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心
を
動
か
し
て
い
て
も
、
読
む
者
に
は
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
」
程
度

の
も
の
し
か
伝
わ
ら
ず
、文
芸
の
一
つ
の
意
義
と
な
る
深
い「
共
感
」

に
ま
で
は
と
て
も
降
り
て
い
か
な
い
。

　

最
初
の
四
首
だ
け
か
も
し
れ
な
い
、
い
く
ら
な
ん
で
も
こ
ん
な
歌

ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
と
か
ら
少
し
は
マ
シ
な
歌
に
出
会
え
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
読
み
進
め
て
い
く
と
、
む
し
ろ
だ
ん
だ
ん
ひ
ど
く
な
る
。

閉
館
の
岩
波
ホ
ー
ル
を
忘
れ
ま
い
「
カ
テ
ィ
ン
の
森
」
の
記
憶
と

と
も
に

そ
ん
な
こ
と
で
人
を
殺
め
て
し
ま
う
か
と
想
像
超
え
る
事
件
が
起

き
る

脳
内
で
か
ご
め
か
ご
め
の
声
が
す
る
嫌
わ
れ
る
の
は
本
当
に
怖
い

初
恋
の
人
と
暮
ら
せ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
幸
せ
で
し
た
ね　

私
も
そ
う

よ

　　

最
後
は
特
に
ひ
ど
い
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。

三
密
も
儲
け
話
の
蜜
も
避
け
け
ふ
も
家
居
に
小
三
治
を
聴
く

明
日
家
に
居
る
か
ど
う
か
と
訊
く
娘
居
る
が
仕
事
だ
孫
は
見
れ
ぬ

ぞ

　

こ
れ
ら
は
、
音
数
は
合
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
短
歌
と
呼
べ
る

も
の
だ
ろ
う
か
―
―
首
を
傾
げ
て
し
ま
う
。
ど
れ
も
他
人
事
で
あ
っ

　

今
回
は
、
日
本
経
済
新
聞
の
歌
壇
で
二
〇
二
二
年
、
年
間
を
通
し

て
の
秀
作
一
七
首
（
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
七
日
掲
載
）
を
見
て
み

た
い
。
選
者
は
迢
空
賞
を
受
賞
し
て
い
る
三
枝
昂
之
氏
で
あ
る
。
こ

れ
は
朝
日
新
聞
の
「
日
曜
歌
壇
」
と
ど
っ
こ
い
か
、
あ
る
い
は
さ
ら

に
落
ち
る
印
象
が
あ
る
。

　

最
初
の
四
首
を
見
て
み
よ
う
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
子
守
唄
と
は
つ
ゆ
知
ら
ず
も
い
ち
ど
歌
わ
ん
花
は

ど
こ
へ
行
っ
た

デ
・
シ
ー
カ
の
「
ひ
ま
わ
り
」
の
野
の
悲
し
み
よ
。
両
国
の
国
花

は
同
じ
向
日
葵

そ
の
戦
ス
イ
ス
で
さ
へ
も
お
ろ
し
や
に
一
分
の
理
す
ら
無
し
と
言

ふ
ほ
ど

校
内
に
世
界
地
図
描
き
国
連
へ
の
加
盟
祝
ひ
し
小
四
の
こ
ろ

　

世
界
に
関
し
た
題
材
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
の
は
偶
然
か
―
―
そ

れ
に
し
て
も
こ
こ
に
は
詠
い
手
自
身
の
生
に
根
差
し
た
深
い
感
情
は

ど
こ
に
も
な
く
、
頭
の
先
っ
ぽ
で
知
識
・
情
報
の
部
類
を
触
知
し
た

浅
い
心
の
動
き
に
終
始
し
て
い
る
。
作
っ
た
本
人
は
新
し
い
発
見
に

　　短歌季評短歌季評

て
、
命
や
人
生
を
負
う
主
体
の
息
づ
き
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
世
間
の

事
を
言
っ
て
い
れ
ば
短
歌
に
な
る
と
思
っ
て
作
っ
て
い
る
、
そ
の
姿

勢
が
誤
っ
て
い
る
。
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
ば
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
で

も
呟
い
て
い
れ
ば
十
分
で
、
音
数
を
合
わ
せ
て
わ
ざ
わ
ざ
短
歌
に
し

な
く
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
五
七
五
七
七
の
音
数
を
取
る
こ
と
に
は
、

も
っ
と
深
い
、
命
と
の
向
き
合
い
が
必
要
で
、
自
身
の
生
き
て
い
る

今
へ
の
感
慨
が
結
節
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

年
間
の
「
秀
歌
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
れ
が
存

在
し
な
い
。
歌
に
核
が
な
い
。
短
歌
と
は
呼
べ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
を
「
秀
歌
」
と
し
て
選
ん
で
い
る
選
者
の
見
識
を
疑
う
。

極
め
て
ま
ず
い
料
理
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
不
快
感
が
残
る
。

　

生
き
る
こ
と
の
困
難
や
辛
さ
を
通
し
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
恵
み

に
触
れ
、
そ
の
発
光
の
奇
跡
に
到
達
す
る
過
程
が
こ
こ
に
は
な
い
。

言
葉
が
腐
り
か
け
て
い
る
。

　

現
代
の
都
市
生
活
で
は
、
確
か
に
自
然
と
触
れ
合
い
、
自
然
の
様

相
と
親
し
く
交
感
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
結
局
空
の
下
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
い

か
に
建
物
の
中
に
籠
ろ
う
と
も
、
仮
想
空
間
が
広
が
ろ
う
と
も
、
結

局
は
大
空
の
下
に
い
る
。
逆
に
そ
れ
を
感
じ
、
そ
こ
へ
開
か
れ
て
い

く
手
段
と
し
て
、
短
歌
は
い
い
契
機
に
も
な
り
、
扉
に
も
な
る
。
自

然
や
大
い
な
る
も
の
と
、
そ
の
交
感
の
う
ち
に
存
在
を
深
め
合
う
こ

と
が
、
人
を
謙
虚
に
し
、
真
の
力
を
発
揮
さ
せ
る
。

　

そ
の
道
へ
通
じ
る
歌
の
伝
統
的
な
姿
を
、
自
覚
的
に
回
復
さ
せ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
ヒ
ム
ロ
」
九
一
六
号
（
二
〇
二
二
年
十
二
月
号
）
に
は
、
日
経
新

聞
の
歌
壇
よ
り
も
心
に
響
く
歌
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

散
り
際
の
藤
の
花
房
揺
ら
し
つ
つ
夕
風
一
筋
庭
を
吹
き
抜
く

病
室
を
一
人
点
し
て
採
尿
す
尿
瓶
に
響
く
音
の
虚
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
田
良
文

雨
に
伏
し
花
穂
汚
れ
つ
つ
い
ぬ
た
で
の
そ
の
根
は
確
と
土
摑
み
を

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
や
す
ゑ

こ
ん
も
り
と
咲
く
八
重
桜
揺
ら
し
つ
つ
丘
吹
く
風
に
花
の
匂
い
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
貞
子

う
す
日
射
せ
ば
細
ぼ
そ
と
鳴
く
蟬
い
と
ほ
し
庭
の
木
下
に
抜
け
殻

の
あ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
賀
菊
子

走
り
穂
の
稲
田
暗
み
て
時
折
り
に
蛙
鳴
き
立
つ
雨
の
兆
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
か
つ
子

　　

こ
れ
ら
は
地
方
な
ど
自
然
に
近
く
居
住
し
て
い
な
い
と
な
か
な
か

作
れ
な
い
歌
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
然
と
向
か
い
合
う
か
す
か
な
瞬

間
、
わ
ず
か
な
命
に
触
れ
る
発
見
は
、
感
覚
を
鋭
敏
に
し
て
い
れ
ば
、

あ
る
い
は
ま
た
心
を
空
し
く
し
て
い
れ
ば
、
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。
身
近
に
、
深
さ
を
知
る
契
機
は
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
五
十
嵐
勉
）

　
　　　　

短
歌
季
評

短
歌
季
評

文
芸
思
潮

文
芸
思
潮
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前
略
。
歌
よ
み
の
よ
う
な
馬
鹿
な
、
の
ん
き
な
も
の
は
、
ま
た
と
い
な

い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
歌
よ
み
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
和

歌
ほ
ど
よ
い
も
の
は
ほ
か
に
な
い
と
、
つ
ね
に
誇
り
に
思
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
歌
よ
み
は
歌
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、

歌
が
一
番
よ
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
自
惚
れ
て
い
る
の
で
す
。
彼
ら
は
和

歌
に
最
も
近
い
俳
句
す
ら
も
少
し
も
理
解
せ
ず
、
十
七
字
で
さ
え
あ
れ
ば

川
柳
も
俳
句
も
同
じ
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
の
呑
気
さ
な
の
で
す
か
ら
、
ま

し
て
漢
詩
を
研
究
す
る
の
で
も
な
く
、
西
洋
に
は
詩
と
い
う
も
の
が
あ
る

の
や
ら
な
い
の
や
ら
、
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
浅
学
の
あ
り
さ
ま
で
す
。
ま

し
て
小
説
や
戯
曲
も
、
和
歌
と
同
じ
文
学
に
属
し
て
い
る
と
聞
く
と
、
決

ま
っ
て
目
を
丸
く
し
て
驚
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
あ
ま
り
に
ひ

ど
い
悪
口
謗
り
、
礼
儀
を
知
ら
な
い
愚
か
者
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
実
際
そ
う
な
の
だ
か
ら
し
か
た
が
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

も
し
私
の
言
う
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
と
お
思
い
な
ら
、
今
い
わ
ゆ
る
歌
よ

み
と
言
わ
れ
て
い
る
人
の
中
か
ら
、
一
人
で
も
、
俳
句
を
理
解
す
る
人
を

御
指
名
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
は
歌
よ
み
に
対
し
て
何
の
恨
み
も
持
っ

て
い
な
い
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
悪
口
を
放
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
、
察
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

歌
が
一
番
と
言
う
の
は
、
も
と
よ
り
理
屈
も
根
拠
も
な
い
こ
と
で
、
一

番
と
す
る
根
拠
は
毛
一
筋
も
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
に
は
俳
句
の
長
所
が
あ

り
、
漢
詩
に
は
漢
詩
の
長
所
が
あ
り
、
西
洋
の
詩
に
は
西
洋
の
詩
の
長
所

が
あ
り
、
戯
曲
に
は
戯
曲
の
長
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
長
所
は
も
と
よ
り

和
歌
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
屈
は
置
く
と
し
て
、
い
っ
た

い
歌
よ
み
は
和
歌
を
一
番
よ
い
も
の
と
考
え
て
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
つ
も

り
な
の
か
と
聞
き
た
い
も
の
で
す
。
歌
が
一
番
よ
い
も
の
な
ら
ば
、
ど
う

で
も
こ
う
で
も
、
上
手
で
も
下
手
で
も
三み

そ
ひ
と

十
一
文
字
を
並
べ
さ
え
す
れ

ば
、
天
下
の
第
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
秀
逸
と
称
さ
れ
る
俳
句
に
も
、
漢

詩
に
も
、
洋
詩
に
も
優ま

さ

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
量マ

マ見
を

聞
い
て
み
た
い
も
の
で
す
。
最
も
い
い
俳
句
、
漢
詩
な
ど
に
対
し
て
、
最

も
下
手
な
歌
で
さ
え
も
優
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
だ
れ
も
俳

句
・
漢
詩
な
ど
に
骨
を
折
る
よ
う
な
馬
鹿
者
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し

ま
た
俳
句
・
漢
詩
な
ど
に
お
い
て
和
歌
よ
り
い
い
も
の
が
あ
り
、
和
歌
に

も
俳
句
・
漢
詩
よ
り
も
悪
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
和
歌
だ
け
が

い
ち
ば
ん
い
い
も
の
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
歌
よ
み
の
浅
い
見
方
に

は
い
ま
さ
ら
な
が
ら
呆
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

俳
句
に
は
調
べ
が
な
く
て
、
和
歌
に
は
調
べ
が
あ
る
、
ゆ
え
に
和
歌
は

俳
句
よ
り
優
っ
て
い
る
と
、
あ
る
人
は
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
な
が
ち
一

人
だ
け
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
歌
よ
み
仲
間
で
は
こ
の
よ
う
な

説
を
抱
い
て
い
る
者
が
多
い
こ
と
も
存
じ
て
い
ま
す
。
歌
よ
み
た
ち
は
調

べ
と
い
う
こ
と
を
た
い
へ
ん
誤
解
し
て
い
ま
す
。
調
べ
に
は
な
だ
ら
か
な

調
べ
も
あ
り
、
迫
っ
て
く
る
調
べ
も
あ
り
ま
す
。
平
和
な
、
長の

ど
か閑
な
様

子
を
歌
う
に
は
な
だ
ら
か
な
長
い
調
べ
を
用
い
る
べ
き
で
、
悲
哀
と
か
、

慷こ
う
が
い慨
と
か
で
感
情
が
高
ま
る
と
き
、
ま
た
は
自
然
で
も
人
事
で
も
、
景
象

の
活
動
が
激
し
く
変
化
が
急
で
あ
る
と
き
、
こ
れ
を
歌
う
に
は
迫
っ
た
短

い
調
べ
を
用
い
る
べ
き
な
の
は
、
論
ず
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な

の
に
歌
よ
み
は
、
調
べ
は
す
べ
て
な
だ
ら
か
な
も
の
と
し
か
心
得
て
い
な

い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
も
た
ら
す
の
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
従
来
の

和
歌
が
な
だ
ら
か
な
調
子
だ
け
を
と
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
俳
句
も
漢
詩
も
見
な
い
で
、
歌
集
ば
か
り
読
ん
で
い
る
歌
よ
み
が
こ

の
よ
う
に
思
う
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
さ
て

困
っ
た
こ
と
で
す
。
な
だ
ら
か
な
調
べ
が
和
歌
の
長
所
で
あ
り
、
迫
っ
た

調
べ
が
俳
句
の
長
所
で
あ
る
と
言
う
の
な
ら
ば
理
解
も
で
き
ま
す
が
、
し

か
し
迫
っ
た
調
べ
、
強
い
調
べ
な
ど
と
い
う
調
べ
の
味
わ
い
は
、
歌
よ
み

に
は
と
う
て
い
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
賀
茂

真
淵
は
雄
々
し
く
強
い
歌
を
好
み
ま
し
た
が
、
さ
て
自
分
の
作
を
見
る

と
、
思
っ
た
よ
り
も
雄
々
し
く
強
い
歌
は
少
な
く
、
実
朝
の
歌
の
よ
う
に

雄
々
し
く
強
い
も
の
は
、
一
首
も
見
当
た

り
ま
せ
ん
。「
飛
ぶ
鷲
の
翼
も
た
わ
に
」
の

一
首
は
、
真
淵
の
歌
の
中
で
も
佳
い
作
品

で
は
あ
り
ま
す
が
、
意
味
ば
か
り
強
く
て

調
子
は
弱
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
実
朝
を
し

て
こ
の
意
匠
を
詠
ま
し
め
ば
、
か
よ
う
な

調
子
に
は
詠
ま
な
い
と
思
い
ま
す
。「
も
の

の
ふ
の
矢
な
み
つ
く
ろ
ふ
」
の
歌
の
ご
と

き
は
、
鷲
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
荒
々
し
き
趣
向
で
、
調
子
の
強
い
こ
と

は
並
ぶ
も
の
が
な
く
、
こ
の
歌
を
声
に
出
し
て
読
む
と
、
霰あ

ら
れの
音
を
聞
く

よ
う
な
心
地
が
し
ま
す
。
賀
茂
真
淵
が
す
で
に
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
真
淵
以
下
の
歌
よ
み
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
浅
薄
な
歌
よ
み
た
ち
に
、
蕪
村
派
の
俳
句
集
か
盛
唐
の
漢
詩
集
か
を
読

ま
せ
た
い
も
の
で
す
が
、
奢
り
き
っ
て
い
る
歌
よ
み
ど
も
は
、
宗
旨
以
外

の
書
を
読
む
こ
と
は
、
承
知
し
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
勧
め
る
だ
け
野
暮

で
し
ょ
う
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
、
私
は
歌
よ
み
の
人
た
ち
か
ら
局
外
者
と
か
素し

ろ
う
と人

と

か
言
わ
れ
る
身
で
す
の
で
、
詳
し
い
歌
の
学
問
は
や
ら
ず
、
格
が
何
だ
と

か
、
文
法
が
何
だ
と
か
、
少
し
も
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
大
体
の

と
こ
ろ
の
趣
味
が
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
自
ら
信
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
点
に
お
い
て
か
え
っ
て
専
門
の
歌
よ
み
の
不
注
意
を
責
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
悪
口
を
申
し
上
げ
る
私
を
野
次
馬
と
同
様

に
見
る
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
が
た
だ
の
野
次
馬
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
こ
れ
を
読
む
あ
な
た
様
が
、
お
分
か
り
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
異

論
が
あ
れ
ば
誰
で
も
私
の
所
に
来
て
く
れ
る
よ
う
、
貴
兄
よ
り
お
伝
え
く

だ
さ
い
。
三
日
三
晩
で
も
続
け
て
議
論
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
熱
心
さ
に
お

い
て
は
、
決
し
て
普
通
の
歌
よ
み
ど
も
に
は
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
感
情
が
激
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
筆
が
走
る
ま
ま
、
失
礼
の
言
葉
も

多
く
な
り
ま
し
た
が
、
御
海
容
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
。
拝
具
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
十
八
日
／
『
日
本
』
掲
載
）

　
　
　

現
代
語
訳

　
　

三
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

正
岡
子
規　

連
載
第
三
回

正岡子規

五十嵐勉／現代語訳


