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東
日
本
大
震
災　

十
年
目
の
「
わ
た
し
の
一
句
」　

　

千
人
の
生
き
た
証
し

　
　

日
本
現
代
詩
歌
文
学
館 

館
長 

高
野
ム
ツ
オ
さ
ん
に
聞
く

　

聞
き
手
・
村
井　

康
典

宮
城
県
俳
句
協
会
は
二
〇
二
一
年
三
月
に
東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
を
迎
え
る
の
を

機
に
、
震
災
を
テ
ー
マ
と
し
た
俳
句
を
募
集
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
の
応
募
締
切

ま
で
に
全
国
か
ら
一
一
八
三
句
が
寄
せ
ら
れ
、「
十
年
目
の
今
、
東
日
本
大
震
災
句
集　

わ
た
し
の
一
句
」
と
し
て
句
集
に
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
だ
。
二
〇
一
三
年
の
最
初
の
句

集
、
二
〇
一
六
年
の
五
年
目
の
句
集
に
続
く
三
冊
目
と
な
る
。

集
ま
っ
た
作
品
は
そ
の
ま
ま
震
災
十
年
の
証
言
で
あ
り
、
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

も
あ
る
。
俳
句
に
詠
ま
れ
た
心
情
、
体
験
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
重
い
。
俳
句
は
震
災
と

い
か
に
向
き
合
っ
た
か
、
人
々
は
な
ぜ
震
災
を
詠
み
続
け
る
の
か
。「
わ
た
し
の
一
句
」

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
宮
城
県
俳
句
協
会
会
長
で
日
本
現
代
詩
歌
文
学
館
（
岩
手
県

北
上
市
）館
長
の
俳
人
高
野
ム
ツ
オ
氏
に
う
か
が
っ
た
。

Ｑ　
「
わ
た
し
の
一
句
」
を
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
。

高
野
氏　
震
災
の
二
カ
月
後
に
河
北
新
報
の
俳
壇
が
復
活
し
ま
し
た
。
す
る
と
震
災

に
関
す
る
俳
句
が
あ
ふ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
震
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
り
、
震
災

を
き
っ
か
け
に
し
て
俳
句
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
人
が
私
だ
け
で
は
な
く
て
、
た
く

さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

 

　

二
つ
目
は
、
雑
誌
や
句
集
で
発
表
の
機
会
が
あ
る
専
門
俳
人
と
は
違
っ
て
、
多

く
の
人
々
の
作
品
は
後
ま
で
残
ら
ず
た
く
さ
ん
の
方
々
に
読
ん
で
も
ら
う
機
会
が

あ
り
ま
せ
ん
。
震
災
を
契
機
と
し
て
詠
ん
だ
思
い
を
一
冊
に
で
き
た
ら
と
思
っ
た

の
で
す
。

　
　

そ
こ
で
宮
城
県
俳
句
協
会
で
や
ろ
う
と
役
員
会
で
提
案
し
ま
し
た
。
四
つ
の
俳

句
協
会
（
現
代
俳
句
協
会
、
俳
人
協
会
、
日
本
伝
統
俳
句
協
会
、
国
際
俳
句
交
流

協
会
）
や
、
結
社
な
ど
に
所
属
し
て
い
な
く
と
も
誰
も
が
参
加
で
き
る
、
誰
も
が

自
分
の
一
句
を
残
す
場
を
設
け
よ
う
と
考
え
、
全
国
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。
最
初

は
ど
の
く
ら
い
集
ま
る
か
心
配
だ
っ
た
の
で
す
が
、
最
初
の
募
集
（
震
災
三
年
目
）

に
は
結
果
的
に
全
国
か
ら
一
二
六
一
句
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
予
想
以
上
で
し
た
。

　
　

実
は
、
俳
句
は
大
震
災
な
ど
異
常
な
こ
と
を
詠
む
も
の
で
は
な
い
、
そ
し
て
そ

の
前
に
は
戦
争
と
い
う
社
会
的
な
こ
と
を
詠
む
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が

俳
壇
で
も
主
流
で
し
た
。
自
然
と
一
体
と
な
り
な
が
ら
自
然
の
豊
か
な
と
こ
ろ
、

よ
い
と
こ
ろ
を
受
け
止
め
て
詠
む
も
の
だ
と
。
９
・
11
米
国
中
枢
同
時
テ
ロ
が
起

き
た
と
き
、
短
歌
は
た
く
さ
ん
う
た
わ
れ
ま
し
た
が
、
俳
句
は
ほ
と
ん
ど
つ
く
ら

れ
な
か
っ
た
。
微
々
た
る
も
の
で
し
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
俳
人
は
い
く
ら
か

反
応
し
て
よ
い
作
品
を
残
し
ま
し
た
が
、
神
戸
と
か
大
阪
近
辺
の
人
た
ち
の
地
域

限
定
で
し
た
。

　
　

東
日
本
大
震
災
で
は
未
曾
有
の
被
害
の
中
で
俳
句
な
ん
て
悠
長
な
こ
と
を
や
っ

て
い
る
状
況
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
っ
た
り
自
分

の
生
活
を
立
て
直
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
初
め
て
俳
句
を
募
集

し
た
二
〇
一
三
年
は
一
息
つ
い
た
時
期
と
は
い
え
、
俳
句
を
つ
く
っ
て
い
る
方
は

ど
れ
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
送
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
震
災
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
今

生
き
て
い
る
社
会
と
か
、
人
間
の
生
活
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
詠

お
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

　
　

最
初
の
句
集
は
や
は
り
生
々
し
い
俳
句
が
多
い
で
す
。
そ
の
後
、
二
〇
一
六
年

の「
五
年
目
の
今
、
わ
た
し
の
一
句
」に
は
七
七
四
句
が
集
ま
り
ま
し
た
。
時
間
の
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経
過
を
感
じ
ら
れ
る
俳
句
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
五
年
目
の
も
う
海

見
え
ぬ
春
景
色
」（
仙
台
・
鹿
目
勘
六
さ
ん
）
と
い
う
俳
句
は
、
一
年
ご
と
に
海
辺

の
風
景
が
変
わ
っ
て
い
く
。
防
潮
堤
が
で
き
て
今
ま
で
見
え
て
い
た
海
が
見
え
な

く
な
っ
て
寂
し
い
。
し
か
し
春
景
色
が
あ
ふ
れ
て
い
て
ほ
っ
と
す
る
と
い
う
内
容

で
す
。
こ
う
い
う
俳
句
は
や
は
り
五
年
目
だ
か
ら
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｑ　
「
十
年
目
の
今
、
わ
た
し
の
一
句
」
募
集
の
呼
び
か
け
に
、
高
野
さ
ん
の
こ
う
い

う
一
節
が
あ
り
ま
す
。「
十
年
の
節
目
を
俳
句
の
力
で
掬
い
あ
げ
、
震
災
を
風
化
さ

せ
る
こ
と
な
く
未
来
へ
伝
え
る
た
め
に
」。
俳
句
の
力
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。

高
野
氏　
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
表
現
形
式
が
あ
り
ま
す
が
、
俳
句
は
一
番
逆
説
的
と

い
う
か
、
矛
盾
し
た
形
式
な
ん
で
す
ね
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
俳
句
は

た
っ
た
十
七
音
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら「
語
ら
な
い
で
語
ろ
う
」と
い
う
こ
と

で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
詩
を
書
い
て
い
る
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
に
関
心
の
あ
る

人
は
び
っ
く
り
し
ま
す
。
長
く
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
が
伝
わ

る
と
い
う
の
が
、
古
く
か
ら
の
詩
の
前
提
条
件
だ
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
俳
句
は

真
逆
で
す
。
語
ら
な
い
ん
で
す
か
ら
。
語
ら
な
い
で
自
分
の
思
い
を
そ
こ
に
込
め

よ
う
と
い
う
、
奇
跡
的
な
表
現
形
式
で
す
。

　
　

恐
ら
く
、
そ
の
形
式
だ
か
ら
こ
そ
俳
句
は
今
回
の
大
震
災
で
力
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
未

曾
有
の
事
態
、
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
苦
し
み
や
悲
し
み
、
こ
の
先
ど
う
な
る
か
分

か
ら
な
い
不
安
感
。
そ
れ
を
直
接
言
う
の
で
は
な
く
、
一
瞬
の
映
像
で
あ
る
と
か
、

季
語
で
あ
る
と
か
、
一
言
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
俳
句
は
皆
さ
ん
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
を「
沈
黙
の
力
」と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
言
葉
の
中

に
こ
も
っ
た
沈
黙
に
よ
っ
て
逆
に
、
無
言
の
う
ち
に
心
と
心
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
う
し
た
俳
句
の
力
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

　
　

俳
句
の
力
と
は
、
そ
の
人
の
表
現
能
力
以
上
に
、
俳
句
と
い
う
器
の
力
で
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
俳
句
が
た
ま
た
ま
肉
体
を
通
し
て
言
葉
を
発
信
さ
せ
た
だ
け
で

あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
表
現
さ
せ
る
力
が
五
七
五
と
い
う
た
っ
た
十
七
音
に

こ
も
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
時
が
た
て
ば
古
び
て
し
ま
う
は
ず
の
言
葉
で
す
が
、

俳
句
の
場
合
は
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
時
代
、
新
し
い
言
葉
に
即
応
し
な
が
ら

人
間
の
気
持
ち
を
掬
い
あ
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
個
人
の
力
で
は
な
く
て
、
俳
句

と
い
う
器
そ
の
も
の
の
力
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｑ　

そ
れ
が
、
人
々
が
俳
句
を
詠
み
続
け
る
意
味
で
し
ょ
う
か
。

高
野
氏　
人
間
の
生
命
は
有
限
で
す
か
ら
、
十
歳
の
と
き
は
十
歳
の
俳
句
、
六
十
歳

の
と
き
は
六
十
歳
の
俳
句
、
八
十
歳
の
と
き
は
八
十
歳
の
俳
句
し
か
で
き
な
い
ん

で
す
よ
。
同
じ
雪
を
見
て
も
感
じ
る
美
し
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
二
十
代
で

結
婚
す
る
と
き
に
見
た
雪
の
美
し
さ
と
、
退
職
の
六
十
歳
で
見
た
雪
の
美
し
さ
、

ま
も
な
く
自
分
が
人
生
を
終
え
る
で
あ
ろ
う
九
十
歳
が
見
た
雪
の
美
し
さ
は
全
然

違
い
ま
す
。
そ
れ
を
直
接
言
う
の
で
は
な
く
、
光
や
影
や
そ
の
と
き
出
会
っ
た
物

を
通
じ
て
十
七
音
に
託
し
て
表
現
で
き
る
の
で
す
。
年
を
い
く
ら
取
っ
て
も
俳
句

に
飽
き
な
い
ん
で
す
ね
。

Ｑ　

高
野
さ
ん
ご
自
身
も
大
震
災
当
日
か
ら
震
災
を
詠
み
続
け
て
い
る
の
で
す
ね
。

高
野
氏　
あ
の
日
、
仙
台
か
ら
多
賀
城
の
自
宅
ま
で（
約
十
三
キ
ロ
）歩
い
て
帰
っ
た

の
で
す
が
、
こ
ん
な
と
き
に
人
で
な
し
だ
な
と
思
い
な
が
ら
も
俳
句
を
つ
く
っ
て

い
ま
し
た
。
俳
句
は
十
七
音
と
短
い
か
ら
歩
き
な
が
ら
も
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

荷
物
で
両
手
が
ふ
さ
が
っ
て
も
覚
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
か
つ
、
あ
た
り

の
状
況
を
見
な
が
ら
言
葉
で
形
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
詩
で
は

で
き
ま
せ
ん
。
和
合
亮
一
さ
ん（
福
島
生
ま
れ
の
詩
人
。
詩
集『
詩
の
礫（
つ
ぶ
て
）』

な
ど
）
が
先
駆
け
て
発
信
で
き
た
の
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
ほ
ん
の
短
い
言
葉
で
や

れ
た
か
ら
で
す
ね
。
あ
れ
も
短
さ
の
力
だ
と
思
い
ま
す
。
俳
句
は
も
と
も
と
そ
う

い
う
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
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な
ぜ
震
災
の
と
き
か
ら
俳
句
を
つ
く
り
続
け
て
い
る
の
で
す
か
、
な
ぜ
で
き
た

の
で
す
か
と
、
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
私
の
先
生
の
佐
藤
鬼
房

（
岩
手
県
生
ま
れ
）
は
、
病
気
と
必
死
に
闘
っ
て
い
る
時
に
い
い
俳
句
を
つ
く
っ
た

と
か
、
か
つ
て
の
社
会
性
俳
句
は
社
会
的
に
厳
し
い
状
況
を
表
現
し
た
の
で
、
同

じ
よ
う
な
危
機
で
こ
そ
詠
う
の
が
俳
句
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。
結
局

最
後
に
行
き
着
い
た
の
は
、
あ
の
と
き
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が

そ
の
と
き
そ
こ
で
生
き
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
俳
句
に
す
る
こ
と
で
、
あ
の
と
き
自
分
は
何
を
考
え
て
い
た
の

か
、
何
を
感
じ
て
い
た
の
か
確
認
し
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
今
で
き
る
こ
と
は

せ
め
て
そ
の
時
々
の
瞬
間
の
思
い
を
俳
句
に
託
す
こ
と
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｑ　

そ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
俳
句
は
多
く
の
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本

人
に
は
も
と
も
と
共
感
力
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
野
氏　
必
ず
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
季
語
の
力
も
大
き
い
で
す
。
俳
句
が
日
本
で

育
っ
て
普
及
し
、
そ
れ
を
共
有
で
き
る
と
い
う
の
は
、
春
夏
秋
冬
と
い
う
季
節
の

循
環
す
る
サ
イ
ク
ル
で
生
き
て
い
る
、
し
か
も
そ
こ
で
育
て
ら
れ
た
文
化
を
享
受

し
て
い
る
と
い
う
共
通
感
覚
が
あ
る
か
ら
で
す
。
共
通
感
覚
を
た
く
わ
え
て
い
る

言
葉
が
発
信
さ
れ
る
と
、
あ
あ
そ
う
か
、
こ
の
世
界
は
私
が
い
つ
か
感
じ
た
こ
と

と
よ
く
似
て
い
る
な
、
と
思
う
わ
け
で
す
。
人
は
自
分
の
体
験
に
合
わ
せ
て
共
感

す
る
の
で
す
。
微
妙
な
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
さ
な
差
異
は
鑑
賞
の

妨
げ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

震
災
が
起
き
て
、
あ
る
意
味
で
は
言
葉
、
と
く
に
季
語
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
あ
の
と
き「
春
の
雪
」で
俳
句
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
は
、
今

ま
で
に
な
か
っ
た
恐
怖
感
、
美
し
く
て
も
恐
ろ
し
さ
を
伴
っ
た
美
し
さ
を
感
じ
た

雪
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
「
春
の
雪
」
と
い
え
ば
、
寒
い
冬
も
終
わ
っ
た
、

花
も
咲
く
い
い
季
節
に
な
る
よ
と
い
う
期
待
感
の
み
を
伴
っ
た
言
葉
で
し
た
。
だ

が
、震
災
を
契
機
に
不
安
感
や
恐
れ
と
い
う
意
味
も
、実
は「
春
の
雪
」に
は
加
わ
っ

て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
言
葉
の
世
界
が
広
が
っ
た
の
で
す
。

「
桃
の
花
」
も
女
の
子
の
未
来
を
愛
で
る
、
健
康
を
祈
る
花
の
は
ず
な
ん
で
す
が
、

照
井
翠
さ
ん（
岩
手
県
生
ま
れ
）の「
双
子
な
ら
同
じ
死
顔
桃
の
花
」で
は
悲
し
み
を

象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
幼
い
子
ど
も
が
一
緒
に
亡
く
な
る
と
い
う
の

は
、
何
か
大
変
な
こ
と
が
起
き
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
も
言
葉
の
意
味
が
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

　
　

佐
藤
通
雅
さ
ん（
岩
手
県
生
ま
れ
）と
い
う
歌
人
は
、
大
震
災
の
放
射
能
事
故
は

「
季
語
を
凌
辱
し
た
」と
言
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば「
新
米
」と
い
う
喜
び
に
あ
ふ
れ

た
言
葉
が
、
そ
の
後
は
不
安
を
含
む
言
葉
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
通
り
で
は
あ
り

ま
す
が
、
む
し
ろ「
新
米
」と
い
う
季
語
が
人
間
の
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
合
い
も
帯
び

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
季
語
の
力
が
深
ま
っ
た
と
私
は
思
い
た
い
。

　
　

私
は「
東
日
本
大
震
災
の
日
」を
新
た
な
季
語
と
し
て
立
項
す
る
よ
う
、
あ
る
歳

時
記
に
提
案
し
て
い
ま
す
。「
震
災
忌
」「
震
災
記
念
日
」
と
い
う
季
語
は
あ
り
ま

す
が
、こ
れ
は
関
東
大
震
災
を
指
し
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は「
関
西
震
災
忌
」

「
阪
神
淡
路
震
災
忌
」
と
い
う
季
語
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
無
理
に
こ
う

し
た
季
語
を
使
わ
な
く
て
も
東
日
本
大
震
災
で
は
い
い
句
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ

て
い
ま
す
。

Ｑ　

今
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
渦
中
に
い
ま
す
。
俳
句
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う

べ
き
で
し
ょ
う
。

高
野
氏　
震
災
も
そ
う
で
す
が
、
意
図
的
に
感
染
と
か
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
言
葉
を

用
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
不
安
感
は
、
必
ず
目
の
前

の
映
像
と
か
言
葉
の
世
界
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
素
直
に
詠
え
ば
い
い
。
そ

れ
が
結
果
的
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
時
代
を
普
遍
的
に
反
映
し
た
俳
句
に
な
る
で

し
ょ
う
。「
目
に
見
え
な
い
恐
怖
」
に
対
す
る
社
会
の
諸
相
、
個
々
の
不
安
感
、
孤
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独
感
の
深
ま
り
を
言
葉
に
託
す
こ
と
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
時
代
を
表
現
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
生
き
て
い
る
場
で
構
え
ず
、
し
か
し
目
を
逸
ら
す
こ

と
な
く
作
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
生
き
よ
う
も
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

高
野　

ム
ツ
オ
氏（
た
か
の
・
む
つ
お
）一
九
四
七（
昭
和
二
二
）年
宮
城
県
生
ま
れ
。

阿
部
み
ど
り
女
、
金
子
兜
太
、
佐
藤
鬼
房
に
師
事
。
二
〇
〇
二（
平
成
一
四
）年
、

鬼
房
よ
り
俳
誌「
小
熊
座
」主
宰
継
承
。

　

句
集
『
萬
の
翅
』
で
読
売
文
学
賞
、
蛇
笏
賞
、
小
野
市
詩
歌
文
学
賞
受
賞
。
今
年

度
、河
北
文
化
賞
。
そ
の
ほ
か
の
句
集
に『
陽
炎
の
家
』『
蟲
の
王
』『
片
翅
』な
ど
、

著
書
に『
語
り
継
ぐ
い
の
ち
の
俳
句
』『
鑑
賞　

季
語
の
時
空
』な
ど
。
日
本
現
代

詩
歌
文
学
館
館
長
。

高
野
ム
ツ
オ
氏
の
自
選
十
句
。

　

『
萬
の
翅
』よ
り　

（
二
〇
一
三
年
一
一
月
、
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）

二
〇
一
一
年
作

　

四
肢
へ
地な

震い

た
だ
轟ご
う

轟ご
う

と
轟
轟
と

　

膨
れ
這
い
捲め

く

れ
攫さ
ら

え
り
大
津
波

　

春
光
の
泥
こ
と
ご
と
く
死
者
の
声

　

車
に
も
仰ぎ

ょ
う
が臥
と
い
う
死
春
の
月

　

泥
か
ぶ
る
た
び
に
角つ

の

組ぐ

み
光
る
蘆あ
し

　

瓦が

礫れ
き

み
な
人
間
の
も
の
犬
ふ
ぐ
り

　

陽か
げ

炎ろ
う

よ
り
手
が
出
て
握
り
飯
摑
む

　

み
ち
の
く
の
今
年
の
桜
す
べ
て
供
花

二
〇
一
二
年
作

　

靴
を
鳴
ら
し
て
魂
帰
れ
春
野
道

　

『
片
翅
』よ
り　

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
巴
書
林
）

二
〇
一
三
年
作

　

死
者
二
万
餅
は
焼
か
れ
て
脹ふ
く

れ
出
す

俳
句
の
沈
黙
の
力
と
共
感
力

　
【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て
】
印
象
的
だ
っ
た
の
が
高
野
氏
の
「
沈
黙
の
力
」
と
い

う
言
葉
だ
。
東
日
本
大
震
災
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
災
禍
だ
っ
た
。
言
葉
を
ど
れ
ほ

ど
費
や
し
て
も
言
い
尽
く
せ
な
い
悲
し
み
、
苦
し
み
、
怒
り
…
。
あ
ふ
れ
続
け
る
あ
ら

ゆ
る
感
情
や
場
面
を
、
た
っ
た
十
七
音
の
俳
句
が
表
現
し
た
。

　

炊
き
出
し
や
余
震
に
ゆ
る
る
蜆
汁

　

陸
に
灼
け
る
鉄
骨
海
に
は
さ
れ
か
う
べ

　

卒
業
子
「
天
を
恨
ま
ず
」
と
言
ふ
答
辞
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名
札
無
き
柩
の
上
に
梅
一
枝

　

「
フ
ク
シ
マ
」
に
あ
ら
ず
「
福
島
」
秋
刀
魚
焼
く

　

二
〇
一
三
年
の
最
初
の
句
集
「
わ
た
し
の
一
句
」
か
ら
。
震
災
か
ら
三
年
目
に
募
集

し
た
俳
句
は
、
少
し
は
時
間
の
経
過
を
感
じ
ら
れ
る
が
、
震
災
の
衝
撃
と
慟
哭
が
続
い

て
い
る
作
品
が
目
立
つ
。

　

そ
れ
が
震
災
五
年
目
の
二
〇
一
六
年
の
句
集
で
は
、
復
興
が
す
こ
し
ず
つ
進
み
、
生

活
も
わ
ず
か
な
が
ら
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
空
気
が
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
行
方
不
明

者
は
い
ま
だ
多
く
、
原
発
事
故
で
大
規
模
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
福
島
で
は
時
間
が

止
ま
っ
た
ま
ま
だ
。

　

復
興
の
烏
賊
釣
船
や
出
港
す

　

春
空
へ
復
興
成
り
し
社
旗
上
が
る

　

戻
り
来
し
牡
蠣
剥
き
小
屋
に
女
ご
ゑ

　

鎮
魂
の
海
初
蝶
の
行
方
知
れ
ず

　

除
染
土
の
山
ひ
ま
わ
り
の
丈
を
越
え

高
野
氏
は
、
俳
句
と
は
「
瞬
間
を
切
り
取
る
詩
」
だ
と
い
う
。
瞬
間
を
言
葉
に
託
す

こ
と
に
よ
っ
て
俳
句
は
成
立
す
る
。
十
年
目
の
今
回
も
た
く
さ
ん
の
瞬
間
が
寄
せ
ら
れ

た
。

世
界
で
最
も
短
い
詩
＝
俳
句
を
人
々
が
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
、
共
感
力
が
あ
っ
て

こ
そ
。
同
じ
土
台
と
し
て
四
季
の
循
環
の
中
で
生
き
る
日
本
の
人
々
が
言
葉
を
通
し
て

追
体
験
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
記
憶
の
底
か
ら
同
じ
よ
う
な
経
験
や
感
覚
を
引
っ

張
り
出
し
て
目
の
前
の
作
品
と
対
峙
で
き
る
か
ら
だ
。

災
害
の
時
代
。
共
感
力
が
今
ほ
ど
大
切
な
と
き
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
「
他
人
事

で
は
な
い
」
と
い
う
意
識
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
災
害
時
に
他
人
を
思
い
や
る
こ

と
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
列
島
で
は
自
ら
の
身
の
上
に
い
つ
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い

災
害
に
備
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

日本現代詩歌文学館 館長  高野ムツオ氏




