
道
具
と
し
て
の
俳
句

そ
の
有
用
性
に
ま

つ
わ
る
言
説
を
め
ぐ

っ
て

は
じ
め
に

福
田
浩
之

た

と
え

ば

、

「
「
芸

術

」

は

「
現

実

」
を

素

材

と

し

て
、
独

自

の
世

界

を

構

成

す

る
」
と

い
う

こ
と
を

前

提

に
、

ひ
と

り

の
俳

人

が

「
映
画

に

於

て
は

「
カ

メ

ラ

の
眼
」

に

よ

つ
て

「
現
実

」

を

見

る

や

う

に
、
俳

句

に
於

て
は

「
十

七
字

の
眼
」

に
よ

つ
て

「
現

実

」
を

見

る
」

と
記

す

(-
)。

こ

の
と

き

、
俳

句

を
映

画

に

な
ぞ

ら

え

る

こ

の
文

言

に
見

て

と
れ

る

の
は
、
さ

し
あ

た
り

、
た

だ
俳

句

の
形
式

に

は
他

の
形

式

に
還

元

で
き

な

い
特

殊

性

が

あ

る

と

い
う

こ

と

を
確

認

す

る

た

め

だ

け

の
、

ほ

ん

の
さ

さ

や

か
な

喩

え

に

す

ぎ

な

い

よ

う

に
見

え

る

。
な

ら
ば

、

一
九

三

二
年

(
昭

和

七

年

)
に
山

口
誓

子

に

よ

っ
て
書

か

れ

た

こ

の
文

言

が

俳

句

の
歴
史

に

お

い

て
持

ち

う

る
意

味

は

、

あ

く

ま

で

も

そ

う

し

た

も

の

に
と

ど

ま

る

の

で
あ

ろ

う

か
。

詳

し

く

は

の
ち

ほ

ど

確

認

す

る

こ
と

に

な

る

が
、
誓

子

は

、

一
九

三

〇
年

代

前

半

に
書

か
れ

た

俳

論

に
お

い

て
、
繰

り

返

し
、
俳

句

を
映

画

に
喩

え

て

い

る
。

い
ま
掲

げ

た
問

い

の
関

心

は

、

そ

う

し

た
誓

子

の
喩

え

が
ご

く

素

朴

な

メ

タ

フ

ァ
ー

に

と

ど
ま

っ
て

お
り

、

そ
れ
ゆ
え
、
喩
え
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
映
画
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
は
必
ず

し
も
思
わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
喩
え
が
、
今
な
お
俳
句
史
に
と

っ
て
何

か
し
ら
重
要
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い

て
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(2
)。
本
論
の
狙

い
は
、
俳
句
を
映
画
に
喩
え
る
山
口
誓
子

の
理
論
を
、
こ
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
に
あ
る
。

掲
げ
ら
れ
た
問
い
が
今
日
に
お
い
て
い
か
な
る
射
程
を
持

っ
て
い
る
の
か
を
確
認
す

る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
人
類
学
者
の
中
沢
新

一
と
俳
人
の
小
澤
實
と
の
あ
い
だ
で

二
〇

一
三
年
ご
ろ
に
交
わ
さ
れ
た
言
葉
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
対
談

の
な
か
で
、
中
沢
は
次

の
と
お
り
発
言
す
る
。

口

で

は
歳

時

記

、
植
物

と

か

と

い
う

こ
と

を

言

い
な

が

ら
、
そ
ん

な

の
た

だ

の
言

葉

じ

ゃ

ん

っ
て
言

い
た

く

な

る
よ

う

な

こ
と

が

多

い
。
そ

こ

に
3

・
1

1
が

起

こ
り

、

生

々

し

い
自

然

が

強

制

的

に
立

ち

現

れ

て
、

日
本

人

に
認

識

し
な

さ

い
と

気

づ

か

せ

た
。

そ

の
時

、

い
ろ

い
ろ

な

も

の

の
考

え

方

、
芸

術

表

現

が
変

わ

っ
て

く

る
。

そ

う

い
う

時

代

に
今

、
僕

ら

は

い
ま

す

が

、
そ

う

い
う

時

代

に
、
俳

句

こ
そ
、
自

然

認

識

の
最

前

線

だ
な

あ

と
感

じ

る
ん

で
す

。
(3
)

二
〇

=

年
三
月

=

日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
を
歴
史
的
な
背
景
と
し
な
が

ら
、
俳
句
は

「自
然
認
識
の
最
前
線
」
で
あ
る
と
す
る
中
沢
の
こ
の
主
張
に
対
し
、
實
は

次
の
と
お
り
応
答
し
て
い
る
。
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(-
)

山

口

「
現
実

と
芸
術

」
、

四
六

頁
。

(2
)

俳

句

を
映

画

に
な
ぞ

ら

え

る
誓

子

の
喩

え
が

そ

の
厳
密

さ

へ
の
志
向

と

は
異

な

る
原

理

に
従

う
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
、
日
本

文
学

の
研

究
者

で
も
あ

る
俳

人
、
今

泉
康

弘

の
論

文

に

お

い
て
す

で
に
指

摘
さ

れ

て

い
る
。

そ

の
指
摘

に
よ
れ
ば

、

た
と

え
ば

、

「誓

子

に
と

っ
て
は
、

「構

成
」

を
主

張

す
る

た

め
に
、
映

画
を

隠
喩

と

し

て
使

う

こ
と
が

必
要

だ

っ
た

の

で
あ

り
、

モ

ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論

に
お

け
る

「構

成
」

の
厳

密

な
意
味

は
重

要
な

こ
と

で
は

な

か

っ
た
」

(今
泉

「隠

喩

と
し

て

の
映

画
」
、

二

一
頁
)
。

(3
)

中
沢
、

小

澤

「自

然
認

識

と
し

て

の
俳

句
」
、

一
四

-

一
五
頁

。



学
生
時
代
以
来
、
中
沢
さ
ん
の
本
を
愛
読
し

て
き
ま
し
た
。
直
接
俳
句
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
ん
で
す
が
、

い
つ
も
俳
句

の
こ
と
が
思
わ
れ
ま

し
た
。
俳
句
と
い
う
詩
が
世
界
を
認
識
す
る
方
法
と
し
て
最
前
線

の
も
の
だ
と
い

う
よ
う
な

こ
と
を
感

じ
て
き
た
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
作
家

で
人
類
学
者
の
カ
ス

タ
ネ
ダ
の
著
書
が
紹
介
さ
れ
て
、
イ

ン
デ

ィ
オ
の
薬

(幻
覚
剤
)
を
使

っ
て
鳥
に
な

た
か

る
修

業

が
書

か

れ

て

い
ま

し

た
。

そ
れ

と

、

「
鷹

」

と

い
う
題

で
俳

句

を
作

る

と

き

は
や
し
し
ょ
う

に
は
自

分

が
鷹

に
な

る

こ
と

を

想

像

し

て

み

る
。

林

翔

の
句

に

〈
鷹

が
眼

を
見

張

る

山
河

の
透

き
徹

る
〉
が
あ

り

ま

す

。
こ

の
句

を

詠

ん

で

い
る
時

に

は
作

者

は
鷹

に

な

っ
て

い
ま

す
。

同

じ

よ

う

な

も

の
じ

ゃ

な

い
か

と
思

う

ん

で

す
。
(4
)

中

沢

は
、

『
チ

ベ

ッ
ト

の

モ
ー

ツ

ァ

ル
ト

』

に
収

め

ら

れ

た

カ

ル

ロ

ス

・
カ

ス
タ
ネ

ダ

論

、

「
孤

独

な
鳥

の
条

件

」

に

お

い

て
、

カ

ス
タ
ネ

ダ

の
著

作

に
読

ま

れ

る

ヤ

キ

・
イ

ン

デ

ィ

オ

の
呪

術

師

で
あ

る
ド

ン

・
フ

ァ

ン
と

の
交

流

を

紹

介

す

る

な

か

で
、
カ

ス
タ
ネ

ダ

の
著

書

の
ひ

と

つ
で
あ

る

§

鴨
浮
§
ミ
謡
題

ミ
b
§

§

§

、鼠

さ
心
ミ

謬

量

o
ミ
隷
膏

鴨

の

真
崎
義
博
に
よ
る
日
本
語
訳
、
『呪
術
師
と
私
ー

ド
ン

・
フ
ァ
ン
の
教
え
』
に
記
さ
れ

た

「
鳥

に
な

る
」

た

め

の
修

業

に

つ
い

て
、

次

の
と

お

り

言

及

し

て

い
る

。

た

と

え

ば

、
も

う

す

で
に
何

度

か

ペ

ヨ
ー

テ

を
体

験

し

て

い
る

カ

ス
タ
ネ

ダ

に
、
ド

ン

・
フ

ァ

ン
は
今

度

は
ジ

ム

ソ

ン

・
ウ

ィ
ー
ド

を
混

入

し

た

き
ざ

み

を
吸

わ

せ

「
鳥

の
よ

う

に

飛

ぶ

」
こ
と

を

学

ば

せ

よ
う

と

し
た

。

こ

の
幻
覚

性

の
き
ざ

み

は
、
す

ば

ら

し

く

鮮

明

な

「
飛

行

イ

メ

ー

ジ

」

の
体

験

を

も

た

ら

し

て
く

れ

た

。
(5
)

(4
)

同
前

、

一
五

-

一
六

頁
。
な

お
、
實

の

こ
の
発
言

に
引

用
さ

れ

て

い
る
翔

の
句

は
、
そ

の
第

二
句
集

で
あ

る

『
寸
前

』

に
収

め
ら

れ

て

い
る

(
林

『
寸
前

』
、

一
四
八
頁
)
。

(5
)

中
沢

「孤

独
な

鳥

の
条

件

」
、

二
六
頁

。

(6
)

カ

ス
タ
ネ

ダ

『
呪
術
師

と

私
』
、

真
崎

訳
、

二
〇

三
頁

。

(7
)

中

沢

「
孤

独
な

鳥

の
条

件
」
、

二
七
頁

。

中

沢

の
参

照

し

て

い
る
邦

訳

に

お

い
て
、
ド

ン

・
フ

ァ

ン
は

、
修

行

中

に

カ

ス
タ

ネ

ダ

が

見

た

銀
色

の
鳥

は

カ

ラ

ス
で
あ

り

、
ま

た

、
そ

れ
が

銀

色

に
見

え

た

の

は
カ

ス
タ

ネ

ダ

が

カ

ラ

ス

の
見

る

よ
う

に

そ
れ

を

見

た

か
ら

だ

と

し

、

「
わ

し

ら

に
は

黒

っ
ぼ

く

見

え

る

鳥

も

カ

ラ

ス
に

は
白

く

見

え

る

の
さ

」
と
述

べ

る

(6
)
。
中

沢

も

、
い
ま

引

用

し

た

ド

ン

・

フ

ァ

ン

の
言

葉

を

含

む

邦

訳

の

一
節

を

「
孤

独

な

鳥

の
条

件

」

に
引

用

し

て

い

る

(7
)。

中

沢

は
、

次

の
と

お
り

、

こ
う

し

た

修

業

に
よ

っ
て

「
鳥

に
な

る
」

こ
と

は

ド

ン

・
フ

ァ

ン
に

と

っ
て

「
見

る
」

と

い
う

こ
と

に
深

く

か

か

わ

っ
て

い
る

と
論

じ

る

。

ド

ン
・
フ
ァ
ン
は

「鳥
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
が
そ
の
内

部
で
た
え
ず
変
化
し
流
動
す
る

「
何
百
万
も
の
光
の
繊
維

の
束
」

で
で
き
て
い
る

り
　
り
　
　

「
現

実

」

の
層

を

「
見

る
」

こ
と

の

で
き

る
意

識

状

態

に
入

れ

る
、
と

い
う

以

外

の

こ
と
を

言

っ
て

い
な

い
。
(8
)

俳

句

を

作

る
と

き

の
想

像

の
あ

り

よ

う

を

「
イ

ン
デ

ィ
オ

の
薬

(幻

覚

剤

)
を
使

っ
て

鳥

に
な

る
修

業

」
の
あ

り

よ
う

と
同

様

の
も

の

と
す

る
實

の
発

言

は
、
こ
う

し

た
中

沢

の

論

を

ふ

ま

え

た

も

の

で
あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

「
使

う

」
と

い
う

の
だ

か

ら
、
イ

ン
デ

ィ

オ

の
薬

は

道

旦
ハと

み

な

さ

れ

て

い
る

。
語

ら

れ

て

い

る
と

お

り

、
そ

れ

は

「
鳥

に
な

る
」
た

め

の
道

具

で
あ

り

、
カ

ス
タ
ネ

ダ

の
著

作

を

論

じ

る
中

沢

の
言

葉

に

置

き
換

え

る

な

ら

、

「
感

受

能

力

を

拡

大

す

る
」

た

め

の
道

旦
ハ

で
あ

る

(9
)。

俳

句

は
、

イ

ン
デ

ィ
オ

の
薬

に
な

ぞ

ら

え

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

知
覚

(8
)

同
前
、

二
九

頁
。

(9
)

「
幻
覚

性

植
物

の
使

用

は

カ

ス
タ
ネ
ダ

の
感

受
能

力

を
拡

大

す
る

た

め
に

お

こ
な
わ

れ

た
だ

け

で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
ド

ン

・
フ

ァ
ン
の
教
え

全
体

の
な

か

で
あ
く

ま

で
も

ひ
と

つ

の
手

段
、

方
便

に
す
ぎ

な
か

っ
た
、

と

い
う

の
で
あ

る
」

(
同
前

、

三

一
頁
)
。
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を

拡

張

す

る

た

め

の

一
種

の
道

具

で
あ

る

と

み

な

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

ふ

た

り

の

対

談

者

た

ち

よ

っ
て
共

有

さ

れ

て

い

る

の
は

、
俳

句

に

お

い
て
、
ひ
と

は
通

常

の
人

間

の

目

の
限

界

を

超

え

た

仕

方

で
世

界

を

認

識

す

る

こ
と

が

で
き

る

の

で
あ

り

、
ま

た
、
そ

れ

に

よ

っ
て
、

俳

句

は

現

代

の

ひ

と

び

と

に
と

っ
て
有

用

な

何

者

か

で
あ

り

う

る

と

い
う

ひ
と

つ
の
物

語

で
あ

る
。
彼

ら

の
物

言

い
は
、

し

た

が

っ
て
、

マ
ー

シ

ャ

ル

・
マ
ク

ル
ー

ハ

ン
の

「
道

具

8
9

は
拳

、
爪

、
歯

、
腕

を
拡

張

す

る
。
車

輪

は
回

転

あ

る

い

は
連

続

的

な
運

動

に

お

い

て
足

を

拡

張

す

る
」
と

い

っ
た
発

想

と
驚

く

ほ

ど
通

じ
合

っ
て

い

る

(1
0
)。

そ

れ

は
、
俳

句

を

、
身

体

を

拡

張

す

る
道

旦
バー

す

な
わ

ち
、

マ
ク

ル
ー

ハ

ン
が

次

の
よ

う

に
述

べ

る
意

味

で

の

メ
デ

ィ

ア
ー

と

し

て
捉

え

る

も

の

で
あ

る

と

い
え

る
。

私

た

ち

の
文

化

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

な

ひ
と

つ

の
文

化

、

す

べ

て

の
事

物

を

統

制

の
手

段

と

し

て
分

割

し
配

分

す

る

こ
と

に
長

い

こ
と
慣

ら

さ

れ

て
き

た
文

化

に

お

い
て

は
、
作
業

上

お

よ

び
実

践

上

の
事

実

と

し

て
、
メ

デ

ィ

ア
は

メ

ッ
セ
ー

ジ

で
あ

る
、

と
気

づ

か

さ

れ

る

こ
と

が

と

き

に
は

ち

ょ

っ
と

し

た

衝
撃

で
あ

る

こ
と

さ

え

あ

る
。

こ
れ

は

た

だ
次

の

こ
と

を
言

っ
て

い
る
だ

け

だ

、
す

な

わ

ち

、
あ

ら

ゆ

る
メ

デ
ィ
ア
ー

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身

の
あ
ら
ゆ
る
拡
張
1

の
個
人
的
お
よ
び

社

会

的

な

結

果

は
、
私

た

ち
自

身

の
身

体

の
拡

張

の
そ

れ
ぞ

れ

に

よ

っ
て
、
な

い
し

は
新

し

い
技

術

の

そ

れ
ぞ

れ

に

よ

っ
て
、

私

た

ち

に
関

わ

る

も

ろ

も

ろ

の
事

柄

に

も
た

ら

さ

れ

る
新

し

い
尺

度

に
由

来

す

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。
(1
1
)

俳
句
を
目
を
拡
張
す
る
道
具
な
い
し
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
、
生
身
の
眼

の
ほ
か
に

「十
七
字

の
眼
」
と
い
う
も
の
を
仮
構

し
、
俳
句
の
も

つ
十
七
字
の
形
式
を
カ

メ
ラ
と
い
う
道
旦
ハに
喩
え
る
誓
子
の
論
と
、
本
質
的
に
は
同
じ
言
説
に
属
し
て
い
る
。
ふ

た
り

の
対
談
者
た
ち
は
、
俳
句
は
世
界
を
認
識
す
る
方
法

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
誓
子
と
同
じ
く
、
眼
を
拡
張
す
る
道
旦
ハと
し
て
の
有
用
性
に
よ

っ
て
そ
れ
を
価
値

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
俳
句

の
こ
う
し
た
価
値
づ
け
は
、
歴
史
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

今
掲
げ
た
問

い
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
俳
句
が
現
に
有
用
で
あ
る
か
ど
う

か
で
は
な
く
、
俳
句

の
有
用
性
に
つ
い
て
何
が
言
わ
れ
て
き
た
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
實
が
翔

の
句
を
引
用
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
俳

句
に
お
け
る

「見
る
」
こ
と
の
歴
史
に
関
わ

っ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論

の
狙
い
は
、
俳
句
を
映
画
に
喩
え
る
山
口
誓
子
の
理
論

の
歴
史
的
意
義
を
、
そ
う
し
た
観

点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
に
あ
る
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
誓
子
の
論
は
、
俳
句
を
そ
の

有
用
性
に
よ

っ
て
価
値
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
歴
史
的
な
転
換
を
跡
付
け
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
、
近
世
の
俳
譜

か
ら
近
代

の
俳
句

に
至
る
系
譜

の
な
か
で
、
あ
る
理
論
的
な
枠
組
み
が
継
承
さ
れ
て
い

く
過
程
を
辿
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
芭
蕉
か
ら
子
規
を
経

て
虚
子
に
ま
で
引
き
継
が

れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
枠
組
み
は
、
次
に
見
る
と
お
り
、
俳
句
の
有
用
性
を
否
定
し
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
俳
句
を
肯
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

、
芭
蕉
-

夏
炉
冬
扇

俳
譜
を
道
具
に
喩
え
る
物
言
い
と
し
て
は
、
松
尾
芭
蕉

の

「許
六
離
別

の
詞
」
に
お
け

る
次

の
一
節
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

予
が
風
雅
は
夏
炉
冬
扇

の
ご
と
し
。

【
さ
か
】

も
ち
ゐ

し
や
く
あ

衆

に
逆

ひ

て

用

る

所

な

し

。

た

ジ

釈

阿

・
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譜
麸
ミ
ミ
ミ
薦

さ

織
ミ
も

・一い
P
・

こ
れ

を
含

め
、

以
下
、

英
語

の
文

献

か

ら
引

用
す

る
際

の
日
本

語
訳

は
、

特
筆

の
な

い
か
ぎ

り
、

す

べ

て
引
用
者

に
よ

る
。

(1
1
)

き

ミ

も

.刈
・



さ
い
ぎ
や
う

い
ひ

門
ち
】

【
た
は
ぶ
】

西

行

の
こ
と
ば
の
み
、
か
り
そ
め
に
云

散

ら
さ
れ
し
あ
だ
な
る

戯

れ
ご
と

ご

と

ば

【か

」
】

も

、

あ

は

れ

な

る
所

多

し
。

後

鳥

羽

上

皇

の

書

か

せ
給

ひ
し

も

の

に
も

、

「
こ
れ

ま

こ
と

【
そ
】

【
の
た
ま
】
は
べ
り

ら

ハ
歌

に
実

あ

り

て
、
し

か
も

悲

し
び

を

添

ふ

る
」
と
宣

ひ
侍

し

と

か
や

。
さ

れ

ば

み

【
こ
と

ば
】

そ
の

【う

し
な
】

こ

の
御

言

葉

を

力

と

し

て
、

其

細

き

一
筋

を

た

ど
り

失

ふ
事

な

か
れ

。
(1
2
)

知

ら

れ

て

い
る

と

お

り

、

「
夏

炉

冬

扇

」

と

い
う

喩

え

は
、

王

充

の

『
論

衡

』

に
典

拠

を

も

つ
。
王

充

は

、
こ

の
書

物

の
な

か

の

一
節

に
お

い

て
、
ま

ず

、
あ

る

「
世

俗

之

議

」
、

す

な

わ

ち

、

「
俗

世

間

に

い
わ

れ

て

い

る
議

論

」

を

紹

介

し

て

い

る
。

そ

の
議

論

は

、

次

の
言
葉

に

要

約

さ

れ

る

。
「
作
(
進
)
二
無

盆

之

能

一
、

納

二
無

補

之

説

一
、
以
レ
夏

進

レ
鐘

、
以

レ
冬

奏

レ
扇

、

爲

二
所

レ
不

レ
欲
レ
得

之

事

一
、

献

二
所

レ
不
レ
欲

レ
聞

之

語

一
。

其

不

レ
遇
レ
禍

、

む

え
き

の
う

す
す

お
ぎ
な

な

せ
つ

い

幸
　
、
何
福
祐
之
有
乎
」
1

「無
盆

の
能
を
進

(作
)
め
、
補
ひ
無
き
の
読

を
納
れ
、

な
つ

も
つ

ろ

す
す

ふ
ゆ

も
つ

せ
ん

す
す

え

ほ
つ

と
こ
ろ

こ
と

な

夏
を
以

て
鐘
を
進
め
、
冬

を
以
て
扇
を
奏

め
、
得
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
所
の
事

を
爲
し
、

き

ほ
つ

と
こ
ろ

け
ん

わ
ざ
は
い

あ

さ
い
は
ひ

ふ
く
い
う

聞
か
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
所
の
語
を
献
ず
。其
の
禍

に
遇
は
ざ
る
は
幸
な
り
、
何
の
福
祐

こ

あ

か

之

れ

有

ら

ん

」
、
す

な

わ

ち

、
「役

に

も

た

た

な

い
才

能

を

さ

さ
げ

、
何

の
た

し

に
も

な

ら

な

い
意

見

を

さ

し

あ
げ

る

の

は
、

夏

に
炉

を

出

し
冬

に

団
扇

を

す

す

め

る

よ

う

な

も

の

で
、
主

君

が
ぜ

ひ

に

と
望

み

も

せ

ぬ
事

を
行

い
、
聞

き

た

い
と

も

思

わ

ぬ
意

見

を

献
ず

る

こ
と

に

な

る

。
そ
れ

で
禍

に
出

会

わ

な

け

れ

ば

、
も

っ
け

の
幸

い
と

い
う

も

の
で
、
ど

う

し

て
幸

福

や

祐

助

な

ど

が

あ

ろ

う

か

」
と

い
う

の

で
あ

る

(1
3
)。
世

俗

の

ひ
と

び

と

の

論

に
対

す

る
王

充

の
反

論

は

、
「
或

以

レ
不
レ
補

而

得

レ
祐

、
或

以
レ
有

レ
盆

而
獲

レ
罪

。
且

夏

あ
る

お
ぎ
な

も
つ

い
う

え

時
鐘
以
奥
レ
漁
、
冬
時
扇
以
翼
レ
火
」
1

「或

い
は
補
は
ざ
る
を
以

て
し
て
祐
を
得
、

あ
る

え
き
あ

も
つ

つ
み

う

か

か

じ

う

も
つ

し
つ

あ
ぶ

と
う
じ

せ
ん

或

い
は
盆
有
る
を
以

て
し
て
罪
を
獲
。
且

つ
夏
時

の
鐘
は
以
て
淑
を
奥
り
、
冬
時
の
扇

(1
2
)

松

尾

「
許
六

離

別

の
詞

(
柴
門

の
辞

)
」
、

四
三
五

頁
。

な

お
、
釈

阿

(藤
原

俊
成

)

と

西
行

に

つ
い
て

の
芭
蕉

の

こ
こ

で
の
言
及

は
、

『
後
鳥

翔
院

御

口
傳
野

に
残

る
次

の
言

葉

に
由
来

す

る

も

の
と

み
ら
れ

る
。

「
繹
阿

は
、

や

さ
し

く
艶

に
、

心
も

深
く

、
あ

は
れ

な

る

こ
と

す
が
た

と

こ
ろ
も

あ

り
き
。
殊

に
愚
意

に
庶
幾

す

る
姿

な

り
。
西
行

億
、
お
も

し

ろ
く

て
、
し

か
も

み

ふ
か

と
も

あ
ひ

ゐ

こ
と

心

も
殊

に
深

く
、
あ

り
が
た

く

い

で
き

が
た

き
方

も
共

に
相

兼

ね

て
見

ゆ
」
(
『後

鳥
羽

院
御

も
つ

ひ

あ
ふ

は

以

て
火

を

翼

ぐ

」
、

す

な

わ

ち

、

「
と

こ
ろ

が
何

の
補

い
に

も

な

ら

な

い
く

せ

に
果

報

に

あ

り

つ

い
た

り
、
役

に
た

っ
た

ば

か

り

に

罪

を
受

け

る
者

も

あ

る
。

の
み

な

ら
ず

、
夏

の
炉

は

湿

気

を

乾

か

す

し
、

冬

の
団

扇

は
火

を
起

こ
す

(
物

は

使

い
方

一
つ
で
あ

る
)
」

1

と

い
う

も

の

で
あ

る

(-
4
)。
王
充

は
、
有

用
性

を
欠

い
て

い
る

が

ゆ
え

に
優

遇

さ

れ

た
り
、
有
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら

に
、
俗
世
間
に
い
わ
れ
る
議
論
に
お
い
て
価
値
が
否
定
さ
れ
て
い
る
器
物
も
、
使
い
よ
う

に
よ

っ
て
は
有
用
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
こ
れ
は
彼
ら
の
文
脈

の
う
え
で
は
も

っ
と
も
な
反
論
で
あ
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
王
充
が
本
質
的
に
は
世
俗

の
ひ
と
び
と
と
同
じ
前
提
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
前
提
と
は
、
す
な
わ

ち
、
道
具
の
価
値
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
有
用
性
に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
王
充
が
夏
の
炉
や
冬
の
団
扇
の
価
値
を
認
め
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
に
意

外
な
使
い
道
が
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

芭
蕉
の
論
は
、
そ
の
前
提
か
ら
し
て
、
『論
衡
』
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
論
の
ど
ち
ら
と

も
あ
き
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た

一
節
か
ら
あ
き
ら
か
な
と
お
り
、
芭
蕉

は
、
自
ら
の
風
雅
す
な
わ
ち
俳
譜
を
語
る
う
え
で
、
「夏
炉
冬
扇
」
に
喩
え
ら
れ
る
有
用

性
の
欠
如
を

「あ
は
れ
」
や

「実
」
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
自
体
肯
定
的
に
価
値
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は

『論
衡
』
よ
り
も
む
し
ろ

『荘

子
』
に
次
の
と
お
り
記
さ
れ
た

「
元
用
之
用
」
に
通
じ
る
立
論
だ
と
い
え
よ
う
。
「山
木

自
冠
也
、
膏
火
自
煎
也
。
桂
可
食
、
故
伐
之
。
漆
可
用
、
故
割
之
。
人
皆
知
有
用
之
用
、

さ
ん
ぼ
く

み
ず
か

あ
だ

こ
う
か

こ

而
莫
知
元
用
之
用
」
1

「山
木

は
自
ら
冠

す
る
な
り
、
膏
火
は
自
ら
煎
が
す
な
り
。

口

傳

』
、

一
五

〇

頁

)
。

(1
3
)

山

田

『
論

衡

』
、

上

巻

、

二

八

-
二

九

頁

。

(1
4
)

同

前

、

一一一〇

-
一二

一
百
ハ。

一21一



か

つ
ら

べ

き

う

る
し

も
ち

さ

ゆ
う
よ
う

桂
は
食
ら
う
可
し
、
故
に
之
を
伐
る
。
漆
は
用
う
可
し
、
故
に
之
を
割
く
。
人
皆
な
有
用

む

よ
う

な

の
用

を

知

る

も

、
元

用

の
用

を
知

る
莫

き
な

り

」
、
す

な

わ

ち

、
「
山

の
木

は
、
役

に
立

つ

わ
れ

あ
だ

と
も
し
び

こ

た
め
に
我
と
我
が
身
に
冠
を
加
え
、
灯
火
は
、
明
る
さ
の
故
に
我
と
我
が
身
を
焼
き
焦

につ
る
し

が
す
。
肉
桂
は
食
用
に
な
る
の
で
切
り
取
ら
れ
、
漆
は
塗
料
に
な
る
の
で
切
り
割
か
れ
る
。

人
々
は
み
な
、
世
間
的
な
有
用
が
そ
の
ま
ま
役
に
立

つ
こ
と
だ
と
考
え
る
ば
か
り
で
、
世

間
的
な
無
用
こ
そ
が
真
に
役
に
立

つ
こ
と
だ
と
分
か
る
も
の
は
い
な
い
」
(1
5
)。
『荘
子
』

の
こ
の

一
節

に
お
い
て
は
、
あ
え
て
夏
の
炉
や
冬
の
団
扇

の
有
用
性
を
肯
定
し
よ
う
と

す
る
王
充

の
論
と
は
里
ハな
り
、
植
物
や
灯
火
が
有
用
で
あ
る
こ
と
が
む
し
ろ
そ
れ
ら
の

も

の
自
体
に
苦
し
み
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
有
用
性
そ
の
も

の
の
価
値
が
あ
か
ら
さ
ま
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉

の
言
述
に
み
ら
れ
る
道
家
的
な
側
面
に
着
目
し
た
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
正
岡

子
規

の
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
規
は
、
「芭
蕉
雑
談
」
に
お
い
て
、
『笈
の
小

文
』

の
冒
頭
部
に
あ
た
る
次

の

一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

ひ
や
く
が
い
き
う
け
う

あ
り

つ
け

ふ
う
ら
ば
う

ま
こ
と

マ

百

骸

九

籔

の
中

に

物

有

。

か

り

に

名

付

て

風

羅

坊

と

言

ふ

。

誠

に

う

す

も

の

の

か
ぜ
】

す
く

つ
ひ

風
に
破
れ
や
す
か
ら
ん
事
を

い
ふ
に
や
あ
ら
む
。
か
れ
狂
句
を
好

こ
と
久
し
。
終

【
」
】

う
ん

ほ
う

て
き

【
お
も
】

に
生
涯
の
は
か
り
ご
と
と
な
す
。
あ
る
時

は
倦

で
放
郷

せ
ん
事
を
思
ひ
、
あ
る
時

【
す
」
】

【か
】

【ほ

こ
】

【た

」
か

ふ
】

こ
れ

は
進
む
で
人
に
勝
た
む
事
を
誇
り
、
是
非
胸
中

に
戦
う
て
、
是
が
為
に
身
安
か
ら

た
て

【
ね
が
】

【
さ
】

し
ば
ら

ま
な
ん

ず

。
し

ば

ら

く

身

を

立

む
事

を

願

へ
ど

も
、

こ
れ

が
為

に
障

へ
ら

れ
、

暫

ク
学

で

さ
と
ら

【
お
も
】

こ
れ

【
つ
ひ

(ゐ
)】

た
だ
こ
の

愚
を

暁

ン
事
を
思

へ
ど
も
、
是
が
為
に
破
ら
れ
、
終
に
無
能
無
芸
に
し
て
、
只
此

つ
な
が

一
筋

に

繋

る

。
(1
6
)

子
規
は
、
こ
の

一
節
に
つ
い
て
、
「其
読
く
所
全
く
老
荘

の
主
旨
を
出
で
ず
其
述
ぶ
る

所
壷
く
漢
文

の
結
構

に
よ
ら
ざ
る
は
な
し
。
哲
學
的
思
想
を
叙
述
す
る
此
の
如
く
多
く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

漢
文
的
句
調
を
混
和
す
る
此
の
如
く
甚
し
き
者
は
他
に
其
例
を
見
ざ

る
所
蓋
し
芭
蕉

の

創
髄
に
属
す
る
な
り
」
と
記
し
、
こ
の

一
節
が
和
文
に
漢
文
の
調
子
を
ふ
ん
だ
ん
に
と
り

こ
み
な
が
ら
道
家

の
思
想
を
正
確
に
な
ぞ

っ
た
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
つ
つ
、

こ
う

し
た
書
き
ぶ
り
を
芭
蕉

の
創
案
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る

(1
7
)。

こ
の
子
規
の

見
立
て
は
、
『笈

の
小
文
』

の
冒
頭
部
を

『荘
子
』
の
記
述
と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
明

瞭
に
な
る
。
ま
ず
、
最
初

の

「百
骸
九
籔
」
と
い
う
言
葉
が

『荘
子
』
の
次
の

一
節
に
由

ひ
や
く
が

い

き
ゆ
う
き
よ
う
り
く
ぞ
う

来

し

て

い

る
。
「
百

骸

九

籔

六

蔵

、
骸

而

存

焉

」
1

「百

骸

・
九

籔

・
六

蔵

(臓

)
は
、

そ
な

骸

(咳

)

わ

り

て
存

す
」
、
す

な

わ

ち

、

「
人

間

の
体

に

は
、

百

の
骨
節

、
九

つ
の
穴

、
六

つ

の
内

臓

な

ど

、

色

々

の
器

官

が

旦
ハわ

っ
て

い

る
」
(1
8
)
。

さ
ら

に
、

『
笈

の
小
文

』

の
冒

頭

部

が

『
荘

子
』

と

通

じ
合

う

の

は
、

な

す

と

こ
ろ

が

な

い
と

い
う

こ
と

こ

そ

が
道

に
通

じ

る

と

い
う

こ
と

だ

と

す

る

点

に

お

い
て

で
あ

る

。

『
荘

子

」

に

お

い

て
、

そ

の

こ
と

は

た

と

え

ば

次

の
と

お

り
述

べ

ら

れ

て

い
る

。

「
天

地

有

大

美

而

不

言

、
四

時

有

明

法

而

不

議

、
萬

物

有

成

理

而

不

説

。
聖

人
者

、
原

天

地

之

美

、

た
い
び

而
達
萬
物
之
理
。
是
故
至
人
元
爲
、
大
聖
不
作
。
観
於
天
地
之
謂
也
」
1

「天
地
は
大
美

し

い
じ

め

い
ほ
う

せ
い
り

と

有
れ
ど
も
言
わ
ず
、
四
時
は
明
法

有
れ
ど
も
議
せ
ず
、
万
物
は
成
理
有
れ
ど
も
説
か
ず
。

せ
い
じ
ん

た
ず

こ

し

じ
ん

聖
人

な
る
者
は
、
天
地

の
美
を
原

ね
て
、
万
物

の
理
に
達
す
。
是
の
故
に
至
人
は
為
す

な

た
い
せ
い

い

元
く
、
大
聖

は
作
さ
ず
。
天
地
を
観
る
の
謂
い
な
り
」、
す
な
わ
ち
、
「天
地
は
万
物
を
育

む
偉
大
な
美
徳
を
持

っ
て
い
な
が
ら

一
言
も
語
ら
ず
、
四
季
は
順
序
正
し
く
運
る
明
確

な
法
則
を
備
え
て
い
な
が
ら
喧
し
く
論
ぜ
ず
、
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
生
成
し
て
属
性
を
有

し
て
い
な
が
ら

一
々
説
き
明
か
さ
な
い
。
そ
し
て
聖
人
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
天
地

の
偉
大
さ
を
そ
の
根
源
に
遡

っ
て
探
求
し
、
万
物
に
宿
さ
れ
て
い
る
属
性
に
遍
く
通
じ

て
い
る
人

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
至
人

(道
に
達
し
た
人
。
聖
人
に
同
じ
)
は
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『
荘

子
』
、

上
巻

、
池

田
訳
注

、

三

二
三

-
三

二
四
頁

。

松

尾

『
笈

の
小
文

』
、

三
三
〇

頁
。

正
岡

「
芭
蕉

雑
談

」
、

二
六
六

-
二
六
七

頁
。
傍

点

は
原
文

ど

お
り

。

(
1
8
)

『
荘

子

』
、

上

巻

、

池

田

訳

注

、

二
六

-

一
二
九

百
ハ。



何

一
つ
為

さ
ず

偉

大

な

聖

人

は
何

一
つ
作

り
出

さ

な

い
。
ひ
た

す

ら

天

地

・
万

物

の
あ

り

方

を

見

習

う

の

で
あ

る
」
(1
9
)
。
た
だ

し

、
小

西

甚

一
に
よ

れ

ば

、
「
し

か

し

、
芭

蕉

が
無

能

無

芸

と

貫
道

を
結

び

つ
け

た

の
は
、
直

接

に

『
荘

子
』
だ

け

を
拠

り

ど

こ
ろ

と

し
た

わ

け

で
は

な

く

、
程

子

・
朱

子

と

い

つ
た
宋

儒

の
説

が

そ

れ

を
媒

介

し

て

い
る

と
認

め

る
な

ら
、

い
ち
ば

ん
無

理

が

な

い
よ

う

に

思

わ

れ

る
」
(2
0
)。

『
荘

子
』

を
背

景

と

し

た
芭

蕉

の
論

に

お

い

て
、
俳

譜

は
道

家

的

な

「元

用
之

用
」
を

な

す

も

の

で
あ

り
、
そ
れ

ゆ
え

に

こ
そ

価

値

が

あ

る
も

の
だ

っ
た

の
だ

。
こ

の

こ
と
を

踏

ま

え

る

な

ら
ば

、

『論

衡

』

の
記
述

を
換

骨

奪

胎

し

な

が

ら

で
は

あ

る

に

し

て
も
、

芭

蕉

が
俳

句

を

炉

や

団

扇

と

い

っ
た
道

具

に
喩

え

て

い
る

こ
と

は
注

目

に
値

す

る

。

こ

の

こ

と

か

ら
明

ら

か

な

と

お

り
、
俳

句

が

道

具

と

見

な

さ

れ

る

の

は
、
そ

れ

に
何

ら

か

の
有

用

性

が

見

い
だ

さ

れ

る

と
き

だ

け

で
は

な

い
。

そ

の
有

用

性

の
有

無

を

判

断

し

よ

う

と

す

る
物

言

い
に

お

い
て
、
俳

句

は

、
そ

の
判

断

の
向

き

や

成

否

に
関

わ

り

な

く

、
す

で

に
何

ら

か

の
道

旦
ハ
で

あ

る

と
見

な

さ

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。
た

と

え

ば

、
『
芸

術

作

品

の
根

源

』

の

マ

ル
テ

ィ

ン

・

ハ
イ
デ

ガ

ー

は
、

そ
う

し

た
事

態

を
次

の
と

お

り
捉

え

て

い
る
。

す

で

に
、
わ

れ

わ

れ

が

本

来

的

な
物

を

単

な

る

物

と

呼

ぶ

と

き

に
、
事

態

は
明

ら

か

に
な

っ
て

い

る

の

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、

「
単

な

る
」

と

は
、

有

用

性

と

製

造

の

除

去

を

意

味

す

る

の
だ

か
ら

。
単

な

る
物

は

、
た

と

え

そ

の
道

具

存

在

を

剥

奪

さ

れ

た

道

具

で
あ

っ
た
と

し

て
も

、

一
種

の
道

具

な

の
で
あ

る
。
(2
1
)

「単
な
る
物
」
と
い
う
物
言

い
に
お
い
て
本
来
的

な
物
が

一
種

の
道
具
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
「単
な
る
」
と

い
う
語
が
有
用
性

の
有
無

の
判
断
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

子
規
が
芭
蕉
の
文
章
に
道
家
的
な
思
想
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

次
章
で
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
明
治
以
降
、
主
に
子
規
と
高
濱
虚
子

の
も
と
で
、
芭
蕉

の

「予
が
風
雅
は
夏
炉
冬
扇

の
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
道

家
的
な
論
理
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
。

こ
の
手
続
き
は
、
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
の
系
譜
に
連
な
る
誓
子
が
、
有
用
性
に
つ
い
て
の
思
考
を
い
か
に
刷
新
し
た
か

を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

二
、
子
規
と
虚
子
-

天
下
無
用
の
閑
事
業

明
治
期
に
は
、
俳
詣
を
文
学
と
し
て
価
値
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
あ
ら
た
め
て

そ
の
有
用
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
た
と
え
ぼ
、

一
八
九
〇
年

(明
治

二
三
年
)

八
月
六
日
付

『讃
費
新
聞
』
の
付
録
に
掲
載
さ
れ
た
森
三
漢

「俳
譜
論
」
に
は
次
の
と
お

り
記
さ
れ
て
い
る
。

俳
譜
は

一
の
文
學
な
り
、
一
の
美
術
な
り
、
以
て
精
神
を
発
揮
し
思
想
を
高
尚
に
す

る
の
徳
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
之
を
用
ふ
る
宜
し
き
を
得
ば
杜
會
の
有
用
文
字
た
る

べ
き
に
亦
疑

ひ
を
容
れ
ざ
る
な
り
、
不
幸
な
る
哉
俳
人
中
に
蓋
力
家
な
く
又
学
者

な
く
、
爲

に
其
護
達
未
だ
完
全

の
域
に
至
ら
ず
し
て
中
道
に
止
ま
り
、
其
問
種
々
の

流
弊
を
受
け
て
今
や
世
に
卑
劣
覗
せ
ら
る
ζ
者
と
は
爲
り
了
れ
り
、
今
其
流
弊
を

一
洗
し
て
之
が
改
良
を
加
え
な
ば
以
て
詩
歌
と
封
等
の
文
学
と
な
る
べ
き
か
即
ち

一
個
の
難
問
題
な
り
。
(2
2
)

三
漢
は
、
俳
譜
も
ま
た
文
学
で
あ
り
美
術

(芸
術
)
で
あ
る
以
上
、
う
ま
く
利
用
で
き

一23一
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『
荘

子
』
、

下
巻

、
池

田
訳

注
、

二
五
九

-
二
六

一
頁

。

小

西

「
芭
蕉

と
寓

言
説

(
二
)
」
、

】
五

四
頁

。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

『
芸
術

作
品

の
根

源
』
、
関

口
訳

、

三
五
頁

。

(2
2
)

森

「
俳

譜

論

」
。



れ

ば

社

会

に

と

っ
て
有

用

で
あ

る

に
違

い
な

い
と

し

つ

つ
も

、

そ

れ

が

俳

人

た

ち

の
せ

い

で
充

分

に
発

達

し

き

ら
ず

、
ま

た

そ
れ

ゆ
え

に
悪

習

が

は
び

こ

っ
て

い

る

の

で
、
こ
れ

を

一
掃

し
改

良

し

な

け

れ

ば

、

詩

歌

と
対

等

の
文

学

に
な

る

こ
と

が

で
き

る

か

ど
う

か

は

難

し

い
問

題

で
あ

る

、

と

し

て

い
る

(2
3
)
。

一
八

九

五

年

(
明

治

二
八

年

)

に
子

規

が
著

し

た

『
俳

譜

大

要

』

の
立

論

は

、

一
見

す

る
と

、

森

の
そ

れ

と

通

じ

合

う

も

の
に

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い
。

「
俳

句

は

文

學

の

一

部

な

り

文

學

は

美

術

の

一
部

な

り

故

に
美

の
標

準

は
文

學

の
標

準

な

り

文

學

の
標

準

は

俳

句

の
標

準

な

り

」
と

い
う

よ
く

知

ら

れ

た

一
節

は

、
俳

句

を
文

学

の

一
部

と

し

て
、
さ

ら

に

は
美

術

の

一
部

と

し

て
捉

え

て

い
る

と

い
う

点

で
、

た

し

か

に

三

漢

の
論

と
共

通

の
言

説

を

な

し

て

い
る

よ

う

に
み

え

る

(2
4
)
。
加

え

て
、
子

規

が

俳

句

の
道

を

究

め

る

こ

と

を

「
修

學

」

と

し

て
語

っ
て

い
る

こ
と

か

ら

も

、
彼

に
と

っ
て
俳

句

が

「
學

」

で
あ

っ

た

こ
と

が

わ

か

る

(2
5
)。
だ

が
、
子

規

に
と

っ
て
、
文

学

は
、
は

た

し

て

「
有

用

」
な

「
學

」

で
あ

っ
た

の
だ

ろ

う

か
。

一
八

九

一
年

(明

治

二

四
年

)

の
五

月

に
、
高

濱

虚

子

は

、
当

時

、
尋

常

中

学

校

の
同

級

生

だ

っ
た

河

東

碧

梧

桐

を

介

し

て
、
子
規

に
宛

て

た
最

初

の
手

紙

を
送

っ
た
。
そ

の
返

事

に
、

子

規

は
次

の
と

お
り

記

し

て

い
る

。

河
東
氏

の
談

に
よ
る
に
賢
兄
近
來
文
學
上

の
嗜
好
を
ま
さ
れ
た
る
も

の
㌧
如
し

聞
く
賢
兄
郷
校
に
在

て
常

に
首
位
を
占
む
と
僕
輩
頑
生
眞
に
健
羨

に
た

へ
ず

請

う
國
家
の
爲
に
有
用
の
人
と
な
り
給

へ
か
ま

へ
て
無
用

の
人
と
な
り
給
ふ
な

法

律
な
り
経
濟
な
り
政
治
な
り
讐
學
な
り
悉
く
名
人
學
者

の
來
る
を
ま

つ
も
の
な
ら

ざ

る
は
な
し

然
れ
ど
も
眞
成
之
文
學
者
ま
た
多
少

の
必
要
な
き
に
は
あ
ら
ず

そ

よ
う

僕
性
來
疎
傭
世
事
に
堪

へ
ず
妄
り
に
戯
文
家
を
以
て
我
任
と
な
す

固
よ
り
大
方

し

せ
う

の
唆
笑
を
免
れ
ず
と
い
へ
ど
も
ま
た
如
何
と
も
な
す
能
は
ざ
る
な
り

賢
兄
僕
を

千
里
の
外
に
友
と
せ
ん
と
い
ふ

僕
豊
好
友
を
得
る
を
喜
バ
ざ
ら
ん
や

併
し
天

下
有
用
之
學
に
至

て
ハ
僕
ノ
知
ら
ざ
る
庭
賢
兄
の
望
を
み
た
す
に
足
ら
ざ
る
は
勿

を
し

へ

論
也

若
し
文
學
上
の
交
際
を
以
て
僕
を
教

へ
ん
と
な
ら
バ
謹
ん
で
講
を
受
け
ん

(
2
6
)

子

規

は

、
文

学

者

は
国

家

に
と

っ
て
基

本

的

に
は

「
無

用

の
人

」
で
あ

り

、
文

学

は

「
天

下

有

用

之

學

」
で

は

な

い
と

し

て

い
る
。
文

学
者

は

、
多

少

は

必

要

な

い

こ
と

も

な

い
だ

ろ

う

、
と

い

っ
た
程

度

の
存

在

と

し

て
語

ら

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。
そ

し

て
、
子

規

に
と

っ
て
、
俳

句

は
、
そ

う

し

た

も

の
と

し

て

の
文

学

の

一
部

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ
た
。
し

た

が

っ
て
、

こ

の
点

で
三
漢

の
論

と

子
規

の
そ

れ

と

は
大

き

く
異

な

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

俳

句

に

つ

い

て
有

用

性

を

認

め

な

い
子

規

の
物

言

い
は
、

こ

の
最

初

の
返

信

に

記

さ

れ

た

こ
と

に
よ

っ
て
、
の
ち

の
虚

子

の
花

鳥

調

詠

論

に
も

継

承

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

一

一24一

 

(2
3
)

俳

文
学
者

の
青

木
亮

人

は
、
森

の
論

を
引

用

し
た
う

え

で
、
そ

の
同

時
代

的
な

背
景

を

次

の
と
お
り

説

明

し

て

い
る
。

「当

時
、

西

欧

の

「文

学

倉

。§
葺

。
)
」

「
美

術

㊧
は
)
」

は
日
本

を
最

新
文

明

へ
導

く

実
学

と
も
期

待

さ
れ
、
西

欧
絵

画
及

び
小

説
が
参

照

さ
れ

る
と

同

時

に
江
戸

期

以
来

の
小
説

、
歌
舞

伎
、
詩
歌

等

を

「文

学
」
と

し

て
捉
え
直

す

思
潮

が
高

ま

っ
て

い
た
。
明
治

二
〇
年

代
、

「文

学
」
は

「
崇
高

曾

窪

目
①
)
」

な

る

「
美

曾
0
き
曙
)
」

を

有

す
る

た

め

「
精
神

を
発

揮

し
思
想

を
高
尚

に
す

る
」

(前

期

引
用
文

)
徳

用

が
あ

り
、

従

っ
て
国
民

教
化

の

一
助

と
な

る
と
考

え
ら

れ
た

の
で
あ

る
」

(青

木

「
俳
譜

を
知

ら
ざ

る

新

聞
記
者

」
、

二
五
頁
)
。

(2
4
)

正
岡

『
俳
譜

大
要

』
、
三
四

二
頁
。
こ

の

一
節

に

つ
い

て
、
青
木

亮

人

は
前

掲

の
森

三

漢

の
論

と

比
較

し
な

が
ら
、

「
引

用
文

は
五

年
前

に
発

表

さ
れ
た

「読

売
新

聞
」

俳
論

同
様

の
調

子

で
あ
り
、

こ
れ

は
子
規

が

俳
譜
宗

匠

三
森
幹

雄

に

「新

聞
投

書
家

」
と

一
笑

さ

れ

る

よ
う

な
立

場

で
あ

っ
た

こ
と
を
意

味

し

て
お
り
、
ま
た
実

際

に
子
規

は

「
新
聞

記
者

」
と
椰

楡

さ

れ
た

の
で
あ

る
」
と

記
す

こ
と

で
、
両

者

の
類
似

性

を
強

調
し

て

い
る

(青

木

「
俳
譜

を
知

ら
ざ

る
新
聞

記
者

」
、

三

二
頁
)
。

(2
5
v

正
岡

『俳

譜
大

要
』
、

三
四
九

-
四
〇

七
頁

を
参

照
。

(2
6
)

正
岡

、

一
九

八

一
年

五
月

二
八
日
付
高

濱

清
宛
書

簡

、

一
九

二
頁
。



九
二
八
年

(昭
和
三
年
)
に
春
秋
杜
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『虚
子
句
集
』
は
、
前
年
六
月

一

日
の

「花
鳥
調
詠
」
と
題
さ
れ
た
講
演
の
筆
記
を

「自
序
」
と
し
て
収
め
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
、
虚
子
は
件

の
子
規
か
ら
の
手
紙
に
次
の
と
お
り
言
及
し
て
い
る
。

子
規
は
昔
私
に
手
紙
を
よ
こ
し
て

「天
下
有
用
の
學
は
僕

の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
」
と

い
ひ
ま
し
た
。
子
規
は
自
分
を
天
下
無
用
の
徒
と
云
ひ
な
が
ら
、
其
の
時
分
の
賢
そ

う
な
顔
を
し
て
ゐ
る
人
に
無
頓
着
で
、
自
分

の
す
る
と
こ
ろ
を
黙
つ
て
し
ま
し
た
。

尤
も
子
規
は
獣

つ
て
し
た
と
い
ふ
方
で
は
な

い
。
大

い
に
論
じ
、
大
い
に
職

つ
た
方

で
あ
り
ま
す
が
、
其
は
自
分

の
進
む
路
に
當

つ
て
邪
魔
者

に
封
し
て
ド
あ
り
ま
し

た
。
唯
天
下
有
用
の
徒
だ
と
自
任
し
て
を
る
人
々
に
は
自
任
さ
せ
て
置

い
て
、
自
分

の
志
す
と
こ
ろ
は
別
に
あ
る
と
云
つ
て
知
ら

ぬ
風
を
し
て
仕
事
を
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
今
日
に
な
つ
て
み
る
と
そ
の
有
用
の
徒
で
あ
る
事
を
辞
任
し
て
表
面
に
た

つ
て
盛
ん
に
活
動
し
た
人
が
も
う
大
方
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
時
分
に
、
子
規

の
事
業

は
漸
く
世
間
の
者
に
認
め
ら
れ
て
來
ま
し
た
。
(2
7
)

て
お
く
方
が

一
番
間
違
ひ
の
な
い
と
こ
ろ
で
せ
う
」
と
し
て
い
る
(2
9
)。
虚
子
は
子
規
の

言
葉
に
基
づ
き
な
が
ら
、
俳
句
に
有
用
性
の
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
虚
子
の
論
は
、

直
接
に
は
子
規
か
ら
継
承
し
た
と
こ
ろ
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
先

に
見
た
芭

蕉
の
物
言
い
と
も
通
じ
合
う
道
家
的
な
理
論
の
範
疇
に
あ
る
と
い
え
る
。

俳
句
に
有
用
性
を
見
出
す
こ
と
の
な
い
虚
子
は
、
当
然
、
そ
れ
を
道
具
と
し
て
「使
う
」

と
い
う
物
言
い
と
は
無
縁

で
あ
る
。

】
九
〇
三
年

(明
治
三
六
年
)
に
作
ら
れ
た
次

の
一

句
は
、
虚
子
に
と

っ
て
の

「俳
句
」
と

「眼
」
の
関
わ
り
を
論
じ
る
う
え
で
、
き
わ
め
て

示
唆
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

秋

風

や

眼

中

の
も

の
皆

俳

句

(3
0
)

外

に

い

て
、
肌

身

に
ふ

と

秋

の
風

を

感

じ

た

と

き

、
そ

の
感

興

と

と

も

に
、
眼
中

の
も

の

の

一
切

が

俳

句

そ

の
も

の
と

し

て
立

ち

現

れ

た

と

い
う

の

で

あ

る
。
虚

子

は

『
俳

句

の

作

り

や

う

』
に

お

い
て
、
こ

の
句

を

得

た

と

き

の

こ
と

を

次

の
と

お

り

回
想

し

て

い
る
。

一25一

子
規
の
手
紙

の
言
葉
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
虚
子
は
、
「子
規
の
口
吻
を
學
ぶ
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
天
下
有
用

の
學
問
事
業
は
全
く
私
等

の
關
係
し
な

い
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
私
達
は
花
鳥
風
月
を
吟
詠
す
る
外
、

一
向
役

に
立
た
ぬ
人
間
で
あ
り
ま
す
」
と
述

べ
る

(2
8
)。

さ
ら
に
、
虚
子
は

「文
章
を
書
い
て
國
家
に
貢
献
す
る
こ
と
を
文
章
報
國
と
申
す
さ
う

で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
「が
次
に
、
俳
句
報
國
と
い
ふ
文
字
を
使
用
し
た
ら

ど

ん

な

も

の

で
せ

う

。
ど

う

も
意

味

が

わ

か
り

に

く

い
や

う

に
思

ひ

ま

す
。
ま

あ

く

子

 規
の
所
謂

「
天
下
有
用

の
學
は
僕

の
知
ら
ざ
る
と

こ
ろ
」
で
、
天
下
無
用
の
閑
事
業
と
し

こ
れ
は
當
り
前
だ
と
い
ふ
人
と
、
氣
取
り
過
ぎ
て
ゐ
る
と
い
ふ
人
と
両
方
が
あ
ら

う
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
私
自
身
で
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
あ
る
境
地
で
あ
り

え

ば
ら

ま
す
。
明
治
三
十
六
年
松
山
に
蹄
省
し
た
つ
い
で
に
近
在

の
荏
原
村
と
い
ふ
所
に

遊
び
に
行

つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
あ
る
田
舎

の
寺

で
俳
句
會
が
あ

り
ま
し
て
、
秋
風
と
い
ふ
題
で
句
作
し
ま
し
た
。
非
常
に
よ
く
晴
れ
た
い
㌧
天
氣

の

日
で
、
す
ぐ
目
前

に
讐
え
て
ゐ
る
山
の
織
ま
で
が
手
に
と
る
や
う
に
見
え
る
日
で

あ
り
ま
し
た
。
私
は
秋
風
と
い
ふ
題
に
案
じ
入

つ
て
ゐ
る
と
そ
の
時
、
目
の
前
の
も

の
が

こ
と
ご
と
く
皆
俳
句
で
あ
る
や
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。

こ
の
時
は
物
々
が

222
987

高
濱

「
自
序
」
、

一
八
〇

頁
。

同
前

、

一
八

〇
百
ハ。

同
前

、

一
八
〇
頁

。

(3
0
)

高
濱

『
五
百
句

』
、

一
九
頁

。



皆

生

き

て
、

そ
れ

が
皆

俳

句

そ

の
も

の
で

あ

る

や

う

な

極

め

て
玲

瀧

透

徹

な

感

じ

が

し

て
、
と

り

あ

へ
ず

そ

の
心

持

を

言

ひ
表

し
た

の
が

、
こ

の
句

で
あ

り

ま

す

。
(3
1
)

た

し

か

に

、

こ

こ
に
語

ら

れ

た

「
境

地

」
に

は

、
カ

ス
タ
ネ

ダ

が

イ

ン
デ

ィ

オ

の
薬

に

よ

っ
て
体

験

し

た

「
鳥

に
な

る
」

こ
と

と

も

い
く

ら

か

通

じ

合

う

よ

う

な

「
見

る
」

こ
と

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い
。
し

か

し

、
こ

こ

で
あ

ら

た

め

て
確

認

し

て

お
き

た

い

の
は

、
そ

の

「境

地

」

を

語

る
虚

子
自

身

の
言

葉

に

お

い
て
、
俳

句

は

「
見

る
」

た

め

の
道

具

で

は

な

く
、
あ

く

ま

で
も

「
見

え

る
」
対
象

と

し

て

の
み
立

ち
上

が

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。
虚

子

に

と

っ
て

は
、
そ

の
実

態

は

ど

う

あ

れ

、
俳

句

は

あ

く

ま

で
も

「
眼

中

の
も

の
」

だ

っ
た

。

そ

れ

は
、

眼

を

拡

張

す

る
道

具

と

し

て

は
捉

え

ら

れ

て

い
な

か

っ
た

。

虚

子

は

芭

蕉

の

そ

れ

と

も
通

じ

合

う

道

家

的

な

俳

句

観

を

子

規

か

ら
継

承

し

た

。

そ

の
虚

子

に

と

っ
て
俳

句

は

「
天

下
無

用

の
閑

事

業

」

で
あ

っ
た

。
俳

句

に
有

用

性

を

認

め

な

い
盧

子

は
、
俳

句

を

、
対

象

を

見

る
た

め

の
道

旦
ハと

し

て
論

じ

る

の

で
は

な

く

、
む

し

ろ

見

ら

れ

る
対

象

と

し

て
論

じ

て

い
た

の

で
あ

る
。

三
、
誓
子
ー

カ
メ
ラ
の
眼

一
見

し

た

か
ぎ

り

で

は
、
虚

子

の
論

と
誓

子

の
そ

れ

と

の
あ

い
だ

に
、
そ
れ

ほ

ど

大

き

な
断

絶

が

あ

る

と

は
信

じ
ら

れ

な

い

か
も

し

れ

な

い
。
た

と

え
ば

、
誓

子

が

一
九

三

一
年

(
昭
和

六

年

一
〇

月

)

の

『
ホ
ト

ト

ギ

ス
』

に
掲

載

さ

れ

た

「
遽

か
な

る
焚

火

」

に
次

の

と

お
り

記

す

と
き

、

そ
れ

は

、

「
眼

中

の
も

の
」

を

俳

句

と

し

て
見

出

す

虚

子

的

な

あ

り

よ

う
を

ほ

と

ん

ど

そ

の
ま

ま

な

ぞ

っ
て

い

る
か

に
見

え

る

。

(3
1
)

高

濱

『
俳

句

の
作

り

や

う

』
、

一
七

七

頁

。

(3
2
)

山

口

「遽

か

な

る

焚

火

」
、

八

頁

。

自

然

は
色

盲

の
検

査

図

で
あ

る
。

俳

句

作

家

の
健

全

な

眼

を

以

て
之

を

見

れ
ば

、

あ

る
。
(3
2
)

そ
の
中
に
浮
き
あ
が

つ
た
詩
が

健

全

な

眼

を

も

っ
て
自

然

を

見

れ

ば

、
そ

こ

に

「
詩

」
が
浮

き

あ

が

る

と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

の

一
節

を
読

む

か
ぎ

り

で

は
、
誓

子

も

ま

た
、
俳

句

を

た

ん

に

「
見

え

る
」
対

象

と

し

て
捉

え

て

い
る

か

の
よ
う

で
あ

る
。

し

か

し

、

誓

子

と
虚

子

と

の
ず

れ

は

、

た

と

え
ぼ

同

年

一
月

の
同

誌

に
掲

載

さ

れ

た

「季

節

の
挨

拶

」

に

お
け

る
次

の
記

述

に

お

い

て
、

す

で

に
明

確

に
表

れ

て

い
る

。

俳
句

の
詩
型
十
七
字
は
詩
の
最
小
な
る
カ
ン
バ
ス
だ
。

詩

の
最
小
な
る
カ
ン
バ
ス
は
刹
那
的
印
象
を
要
求
す
る
。

×

俳

句

に
あ

つ
て

は
、
形

式

が
内

容

を
規

制

す

る

の

で
は

あ

る

が
、
だ

か
ら

と

い

つ

て
、

現

実

を

歪

曲

、

圧

殺

、

変

形

、

萎

縮

す

る
も

の
と

即

断

し

て
は

な

ら

な

い
。

何

故

な

れ

ば

、
わ

れ

わ

れ

は
俳

句

の
形

式

に

よ

つ

て
、
そ

の
形

式

の
要

求

す

る
現

実

を

、

あ

り

の
儘

に
酌

み

と

る

の
だ

か

ら

。
(3
3
)

虚

子

が

、
俳

句

の
創

作

に
お

け

る

「
見

る
」

こ
と
を

、
俳

句

と

し

て

の
事

物

を

あ

く

ま

で
も

自

ら

の
目

に
よ

っ
て

そ

の
ま

ま

に

捉

え

る

こ
と

と

し

て
論

じ

て

い
た

の

に
対

し

、

誓

子

は
、

そ
れ
を
、
俳

句

の
形

式

に

よ

っ
て
現

実

の
事

物

を
酌

み

と

る

こ
と

と

し

て
論

じ

て

い
る

。
虚

子

に

と

っ
て

は
あ

く

ま

で
も

「
見

え

る
」
対

象

で
し

か

な

か

っ
た
俳

句

は

、

誓

子

の
論

に
お

い

て
、

つ
い

に

「
見

る
」

こ
と

の
あ

り

よ

う

を

あ

ら

か

じ

め

規
定

す

る
枠

(3
3
)

山

口

「
季

節

の

挨

拶

」
、

三

頁

。
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組

み

と

し

て
立

ち

現

れ

る

こ
と

に
な

る
。

誓

子

に
と

っ
て
、
俳

句

の
形

式

と

し

て

の
十

七

字

と

は

カ

ン
バ

ス

で
あ

り

、
す

な
わ

ち

一
種

の
媒

体

で
あ

る
。
そ

し

て
、

こ

の
媒

体

と

し

て

の
十

七

字

は
ま

た
、
泥
鱈

掬

い

の
旅

に
も

な

ぞ

ら

え

ら

れ

る
。

自

然

の
事

象

を

十

七

字

の
旅

に
掬

つ

て
、
ゆ

さ

ぶ
り

、
い
ら

な

い
も

の
を
摘

ん

で

捨

て

る
。

か
く

て
俳

句

の
創

作

は

か

の
安

来

節

を

伴

奏

と

す

る

泥
鱈

掬

ひ

で
あ

る
。
(3
4
)

不

要

な

も

の

を

ふ

る

い

に

か

け

る
道

旦
ハと

し

て

の

「
旅

」
。

そ

の
喩

え

が

言

わ

ん

と

す

る

こ

と

は
、
俳

句

の
創

作

に

お

い

て
は
、
形

式

に
よ

っ
て
要

求

さ

れ

た

も

の
だ

け

が

、
自

然

の
事

象

か

ら
取

り
出

さ

れ

る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

「
マ

ル
キ

ス
ト

が
社

会

現

象

を

あ

ま
り

に
階

級

的

に
見

る

や
う

に
、

わ

れ

わ

れ

は
自

然

現
象

を

あ

ま

り

に
俳

句

的

に
見

る
」

と
誓

子

は
述

べ

る

(3
5
)。

「
あ

ま

り

に
俳

句

的

に
見

る
」

と

は

、
俳

句

と

い
う

ジ

ャ

ン

ル

に

よ

っ
て
規

定

さ

れ

た
枠

組

み

に

し

た

が

っ
て

「
見

る

」
と

い
う

こ
と

に

ほ

か

な
ら

な

い
。

俳

句

は
、
誓

子

に
と

っ
て
、

と

り

わ

け

「
現

実

」
を

「
見

る
」

こ
と

に
介

在

す

る
道

旦
ハ

で
あ

る

。

「道

旦
ハ
は

は

た
ら

き

に
於

て

は

じ

め

て
道

具

で
あ

り

、
言
葉

は

は

た

ら

き

に
於

て
は

じ

め

て
言
葉

で
あ

る
」
と

も

書

い
た

誓

子

の
俳

論

は

、
言
葉

の
芸

術

で

あ

る
俳

句

を

道

旦
ハ
と

し

て

捉

え

よ

う

と

す

る
物

言

い

に

よ

っ
て
方

向

づ

け

ら

れ

て

い
た

の

で
あ

る

(3
6
)
。

一
九

三

二
年

(昭

和

七

年

)

の
誓

子

は

、
俳

句

を

「
カ

メ

ラ
」

に
喩

え

な

が

ら

、

も

は

や

虚

子

と
決

定

的

に

異

な

る
物

言

い
を

示

す

こ
と

に
な

る
。

こ

の
年

の
八

月

に
、

『
棒

』

誌

上

で
発

表

さ

れ

た

「
現
実

と
芸

術

」

に
、

次

の

一
節

が

見

ら

れ

る
。

映

画

に
於

て
は

「
カ
メ

ラ

の
眼

」

に
よ

つ
て

「
現

実

」
を

見

る

や

う

に
、
俳

句

に

於

て

は

「
十

七

字

の
眼

」

に
よ

つ
て

「
現

実

」

を

見

る

。

×

「
カ
メ

ラ

の
眼

」

は

決

し

て

「
現
実

」

を

「
現
実

」

と

し

て
見

な

い
。

そ

の
次

元

に
於

て
も

、

そ

の
視

野

に
於

て
も

、

そ

の
遠

近

法

に

於

て
も
。

「
カ

メ

ラ

の
眼

」
も

「
現

実

」

を
再

生

せ
ず

し

て
、

「
現

実

」
を

構

成

す

る

。
(3
7
)

こ

の
記
述

に

お

い
て
、

誓

子

に

と

っ
て

の
十

七

字

は

、

「
現

実

」

を

あ

り

の
ま

ま

に
見

る

も

の

で
は

な

い

こ
と

が

示

さ

れ

て

い
る
。
そ

れ

は

「
カ

メ

ラ

の
眼

」
と

同
様

に

「
現

実

」

を

構

成

す

る

の

で
あ

る
。

誓

子

の
論

に
お

い

て
、
俳

句

は

「見

る
」

こ
と

を

あ

ら

か

じ

め
規

定

す

る
枠

組

み

と

し

て

の

メ
デ

ィ

ア
、
す

な

わ

ち
、

マ
ク

ル
ー

ハ

ン
的

な

道

具

で
あ

り

、
ま

た

、
そ
う

で

あ

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

「
十

七

字

の
眼

」

が

「
現

実

」

を
構

成

す

る

も

の
と

し

て
見

出

さ

れ

る

こ

と

に
も

な

る
。

こ

の
と

き

、
俳

句

は
多

木

浩

二

が
言

う

と

こ

ろ

の

「
眼

の
隠

喩

」
と

し

て
認

知

さ
れ

る

こ
と

に
も

な

る
だ

ろ

う

。

多

木

は
、

西

洋

の

一
九

世

紀

末

に

お
け

る

視

覚
体

験

の
あ

り

よ

う

に

つ

い
て
、

「
も

は

や

「見

る
」

こ
と

は
、
肉

眼

で

み

る

こ

と
、
知

覚

す

る

こ
と

を

越

え

て
、
何

か

を
読

む

こ

と

に

ほ

か

な

ら
な

い
し
、
そ

の
と

き

に
用

い
る

道

旦
ハ、
あ

る

い
は
装

置

が

「
眼

」

の
役

割

を

果

た

す

よ

う

に

な

っ
た
。

つ
ま

り

、
視

覚

は

、
見

る
仕

組

み

と

し

て

と
ら

え

ら

れ

、

そ

れ

は

理
性

的

な

モ
デ

ル
と

な
り

、
い

っ
た

ん

モ
デ

ル
を

介

し

て
み

る

と

な

れ
ば

、
そ

れ

は

す

べ

て

の
物

を

も
、
見

る
道

旦
ハ
に

し

て

い
く

よ

う

に
な

っ
た

。
こ
れ

は
理

性

に
介

さ

れ

な

が

ら

逆

に

ア

ナ

ロ
ジ

ー

の
世

界

を
見

出

し

て

い
く
可

能

性

に
な

っ
て

い
た

」
と

し

、
こ

の

こ
と

を

も

と

に

「
「
見

る
」

と

は

、

す

で

に
何

ら

か

の
媒

介

(
眼

の
隠

喩

)

に

よ

っ

て
、
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(3
4
)

山

口

(3
5
)

山

口

(
3
6
)

山

口

「
遽

か
な

る
焚

火

」
、

八

-
九

頁
。

「
季
節

の
挨
拶

」
、

八
頁

。
傍

点

は
原
文

ど

お
り
。

「
結
社

の
頂
角

」
、

一
七

頁
。

(3
7
)

山

口

「
現

実

と

芸

術

」
、

四

六

頁

。



あ

る
事

象

を

隠

喩

的

な
意

味

を

発

生

さ

せ

る

も

の
に
構

成

す

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
」

と

論

じ

て

い
る

(3
8
)。
多

木

の
言

う

「
眼

の
隠

喩

」
と

は

、
肉

眼

に

よ

る
知

覚

を
越

え

て

「
見

る
」

こ

と

の
仕

組

み

を

決

定

づ

け

る
道

具

な

い
し

は

装

置

と

し

て

の
メ
デ

ィ

ア

の

こ
と

で
あ

る

。
そ
し

て
、
見

る
仕

組

み

の

こ
う

し
た

モ
デ

ル

は
、
た

だ

ち

に

一
切

の
事

物

の
あ

い
だ

に
類

比

を
成

立

さ

せ

る
わ

け

で

は

な

い
に

し

て
も

、

い
ず

れ

あ

ら

ゆ

る
も

の

が

見

る
道

旦
ハと

し

て
捉

え

か

え

さ

れ

る
可

能

性

を

切

り

拓

く

。
こ

の

こ
と

は

、
誓

子

の
俳

論

に
お

け

る
俳

句

の
十

七
字

に

も

同
様

に

あ

て

は
ま

る
。
俳

句

の
十

七
字

が

「
見

る
」
た

め

の
道

具

と

見

な

さ

れ

、

「
眼

」

の
役

割

を

果

た

す

と
考

え

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

カ

メ

ラ

、
カ

ン
バ

ス
あ

る

い

は
泥

鱈

掬

い

の
旅

と

い

っ
た

も

の
が

、
あ

ら

た

に
隠

喩

的

な
意

味

を

発

生

さ

せ

る

も

の
と

し

て
構

成

さ

れ

る
。
そ

れ

は

、
誓

子

に

お

い
て

は

あ

く

ま

で

も

単

な

る

隠

喩

に

と

ど

ま

る

と

し

て

も
、
類

比

に
発

展

す

る

余

地

が

あ

る

。
俳

句

の
形

式

そ

の
も

の
を

明

確

に

「
眼

の
隠

喩

」
と

し

て
捉

え

か

え

す

誓

子

の
論

は

、
そ

の
点

で
、
虚

子

の
論

と

は

一
線

を

画

す

る

も

の

で
あ

る

と

い
え

る
。

こ

の

こ
と

は

、
あ

き

ら

か

に
、
誓

子

が

俳

句

に

「
見

る
」
た

め

の
道

旦
ハと

し

て

の
有

用

性

を

見
出

し

た

こ
と

と

不

可

分

で
あ

る
。

そ
れ

で
は

、
誓

子

の
論

に
お

い

て
、

「
眼

の
隠

喩

」
と

し

て

の
俳

句

は
、

「
見

る
」

こ
と

を

ど
う

規

定

し

て

い
る

の
だ

ろ

う

か

。
俳

句

が

「
現

実

」
を

捉

え

る

独
特

の
仕

方

に

つ

い

て
、
誓

子

は

一
九

三

二
年

(
昭

和

七

年

)

一
〇

月

の

『
ホ

ト

ト

ギ

ス
』
に
掲

載

さ

れ

た

「
跳

躍

す

る
芸

術

」

に
お

い

て
、

「
カ

メ

ラ
」

の
喩

え

を

用

い

て
説

明

し

て

い
る

。
誓

子

は

ま

ず

、

「
過

去

の
趣

味

的

俳

句

」

を

「
プ

リ

ズ

ム
を

通

し

た

「
現

実

」

の

ス

ペ
ク

ト

ラ

ム
」

に
喩

え

る

(3
9
)。

そ

の
う

え

で
、

ベ

ラ

・
バ

ラ
ー

ジ

ュ
の

『
映

画

の
精

神

』
に

お

け

る

ク

ロ
ー
ズ

・
ア

ッ
プ

に

つ
い

て

の
記

述

を

参

照

し

な

が

ら
、

次

の
と

お

り
記

す
。

ベ

エ
ラ

・
ボ

ラ

ア
ジ

ユ
は

そ

の

「
映

画

の
精

神

」

で

云

つ
て

ゐ

る
。

「
ク

ロ
オ
ズ

・
ア

ツ
プ

に
よ

つ
て
人

間

は
単

に
空

間

的

に

(
即

ち
同

一
空

間

に
於

て
)

接

近

し

た
ば

か

り

で

は

な

く
、
更

に
空

間

そ

の
も

の
か

ら

離

脱

し

て
、
そ

れ

と

は
全

く

異

つ
た
領

域

へ
這

入
り

込

む

に
至

っ
た
」

俳

句

の
カ

メ

ラ

・
十

七

字

の
眼

は

「
現

実

」
を

新

ら

し

い
領

域

に
迄

ク

ロ
オ

ズ

・

ア

ツ
プ

す

る
。
(4
0
)

し

か

し

、
俳
句

に

お

け

る

「
ク

ロ
オ
ズ

・
ア

ツ
プ
」

と

は
、

い
か

な

る
事

態

を
指

し

て

い
る

の

か
。

も

ち

ろ

ん

、

「
季

節

の
挨

拶

」

の
う

ち

に
記

さ

れ

た

「
「
や

」

「
か

な

」

は

　

　

　

　　

　
　

　

　　

大

写

で
あ

る
」

と

い

っ
た
文

言

も

ま

た
、

こ

こ
で

の
誓

子

の
考

え

を

理

解

す

る

う

え

で
、
た

し
か

に

ひ
と

つ
の
補

助
線

と

な

り

う

る

だ

ろ

う

(4
1
)
。
だ

が

、
バ

ラ

ー
ジ

ュ
の

『
映
画

の
精

神

』
の
現

在

普

及

し

て

い

る
邦

訳

を

も

と

に
、
誓

子

の
参

照

し

た
論

の
趣

旨

を
確

認

す

る

必
要

が

あ

る
。

ク

ロ
ー

ズ

・
ア

ッ
プ

は

、
は

じ

め

て
根

底

か
ら

距

離

を

変

化

さ

せ
た

。
グ

リ

フ
ィ

ス

6

ユ
讐
浮

一
。。
刈
い
-
一
髭

。。

ア
メ

リ

カ

の
映

画

監

督

デ

ー
ヴ

ィ
ド

・
ワ

ー

ク

・
グ

リ

フ

ィ

ス
)
が

は

じ

め

て
人

間

の
頭

を

切

り

離

し
、
そ

れ

だ

け

を
大

き

く
映

画

の
中

の

人

間

対

人
間

の
行

動

の
中

に

カ

ッ
ト

・
イ

ン
し
た

の
は

、
た

し

か

に
大

胆

な

天
才

的

試

み

だ

っ
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
人

間

が

よ
り

近

く

(
す

な

わ

ち

同

一
空

間

の
中

で

よ

り

近

く

)
な

っ
た

ば

か
り

で

は
な

い
。
空

間

か

ら
抜

け
出

て
全

く
別

の
次

元

に

入

っ

た

の

で
あ

る
。
(4
2
)

バ

ラ

ー

ジ

ュ
は

、
グ

リ

フ
ィ

ス

の
ク

ロ
ー
ズ

・
ア

ッ
プ

に

よ

っ
て
映
画

に

お

け

る

距
離

が

根

底

か

ら

変

化

し

、
人

間

が

空

間

か
ら

抜

け
出

て

「全

く
別

の
次

元

」
に

入

っ
た

と

い

一28一
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098

多

木

『
眼

の
隠
喩

』
、

一
五

八

-
一
六
〇

頁
。

山

口

「
跳
躍

す

る
芸
術

」
、

一
二
頁

。

同
前
、

=
ご
頁
。

(4
1
)

山

口

「
季

節

の
挨

拶

」
、

五

頁

。

(4
2
)

バ

ラ

ー

ジ

ュ

『映

画

の
精

神

』
、

佐

々
木

、
高

村

訳
、

二
一二
頁

。



う

。

で

は
、

そ

の

「
全

く
別

の
次

元

し

と

は
、

い

っ
た

い
ど

の
よ
う

な

広

が

り

な

の
だ

ろ

う

か
。

バ

ラ

ー
ジ

ュ
は
、

そ

れ
を

「
相

貌

」

と
呼

ん

で

い

る
。

顔

に
向

か

っ
て

い
る

と

き
、
わ

れ

わ

れ

は

も

は

や

空

間

の
中

に
は

い
な

い
。
新

し

い

次

元

が
開

か

れ

る
。
そ

れ

は

相

貌

で
あ

る

。
眼

が

上

で

口
が

下

、

こ

の
し

わ

は
右

で

あ

れ

は
左

と

い
う

の
は
、
も

は
や

空

間

的

意

味

を

持

た

な

い
。
わ

れ

わ

れ

は

一
つ

の

　

　

表

現

を

見

る

だ

け

で

あ

る
。
わ

れ

わ

れ

は

感

情

や

思

想

を

見

る

。
わ

れ

わ

れ

は
、
空

間

の
中

に

は

な

い
何

か

を

見

る

の

で
あ

る
。
(4
3
)

バ

ラ

ー

ジ

ュ
に

と

っ
て
、
ク

ロ
ー
ズ

・
ア

ッ
プ

は

感

情

や

思

想

の
表

現

で
あ

る

と

い
う

点

で
空

間

を

超

越

し

て

い
る

。
誓

子

が

と

り

わ

け

「
大

写

」

に
喩

え

て

い
た

「
や
」
、

「
か

な

」
と

い
う

ふ

た

つ

の
切

れ
字

は
、

そ

も

そ

も

は
詠

嘆

の
助

詞

で
あ

る
。
そ

れ

ら

は

、
俳

句

に

お

い

て
も

、
感

情

を

表

現

す

る
言

葉

に

ほ

か
な

ら

な

い
。
さ

ら

に
、
俳

句

そ

の
も

の

が

、
誓

子

に

と

っ
て

、
ま

さ

し
く

感

情

の

シ

ョ

ッ
ト

の
た

め

の
道

具

で
あ

っ
た

こ
と

を

示

唆

す

る

言

葉

が

残

さ

れ

て

い

る
。

一
九

三

四
年

(
昭
和

九

年

)

四
月

の

『
ホ
ト

ト

ギ

ス
』

に
掲

載

さ

れ

た

「
結

社

の
頂
角

」
に

お

い

て
、
誓

子

は
俳

句

を
銃

器

に
喩

え

な

が

ら

、
次

の
と

お
り

述

べ

て

い

る

の

で
あ

る
。

弾

丸

が

充

填

さ
れ

て

ゐ

る
と

き

に
、

銃

器

は
殺

気

を

帯

び

る
。

俳

句

に
あ

つ
て

は
、

感

情

が

充

填

さ
れ

て

ゐ

る
と

き

に
。
(4
4
)

先
に
見
た
と
お
り
、
誓
子
の
言
う

「俳
句
の
カ
メ
ラ
」
と
は
、
分
光
器
を
通
し
た
光
に

喩
え
ら
れ
る

「過
去

の
趣
味
的
俳
句
」
の
乗
り
越
え
と
し
て
の
近
代
俳
句

の
こ
と
で
あ

っ

た
。
そ
れ
は

「現
実
」
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
そ
の
構
成
を
通
じ
て
感
情
を
表
現
す
る
道

具
と
し
て
有
用
性
を
も

つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
一
見
す
る
と
、
感
情
を
表
現
す
る

た
め
の
道
旦
ハと
し
て
の
俳
句
の
こ
う
し
た
有
用
性
は
、
子
規
や
虚
子
が
否
定
し
た
国
家

的
な

「天
下
有
用
」
と
は
別

の
次
元
の
こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
誓
子

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
有
用
性
に
基
づ
い
て
、
戦
争
俳
句
を
奨
励
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
示
す
の
は
、
日
中
戦
争
下
の

一
九
三
七
年

(昭
和

一
二
年
)

一
二
月
の

『俳
句
研

究
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た

「戦
争
と
俳
句
」
の

一
節
で
あ
る
。

一
切

の
戦

闘

行

為

、
死

傷

、
食

糧

、
不

眠

、
蜴

、
伝

染

病

、

カ

ラ

ア
ザ

ー

ル
等

の

こ
と

も
、
ま

た

国

家

の
為

に
は

、
死

生

を

超

越

し
、
水

火

を

も

辞

さ

な

い
と

い
ふ

忠

君
愛

国

の
精

神

、

云

ひ
換

へ
れ

ば

個

人

が

国
家

に

帰

一
せ

ん

と

す

る

日
本

精

神

の

こ
と

も

ひ

つ
く

る

め

て
考

へ
な

く

て

は
な

る
ま

い
。

戦

争

と

は

、

つ
ま

り

は
、

こ
れ
等

の
無

形

な

る
も

の
、
有

形

な

る

も

の

」
綜

合

体

で
あ

る

。

こ
れ

等

の
綜

合

体

に
あ

つ
て
、

「
戦

争

」

の
側

か

ら

「俳

句

」

の
方

へ
触

手

を

の

ば

し

て
、
俳

句

と
抱

合

せ

ん

と
す

る
部

分

は
、
云

ふ

ま

で

も

な

く
、
個

人

の
精

神

に

関

す

る
部

分

で
あ

る
。
個

人

が

国
家

に
帰

一
せ

ん

と
す

る
精

神

の
問

題

で
あ

る
。
国

民

的

感

情

の
問

題

で
あ

る
。

「
や
ま

と

だ

ま

し

ひ
」

の
問

題

で
あ

る
。
(4
5
)

一29一

 

そ
れ

に

し

て
も

、

「感

情

」

と

い
う

語

に

よ

っ
て
、

え
が

結

び

つ
く

の
だ

ろ
う

か
。

(4
3
)

同

前

、

二

四

頁

。

傍

点

は

原

文

ど

お

り

。

(4
4
)

山

口

「結

社

の
頂

角

」
、

一
六

頁

。

な
ぜ
カ
メ
ラ
の
喩
え
と
銃
器
の
喩

誓

子

に

と

っ
て
、
俳

句

は

感
情

を

表

現

す

る

た

め

の
道

旦
ハで

あ

っ
た
。
し

た

が

っ
て
、

国
家

間

の
戦

争

と

い
う

状

況

に

お

い
て
、
俳

句

は
、

お

の
ず

か

ら

、
国

家

に
帰

一
し

よ

う

(4
5
)

山

口

「
戦

争

と

俳

句

」
、

=

二
九

頁

。



と
す
る
個
人
の
国
民
的
感
情
を
表
現
す
る
た
め
の
道
旦
ハと
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
俳
句
は
感
情
を
表
現
す
る
が
ゆ
え
に
、
国
家

に
と

っ
て
、
戦
争
状
態
に
お
い
て
有
用

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誓

子
に
と

っ
て
の
戦
争
俳
句

の
目
標
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
虚
子
が
言

っ
た

「俳
句
報
國
」
の
現
実
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
俳
句
を

「カ
メ
ラ
」
に
な
ぞ
ら
え
る
誓
子
の
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
も
喩
え

で
し
か
な
く
、
実
質
的
に
は
両
者
は
区
別
さ
れ
て

い
る
。

一
九
三
八
年

(昭
和
十
三
年
)

の
ラ
ジ
オ
放
送
で
、
誓
子
は
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
た
。

も

、
こ
れ

ま

で
論

じ

て
き

た

こ
と

が

同
様

に

あ

て
は

ま

る

こ
と

を
確

認

し

て
お

く
。
誓

子

は
、
連

作

に

つ
い

て
論

じ

る

に
あ

た

っ
て
も

、
ご

く

表

面

的

に
、
俳

句

を

「
カ

メ

ラ
」

に

喩

え

る
。

一
九

三
〇

年

(昭

和

五

年

)
九

月

十

七

日

付

の

『
大

阪

毎

日

新

聞

』

に
掲

載

さ

え
い
ぐ
わ
さ
つ
え
い

れ
た

「俳
譜
疏
菜
店
」
に
お
い
て
、
す
で
に
誓
子
は

「映
書
撮
影

に
お
け
る
カ
メ
ラ
の

か
く

れ
ん

は
い
く

角

度

は
俳

句

に
も

あ

る
。

連

作

俳

句

に
」

と
述

べ

て

い
た

(4
7
)
。

次

の
言

及

で
は

喩

え

の

「
カ

メ

ラ
」
が

映

画

で

は
な

く

写

真

の
そ

れ

に
な

っ
て

い
る

が

、
本

質

的

に

は
同

じ

こ

と

で
あ

る
。

私

に

云

は
す

れ
ば

、

カ

メ

ラ

マ

ン
の

め
ざ

し

た

も

の
は

「
映

画

的

な

も

の
」

(
寧

ろ

「
ニ

ュ
ー

ス
映

画

的

な

も

の
」
と

云

ひ

改

め

た
方

が
適

切

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が
)
と

に

か
く

「
映

画

的

な

も

の
」

で
あ

り

ま

す

の

に

ひ
き

か

へ
て
、
俳

句

作

家

の
め
ざ

す

も

の
は

「
俳

句

的

な

も

の
」

で
あ

り

ま

す

。
そ

の
材

料

の
取

り
方

な

り
、
組

み
立

て

の
方

法

が
大

い
に
異

ふ

の
で
あ

り

ま

す

。
で
す

か

ら

、
カ

メ

ラ

マ

ン

の
気

づ

か
な

か

つ
た

も

の

㌧
う

ち

か

ら
俳

句

の
材

料

を

取

り

、

こ
れ

を

俳

句

と

し

て

組

み

立

て

る

こ
と

は

い
く

ら

で
も
可

能

で
あ

り

ま

す

。
俳

句

の
作

家

は

ニ

ュ
ー

ス
映

画

か

ら
、
カ

メ

ラ

マ
ン

の
気

づ

か

な

か

つ
た
詩

を

、

窃

み
盗

る

べ
き

だ

と

思

ひ
ま

す

。
(4
6
)

映

画

の
カ

メ

ラ

マ
ン
は

あ

く

ま

で

も

「
映
画

的

な

も

の
」
を

め
ざ

す

。
そ

れ

は
俳

句

作

家

の
め
ざ

す

「
俳

句

的

な

も

の
」

と

は
異

な

っ
て

い
る
。
肝

心

な

こ
と

は
、
俳

句

が

「
見

る
」
た

め

の
道

具

と

し

て
捉

え

ら

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

に

尽

き

て

い
る

。
誓

子

の
述

べ

て

い
る

の
は
、
俳

句

は
映

画

に
な

っ
た

「
現

実

」
あ

る

い
は
映

画

と

い
う

「
現

実

」
を

「
見

る
」

た

め

に

も
有

用

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

最

後

に
、

本

論

で
は

ほ

と

ん

ど

言

及

し

て

こ
な

か

っ
た

連

作

俳

句

の
理

論

に

つ
い

て

(4
6
)

山

口

「
戦

争

俳

句

」
、

一
五

二

頁

。

(4
7
)

山

口

「
俳

譜

疏

菜

店

」
、

一

一
面

。

　
　
　
　

連
作
否
定
論
者
1

「カ
メ
ラ
の
角
度
」
を
知
ら
な
か
つ
た
時
代
の
写
真
師

×

連
作
俳
句
は
立
体
写
真
鏡
で
あ
る
。

　

　

　

左

右

の
写

真

は
少

し
づ

」
ず

れ

て

ゐ

る
。
(4
8
)

誓
子
に
と
っ
て
、
連
作
は
、
シ
ョ
ッ
ト
ご
と
に

「カ
メ
ラ
の
角
度
」
を
変
え
る
よ
う
に

し
て
、
対
象
を
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
だ

っ
た
。
こ
う
し
た
連
作
の

有
用
性
は
、
誓
子

の
論
で
は
あ
く
ま
で
も
単
作
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
「連
作
俳
句
は
感

情

の
シ
ム
フ
オ
ニ
イ
で
あ
る
」
と
誓
子
は
述
べ
る
(4
9
)。
連
作
俳
句
に
よ
る
対
象

の
多
面

的
な
把
握

の
価
値
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る

一
句

一
句
に
お
い
て
感
情
が
十
全
に
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

誓
子
の
喩
え
が
も
つ
歴
史
的
な
重
要
性
は
、
俳
句
の
形
式
自
体
を

「見
る
」
た
め
の
道

旦
ハと
し
て
認
識
し
、
「現
実
」
を
把
握
し
感
情
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
の
有
用
性
に
も

と
つ
い
て
俳
句

の
価
値
を
捉
え
な
お
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
が
、
先
に
み
た
と
お
り
、

そ
の
有
用
性
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
家
的
な
有
用
性
に
従
属
す
る
論
理
に
通
じ
る
も

(4
8
)

山

口

「
跳

躍

す

る

芸

術

」
、

一
四

頁

。

(4
9
)

山

口

「
詩

人

の
視

線

」
、

七

三

頁

。

傍

点

は
原
文

ど

お
り
。
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の

で
も

あ

っ
た

。
事

実

、
誓

子

は

そ

の

よ
う

に

し

て
、
戦
争

俳

句

を
肯

定

す

る

に
至

っ
た

の

で
あ

る
。

お
わ
り
に

芭
蕉

に
よ

っ
て
近
世

の
俳
譜
に
つ
い
て
の
言
説

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
ち
、
近
代
に

お
い
て
子
規
か
ら
虚
子

へ
と
継
承
さ
れ
た
道
家
的

な
理
論

の
枠
組
み
に
お
い
て
、
俳
句

な
い
し
俳
譜
は
役
に
立
た
な

い
道
具
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
の
価
値
に
よ

っ
て
尊
重
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
虚
子
に
と
っ
て
、
俳
句
は

「見
る
」
た
め
の
道
旦
ハで
は
な
く
、
俳

句
自
体
が

「見
る
」
こ
と
の
対
象
で
あ

っ
た
。

誓
子
は
、
虚
子
の
論
を
大
筋
に
お
い
て
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
当
初
か
ら

「見
る
」
た
め

の
道
具
と
し
て
の
有
用
性
を
俳
句
に
見
出
し
て
い
た
。
誓
子
は
さ
ら
に

「カ
メ
ラ
」
の
喩

え
を
通
じ
て
、
俳
句
に
よ
っ
て

「見
る
」
こ
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の

「現
実
」
を
捉
え
る

こ
と
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
感
情
を
映
し
出
す

こ
の
道
旦
ハに
よ
っ
て

「現
実
」
を
構
成

す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
理
論
を
確
立
す
る
こ
と

に
な

っ
た
。
誓
子
の
こ
の
理
論
に
よ

っ
て
、
俳
句
は
よ
う
や
く
多
木
浩
二
が
述
べ
る
と
こ
ろ

の

「眼
の
隠
喩
」
と
し
て
捉
え
か

え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
感
情
を
映
し
出
す
た
め
の
道
旦
ハと
し
て
の
俳
句
の
有
用

性
は
、
誓
子
の
論
に
お
い
て
、
や
が
て
国
民
的
感
情
を
表
明
す
る
た
め
の
戦
争
俳
句
の
素

朴
な
肯
定

に
も
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。

中
沢
新

一
が

「自
然
認
識

の
最
前
線
」
と
し
て
の
俳
句
を

「日
本
人
」
の
問
題
と
結
び

付
け
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
俳
句
の
有
用
性
の
議
論
は
、
今
日
も
な
お
、
そ
の
延
長
線

上
に
お
い
て
国
民
お
よ
び
国
家
の
概
念
と
不
可
分

で
あ
り

つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
、
俳
句
を
映
画
に
な
ぞ
ら
え
た
誓
子
の
論
に

つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
の
ア
ク
チ

ュ

ア
リ
テ
ィ
は
、
じ
つ
に
こ
の
点
に
存
し
て
い
る
。

〈引
用

・
参
照
文
献
〉

青
木
亮
人

「俳
譜
を
知
ら
ざ
る
新
聞
記
者
-

同
時
代
評

の
俳
人
子
規
像
」
、
『同
志
社
国

文
学
』、
通
巻
第
六
八
号
、
同
志
社
文
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
二
四

-

三
五
頁
。

今
泉
康
弘

「隠
喩
と
し
て
の
映
画
-

山
口
誓
子
と

「
モ
ン
タ
!
ジ

ュ
構
成
」
」
、
『
日
本

文
學
誌
要
』、
通
巻
第
六
八
号
、
法
政
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年
七
月
、

=
二

-
二
二
百
ハ。

カ

ス
タ

ネ

ダ

、
カ

ル

ロ

ス
、
『
呪

術

師

と

私

ー

ド

ン

・
フ

ァ

ン

の
教

え

』
、
真

崎

義

博

訳
、

二
見

童
旦
房
、

一
九

七

二
年

。

『
後

鳥

羽

院

御

口
傳

』
、

『
歌

論

集

能

樂

論

集

』
、

日
本

古

典

文

学

大

系

第

六

五
巻

、

久

松

潜

一
、

西

尾
實

校

注

、

岩

波

書

店

、

一
九

八

一
年

、

一
四

一

-

一
五

一
頁

。

小

西

甚

一

「
芭
蕉

と
寓

言
説

(
二
)
」
、
『
日

本

學

士

院

紀

要

』
、
第

一
八
巻

第

三
号

、

日
本

學

士

院

、

一
九

六

〇
年

=

月

、

一
四

五

-

一
八

四
頁

。

『
荘

子

』
、

上

巻

、

池

田

知

久

訳

注

、

講

談

社

、

二
〇

一
四

年

。

『
荘

子

』
、

下

巻

、

池

田

知

久

訳

注

、

講

談

社

、

二
〇

一
四

年

。

高

濱

虚

子

『
五

百
句

』
、

『
定

本

高

濱

虚

子
全

集

』
、
第

一
巻

、
毎

日
新

聞

社

、

一
九

七

四

年

、

七

-

一
〇

六

頁

。

「
自

序

」
、
『
定

本

高

濱

虚

子

全
集

』
、
第

一
一
巻

、
毎

日

新

聞

社

、

一
九

七

四
年

、

一
七

九

-

一
八

一
頁

。

『
俳

句

の
作

り

や

う
』
、
高

濱
虚

子

『
俳

句

の
作

り

や

う

』
、

實

業

之

日

本

杜

、

一

九

五

二
年

、

一
二
九

-
二

一
五

頁

。

多
木
浩
二

『眼
の
隠
喩
-

視
線

の
政
治
学
』
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

中
沢
新

一

「孤
独
な
鳥

の
条
件
ー

カ
ス
タ
ネ
ダ
論
」
、
中
沢
新

一

『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー

ツ

ァ

ル
ト
』
、

せ

り

か

書

房

、

一
九

八

三
年

、

九

-
四

七

頁

。

中

沢

新

一
、

小

澤
實

「自

然

認
識

と

し

て

の
俳

句

」
、
中

沢
新

一
、

小

澤
實

『
俳

句

の
海

に
潜

る

』
、

K

A

D
O

K

A

W

A
、

二
〇

一
六

年

、

九

-
五

二
頁

。
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ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

、

マ
ル

テ

ィ

ン
、
『
芸

術

作

品

の
根

源

』
、
関

口
浩

訳

、
平

凡

社

、

二
〇

〇

八

年

。

バ

ラ
ー

ジ

ュ
、

ベ

ラ
、

『
映

画

の
精

神

』
、
佐

々
木

基

一
、
高

村

宏

訳

、
創

樹

社

、

一
九

八

四
年

。

林

翔

『
寸

前

』
、

牧

羊

社

、

一
九

七

五

年

。

正

岡

子

規

、

一
九

八

一
年

五

月

二
八

日

付

高

濱

清

宛

書

簡

、
『
子

規

全

集

』
、
第

一
八

巻

、

講

談

肚

、

一
九

七

七

年

、

一
九

二

-

一
九

三

頁

。

『
俳

譜

大
要

』
、

『
子

規

全

集

』
、

第

四
巻

、

講

談

杜

、

一
九

七

五

年

、

三

四

ニ
ー
四

一
四

頁

。

「芭

蕉

雑
談

」
、
『
子

規

全

集

』
、
第

四
巻

、
講

談

肚

、

一
九

七

五

年

、

二

二
四

-
二

七

一
頁

。

松

尾

芭

蕉

「
笈

の
小

文

」
、

『
新
編

芭

蕉

大
成

』
、

三

省

堂

、

一
九

九

九

年

、

三

三

〇

⊥

二

三

四
頁

。

「
許

六

離

別

の
詞

(
柴

門

の
辞

)
」
、
『
新

編

芭

蕉

大

成

』
、
三

省

堂

、

一
九

九

九

年

、

四

三

五

-
四

三

六

頁

。

森

三
漢

「
俳

譜

論

」
、

『
讃

費

新

聞

』
、

一
八
九

〇

年

八

月

六

日
付

、

付

録

。

山

口
誓

子

「
季

節

の
挨

拶

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

八
巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、

二

-
八

頁

。

「結

社

の
頂
角

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

八

巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、

一

六

-

一
九

頁

。

「
現
実

と

芸
術

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

七

巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、
四

六

-
四

八

頁

。

「詩

人

の
視

線

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

七

巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、
七

一

-
七

五

頁

。

「
戦
争

と
俳

句

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

七

巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、

一

三

八

-

一
四

二
頁

。

「
戦

争

俳

句

」
、
『
山

口
誓

子

全

集

』
、
第

七

巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、

一
四

七

-

一
五

二
頁

。

「
跳

躍

す

る
芸

術

」
、
『
山

口
誓

子
全

集

』
、
第

八
巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七

年

、

一
二

-

一
六

頁

。

「
俳

譜

疏
菜

店

」
、
『
大

阪

毎

日
新

聞

』
、

一
九

三

〇
年

九

月

一
七

日
付

朝

刊

、

=

面

。
「
遽

か
な

る
焚

火

」
、
『
山

口
誓

子
全

集

』
、
第

八
巻

、
明

治

書

院

、

一
九

七

七
年

、

八

-

一
二
頁

。

山

田

勝

美

『
論

衡

』
、

上

巻

、

新

釈

漢

文

大

系

第

六

八
巻

、

明

治

書

院

、

一
九

七

六

年

。
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