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北
部
信
州
の
「
心
象
」
を
豊
か
に
語
る
人

　
　

片
桐
歩
詩
集
『
美
ヶ
原
台
地
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

片
桐
歩
さ
ん
は
、
私
に
と
っ
て
謎
多
き
詩
人
だ
っ
た
。

二
〇
〇
六
年
頃
に
石
村
柳
三
詩
論
集
『
雨う

新し
ん

者じ
や

の
詩
想
』

を
編
集
す
る
際
に
、
片
桐
歩
詩
集
の
書
評
原
稿
が
あ
っ

た
。
そ
の
書
評
を
読
み
石
村
さ
ん
と
き
っ
と
深
い
関
係
を

持
つ
詩
人
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
今
ま
で
そ
の
詩

篇
を
読
む
機
会
の
無
い
詩
人
と
し
て
何
か
気
に
か
か
る
存

在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
石
村
さ
ん
の
第
二
詩
集
『
夢
幻

空
華
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
に
、
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
に
片
桐

さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
石
村
さ
ん
の
魅
力
が
網
羅
さ

れ
て
い
る
、
優
れ
た
詩
集
を
作
っ
て
く
れ
て
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
」
と
い
う
意
味
の
お
礼
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
の

だ
っ
た
。
そ
の
電
話
で
石
村
さ
ん
と
片
桐
さ
ん
は
若
い
頃

に
同
人
誌
で
切
磋
琢
磨
し
あ
っ
た
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
こ

と
が
理
解
で
き
た
。
片
桐
さ
ん
は
と
て
も
穏
や
か
で
、
自

分
の
こ
と
の
よ
う
に
旧
友
の
詩
集
や
詩
論
集
の
達
成
さ
れ

た
価
値
を
褒
め
た
た
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
生
涯
の
詩

友
を
持
っ
て
石
村
さ
ん
は
幸
せ
者
だ
と
感
じ
た
の
だ
っ
た
。

　

片
桐
歩
さ
ん
は
、
本
名
を
大
野
孝
夫
と
い
い
、
長
野

県
松
本
市
に
一
九
四
七
年
に
生
ま
れ
た
。
高
校
を
卒
業

後
に
工
学
院
大
学
に
進
学
し
電
子
工
学
を
専
攻
し
た
エ

ン
ジ
ニ
ア
で
、
仕
事
も
電
子
分
野
に
就
い
て
い
た
。
学
生

時
代
か
ら
詩
作
を
始
め
都
内
で
就
職
後
も
「
さ
ざ
な
み
」

「
砦
文
学
」「
渓
流
文
学
」「
や
ま
な
み
」
な
ど
の
詩
誌
に

参
加
し
て
本
名
と
ペ
ン
ネ
ー
ム
片
桐
歩
を
併
用
し
な
が
ら

詩
作
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
後
、
故
郷
の
松
本
に
帰
郷
し

一
九
七
八
年
十
一
月
に
赤
羽
恒
弘
、
柳
沢
さ
つ
き
、
平
田

美
智
子
た
ち
と
月
刊
で
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の
詩
誌
「
や
ま
び

こ
」
を
創
刊
し
、
市
内
の
喫
茶
店
な
ど
に
も
置
き
一
般
の

人
た
ち
に
詩
を
広
め
よ
う
と
試
み
て
、
最
後
の
一
九
九
三

年
の
一
四
八
号
の
終
刊
ま
で
中
心
的
な
存
在
だ
っ
た
。
終

刊
号
近
く
は
毎
月
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
大
半
は
毎
月
刊

行
さ
れ
て
い
て
、
片
桐
さ
ん
は
詩
を
淡
々
と
書
き
続
け
て

い
た
。「
や
ま
び
こ
」
の
始
ま
り
数
号
は
大
野
孝
夫
の
本

名
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
発
表
す
る
際
は
、
必
ず
片
桐
歩

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
通
し
て
い
る
。
創
刊
号
の
短
い
詩
「
三

月
三
日
の
朝
」
は
味
わ
い
深
い
詩
だ
。

三
月
三
日
の
朝

冷
た
そ
う
な

ち
ょ
っ
と
暖
か
そ
う
な

気
流
の
中
に

青
空
の
色
を
見
て
い
る

と生
き
る
こ
と
の
憐
れ
さ
を

識
る

　

片
桐
さ
ん
は
故
郷
を
十
数
年
間
離
れ
て
い
て
、
三
十
歳

を
越
え
て
帰
郷
し
故
郷
の
青
空
を
見
詰
め
て
、「
生
き
る

こ
と
の
憐
れ
さ
を
／
識
る
」
と
い
う
詩
行
が
湧
き
上
が
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
促
し
た
気
流
や
風
の
動
き
か
ら
、

触
発
さ
れ
る
「
心
象
」
を
詩
の
原
点
に
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

　

片
桐
歩
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
由
来
を
同
人
中
の
一
人

が
書
い
て
い
た
文
章
に
よ
る
と
、
地
元
の
尊
敬
す
る
新
聞

記
者
の
名
前
に
よ
っ
て
い
る
と
語
っ
た
と
い
う
。
片
桐
歩

と
い
う
名
の
新
聞
記
者
を
探
し
て
み
る
と
該
当
者
が
い
な

い
の
で
、
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
尊
敬
す
る
新

聞
記
者
と
い
う
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
長
野
で
は
、
戦
前

に
軍
部
を
批
判
し
た
桐
生
悠
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思

い
つ
い
た
。
本
人
に
確
認
す
る
と
、
や
は
り
桐
生
悠
々
を

尊
敬
し
て
い
て
一
時
は
桐
生
の
書
い
た
も
の
を
集
中
的
に

読
ん
で
い
た
と
い
う
。
桐
生
悠
々
は
、
一
九
三
三
年
（
昭

和
八
年
）
に
信
濃
毎
日
新
聞
で
「
関
東
防
空
大
演
習
を
嗤

う
」
を
書
き
、
十
二
年
後
の
東
京
大
空
襲
や
そ
の
他
の
都

市
の
空
襲
を
予
言
し
た
、
気
骨
の
あ
る
新
聞
記
者
だ
っ
た
。
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心
象
物

初
夏
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
陽

濃モ
ス
グ
リ
ー
ン
緑
が

風
に
曲
げ
ら
れ

は
ね
る

部
屋
を
抜
け

隣
の
竹
や
ぶ
を

ザ
ワ
ザ
ワ
と

渡
っ
て
い
く

土
の
上
を
蟻
が

歩
き
廻
る

せ
わ
し
い
土
曜
日
の
午
後

穏
や
か
な
惰
性
に

吹
か
れ

思
考
意
識
の
回
復
を

見
詰
め
る

混
乱
の
社
会
か
ら

は
み
出
す
私
心
は

止
ま
っ
た
模
写
図
の

放
心
状
の
眼
球

動
く

蟻
の
顔

触
覚
の
巧
み
さ

目
覚
ま
し
時
計
が

確
か
な
音
を
伝
え
る

ふ
と
現
実
と
掛
け
離
れ
た
地
が

経
験
物
と

ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
生
物
が

ひ
と
つ
に
重
な
り

薄
く
な
っ
た
り

濃
く
な
っ
て

ち
ら
つ
き

手
を
延
ば
し
た
と
こ
ろ
に

山
梨
の
石
橋
湛
山
や
安
曇
野
の
清
沢
烈
と
同
様
に
日
本
の

破
滅
を
予
見
し
、
言
論
の
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
が
日
本
の

最
大
の
弱
点
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
、
命
を
賭
け
て
言
論

で
軍
部
を
批
判
し
続
け
た
自
由
主
義
者
だ
っ
た
。
そ
ん
な

桐
生
悠
々
の
権
威
に
お
も
ね
な
い
反
骨
精
神
を
片
桐
さ
ん

は
根
幹
に
据
え
て
、
故
郷
の
松
本
に
戻
っ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。
地
縁
血
縁
の
相
互
監
視
の
中
で
も
自
由
に
表
現
活
動

を
す
る
た
め
に
、
片
桐
歩
で
詩
作
を
本
格
的
に
試
み
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
時
は
桐
生
詩
歩
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー

ム
で
も
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
少
し
言
い
に

く
い
こ
と
も
あ
り
、
北
信
濃
に
よ
く
あ
る
苗
字
だ
が
響
き

の
良
い
片
桐
に
し
た
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
。
歩
は
評
論
家

大
宅
荘
一
の
長
男
で
夭
折
し
た
詩
人
の
大
宅
歩
か
ら
借
り

た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
将
棋
の
歩ふ

の
よ
う
に
一
歩
一

歩
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
思
い
だ
っ
た
そ
う
だ
。
片
桐

さ
ん
は
時
代
を
予
見
す
る
反
骨
精
神
と
純
粋
な
詩
人
の
魂

を
自
ら
の
中
で
融
合
さ
せ
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
て
、
自
ら

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
そ
の
思
い
を
託
し
て
、
詩
作
に
生
き
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

２

　

片
桐
さ
ん
の
年
譜
の
初
め
に
出
て
く
る
詩
集
は
、
一
九

七
九
年
の
詩
誌
の
よ
う
な
無
綴
ト
ジ
の
詩
集
『Pathos

』

（
二
十
六
篇
）
だ
。
こ
の
詩
集
は
「
片
桐
歩
詩
集
第
六

号
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩

集
の
前
に
も
五
冊
の
手
作
り
版
の
小
詩
集
が
刊
行
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
。
こ
の
六
冊
の
小
詩
集
に
よ
っ
て
、
片
桐
さ

ん
は
、
自
己
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
や
リ
ズ
ム
感
を
模
索
し
て

い
た
に
違
い
な
い
。
片
桐
さ
ん
は
初
期
詩
篇
の
最
後
の
第

六
詩
集
『Pathos

』
を
自
ら
の
詩
人
と
し
て
の
原
点
に
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
中
か
ら
「
心
象
物
」
と

い
う
詩
が
特
に
心
に
残
っ
た
の
で
、
引
用
し
て
み
た
い
。
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お
り
お
り
の
衣
を
脱
ぐ

滅
び
さ
る
も
の
と

生
ま
れ
る
も
の
の
な
か
で

す
れ
違
う
痛
み
を

悲
し
む
べ
き
か

喜
ぶ
べ
き
か

金
色
の
陽
に
飛
ぶ

と
ん
ぼ
の
群
れ
に

何
を
語
る
べ
き
か

死
後
の
話
し
で
も
し
よ
う
か

そ
れ
と
も
あ
な
た
達
が
生
ま
れ
て
く
る

未
来
の
こ
と
で
も
話
そ
う
か

澄
ん
だ
地
上
に
咲
い
た

草
花
の
き
ば
み
は
増
し

樹
は
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
枯
葉
を

降
ら
す

仮
死
の
冬
が
山
の
上
に

舞
い
お
り
て
き
た

　

片
桐
さ
ん
の
感
受
性
の
特
長
は
、
こ
の
詩
の
中
に
良

く
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
大
気
の
流
れ
」
を
感
受
し

て
、「
滅
び
さ
る
も
の
」
と
「
生
ま
れ
る
も
の
」
の
双
方

の
存
在
に
気
付
い
て
、
そ
の
大
気
の
中
に
現
れ
た
生
と

死
の
在
り
か
を
、
何
か
自
然
に
書
き
留
め
て
し
ま
う
の

だ
。
ま
た
そ
れ
ら
の
二
つ
の
存
在
が
「
す
れ
違
う
痛
み
」

も
感
じ
て
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た

「
金
色
の
陽
」
を
人
一
倍
受
け
止
め
て
し
ま
い
、
そ
の
光

と
風
の
中
を
漂
う
ト
ン
ボ
た
ち
と
も
自
然
と
対
話
し
て
し

ま
う
の
だ
。
そ
ん
な
眼
に
見
え
な
い
も
の
と
死
後
や
未
来

の
こ
と
な
ど
を
対
話
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
片
桐
さ
ん

に
と
っ
て
精
神
的
な
実
在
で
あ
り
、「
心
象
」
で
あ
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
感
受
性
の
あ
り
方
は
、
宮

沢
賢
治
と
も
か
な
り
近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
片

知
覚
す
る
像
の

ま
ど
ろ
み

さ
ら
さ
ら
し
た
陽
に

白
い
布
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
事
象
体
が

ひ
と
つ

ひ
と
つ

消
え
て
い
く

　

こ
の
詩
を
読
む
と
、
感
受
性
の
強
い
若
者
が
故
郷
を
出

て
都
会
生
活
の
中
で
、
様
々
な
物
事
を
見
聞
き
し
、
思
考

す
る
こ
と
に
目
覚
め
て
い
き
、
ま
た
表
現
者
と
し
て
創
造

的
な
「
心
象
」
の
世
界
を
生
み
出
し
て
い
く
精
神
過
程
が

記
さ
れ
て
い
る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
溢
れ
出
て
く
る

「
濃
緑
の
陽
」
の
光
が
、
土
曜
日
の
昼
下
が
り
に
や
っ
て

き
て
「
思
考
意
識
の
回
復
」
を
促
す
の
だ
ろ
う
。「
混
乱

の
社
会
」
の
非
人
間
的
な
仕
打
ち
を
「
濃
緑
の
陽
」
が
融

か
し
て
、「
心
象
」
の
中
か
ら
自
分
に
と
っ
て
本
物
と
は

何
か
を
問
い
か
け
ら
れ
て
検
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
「
ま

だ
見
た
こ
と
の
な
い
」
未
知
の
「
心
象
物
」
を
探
り
続
け

て
い
こ
う
と
す
る
、
純
粋
な
詩
的
精
神
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
詩
的
情
熱
と
世
界
の
構
造
の
両

方
を
鷲
摑
み
し
た
い
と
言
う
よ
う
な
若
々
し
い
精
神
が
息

づ
い
て
い
る
よ
う
な
詩
だ
ろ
う
。

　
　

３

　

第
七
詩
集
『KA

RM
A

』（
四
十
四
篇
）
は
一
九
八
八

年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
「
対
話
」
と
い
う
詩
を
読

ん
で
み
た
い
。

対
　
話

季
節
は
め
ぐ
り

大
気
の
流
れ
に
の
っ
て
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凍
り
つ
い
た
大
地
に
白
い
蒸
気
が

立
ち
昇
る
様

川
の
流
れ
く
だ
る
水
の
音
に

眠
る
感
覚

生
き
物
が
受
け
る
自
然
の

安
ら
ぎ
の
響
き
の
よ
う
で

体
が
ほ
ぐ
れ
る
い
や
し
の
調
べ

飽
き
の
こ
な
い
泉
の
ざ
わ
め
き

何
か
懐
か
し
い
家
に
帰
っ
た
よ
う
な

心
潤
う
音
調
が

脳
細
胞
に
住
み
つ
い
た

遥
か
な
宇
宙
の
音
信
に

耳
を
傾
け
る
と

闇
の
中
で
正
体
不
明
の
音
が

何
か
を
話
し
た
が
る

そ
の
音
を
読
み
取
る
機
能
は
な
い
が

ツ
ー
ド
ト　

ツ
ー
ド
ト
と

単
純
明
快
な
信
号
を

送
っ
て
く
る

空
気
の
振
動

　

こ
の
よ
う
な
自
然
の
「
心
潤
う
音
調
」
に
聞
き
入
る
心

持
ち
を
都
市
の
人
間
た
ち
は
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
。
片
桐

さ
ん
は
こ
の
「
遥
か
な
宇
宙
の
音
信
」
に
耳
を
傾
け
て
、

「
異
次
元
の
空
間
」
と
の
交
感
の
中
に
永
遠
を
感
じ
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
無
垢
の
自
然
と
の
交
感
の
中

に
「
心
地
よ
い
現
象
」
が
現
れ
て
き
て
、
そ
れ
を
片
桐
さ

ん
は
こ
の
詩
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
く
の
だ
。
自
然
を

支
配
で
き
る
と
過
信
し
て
い
っ
た
人
間
は
、
原
爆
や
原
発

を
作
り
、
と
ん
で
も
な
い
事
故
を
繰
り
返
し
引
き
起
こ
し

て
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
自
然
を
支
配
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
大
規

模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ど
こ
か
根
本
的
な
人
間
の
理
性
の

絶
対
化
に
陥
っ
て
い
る
。
片
桐
さ
ん
は
理
系
の
人
間
だ
が
、

桐
さ
ん
の
膨
大
な
数
多
く
の
詩
篇
は
、
賢
治
の
い
う
「
心

象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
試
み
を
実
践
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。「KARM

A
」
と
い
う
詩
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
、
片

桐
さ
ん
に
と
っ
て
の
「KARM

A

」（
業
）
と
は
、
こ
の
よ

う
に
「
心
象
」
を
感
受
し
て
し
ま
う
人
間
の
果
て
し
な
い

精
神
の
在
り
方
を
暗
示
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　

４

　

一
九
九
一
年
に
第
八
詩
集
『
瑠
璃
色
の
時
』（
三
十
五

篇
）、
一
九
九
三
年
に
第
九
詩
集
『
六
月
の
歌
』（
二
十
一

篇
）、
一
九
九
五
年
に
第
十
一
詩
集
『
予
感
の
地
平
』

（
二
十
六
篇
）、
二
〇
〇
二
年
に
第
十
二
詩
集
『
渇
い
た

季
節
』（
五
十
六
篇
）、
二
〇
〇
七
年
に
第
十
三
詩
集
『
不

条
理
の
森
』（
五
十
八
篇
）
な
ど
の
詩
集
を
刊
行
し
て
き

た
。
こ
の
六
冊
に
は
、
帰
郷
し
た
後
の
暮
ら
し
の
中
で

様
々
な
も
の
を
断
念
し
な
が
ら
、
故
郷
の
四
季
の
自
然
や

天
上
の
宇
宙
へ
の
交
感
を
書
き
記
し
て
い
る
。『
不
条
理

の
森
』
の
中
の
詩
「
心
地
よ
い
現
象
」
に
は
、
そ
の
宇
宙

と
の
交
感
が
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

心
地
よ
い
現
象

こ
の
地
上
に
は
永
遠
に
存
在
す
る
も
の
な
ど
な
い

も
し
あ
る
と
思
う
な
ら

そ
れ
は
観
念
の
中
に
あ
る
ロ
マ
ン
に
す
ぎ
な
い

し
か
し
異
次
元
の
空
間
に
は

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い

そ
の
所
在
を
あ
な
た
に
教
え
よ
う

窓
枠
に
縁
ど
ら
れ
た
色
の
あ
る
風
景
と

ブ
ル
ー
の
空

暑
い
日
の
木
陰
の
下
に
映
る

乱
反
射
の
白
い
さ
ざ
波

風
が
す
す
き
の
穂
を
散
ら
す

種
子
の
行
方
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「
心
象
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
多
く
の
読
み
手
の
夕
焼
け

の
光
景
と
な
っ
て
他
者
の
「
心
象
」
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
。
他
の
二
十
五
篇
は
、
片
桐
さ
ん
が
故
郷
の
自
然
を
歩

き
な
が
ら
、
そ
の
移
り
行
く
四
季
の
魅
力
を
再
発
見
し
て

い
く
驚
き
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
繊
細
な
四
季
の
出

来
事
は
、
一
回
限
り
の
命
が
生
ま
れ
死
ん
で
い
き
、
ま
た

新
た
な
命
と
な
っ
て
甦
り
輝
き
だ
す
存
在
と
し
て
語
ら
れ

る
。
片
桐
さ
ん
は
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
四
季
に
現
れ
る

命
の
輝
き
を
賛
美
す
る
人
に
な
っ
て
い
る
。「
心
象
」
を

序
詩
と
し
て
、
こ
の
二
十
五
篇
は
一
大
交
響
曲
と
な
っ
て

読
む
も
の
の
心
に
北
ア
ル
プ
ス
の
美
ヶ
原
台
地
の
光
景
が

響
き
渡
る
だ
ろ
う
。

　

二
章
「
隣
人
は
ど
こ
に
」（
十
二
篇
）
は
、
片
桐
さ
ん

の
生
と
死
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
実
存
的
な
詩
篇
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
人
間
存
在
の
悲
し
み
に
踏
み
込
ん
だ
詩

篇
で
、
片
桐
さ
ん
は
心
の
奥
底
に
潜
む
不
安
を
あ
え
て
搔

き
毟
る
よ
う
な
思
い
を
詩
に
し
て
い
る
。
片
桐
さ
ん
は
そ

の
意
味
で
生
き
る
こ
と
に
誠
実
で
あ
り
、
詩
に
も
そ
の
真

剣
な
問
い
そ
の
も
の
が
読
む
も
の
に
清
々
し
さ
を
与
え
て

い
る
。
隣
人
愛
、
神
へ
の
愛
な
ど
も
片
桐
さ
ん
は
問
う
て

い
て
、
愛
を
問
う
こ
と
が
人
間
の
生
き
る
重
要
な
テ
ー
マ

で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　

三
章
「
幸
せ
の
国
」
十
四
篇
は
、
片
桐
さ
ん
の
存
在
へ

の
問
い
で
あ
り
、
地
球
の
命
へ
の
問
い
で
あ
り
、
宗
教
的

な
問
い
な
ど
を
含
め
て
一
篇
一
篇
に
硬
質
な
問
い
か
け
が

さ
れ
て
い
る
詩
篇
だ
。
最
後
に
詩
「
幸
せ
の
国
」
を
引
用

し
た
い
。「
幸
せ
っ
て
何
処
に
あ
る
の
で
す
か
」
と
問
う

詩
は
宮
沢
賢
治
の
他
者
の
幸
せ
を
心
か
ら
願
う
精
神
と
根

底
で
通
じ
合
っ
て
い
る
。
片
桐
さ
ん
は
現
実
に
は
存
在
し

な
い
「
幸
せ
の
国
」
の
可
能
性
を
い
つ
も
問
い
続
け
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
問
い
を
発
す
る
詩
は
、
と

て
も
尊
い
魂
を
抱
え
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
北
部

信
州
を
こ
れ
ほ
ど
慈
し
み
創
造
的
な
「
心
象
」
と
し
て
書

き
上
げ
た
詩
集
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
人

科
学
技
術
を
絶
対
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
で

は
計
り
知
れ
な
い
も
っ
と
大
き
な
異
次
元
の
世
界
に
意
識

を
遊
ば
せ
て
、
人
間
の
精
神
の
回
復
を
願
っ
て
い
る
よ
う

な
思
い
を
感
ず
る
。

　
　

５

　

新
詩
集
『
美
ヶ
原
台
地
』
は
五
十
二
篇
の
詩
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
一
章
「
美
ヶ
原
台
地
」
は
二
十
六
篇
か
ら

成
り
立
っ
て
お
り
、
冒
頭
に
は
「
心
象
」
と
い
う
詩
が
お

か
れ
て
い
る
。

心
　
象

あ
い
色
の
山や
ま
な
み脈
が
雄
壮
な
影
絵
を
お
と
し

刹
那
の
景
象
を
と
ど
め
る
日
没

最
後
の
残
照
が
は
な
ば
な
し
い

火
柱
を
吹
き
あ
げ

大
気
の
層
に
投
げ
い
れ
た
火
焰
が

の
た
う
ち
回
る

あ
か
ね
色
の
微
笑

光
と
闇
が
拮
抗
し
合
う

あ
が
き
の
争
い
に
屈
し
た
地
上
に

淋
し
い
夕
暮
れ
が
下
り
る

外
灯
に
群
が
る
昆
虫
の
羽
音
が

闇
を
ゆ
さ
ぶ
る

高
原
の
星
屑

　

夕
暮
れ
の
詩
は
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

な
山
脈
全
体
を
眺
望
す
る
大
パ
ノ
ラ
マ
の
夕
焼
け
か
ら
星

空
に
移
行
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
詩
は
、
読
ん
だ
記
憶

が
な
い
。
こ
の
詩
は
片
桐
さ
ん
が
故
郷
の
光
景
を
慈
し
ん

で
い
な
が
ら
も
、
心
の
中
で
デ
フ
ォ
ル
メ
し
立
体
的
な
造

形
美
を
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
く

れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
変
形
作
用
に
よ
っ
て
片
桐
さ
ん
の



12

び
と
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

幸
せ
の
国

幸
せ
っ
て
何
処
に
あ
る
の
で
す
か

幸
せ
の
形　

大
き
さ
は

方
程
式
で
解
け
る
の
で
す
か

い
や
数
値
で
は
測
れ
な
い
で
し
ょ
う

そ
れ
は
困
っ
た
こ
と
で
す

沈
黙
の
あ
と

で
は
旅
に
出
て
み
よ
う

分
け
入
っ
て
も
風
景
と
人
々
の
生
活
し
か

何
も
み
つ
か
ら
な
い

無
量
の
地
で
し
た

仕
方
が
な
い
の
で

家
で
じ
っ
く
り
考
え
て
み
ま
す

詩
人
の
言
葉
を
借
り
て
も

は
る
か
遠
い
所
に
あ
る
み
た
い
で

そ
こ
ま
で
歩
い
て
行
け
ま
す
か

一
生
か
か
っ
て
も
到
達
で
き
な
い

国
だ
そ
う
で
す

あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
末
に
疲
れ

眠
っ
て
し
ま
っ
た

夢
の
世
界
で

幸
せ
の
国
を
み
つ
け
た

か
つ
て
絵
本
に
描
い
て
あ
っ
た
絵
と

想
像
し
た
定
義
と
同
じ
で
し
た

憧
れ
の
窓
明
か
り
の
下
に

家
族
の
笑
い
声
が

確
か
に
あ
っ
た
の
で
す

幸
せ
と
言
う
様
式
を

今
も
探
し
て
い
る
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