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夕
日

も
う
す
こ
し
で

ち
つ
こ
う
の

さ
き
は
い
る
お
日
さ
ん

が
た
に
ひ
か
つ
て

ま
ば
ゆ
い

ま
ば
ゆ
い

少
女
詩
人
　
海
達
公
子

小
特
集

略
歴大

正
５
（
１
９
１
６
）
年

８
月
23
日
、
長
野
県
で
生
ま

れ
る
。
本
籍
は
徳
島
県
海
部

郡
阿
部
村
。

大
正
12
年
（
１
９
１
６
）

に
荒
尾
北
尋
常
小
学
校
（
現
・

荒
尾
第
二
小
学
校
）
に
入
学
。

同
年
、
詩
作
を
始
め
る
。

翌
年
、
日
本
の
近
代
児
童

文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
児
童
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
に
、

「
ひ
し
」
や
「
夕
日
」
な
ど

が
掲
載
さ
れ
、
選
者
・
北
原

白
秋
か
ら
「
珍
し
い
詩
才
の

持
ち
主
」
と
選
評
を
受
け
る
。

昭
和
４
（
１
９
２
９
）
年

海
達
公
子　
か
い
た
つ
き
み
こ
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一
般
社
団
法
人
海
達
公
子
顕
彰

会
の
設
立
は
、二
小
元
気
会
の
「
地

域
活
性
化
部
会
」
で
地
元
出
身
の

公
子
の
顕
彰
事
業
に
取
り
組
ん
だ

こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
の

と
き
か
ら
、
い
ず
れ
は
元
気
会
か

ら
独
立
し
、
顕
彰
事
業
を
行
う
団

体
を
立
ち
上
げ
た
い
と
考
え
て
い

て
、
２
年
前
に
設
立
し
ま
し
た
。

公
子
の
詩
は
、
短
い
詩
の
中
に

深
い
味
が
あ
り
、
感
性
の
鋭
さ
と

純
粋
な
心
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
荒
尾
の
宝
だ
と
思
い
ま
す
。

顕
彰
会
は
こ
れ
か
ら
も
、
あ
せ

ら
ず
じ
っ
く
り
活
動
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
５
年
後
の
生
誕

100
年
を
盛
り
上
げ
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
ま
で
に
は
現
在
11
基
あ
る
詩

碑
を
、
30
基
に
増
や
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
全
国
の
人
た
ち
に
公
子

と
公
子
の
詩
を
知
っ
て
も
ら
い
、

荒
尾
を
訪
れ
て
ほ
し
い
ん
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
公
子
に
つ
い
て
、

い
ろ
ん
な
立
場
の
た
く
さ
ん
の
人

に
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

※
３
月
20
日
か
ら
「
海
達
公
子
ま

つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
詳
細

は
16
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

公子を育った地域から全国に発信。多くの人に訪れてほしい

まつやまあつし ● 昭和 12 年
生まれ、日の出町在住。毎年

「海達公子まつり」などを主
催している一般社団法人海達
公子顕彰会の代表理事。

海
達
公
子
は
、
一
緒
に
暮
ら
し

て
い
た
叔
母
と
同
級
生
で
す
。
二

人
は
仲
が
良
く
、
互
い
の
家
を
行

き
来
し
て
い
ま
し
た
。
我
が
家
に

泊
ま
り
に
来
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
叔
母
が
『
カ
イ
タ
ツ
さ
ん
、

カ
イ
タ
ツ
さ
ん
』
と
呼
ん
で
い
る

声
が
、
幼
い
頃
か
ら
ず
っ
と
耳
に

残
っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
教
員
と
し
て
有
明
小
学
校

に
赴
任
し
、
市
立
図
書
館
で
何
気

な
く
『
赤
い
鳥
』
復
刻
版
を
読
ん

で
い
て
驚
き
ま
し
た
。『
カ
イ
タ

ツ
さ
ん
』
の
作
品
が
た
く
さ
ん
掲

載
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の

頃
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
の
少
女
詩
人
を
私
が
発
掘
し

な
け
れ
ば
と
、
使
命
感
を
覚
え
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
論
文
な
ど
を
発

表
し
、
評
伝
も
ま
と
め
ま
し
た
。

北
原
白
秋
ら
に
認
め
ら
れ
、
天

才
と
も
て
は
や
さ
れ
た
公
子
で
し

た
が
、
実
際
は
大
変
な
努
力
家
で

し
た
。

荒
尾
で
は
、
公
子
の
詩
を
教
材

に
、
子
ど
も
た
ち
に
詩
を
学
ん
で

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
公

子
の
よ
う
な
豊
か
な
感
性
を
身
に

つ
け
れ
ば
、
き
っ
と
世
の
中
は
良

い
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

公子は天才と呼ばれた努力の人。詩を教材に、感性を身につけて

きくかわゆうすけ ●昭和４年
生まれ、玉名市在住。海達公
子研究の第一人者。「評伝  海
達公子」（熊日情報文化セン
ター刊）著者。

海
達
公
子
の
詩

の
感
動
は
、
じ
わ

じ
わ
と
滲
む
よ
う

に
訪
れ
る
。
詠
ま

れ
て
い
る
の
は
、

普
段
何
気
な
く
目

に
し
、
経
験
す
る

よ
う
な
あ
た
り
ま

え
の
風
景
だ
。
見

た
ま
ま
を
単
純
に

表
現
し
て
い
る
よ

う
で
、
実
は
そ
う
簡
単
な
も
の

で
は
な
い
。
何
度
も
読
む
う
ち

に
、
そ
の
情
景
は
心
に
し
み
て

来
る
。

今
、
海
達
公
子
は
、
両
親
の

ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
徳
島
を
始

め
、
全
国
か
ら
再
び
注
目
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
い
う
。
よ
り
多
く

の
人
に
、
公
子
の
詩
が
読
ま
れ

始
め
て
い
る
。
偏
に
規
工
川
さ

ん
や
、
松
山
さ
ん
を
始
め
と
す

る
顕
彰
会
の
皆
さ
ん
、
出
身
校
・

二
小
の
関
係
者
や
地
域
の
皆
さ

ん
の
尽
力
の
賜
物
だ
。

日
常
の
情
景
を
言
葉
の
芸
術

に
高
め
た
公
子
は
、
詩
を
通
じ

て
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る

あ
た
り
ま
え
の
も
の
が
持
つ
可

能
性
と
、
感
性
の
無
限
の
力
を

示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。

豊
か
な
感
性
は
、
日
常
を
芸

術
に
変
え
る
力
を
持
つ
。
な
ら

ば
、
あ
た
り
ま
え
の
日
常
を
輝

か
せ
、
価
値
あ
る
「
宝
」
に
変

え
る
力
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
感
性
―
―
心
の
あ
り
方
に

宿
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ば
ら

ま
つ
か
い

ま
つ
か
い

ば
ら
の
花

目
に
は
い
つ
て

ゐ
る
う
ち
に

目
つ
ぶ
つ
て

母
ち
や
ん
に

見
せ
に
い
こ

お
み
や

お
み
や
の
も
り
か
ら

た
ん　

た
ん　

た
ん

お
み
や
の
た
つ
お
と

た
ん　

た
ん　

た
ん

４
月
に
熊
本
県
立
高
瀬
高

等
女
学
校
（
現
・
玉
名
高
校
）

に
入
学
。
こ
の
頃
、
短
歌
の

創
作
を
始
め
る
。

公
子
の
作
品
は
掲
載
雑
誌

70
種
54
編
に
も
及
ぶ
と
い
わ

れ
、
全
国
に
そ
の
名
が
轟
き
、

与
田
準
一
や
若
山
牧
水
、
北

原
白
秋
ら
著
名
な
文
化
人
と

親
交
を
深
め
た
。

昭
和
７
（
１
９
３
３
）
年

３
月
16
日
、
女
学
校
の
卒
業

式
後
に
虫
垂
炎
で
倒
れ
、
帰

宅
後
に
腹
膜
炎
を
併
発
。
26

日
に
死
去
。
享
年
満
16
歳
。

生
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
童

謡
集
に
「
お
日
さ
ん
」「
金

の
雲
と
雀
」
が
あ
る
。

夕日　　「赤い鳥」大正 13（1924）年 9 月号  北原白秋  選　＊ちつこう…築港　＊がた…干潟
ばら　　西海日日新聞　大正 14（1925）年 10 月 5 日　若山牧水  選
おみや　「赤い鳥」大正 13（1924）年 12 月号　北原白秋  選

松
山
　
厚
志
　
さ
ん

規
工
川  

佑
輔    

さ
ん

荒
尾
市
出
身

夭
折
の
天
才
詩
人

大

あたりまえの日常を
「宝」に変える感性の力
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正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
中
に
生
ま
れ
、
短
い
生
涯
を
荒
尾
で

生
き
た
少
女
詩
人
の
名
は
、
海
達
公
子
。

彼
女
は
父
の
指
導
の
も
と
、
詩
の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
。

公
子
の
詩
は
北
原
白
秋
ら
著
名
な
文
学
人
か
ら
絶
賛
さ
れ
、
一
躍
時
の

人
と
な
っ
た
。

親
し
み
や
す
い
公
子
の
自
由
詩
は
と
て
も
短
く
、
日
常
の
風
景
を
鋭
い

視
点
で
と
ら
え
、
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
持
つ
少
女
詩
人
の
詩
を
、
多
く
の
人
に
知
っ

て
ほ
し
い
―
―
。

時
の
流
れ
の
中
で
埋
没
し
よ
う
と
し
て
い
た
公
子
を
、
発
掘
し
た
人
が

い
る
。
荒
尾
の
誇
り
と
し
て
、
彼
女
と
詩
を
市
内
外
へ
発
信
し
て
い
る

人
た
ち
が
い
る
。

多
く
の
人
た
ち
の
思
い
を
受
け
、
彼
女
は
い
ま
再
び
、
脚
光
を
浴
び
始

め
て
い
る
。

３
月
26
日
は
、
海
達
公
子
の
命
日
だ
。

荒
尾
の
少
女
詩
人
の
面
影
を
偲
び
な
が
ら
、
彼
女
の
詩
が
伝
え
て
く
る
、

瑞
々
し
く
鋭
い
感
性
が
持
つ
「
力
」
を
感
じ
て
ほ
し
い
。


