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故
郷
の
畑
か
ら
宇
宙
を
見
上
げ

「
い
の
ち
の
重
み
」
を
思
索
す
る
人

　
　

川
奈
静
詩
集
『
い
の
ち
の
重
み
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

川
奈
静
さ
ん
は
、
一
九
三
六
年
に
千
葉
県
安
房
郡
富
浦

町
（
現
在
の
南
房
総
市
富
浦
町
）
の
小
作
農
家
に
生
ま
れ

た
。
中
学
時
代
か
ら
文
学
に
関
心
を
抱
き
、
早
稲
田
大
学

に
憧
れ
て
入
学
し
た
が
、
理
想
通
り
に
は
学
業
は
進
ま
ず
、

自
己
の
能
力
に
落
胆
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
卒

業
後
は
帰
郷
し
中
学
校
の
教
員
に
な
り
、
学
級
活
動
な
ど

で
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
青
少
年
赤
十
字
活
動
を
取
り
入

れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
養
う
地
域
活
動
に
励
ん
だ
。

川
奈
さ
ん
は
地
域
を
明
る
く
す
る
た
め
に
も
、
子
供
た
ち

が
地
域
に
役
立
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
無
償
で
実
践
す

る
こ
と
か
ら
、
最
も
大
切
な
こ
と
を
学
べ
る
と
確
信
し
て

い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
子
供
た
ち
の
支
援
の
た
め
に
川
奈

さ
ん
は
教
師
と
し
て
汗
を
流
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

創
作
活
動
で
は
、
地
元
の
文
芸
同
人
誌
「
や
ま
も
も
」

を
長
年
主
宰
し
、
著
書
も
今
ま
で
詩
集
を
七
冊
、
童
話
集

や
絵
本
を
七
冊
ほ
ど
刊
行
し
て
き
た
。
既
刊
の
詩
集
七
冊

は
、
子
供
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
篇
が
中
心
だ
っ
た
。
川
奈

さ
ん
の
今
ま
で
持
続
的
に
追
求
し
て
き
た
こ
と
は
、
故
郷

の
自
然
の
中
で
田
畑
を
耕
し
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
父
母

の
生
き
方
を
原
点
に
し
、
教
え
子
を
含
め
た
地
域
の
人
び

と
、
そ
の
他
の
動
植
物
の
か
け
が
え
の
な
い
「
い
の
ち
」

が
存
在
す
る
こ
と
へ
の
驚
き
を
表
現
し
て
き
た
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
川
奈
さ
ん
の
第
一
詩
集
『
萱
の
穂
』
を
読
ん

で
み
れ
ば
、「
い
の
ち
」
の
根
源
を
見
つ
め
て
い
こ
う
と

す
る
、
先
入
観
の
な
い
眼
差
し
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
か
ら
だ
。

　

一
九
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
詩
集
『
萱
の
穂
』
は
、

四
章
に
分
か
れ
た
四
十
二
篇
の
詩
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

一
章
「
葉
っ
ぱ
の
手
の
ひ
ら
」
十
二
篇
に
は
、
川
奈
さ
ん

の
自
然
観
が
み
ず
み
ず
し
く
刻
ま
れ
て
い
る
。
七
行
の
短

い
詩
で
あ
る
章
タ
イ
ト
ル
の
「
葉
っ
ぱ
の
手
の
ひ
ら
」
は
、

小
さ
な
子
ど
も
の
手
の
ひ
ら
と
五
月
の
若
葉
の
美
し
さ
が

重
な
り
合
っ
て
、
太
陽
の
恵
み
を
受
け
る
感
動
が
伝
わ
っ

て
く
る
。

葉
っ
ぱ
の
手
の
ひ
ら

　

五
月
の
若
葉
は　

　

小
さ
な　

光
る
手
の
ひ
ら
の
中
に

　

と
う
も
ろ
こ
し
の
粒つ
ぶ

ほ
ど
の

　

小
さ
な
太
陽
を
つ
か
ん
で
い
る

　

太
陽
は　

い
ち
面め
ん

に
さ
し
の
べ
ら
れ
た

　

か
わ
い
い
緑
の
葉
っ
ぱ
の
手
の
ひ
ら
に

　

生
き
る
望
み
を
わ
け
あ
っ
て
い
る
。

　

五
月
の
若
葉
の
一
葉
一
葉
を
子
供
の
小
さ
な
手
の
ひ
ら

の
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
手
の
ひ
ら
が
「
小
さ
な
太
陽
」
を

つ
か
ん
で
い
る
と
い
う
。
五
月
の
若
葉
は
、
無
数
の
小
さ

な
子
ど
も
の
手
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
ん
な
無
数
の

手
の
ひ
ら
を
見
る
者
は
「
生
き
る
望
み
を
わ
け
あ
っ
て
い

る
」
の
だ
と
告
げ
て
い
る
。
地
球
上
に
生
き
る
も
の
が
、

太
陽
の
光
を
細
胞
の
中
に
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

宿
命
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
生
き
る
も
の
と
太
陽
と
の

関
係
を
こ
れ
ほ
ど
明
快
に
言
い
切
っ
た
詩
篇
は
珍
し
い
。

川
奈
さ
ん
は
大
人
に
な
っ
て
も
こ
の
五
月
の
樹
木
の
若
葉

が
「
生
き
る
望
み
」
を
伝
え
て
い
る
瞬
間
を
大
切
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
も
う
一
度
、
太
陽
か
ら
の
生
き
よ
う
と
す

る
意
志
を
読
む
者
の
内
部
生
命
の
奥
深
く
に
届
け
て
く
れ

る
。
川
奈
さ
ん
の
詩
は
、
子
供
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ

て
書
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
大
人
が
読
ん
で
も
何
か
が

啓
示
さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
で
本
質
的
な
直
観
が
秘
め
ら
れ
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生
き
も
の
に
「
人
間
の
拷
問
」
を
課
し
て
し
ま
う
存
在
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
へ
の
罪
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
詩
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
精
神
性
は
宮
沢
賢
治
の
童
話
『
よ
だ
か

の
星
』
と
も
共
通
性
が
あ
る
。
川
奈
さ
ん
の
詩
の
特
長
は
、

人
間
を
見
つ
め
な
が
ら
人
間
を
超
え
て
し
ま
い
、
命
の
根

源
に
向
か
っ
て
い
く
激
し
い
衝
動
が
あ
る
こ
と
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
衝
動
の
中
に
は
人
間
が
こ
の
世
界
の
主
役

で
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
人
の
登
場
人
物
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
に
徹
し
た
眼
差
し
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。

　

第
一
詩
集
『
萱
の
穂
』
の
発
行
所
は
、
千
葉
県
流
山
市

に
暮
ら
し
た
詩
人
・
児
童
文
学
者
で
あ
っ
た
お
の
・
ち
ゅ

う
こ
う
が
主
宰
し
て
い
た
「
タ
ラ
の
木
文
学
会
」
だ
っ
た
。

お
の
・
ち
ゅ
う
こ
う
は
、
詩
集
の
題
字
や
序
文
も
書
き
、

川
奈
さ
ん
の
詩
的
才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
川
奈
さ

ん
に
と
っ
て
こ
の
「
タ
ラ
の
木
文
学
会
」
は
、
そ
の
後
に

詩
と
童
話
を
書
き
続
け
る
土
壌
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

二
章
「
植
物
讃
歌
」
九
篇
の
冒
頭
に
詩
「
朝
の
し
み
」

が
あ
る
。
こ
の
詩
を
読
む
と
私
た
ち
が
日
常
の
忙
し
さ
で

忘
れ
が
ち
な
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

朝
の
し
み

　

朝
の
路ろ
じ
よ
う上

に

　

ひ
と
つ
の
し
み

0

0

　

い
の
ち
の
あ
と

　

さ
さ
や
か
な
営
い
と
な
み
が
踏ふ

み
に
じ
ら
れ
た

　

荘そ
う
ご
ん厳
な
朝
日
も

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
死
を

　

拭ぬ
ぐ

い
さ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　

朝
の
新
鮮
な
生
命
の
満
ち
溢
れ
た
瞬
間
に
お
い
て
も
、

昨
夜
の
「
ひ
と
つ
の
し
み
／
い
の
ち
の
あ
と
」
で
あ
る
死

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
第
一
詩
集
は
、
子
供
心
に
存
在

す
る
純
粋
な
視
線
が
大
人
に
な
っ
て
も
反
復
す
る
べ
き
重

要
な
原
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
川
奈
さ
ん
の
特
長
が
よ

く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
引
用
す
る
第
一
章
の
詩
「
代し
ろ

か
き
」
に
は
、
川
奈

さ
ん
の
生
命
観
が
描
か
れ
て
い
る
。

代し
ろ

か
き

　　

小
さ
な
私
が

　

大
き
な
牛
の
鼻
づ
ら
の
竹
を
動
か
し
て

　

田
の
中
を
歩
か
せ
る

　

牛
は
日
が
な
代し
ろ

か
き
に
疲
れ
て

　

土
手
に
近
づ
く
と
は
ね
上
が
り

　

道
具
を
つ
け
た
ま
ま
逃
げ
だ
し
た

　

父
と
私
は　

　

逃
げ
た
牛
を
追
っ
て
つ
か
ま
え
て

　

ま
た
泥ど
ろ

田た

の
中
へ
引
き
ず
り
こ
む

　

牛
は
大
き
な
目
に

　

人
間
の
拷ご
う
も
ん問

を
怒
っ
て
い
た
。

　

川
奈
さ
ん
の
生
き
る
原
点
に
は
、
父
と
の
農
作
業
体
験

が
あ
る
。
そ
の
際
に
牛
に
一
日
中
「
代
か
き
」
を
さ
せ
る

こ
と
で
、
牛
の
悲
し
み
を
身
近
に
知
り
、
牛
の
側
か
ら
す

る
と
「
人
間
の
拷
問
」
で
は
な
い
か
と
牛
に
同
情
心
を
抱

い
て
い
る
。
父
と
自
分
た
ち
家
族
が
生
き
る
た
め
に
、
牛

を
酷
使
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
現
実
を
、
子
供
の

頃
か
ら
身
体
に
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
哲
学
書
を
読

ん
で
も
決
し
て
現
実
と
観
念
を
分
離
さ
せ
な
い
よ
う
に
、

観
念
や
概
念
に
血
が
通
っ
て
い
る
理
念
を
き
っ
と
探
し
求

め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
「
代
か
き
」
を
読

む
と
川
奈
さ
ん
は
人
間
だ
け
で
な
く
生
き
る
も
の
全
て
の

苦
悩
を
和
ら
げ
て
、
皆
が
幸
せ
に
な
る
世
界
の
可
能
性
を

探
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
人
間
は
生
き
る
た
め
他
の
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ま
が
っ
た
鋭
い
爪

　

す
い
直
と
び
の
バ
ネ

　

ね
ず
み
を
か
み
く
だ
く
歯

　

く
ら
や
み
で
も
み
え
る
目

　　

ね
こ
は

　

ふ
わ
ふ
わ

　

く
も
の
よ
う
に

　

ね
こ
の
す
べ
て
の
武
器
も

　

役
に
た
た
な
い

　

ふ
わ
り
と　

だ
き
あ
げ
て

　

悲
し
い
と
思
う
の
は　

な
ぜ

　

お
ま
え
を　

わ
た
し
の
自
由
に

　

動
か
さ
な
い
よ　

と
言
っ
て
み
る

　

唯
一　

皮
肉
に
も　

お
ま
え
の
敵
は

　

こ
の
わ
た
し
な
の
だ
か
ら

　
　
　
（「
い
の
ち
の
重
み
」
の
前
半
部
分
）

　

川
奈
さ
ん
は
、
身
近
な
「
い
の
ち
」
の
象
徴
と
し
て
、

「
ね
こ
」
の
存
在
を
あ
げ
る
。
私
た
ち
人
間
は
「
ね
こ
」

の
よ
う
な
ペ
ッ
ト
を
抱
き
上
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
「
い
の

ち
」
を
生
か
す
も
殺
す
も
で
き
る
絶
対
者
の
よ
う
に
振
舞

う
。
人
間
の
無
意
識
の
行
動
原
理
は
「
い
の
ち
の
軽
さ
」

に
よ
っ
て
他
の
生
き
も
の
を
支
配
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
こ
の
地
球
の
環
境
破
壊
は
人

間
の
飽
く
な
き
欲
望
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
。

「
ね
こ
」
を
愛
玩
物
に
し
て
き
た
こ
と
は
、「
ね
こ
」
に

は
迷
惑
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。「
お
ま
え
の
敵
は
／
こ

の
わ
た
し
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
詩
行
が
そ
の
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
川
奈
さ
ん
が
「
悲
し
い
と
思
う
の
は　

な

ぜ
」
と
自
問
す
る
の
は
、「
い
の
ち
の
軽
さ
」
を
無
意
識

の
痕
跡
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
川
奈
さ
ん

は
告
げ
て
い
る
。「
い
の
ち
」
を
感
ず
る
こ
と
は
、
昨
日

の
「
い
の
ち
の
あ
と
」
で
あ
る
死
を
意
識
し
て
生
き
る
こ

と
だ
と
、
こ
の
短
い
詩
の
中
に
込
め
て
い
る
。
三
章
「
白

い
孤
独
」
十
二
篇
で
は
、
少
年
の
孤
独
が
野
に
咲
く
白
い

野
菊
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
子
供
た
ち
も
川
奈
さ

ん
も
生
き
る
苦
悩
を
抱
え
る
人
間
存
在
と
し
て
、
大
い
な

る
自
然
の
た
だ
中
で
そ
の
姿
が
光
り
輝
い
て
く
る
。
第
四

章
「
萱
の
秋
」
九
篇
で
は
、
萱
と
い
う
植
物
の
生
命
力
か

ら
家
族
や
故
郷
の
原
点
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の

第
一
詩
集
に
は
、
川
奈
さ
ん
の
そ
の
後
の
創
作
活
動
の
発

想
の
源
泉
に
も
成
っ
て
い
く
よ
う
な
、
突
き
詰
め
ら
れ
た

多
様
な
テ
ー
マ
が
存
在
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

　　
　

２

　

第
一
詩
集
の
後
に
川
奈
さ
ん
は
、詩
集
『
光
る
リ
ボ
ン
』、

『
風
は
や
』、『
白
い
花
が
咲
い
た
ら
』、『
浜
ひ
る
が
お
は

パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
』、『
ひ
も
の
屋
さ
ん
の
空
』、『
花
の

ご
は
ん
』
な
ど
の
六
冊
の
詩
集
を
刊
行
し
て
、
子
供
と
大

人
の
両
方
に
読
ま
れ
る
詩
の
可
能
性
を
追
求
し
て
き
た
。

　

今
回
の
新
詩
集
『
い
の
ち
の
重
み
』（
四
十
三
篇
）
で

は
、
川
奈
さ
ん
が
初
め
て
大
人
だ
け
に
意
識
を
向
け
て

書
い
て
き
た
詩
篇
を
ま
と
め
た
詩
集
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、

川
奈
さ
ん
が
長
年
考
え
て
き
た
こ
と
を
か
な
り
率
直
に
詩

の
言
葉
に
込
め
て
い
て
と
て
も
興
味
深
い
。
一
章
「
い
の

ち
の
重
み
」（
十
二
篇
）
の
冒
頭
の
「
い
の
ち
の
重
み
」

は
、
川
奈
さ
ん
の
人
生
観
と
詩
的
精
神
が
合
体
し
た
詩
篇

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

い
の
ち
の
重
み

　

ね
こ
は

　

か
る
い
ね

　

わ
た
の
よ
う
に
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は
、
歴
史
的
に
も
世
界
的
に
も
明
ら
か
で
、
例
え
ば
、
イ

ン
カ
帝
国
で
は
最
愛
の
子
ど
も
を
神
に
捧
げ
た
こ
と
を
語

り
、
い
く
ら
宗
教
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
人
間
の
命
が

軽
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
普
遍
的
に
語
っ
て
い
る
。
そ

し
て
最
終
連
の
「
い
の
ち
よ
／
重
く
な
れ
／
利
用
さ
れ
な

い
よ
う
に
」
と
命
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
人
間
だ

け
が
尊
い
と
い
う
人
間
中
心
主
義
的
な
考
え
方
や
他
の
生

き
も
の
や
他
者
を
利
用
す
る
だ
け
の
功
利
主
義
的
な
考
え

方
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
く
の
だ
。
こ
の
「
い
の
ち
よ
／

重
く
な
れ
」
と
い
う
詩
行
こ
そ
は
、
川
奈
さ
ん
の
思
想
・

哲
学
を
最
も
端
的
に
分
か
り
や
す
く
述
べ
た
言
葉
に
違
い

な
い
。

　
　

３

　

一
章
の
他
の
詩
「
ひ
と
つ
の
井
戸
を
」
で
は
、「
深
い

井
戸
を
掘
る
努
力
は
／
私
を
清
め
る
汗
と
な
る
だ
ろ
う
」

と
い
い
、「
生
き
た
こ
と
の
証
し
」
を
成
し
遂
げ
る
方
法

を
示
し
て
い
る
。

　

詩
「
樹
」
で
は
、「
樹
の
た
く
ま
し
さ
を
／
樹
の
い
ち

ず
な
生
き
ざ
ま
を
」
見
習
う
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い

る
。

　

詩
「
誰
の
土
地
」
で
は
、「
地
球
の
上
で
は
／
み
ん
な

　

同
じ
権
利
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
」
と
い
い
、「
増
え
す

ぎ
た
の
は
人
間
な
の
に
」
と
人
間
が
他
の
生
き
も
の
の
生

存
権
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

詩
「
白
い
花
が
咲
い
た
ら
」
で
は
、
地
元
の
名
産
の
枇

杷
作
り
の
現
状
が
本
当
に
農
家
を
幸
せ
に
し
て
い
る
か
を

問
う
て
い
る
。

　

詩
「
芽
吹
く
幸
運
児
」
で
は
、
山
の
畑
の
脇
で
「
晩
秋
、

藤
の
蔓
の
下
に
い
る
と
、
運
が
良
け
れ
ば
、
黒
い
碁
石
の

雨
に
打
た
れ
る
」
珍
し
い
経
験
を
語
っ
て
い
る
。

　

詩
「
置
き
去
り
の
里
」
で
は
、
故
郷
を
愛
し
枇
杷
作
り

に
励
ん
で
い
た
壮
年
の
知
人
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る
。

　

詩
「
墓
参
」
で
は
、「
こ
こ
ら
で
は
一
番
天
に
近
い
山

に
行
っ
て
し
ま
う
人
間
で
あ
る
こ
と
へ
の
羞
恥
心
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
川
奈
さ
ん
は
、
動
植
物

の
立
場
に
立
っ
て
も
の
を
感
じ
て
し
ま
い
、
そ
の
人
間
を

は
み
だ
し
て
し
ま
う
心
的
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
詩

行
の
展
開
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
後
半
部

分
も
引
用
し
て
み
る
。

　

ね
こ
は　

い
つ
か
ら
野
性
を
す
て
て

　

ペ
ッ
ト
に
な
り
さ
が
っ
た
の

　

食
べ
も
の
が
な
く
て

　

お
な
か
を
空
か
す
の
が
こ
わ
い
の
だ

　

ア
ン
デ
ス
の
雪
山
の
頂
上
か
ら

　

発
見
さ
れ
た
イ
ン
カ
の

　

あ
ど
け
な
い
子
ど
も
の
ミ
イ
ラ

　

お
な
か
い
っ
ぱ
い
食
べ
て

　

ね
こ
の
よ
う
に
眠
っ
た
ま
ま
の

　

や
さ
し
か
っ
た
大
人
が　

だ
き
あ
げ
て

　

ぬ
く
も
り
の
ま
ま　

神
に
献
上
し
た

　

最
愛
の
子
を　

最
上
の
捧
げ
も
の
と
し
て

　

神
が
喜
ん
だ
ろ
う
か

　

神
が
願
い
を
か
な
え
た
ろ
う
か

　

い
の
ち
よ

　

重
く
な
れ

　

利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に

　
　
　
（「
い
の
ち
の
重
み
」
の
後
半
部
分
）

　　

川
奈
さ
ん
は
、「
ね
こ
」
が
人
間
を
慕
っ
て
い
る
よ
う

に
見
せ
て
い
る
の
は
、
餌
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら

で
、
人
間
に
抱
か
れ
る
こ
と
も
嫌
々
な
が
ら
我
慢
し
て
い

る
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
ん
な
「
い
の
ち
の
軽
さ
」
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川
奈
さ
ん
は
国
家
が
多
く
の
少
年
を
死
に
追
い
や
っ
た
歴

史
の
実
相
を
日
本
人
が
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
再
び
戦

争
の
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
性
を
告
げ
て
い

る
。
地
元
で
少
年
た
ち
を
育
て
、
深
く
井
戸
を
掘
り
畑
を

耕
し
な
が
ら
、
天
上
を
見
上
げ
て
宇
宙
意
志
の
よ
う
な
も

の
に
促
さ
れ
て
詩
作
を
試
み
て
き
た
川
奈
さ
ん
の
詩
篇
を
、

多
く
の
人
び
と
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

小
さ
な
機
影

音
も
な
く
機
影
が
近
づ
く

星
の
よ
う
に
小
さ
く
光
っ
て

機
内
に
バ
ラ
の
花
を
の
せ

ジ
ェ
ッ
ト
音
を
う
し
ろ
に
つ
け
て

在
る
と
見
え
る
の
は

遠
く
な
れ
ば
差
が
わ
か
る

数
億
光
年
の
星
も
あ
る
と
い
う

消
え
た
の
に
見
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

出
撃
ま
え
の
飛
行
士
の
写
真

あ
ど
け
な
い
少
年
の
ま
ま

時
は
す
ぎ
て
六
十
年

ど
こ
ま
で
飛
ん
で
い
っ
た
ろ
う

ま
だ
帰
っ
て
こ
な
い

の
頂
上
／
こ
こ
に
灰
を
ま
き
ま
し
た
」
と
い
う
散
骨
の
す

が
す
が
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。

　

詩
「
草
む
ら
の
捨
て
犬
」、
詩
「
猿
の
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ
」、

詩
「
ク
マ
の
赤
ん
坊
」
な
ど
で
は
、
犬
・
猿
・
熊
な
ど
の

動
物
の
命
を
人
間
と
分
け
隔
て
の
な
い
よ
う
に
そ
の
命
を

慈
し
ん
で
い
る
。

　

詩
「
娘
の
婚
姻
」
で
は
、「
野
蛮
に
み
え
る
あ
る
山
岳

部
族
の
婚
姻
の
し
き
た
り
は
／
今
も
続
く
」
こ
と
の
娘
た

ち
の
葛
藤
を
記
し
て
い
る
。

　

第
二
章
「
星
の
声
が
聞
こ
え
る
」（
十
三
篇
）
で
は
、

太
陽
系
や
宇
宙
か
ら
地
球
を
眺
め
て
、
こ
の
世
界
に
あ
る

こ
と
の
不
思
議
さ
や
奇
跡
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
れ
ゆ
え
に
地
上
の
価
値
観
が
時
に
小
さ
な
こ
だ
わ
り
に

よ
っ
て
歪
ん
で
い
る
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
文
明

批
評
的
な
詩
も
多
い
。
ま
た
父
母
・
祖
父
母
た
ち
の
思
い

出
に
満
ち
た
物
た
ち
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
も
記
し
て
い

る
。

　

第
三
章
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
子
守
唄
」（
八
篇
）
で
は
、

現
代
の
少
年
・
少
女
・
青
年
達
の
孤
独
感
、
異
常
な
犯
罪

者
を
生
み
出
す
情
報
化
社
会
、
貧
困
国
の
犠
牲
に
成
り
立

つ
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
在
り
方
な
ど
、
現
代
社
会
の
病
理

を
直
視
し
た
詩
篇
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
「
小
さ
な
機
影
」（
十
篇
）
で
は
、「
い
の
ち
の

重
み
」
を
大
義
名
分
で
軽
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民

を
戦
場
に
送
っ
て
き
た
国
家
主
義
の
巧
妙
さ
を
暴
い
て
い

る
。
そ
し
て
沖
縄
・
広
島
・
長
崎
な
ど
の
戦
争
の
悲
劇
だ

け
で
な
く
、
日
本
の
特
攻
隊
を
繰
り
返
し
て
い
る
現
代
の

自
爆
テ
ロ
な
ど
の
悲
劇
の
連
鎖
も
語
り
継
い
で
い
く
詩
篇

が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
「
沖
縄
の
怒
り
」
や
「
ヒ
ロ
シ

マ
を
語
り
継
ぐ
」
な
ど
の
詩
篇
は
多
く
の
人
た
ち
に
読
ん

で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
最
後
に
章
タ
イ
ト
ル
の
詩「
小

さ
な
機
影
」
を
引
用
し
た
い
。「
ど
こ
ま
で
飛
ん
で
い
っ

た
ろ
う
／
ま
だ
帰
っ
て
こ
な
い
」
と
特
攻
兵
士
だ
っ
た
少

年
の
固
有
の
「
い
の
ち
の
重
み
」
を
今
も
追
想
し
て
い
る
。
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