
授
業
に
お
け
る
読
み
の

深
化
が
は
か
ら
れ
る
の
だ
'
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
生

徒
が
教
室
の
中
で
自
分
自
身
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
'
非
常
に
む
つ
か
し
い

こ
と
で
あ
る
。
小
説
を
読
み
、
小
説
の
世
界
に
自
己
を
照
ら
し
て
い
-
と
う

教
室
に
お
い
て
は
'
そ
の
自
己
は
自
閉
し
た
ま
ま
で
開
か
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

小
説
の
読
み
は
、
き
わ
め
て
個
別
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
小
説
の
読

み
方
は
'
ひ
と
り
の
読
み
手
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
よ
う
に
'
長
い
時
間
の
な
か
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
説
の
読
み
の
永
遠
性
と
で
も
言
う
の
か
。
小
説
の
授
業
は
'
こ
れ
ら
の
問

題
を
視
野
に
入
れ
て
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
生
徒
の

位
置
と
小
説
の
位
置
に
つ
い
て
へ
　
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
-
と
、
授
業
へ
特

に
生
徒
が
主
体
的
に
考
え
る
授
業
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

定
位
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
読
者
と
し
て
の
生

徒
の
心
を
授
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
み
て
い
-
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
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