
東
日
本
大
震
災
か

ら
学
ぶ
も
の
⑻

（
歴
史
と
俳
句
）

東
日
本
大
震
災
で
被
災

地
の
人
々
が
と
っ
た
抑
制

と
忍
耐
の
行
動
は
世
界
の

人
々
の
心
に
響
い
て
い

た
。
気
仙
を
始
め
、
東
北

の
人
々
の
こ
の
よ
う
な
態

度
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
の

根
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
世
界
の
人
々

は
、
こ
の
想
い
を
抱
い
て

お
り
ま
す
。
気
仙
で
は
、

こ
の
想
い
の
大
切
な
こ
と

に
は
気
づ
い
て
お
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
、
気
仙
で

は
抑
制
と
忍
耐
は
当
た
り

目
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
外
の
人
々
に

い
わ
れ
て
、
初
め
て
そ
う

い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
と

思
う
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
を
突
き

詰
め
て
、
掘
り
起
こ
し
、

我
々
が
消
化
し
て
身
に
つ

け
な
い
て
い
か
な
け
れ
ば

復
興
へ
の
自
立
の
道
は
開

け
て
来
ま
せ
ん
。
そ
の
ヒ

ン
ト
が
松
尾
芭
蕉
が
江
戸

時
代
に
磨
き
上
げ
た
俳
句

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
今

や
、
俳
句
は
世
界
中
に
広

ま
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
俳
句
の
世
界

に
、「
自
由
と
拘
束
」
が
創

造
に
む
す
び
つ
く
こ
と
を

感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
む
す
び
つ
く
一
瞬
の

「
妙
」
へ
の
思
い
で
す
。

〝
古
池
や
蛙
（
か
わ
ず
）
飛

び
こ
む
水
の
お
と
”

日
常
生
活
の
な
か
の
一

瞬
を
と
ら
え
て
詠
ん
で
お

り
ま
す
。
我
々
は
、
こ
の

静
と
動
と
の
一
瞬
の
む
す

び
つ
き
の
「
妙
」
に
気
が

つ
き
ま
せ
ん
。

〝
閑
（
す
ず
か
）
さ
や
岩
に

し
み
入
る
蝉
の
聲
”

閑
と
騒
と
の
一
瞬
の
結

び
付
き
の
「
妙
」
で
す
。

〝
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た

ふ
天
河
（
あ
ま
の
が
わ
）”

宇
宙
と
地
球
と
の
む
す

び
つ
き
の
感
得
の
一
瞬
の

「
妙
」
で
す
。

こ
の
よ
う
な
、
む
す
び

つ
き
の
「
妙
」
の
視
点
か

ら
、
本
紙
の
東
海
文
芸
の

俳
句
、
短
歌
、
川
柳
、
大

船
渡
第
一
中
学
校
の
詠
作

品
、
の
評
を
「
梅
下
村
塾
」

に
掲
載
し
て
き
ま
し
た
。

津
波
を
詠
ん
だ
作
品
を
送

っ
て
く
れ
る
と
い
う
申
し

出
が
大
船
渡
短
歌
会
と
東

海
新
報
社
か
ら
知
ら
せ
が

あ
り
ま
し
た
。
俳
句
、
短

歌
、
川
柳
の
奥
に
潜
ん
で

い
る
、
歴
史
の
魂
と
心
に

ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。（

伝
統
芸
術
と
現
代
美

術
）三

内
丸
山
遺
跡
の
発
掘

調
査
は
縄
文
文
化
に
対
す

る
見
方
を
大
き
く
変
え
て

お
り
、
学
術
的
議
論
は
続

い
て
い
る
。
学
術
研
究
の

議
論
と
は
別
に
、
詩
人
で

あ
る
宗
左
近
氏
の
「
縄
文

物
語
」
か
ら
は
い
ろ
い
ろ

な
響
き
が
伝
わ
っ
て
来

る
。縄

文
文
化
は
文
字
を
持

っ
て
い
な
い
。
残
さ
れ
た

遺
跡
と
膨
大
な
土
偶
や
土

器
か
ら
推
察
す
る
よ
り
ほ

か
は
な
い
。
宗
左
近
氏
は

土
器
に
表
現
さ
れ
て
い
る

作
品
の
文
様
か
ら
、
こ
れ

は
現
代
芸
術
と
通
じ
合
う

も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
い

る
。
興
味
深
い
意
見
で
あ

る
。想

像
を
た
く
ま
し
く
す

る
と
、
縄
文
人
は
、
現
代

科
学
の
量
子
論
や
数
学
論

の
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る

と
考
え
る
と
、
楽
し
く
な

っ
て
来
る
。
フ
ラ
ン
ス
生

ま
れ
の
人
類
学
者
、
レ

ビ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
が
南
米

イ
ン
デ
イ
オ
の
複
雑
な
婚

姻
関
係
を
抽
象
数
学
論
を

使
用
し
て
説
明
し
て
「
野

生
の
思
考
」
と
し
て
述
べ

て
い
る
。

宗
教
学
者
の
中
沢
新
一

氏
の
「
野
生
の
思
考
（
カ

イ
エ
ソ
バ
ー
ジ
ュ
）」
に

も
こ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
気
仙
の
鹿
踊

り
、
鬼
剣
舞
い
な
ど
の
伝

統
芸
術
に
は
、
こ
れ
ら
と

つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と

思
う
。
現
代
絵
画
の
ジ
ャ

ク
ソ
ン
ポ
ロ
ッ
ク
の
ア
ク

シ
ョ
ン
ペ
イ
ン
テ
イ
ン
グ

に
も
「
野
生
の
思
考
」
と

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

「
森
と
水
と
命
の
惑
星
」

国
際
会
議
で
パ
ネ
リ
ス
ト

の
鵜
浦
真
佐
子
氏
が
提
示

し
た
気
仙
の
保
育
園
の
子

供
た
ち
の
描
い
た
Colors

of Life Project〜
い
の

ち
の
彩
（
い
ろ
）
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
〜
の
絵
に
も
、
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮

か
び
出
す
こ
と
が
出
来
る

と
考
え
て
い
る
。

（
覚
悟
と
兆
し
）

東
日
本
大
震
災
へ
の
立

ち
上
が
り
へ
の
応
援
を

「
梅
下
村
塾
」
で
繰
り
返

し
述
べ
て
き
た
。
そ
れ

は
、
今
ま
で
外
か
ら
差
し

の
べ
ら
れ
て
き
た
い
ろ
い

ろ
な
支
援
に
対
応
す
る
行

動
で
す
。
日
々
の
困
難
な

問
題
へ
対
応
す
る
中
で
の

こ
と
で
す
。
ひ
と
こ
と
で

は
い
い
つ
く
せ
な
い
大
き

な
問
題
で
す
。
地
元
の

人
々
は
も
と
よ
り
、
気
仙

の
外
で
生
活
し
、
活
躍
し

て
い
る
人
々
と
の
連
携
が

大
切
な
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

東
海
新
報
が
そ
の
つ
な

ぎ
役
を
し
て
く
れ
て
い
る

こ
と
は
大
切
な
こ
と
で

す
。２

月
15
日
（
金
）
の
世

迷
言
で
は
北
朝
鮮
の
核
実

験
に
始
ま
る
世
界
の
核
爆

弾
管
理
が
極
め
て
困
難
で

あ
る
現
実
を
述
べ
て
い

る
。こ

れ
に
関
し
て
、
既
に

「
梅
下
村
塾
�
」で
核
保
有

税
の
制
度
を
国
連
が
導
入

す
る
こ
と
真
剣
に
考
え
る

時
期
に
来
て
い
る
こ
と
を

述
べ
た
。「
世
迷
言
」
が

「
凶
器
準
備
集
合
罪
」
の

導
入
へ
の
「
覚
悟
」
が
必

要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
の
提
案
に
大
賛

成
で
あ
る
。

世
界
の
草
の
根
の
人
々

が
手
を
つ
な
い
で
生
き
る

「
覚
悟
」
を
育
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
気
仙
か
ら

そ
の
「
兆
し
」
を
生
み
出

し
た
い
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


