
芭
蕉
俳
句
の
鑑
賞
に
つ
い
て

松

隈

義

勇

ズ

〔
は
じ
め

に
〕

芭
蕉

の
俳
句

を
味
解
す

る
上

で

の
鍵
と
思
わ

れ
る

い
く

つ
か
に

つ
い
て
、
私

見
を
述

べ
た

い
。

そ

の
前

に
、

ま
ず
俳
句

と
は
ど
ん
な
も

の
か
に

つ
い
て
、
基
本
的

な
三
点
を

あ
げ
、
解
説

を
付
し

て
お
く
。

1
、

五

・
七

・
五
、
十

七
音

の
最

も
短

い
定
型
詩

で
あ

る
。

2
、
季

語
を
詠

み
入
れ
る
。

3
、
切
れ
字
を
用

い
る
。

季

語
は
春
夏
秋
冬

の
季
節

を
表
す

一
定

の
語

で
あ

る
が
、
伝
統

的
な
詩
情

を

し

ぐ
れ

含

み
持

っ
て
い
る
。

例
え
ば

「
時
雨
」

と

い
う

の
は
初
冬

の
頃

の
降

っ
た
り

や

ん
だ
り

の
肌
寒

い
雨
で
あ
る
が
、
定

め
な

い
世

の
悲

し
み
や
漂
泊

の
思

い
を
託

す
伝
統
を
持

つ
。

た
だ
し
、
芭
蕉

は
伝
統
的

和
歌
的
な
詩
情

は
そ
れ
な
り

に
尊

う
ぐ
ひ
す

ふ
ん

重
し

つ
つ
も
、
後

に
あ
げ

る

「
鶯

や
餅

に
糞

す

る
縁

の
先
」

の
よ
う

に
、
季

語

を
現
実
的
、
即
物
的

に
と
ら
え
直
す

こ
と

で
、
俳
句

の
独
自

性
を
開

い
て
い
る
。

ま

た
切

れ
字

は

「
や
」
「
か

な
」

等

の
助
詞
、

「
む
」

「
け

り
」
等

の
助

動

詞

ま

た
は
用
言

の
終

止
形
な
ど
、
文

を
言

い
切

る
働
き

を
す
る
語

で
あ

っ
て
、

感

動
を

こ
め
、

一
句

に
文

(
セ
ン
テ
ン

ス
)

と
し

て
の
完
結
性

を
与

え
る
と
と
も

ま

に
、

そ

の
後

に
く

る
沈
黙

の
間

に
よ

っ
て
、
言
葉

に
す

る
以
上

の
内
容
を
表
現

す

る
機
能

を
持

つ
。

例
え
ば

、

か
は
つ

古

池
や
蛙
飛
び

こ
む
水

の
お
と

(季
語
は
蛙
。
春
)

上

五
が

「
古
池

に
」

な
ど

で
あ

っ
た
ら
、

散
文

の
切
れ
端

の
よ
う

で
、

し
ま
り

が

な
く
、
完

結

し
た
独
立

の
詩

で
あ

る
と

い
う
実
感
が

な

い
。
「
や
」

で
切

れ

る
こ
と

で
、
ど

っ
し
り
と
座

っ
て
、
詩

に
な

る
。

そ
し
て
古

池
が

一
つ
の
存
在

感
を
も
ち
、
寂

然
と
し

て
天
地

の
間

に
確
か
な
位
置

を
占

め
る
。

か

つ
、

そ

の

あ
と

の
間

の
お
か
げ

で
、
俳
句
独
特

の
表
現
が
生

か
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

な
お
、

び
や
う
が
ん

お
ち

か
な

病
雁

の
夜

さ
む

に
落

て
旅

ね
哉

(
季
語
は
雁
。
秋
)

の
よ
う

に
、
切

れ
字
が
句
末

に
置

か
れ

て
い
る
場
合

は
、
切
れ
字

の
力

は
さ
か

の
ぼ

っ
て
、
上

の
五
音

・
七
音

へ
響

き
返

っ
て

い

っ
て

い
る
。

(俳

句

は
く

り

返

し
何
度
も
読

ん

で
味

わ
う

べ
き
も

の
だ
と

い
う
前

提

の
も
と

に
考

、兄
て
。
)

一

俳

諧
性

れ
ん
が

は
い
か
い

俳
句

の
成
立
を
歴
史
的

に
見
る
と
、
和
歌

か
ら
連

歌
、
連
歌

か
ら
俳

諧

(
連

句
)
、
俳

諧

か
ら
俳

句

へ
と
展
開

し
た

の
だ
が
、
俳
諧

と

い
う
語

は
も

と
も
と
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滑
稽

と

い
う
意
味

で
あ

り
、
そ

の
滑
稽

性
が

俳
句

の
中

に
も
引
き
継
が
れ

た

の

で
あ

る
。

た
だ

し
芭
蕉

に
あ

っ
て
は
、

滑
稽

性
と

い

っ
て
も
戯
れ

て
笑

い
を
誘

う
だ
け

の
も

の
で
は
な
く
な

り
、
非
常

に
高
度
な
、
内

面
的
詩
的
な
笑

い
に
ま

で
高

め
ら
れ

た

の
で
あ
る
が
、

と
に
か
く
滑
稽
性
と

い
う
も

の
が
俳
諧

.
俳

句

の
本
質
的
な
要
素

と

い
う

こ
と
で
、
俳

諧
性
と

か
俳
意

と
か
呼
ば
れ

て

い
る
。

芭
蕉
俳
句

に
見

ら
れ

る
俳
諧
性

の

一
要
素
と

し
て

ア
イ

ロ
ニ
ー
性

と

い
う
こ

と

に

つ
い
て
考

え
る
。

ア
イ

ロ

ニ
ー
と
は
物
を
正
面

か
ら
見
ず
、
裏
返

し

に
し
、

矛
盾
を

つ
い
て
、
皮
肉

に
み
る
と

い

っ
た
、
屈
折

し
た
見
方

・
と
ら
え
方

を
す

や
ま
ぶ
き

る
こ
と
で
あ

る
。
前

に
挙
げ

た

「
古
池
や
」

の
句

で
、
上

五
を

「
山

吹
や
」
と

さ

で
も
す

れ
ば

和
歌

の
美
意
識

に
沿

う

の
で
あ

る
が
、

そ
れ
を
捨

て
て
、
寂

び
れ

た

「
古
池
」

を
持

っ
て
き

た

の
も
、
ま

た
鳴

く
声

の
美
し

さ
を
賞

さ
れ

て
き

た

「
蛙
し

を
、

水

に
飛

び
込

む
と

い
う
、
美

と
無
縁

と
見

え
る
生
態

に
お

い
て
と

ら

え
た

の
も
、
正
面
を
外

し
た

の
で
あ

っ
て
、

ア
イ

ロ
ニ
ー
的

で
あ
る
。

も
と
も
と
俳
諧

は
座
興

の
笑

い
と

し
て

の
詞
遊
び
が
も

と
で
あ

っ
た

か
ら
、

い
き
お

い
ア
イ

ロ
ニ
i
的

な
見
方

・
と
ら
え
方

を
す

る
こ
と
で
滑
稽

感
を
さ

そ

う
や
り

口
が
発
達

し
た
。

そ

の
上

に
、
作

る
側

の
意
識
も

ま
た

ア
イ

ロ
ニ
ー
的

で
あ
る

こ
と

に
拍
車

を
か
け
た
。

そ
の
意

識
と

い
う

の
は
、
和
歌

の
正
統
性

に

対
し

て
、
く
ず

れ
た
も

の
、
卑

し
い
も

の
と

い
う
意
識

で
あ
り
、
本
来
的

に
文

芸

か
ら
外
れ

た
文
芸

だ
と

い
う

コ
ソ
プ

レ

ッ
ク

ス
を
潜
在

さ

せ
て
い
た
。

芭
蕉

は
、

そ
う
し
た
手
法
や
流

れ
を
受

け
留

め
な
が

ら
、

ア
イ

ロ
ニ
ー
性

を

逆
手

に
取

り

つ
つ
、
そ

の
内
容

を
変

え
る

こ
と

で
、

ま

っ
た
く
新

し
い
詩
的
価

値

を
生

み
出
す

こ
と

に
成
功

し
て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

芭
蕉

の
ア
イ

ロ
ニ
ー
性
が

は

っ
き
り
示
さ
れ

る

の
が

、
和
歌

に
対

す
る
態

度

で
あ

る
。

つ
ま
り
和
歌

の
伝
統
的

な
美
意
識

を
破

っ
て
斬
新
な
美

を
作

っ
て
み

は
い
ご
ん

せ
る
や
り
方

で
あ

る
。

そ
の
代
表
が

、
俳
言

で
あ

る
。

俳
言

と
は
、
和

歌

に
用

い
ら

れ
る
歌

こ
と
ば

(雅
語
)

に
対
し

て
、
俗
語

・
漢
語
な
ど

を

い
う

の
で
あ

る
。
俳
言

は
俳
諧
性

の
基
本

の
も

の
と
さ

れ
て

い
る
が
、
芭
蕉

は
俗

語
を
用

い

方

に
よ

っ
て
詩
語
と

し
て
生

か
す

こ
と
を

め
ざ

し

て
努
力
を
重

ね
た
。
さ
ら

に

は
次

元
を
広

げ

て
和
歌
的

で
な

い
題
材
を
取

り
上
げ

る
こ
と
に
も
、

和
歌

の
優

雅

の
伝
統

を
破

っ
た
見
方

・
と
ら
え
方
を
す

る
こ
と

に
も

及
ぶ

の
で
あ

る
。

鶯

や
餅

に
糞
す

る
縁

の
先

(季
語
は
鶯
。
春
)

の
句

で
は
、

「糞

す

る
」
が

俳
言

で
あ

る
。

ま
た
縁
先

に
干
す
餅

も
俳
言

的

な

題

材
と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

「花

に
鳴
く
鶯

」
と
美
化

さ
れ

た
和
歌

の
伝
統
が

破

ら
れ
、
通
俗
的
、

日
常
的
、
現
実
的

な
野
鳥

の
ま

ま

の
鶯

の
生
態
が

と
ら

、兄

ら
れ

て
い
る
。

こ

の
よ
う

に
、
俳
言
化

さ
れ
た
世
界

は
、

日
常

通
俗
的
庶
民
的

な
、
そ
し

て
現
実
的

、
即
物
的

な
世
界

で
あ

る
。

し

ぐ

し
ぐ

る
る
や
田

の
あ
ら

か
ぶ

の
黒
む
程

(季
語
は
時
雨
る
。
冬
)

あ
ら
か
ぶ

「
新
株
」

は
刈

り
取

っ
た
ば

か
り

の
稲

の
、
跡

に
残

さ
れ
た
根
も

と

の
部
分

で

あ

る
。

こ
の

「
時
雨
」

に
は
伝
統
的

詩
情

で
あ

る
定

め
な
き
世

の
悲

し
み
や
漂

し
よ
う
じ
よ
う

泊
の
心
は
思
い
寄
せ
ら
れ
て
い
ず
、
山
国
の
蕭
条
と
し
た
現
実
の
時
雨
が
即
物

的
に
、
実
情
実
感
の
ま
ま
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

(和
歌
の
伝
統
的
詩
情
は
余
情

ひ
そ

と

し
て
訪

る
か
な
き

か
に
潜

め
ら
れ

て
い
る
と
も

い
え

よ
う
)
。

あ
ま
の
が
は

荒
海

や
佐
渡

に
よ
こ
た
ふ
天
河

(
季
語
は
天
河
。
秋
)

た
な
ば
た

の
句
。

「
天

の
川
」

は
和
歌

で
は
七

夕

の
別
名

と
考

え
ら
れ

る
ほ
ど
、

七
夕

と

密
着

し

て
考
え
ら
れ
、
天
体

現
象
と

し
て

の
銀

河
そ

の
も

の
を
直

接
う
た
う
例

は
ほ
と
ん
ど
無

か

っ
た
。

と

こ
ろ
が

こ
の
句
で

う
た

っ
て

い
る

の
は
ま
さ

し
く

銀

河
そ

の
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
大
き

な
革
新

で
あ

る
。

ま

た
、

「佐

渡
」
も

歌
枕

で
な
く
和
歌

の
題

材

の
外

の
名
所

で
あ

っ
た
。

つ
は
も
の

夏
草
や
兵
ど

も
が

夢

の
跡

(季
語

は
夏
草
。
夏
)

と

ほ

は

「
春
望
」

と

い
う
唐

の
杜
甫

の
詩

の

「
国
破

レ
テ
山

河
在

リ
、
城
春

ニ
シ
テ
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-草
木

深

シ
」
を
頭

に
お

い
て
作

っ
た
も

の
で
、
和
歌
的
抒
情

と
は
異
質

の
漢
詩

的

な
感
慨

で
あ

っ
て
、

そ
こ

に
俳
諧
性
が
あ

る
。

必
ず

し
も
表
立

っ
て
和

歌

に
関
係
す

る
と

い
え
な

い
よ
う

な

ア
イ

ロ
ニ
ー
性

の
例

を
次
ぎ

に
考
え

て
み
よ
う
。

む
く

げ

道

の
べ

の
木
槿

は
馬

に
く
は
れ
け

り

(季
語
は
木
槿
。
秋
)

ふ

す
が
た

の
句

で
、
存
在
を
失

っ
た
負

(
マ
イ

ナ

ス
、
陰

画
的
)

の
相

に
お

い
て
木
槿

の

花

の
存
在

感
を
と
ら
え

た

の
が

ア
イ

ロ
ニ
ー
的

で
あ

る
。
ま

た
命
短

い
は

か
な

さ

の
代
表

と
さ
れ

る
木
槿

の
、
そ

の
命
短

さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
眼
前

に
し
た
驚
き

と
、
花

の
命

を
奪

っ
た
の
は
、
自
分
を
乗

せ
た
馬

だ

っ
た
、

つ
ま
り
こ

の
、
眼

さ

前

の
些
事

だ

っ
た
と
気
付

く

ア
イ

ロ
ニ
i
的

な
感

じ
。

さ

み

だ

れ

に
ほ

う
き

す

ゆ
か

五
月
雨

に
鳰

の
浮
巣

を
見

に
行
む

(季
語
は
五
月
雨
。
夏
)

、の
句

で
は
、
「鳰

の
浮
巣
」

(鳰

は

カ
イ

ツ
ブ

リ
と

い
う
小
型

の
水
鳥
。

そ

の
巣

は
水
面

に
浮

い

て
見
え

る
。
)

は
和
歌

の
好
題

材

で
あ

る
が
、

そ

の
観
念
的

な

も

の
を
、
現
実

に
存
在
す

る
も

の
と
解
し

て
、
激

し
く
降

る
五
月

雨
に
濡

れ

て

わ
ざ

わ
ざ
湖

ま
で
行

こ
う

と
す

る
、
そ

の
誇
張

さ
れ
た
風
狂
的
な
心
持

ち
が

ア

イ

ロ
ニ
ー
的

で
あ
る
。

う

ぶ
ね

面
白

う
て
や
が

て
悲

し
き
鵜
舟

か
な

(季
語
は
鵜
舟
。
夏
)

鵜
飼

い
を

よ
ん
だ
句
。
「
や
が

て
」

は
ま
も

な
く

の
意
。

同

一
の
も

の
に

つ

い
て
面
白

さ
と
悲

し
さ
と

い
う
矛
盾

し
た

二
面
を

と
ら
え
た

ア
イ

ロ
ニ
ー
。

次

に
俳
諧
性

を
生
む
契
機
と

し
て

の
意
外
性
と

い
う
こ
と

に

つ
い
て
述

べ
る
。

意
外
性
と

は
、

人

の
意
表
を

つ
き
、
意

外

の
感
を
起

こ
さ
せ

る
性
質

で
あ

る
。

こ
れ

に
は
ま
ず
誇
張

や
奇
抜
な
言

い
方
が

あ

る
。

つ
か

わ
が
な
く

塚
も
動
け
我
泣

声

は
秋

の
風

(季
語

は
秋

の
風
。
秋
)

「
塚
も
動
け
」

も

「
我
泣
声

は
秋

の
風
」

も
極
端

な
誇
張

で
あ

る
。

か
も

海
く

れ
て
鴨

の
こ
ゑ

ほ
の
か
に
白

し

(
季
語
は
鴨
。
冬
)

は
、
鳥

の
声

を
白

し
と
視
覚
的

に
と
ら
え

た
奇
抜

さ
が
意
外
性

の
俳
諧

で
あ

る
。

(
破
調

の
奇
抜

さ
も
も

ち
ろ
ん

の
こ
と

で
あ

る
。
)

意
外
性

と

い
う

こ
と

で

一
番

め
ざ

ま
し

い
の
は

二
物

配
合

・
二
物
衝
撃

の
手

法

で
あ

る
。
俳

句
は
和
歌

の
よ
う

に
言
葉

の
流

れ
に
沿

っ
て
滑
ら

か
な
抒

情
を

展
開
す

る

こ
と
な
く
、
「
古

池
や
」

の
句

で
見

ら
れ

る
よ
う

に
、
幾

つ
か
の
物

を
ボ

ツ
ソ
ボ

ツ
ン
と
並

べ
挙
げ

る
と

い
う

よ
う

な
方
式

で
表
現
を
す

る
。

一
般

に
切
れ
字
を
使

っ
て
そ

こ
で
言

い
切
る
形
を
と

る
が
、

そ

の
上

の
部
分

(物

)

と
下

の
部
分

(物
)

と
が
、

い

っ
た
ん
切
れ

て
い
な
が

ら
、
空
間
的

な
間

を
隔

て
て

つ
な
が

っ
て

い
る

(
し
か
も

そ

の
つ
な
が
り
方
が

通
常

の
論
理
を
超

え

て

い
る

こ
と
が

多

い
)
、
と

い
う

形

で

一
句
が
成

立
す

る
。

こ
れ
を

二
物

配
合

ま

た
は
取
合
わ

せ
と

い
う
。

二
物
配
合

で
は
、

一
方
が
他

の
具
体
化

で
あ

っ
た
り
、

リ

フ
レ
イ

ン
で
あ

っ

た
り
す

る
場
合
も
あ

る
が
、

ひ
と
つ
や

は
ぎ

一
家

に
遊
女

も
ね
た
り
萩
と
月

(季
語
は
萩
。
秋
)

の
句

の
よ
う

に
、
上

の
十

二
字
と
下

の

「萩

と
月
」
と

の
論

理
的
な
関
係
が

明

ら
か
で
な

い
場
合

や
、
「
夏
草
や
兵
ど
も
が

夢

の
跡
」

に
お
け
る

「
夏
草
」

(生

命

力
)
と

「
兵

ど
も
が

夢

の
跡
」

(無

常
)
と

の
よ
う

に
、

一
見
矛

盾
あ

る
い

は
対

立

・
対
照
と
見

え
る
ほ
ど

に
離
れ

て

い
る
場
合
が
あ

り
、

二
物
衝
撃
と

い

う
言
葉

も
使
わ
れ

る
。
衝

撃

は
陰
陽

の
電
気
が

ぶ

つ
か
り
あ

う
時

の
よ
う
な
激

し

い
シ

ョ
ッ
ク
を
心

理
内

に
起

こ
し
、
強

い
意

外
性
を
感

じ
さ
せ
る
。

ア
イ

ロ
ニ
ー
も
、
和
歌

の
伝
統
的
美
意
識

を
破
壊
す

る

の
も
、

つ
ま
り

は
意

外
性

を
主

と
し

た
俳
諧
性

で
あ

る
か
ら
、
結
局

の
と

こ
ろ
、
芭
蕉
俳

句

に
お
け

る
俳
諧

性
即
ち
滑
稽
性

は
意
外
性

一
つ
に
し
ぼ

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

お

か

し
か
も
そ

の
意
外
性

は
、
単

に
外
面
的

な
奇

抜
さ
や
可
笑

し
さ
な
ど

に
よ

っ

て
人

を
驚

か

せ
笑

わ
せ
れ
ぽ

よ

い
と

い
う
次

元
か
ら
、

ア
イ

ロ

ニ
ー
と
か

二
物
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衝
撃

と
か

い
う
よ
う
な
内
面
的

な
あ
り
方

に
器

い
て
求

め
ら

れ
た

の
が

、

1

ま

た
奇
抜

さ
や
可
笑
さ

に
し
て
も
内
面
的
詩
的

な
次
元

に
ま

で
高

め
ら
れ

た
の

が
、
芭
蕉
俳

句

の
特
色

で
あ

る
。

さ

て
、
俳
諧

性
を
有
す

る

の
は
、
対
者
と
笑

い
を
共

に
す

る
と

い
う
心

の
あ

る
証

し
で
あ

る
。
詩
人
と

し
て
ど
ん
な

に
孤
独

を
か
こ
ち
、
悲
哀
寂
寥

の
思

い

を
う

た
い
込

ん

で
い
て
も
、

そ
れ
は

一
人

の
世
界

で
、
思

い
に
ふ
け
り
、
あ

る

い
は
嘆
き

つ
ぶ
や

い
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
共
感

を
求

め
て
、
微
笑

み
あ
う

と

い
う
対
話
的

な
姿
勢
を
も

っ
て

い
る
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

こ
う

い
う
点

で
、

芭
蕉

の
俳
句

の
声
は

二
重

で
あ

る
と

い

っ
て
も

よ

い
か
も
し
れ
ず
、

こ
こ

に
そ

の
独
自

の
厚

み
と
深

み
が
あ

る

の
で
あ

る
。

二

重
層
性

に
り
つ
は
い
は
ん

芭
蕉

の
俳
句

は
、
俳
諧
心

(連
帯

対
話
意
識
)

と
孤
独
心
と

い
う

二
律
背

反

(
互

い
に
矛
盾

す

る
二

つ
の
事
が

ら
が

同
時

に
認

め
ら

れ

る
よ
う
な
あ

り
方

)

的
な

二
重
性

か
ら
な
り

た

っ
て

い
る
。
そ
れ

に
、

ア
イ

ロ
ニ
i
性

に
し
ろ
、
意

外
性

に
し
ろ
、
俳

諧
性

は
要
す

る

に
心

の
二
重
性

か
ら
生
ま
れ

て
い
る
。

そ

の

他
芭
蕉
俳
句

の
内
面
的
構
造

の
上

の
あ
ら
ゆ

る
面

に
わ
た
り
、

二
重
性

な

い
し

重
層
性
が
認

め
ら
れ
る
。
芭
蕉
俳

句
が
極

め
て
短

い
詩

型

の
中

に
大
き

な
内
容

を
盛
り
込

み
、
驚

異

に
値
す

る
立
体

的
な
言
語
空
間

を
構
成
す

る
こ
と
が

で
き

た
と

い
う

の
も

、
そ

の
よ
う

な
重
層

構
造

の
効
果

に
負

う
と

こ
ろ
が
大

き

い
こ

と
を
認

め
な

い
わ
け

に
は
い
か
な

い
。

重
層
性

を
語

句

の
段
階

で
考

え
れ
ば

、
多
義
性

と

い
う

こ
と
が
言

え
る
だ
ろ

う
。
そ

の

一
番

は

っ
き
り
認

め
ら
れ
る

の
は
掛
詞

で
あ

る
。

さ
な

へ

ず
り

早
苗

と
る
手
も
と
や
昔

し

の
ぶ
摺

(季
語
は
早
苗
と
る
。
夏
Y

し
の

ぶ

の

「
し
の
ぶ
摺
」
は
奥
州
信
夫
郡
か
ら
大
昔
に
産
出
し
た
染
め
物
の
名
で
あ
る

し
の

が

、
「
し

の
ぶ
」

に
地
名

を
掛

け
な
が

ら
、

さ
ら

に

「偲

ぶ
」

の
意

味

を
掛

け

て

い
る
。
ま

た
、
掛

詞

で
な

い
例

を

い
え
ぽ

、

つ
れ
な
く

あ

か
あ

か
と
日
は
難
面
も
あ
き

の
風

(
季
語
は
あ
き
の
風
。
秋
)

の
句

で
、
「
あ

か
あ

か
と
」

は
明
る

い
さ
ま
と
解

さ
れ

る
が

、
ま

た
赤

い
と

い

う
気

持
ち
も

お

の
ず

か
ら
裏

に
感
得

さ
れ
る
。

季
語

は
前

に
述

べ
た
と
お
り
、
季
節

・
季
感
を
示
す

だ
け
で
な
く
、
奥

の
深

い
詩

清
を
重
層

さ
せ
て

い
る
。
地
名

・
人
名

な
ど
も
同
様

に
重
層
的
な
性
格

を

持

つ
。

語

の
段
階

か
ら

さ
ら

に
視
野
を
広
げ

て
み
れ
ば
、

身

に
し

み
て
大
根

か
ら

し
秋

の
風

(季
語
は
秋
の
風
。
秋
)

の
句

で
、
「
身

に
し

み

て
1

秋

の
風
」

は
和

歌

の
世

界

で
あ

る
。

そ

れ

を

「大
根

か
ら

し
」

と
取

り
合
わ

せ
た
の
が
俳

諧
化

で
あ

る
が

、
「身

に
し
み
て
」

か
ら

は
こ

の

「
大
根

か
ら
し
」

に
も

か
か

っ
て
大

根

の
ヒ
リ

ヒ
リ
と
し
た
辛
さ
が
身

に
沁

み
る
意
と
な

る
。

と
こ
ろ

で
も
と
も

と
、
和
歌
的
伝
統

の
否
定
と

い
う

こ
と
も
、
そ

の
根
本

に

伝
統
尊

重

の
精
神
が
あ

り
、
そ

の
裏
返

し
と
し

て
現
れ

る

の
で
あ

っ
て
、
芭
蕉

に
は

一
面

に
古
歌

・
古

典
を
尊
重

し
こ
れ
を
踏
ま
え

た
句
作

り
が

少
な
く

な

い
。

う
き
我
を
さ
び

し
が

ら

せ
よ
か
ん
こ
ど
り

(季
語
は
か
ん
こ
ど
り
。
夏
)

の
句

は
彼

の
最
も
敬
慕

し
た
西
行

の
歌
、

もつ

と
ふ
人
も
思

ひ
た
え
た

る
山
里

の
さ
び
し
さ
な
く
ば
住

み
憂

か
ら
ま

し

よ
ぶ

こ
ど
り

山
里

に
た
れ

を
ま
た

こ
は
呼
子
鳥

ひ
と
り

の
み
こ
そ
住

ま
ん
と
思

ふ
に

か
ん

こ

ど
り

の

二
首

を
踏

ま
え

て

い
る
。

「
呼
子
鳥
」

は
閑
古
鳥

の
異
名
、

カ

ッ
コ
ウ

の
こ

と
で
あ
る
。
句

は
本
当

の
寂
し
さ
を
味

わ

い
、
世

の
憂

さ
を
脱

却
し

た
い
と
願

っ
て

い
る
意

で
あ

る
。
和

歌

の
ほ
か
和
漢

の
古
典
や
故
事

な
ど
を
典
拠
と

し
た

も

の
も
あ
る
。
そ

の
巧
み
さ
と
新

し
さ
に
俳

諧
性
が
認

め
ら
れ
る

こ
と
も
あ

ろ
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う
が

、
ま
た
そ
れ

に
よ

っ
て
重
層
性
が
加

え
ら
れ
も

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

た
と

比
喩

も
喩
え

る
も

の
と
喩
え
ら
れ

る
も

の
と
が
あ

っ
て
成

立
す
る

の
だ

か
ら
、

も
と
も

と
重

層
性

を
持

つ
修
辞

で
あ

る
。
直
喩

と
暗
喩
が

主
な
も

の
で
、

「ご

と
し
」
と

か

「
…

…
に
似

た
り
」

と
か

い
う
語
を
使

っ
て
直
接

似
た
物
を
示
す

の
を
直
喩

(
シ
ミ
リ
ー
)

と

い
い
、
喩

え
ら
れ

る
物
を
裏
面

に
隠
す

の
を
暗
喩

(
メ
タ
フ

ァ
)

と

い
う
。

び

わ

「
病
雁

の
夜

さ
む

に
落

て
旅

ね
哉
」

は
琵

琶
湖
畔

で
病
臥

す

る
身

と
な

っ
た

自
分
を
、
湖
面

に
旅

寝
す

る
病

め
る
孤

雁

に
喩
え

た
暗
喩

で
あ

る
。
(「
旅

ね
哉
」

あ
い
ま
い

の
主
語

は
作
者

と
も
雁
と
も
取

れ
る
が

、

こ
う

し
た
曖

昧
さ
が
内
容

の
世
界

を

一
層
広
げ

る
効
果

を
生
む
。
)

芭
蕉

の
句

は
、

総
じ

て
人
生

の
奥
深

い
意
味
を
う

ち
込

め
た
も

の
が
多

い
か

ら
、
全
般

に
わ
た

っ
て
暗
喩
的

な
性
格
を
持

っ
て

い
る
と
言
え

る
だ

ろ
う
。

三

イ
メ
ー
ジ
性

そ
も

そ
も
言
葉

に
は
何

か

の
物

事
を
表
示
す

る
は
た
ら
き

の
ほ
か
に
、
特

に

詩

で
は
言
葉

の
連
ね
ら
れ

た
姿

・
形
態
そ

の
も

の
が

直
接
心
情

を
示
す
と

い
う

は
た
ら
き
が

あ

る
。
詩

に
お
け
る
イ

メ
ー
ジ
と

い
う
と
、

一
般

に
は
前

の
方

の

は
た
ら
き

に
即

し
て
、
言
葉

に
よ

っ
て
表
示

さ
れ
る
具
象
的

な
物
事

を
さ
す
と

解

さ
れ
て

い
る
。
例

え
ぽ

「
古
池
や
」

の
句

で
言
う
と
、
草

に
囲
ま
れ

た
古
び

た
池
が

あ
り
、
そ

こ
に

一
匹

の
蛙
が
飛
び
込

ん
だ
、
そ

し
て
生

じ
た
微

か
な
水

音

、
と

い
う

よ
う
な
映
像

を
頭

に
描

い
て
、

そ
れ
を
イ

メ
ー
ジ
と
呼

ん
で
い
る
。

元
来

物
事
を
投
げ
出

す
よ
う

に
連
ね

る
形

の
表

現
を
取

る
俳

句
は
、

い
き

お
い

こ
う

い
う
イ

メ
ー
ジ
に
重

心
を

か
け

る
傾

向
を
も

つ
わ
け

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、

イ

メ
ー
ジ

に
は
も
う

一
つ
心
情
的
な

は
た
ら
き

に
即

し
た
イ

メ
ー
ジ
が
あ

る
。

す
が
た

「古

池
や
」

の
句

で

い
う
な
ら
、
映
像
的

な
相

・
形

・
音

よ
り
も
、
古
池

に
飛

び

込
む
蛙

の
立

て
た
微

か
な
水
音

と
、
そ
れ

に
よ

っ
て
破

ら
れ
、

そ
れ
に
よ

っ
て

こ
じ
や
く

深

め
ら

れ
る
、
大
地

の
心

と
で
も

い

っ
て
よ
い
よ
う
な
、
渋

い
幽
玄
枯
寂

の
味

わ

い

・
気
分

で
あ

る
。

こ
れ
は
イ

メ
ー
ジ

と

い
う
よ
り
、
む

し
ろ
音
楽
的

情
調

に
近

い
。

こ
う

し
た
音
楽
的

イ

メ
ー
ジ

の
基
本

に
な
る

の
は
、

五

・
七

・
五

の
韻
律
形

式
上

の
区
切
れ

で
あ

る
。

こ

の
基
本
形
式

を
字
余

り

・
字
足
ら
ず

に
よ

っ
て
破

る
こ
と
で
破
調

の
美

を
生

む
場
合
が
あ

る
。

ま
た
韻
律

の
区
切

れ
と
、

こ
れ

に

一
致
す

べ
き

は
ず

の
語

句

の
意
味
上

の
区
切

れ
と
が
く

い
違

う
、

い
わ
ゆ

る
句

ま
た
ぎ

の
場
合

に
も
破

調

の
美
が
見
ら
れ

る
。

猿

を
聞
く
人
』
/
捨

子

に
/
秋

の
』
風
/

い
か
に

(
季
語
は
秋
の
風
。
)

旅

の
途
中

で
見

た
捨

子
を
憐

れ

ん
だ

吟

で
あ

る
。

句
意

は
、
「
旅

の
夜
半

叫

ぶ

猿

の
悲

し

い
声

を
聞

い
て
、
断
腸

の
思

い
が

す

る
と
う

た

っ
た
詩
人

た
ち
よ
、

今

こ

の
捨
子

に
非
情

の
秋
風
が
吹
き

つ
け
て

い
る
さ

ま
を
見

て
、
ど

の
よ
う

に

思

う
か
」
と

い
う

の
で
あ

る
。
』

は
韻
律

形
式
上

の
切

れ
目
、
/

は
意
味
上

の

切

れ
目
を
示

し
た
。

初
五
が
字
余

り
、
中

七

か
ら
下

五

へ
か
け

て
が
句

ま
た
ぎ

か
い

り

で
あ

っ
て
、
激

し

い
破
調

に
、
詩

と
現
実

と

の
乖
離

に
悩

む
心

の
姿
が

よ
く
出

て
い
る
。

よ

お
ん

声

に
出

し
て
誦
ん

で
み
る

(黙
読

で
も
よ

い
)

と
き
、

一
句

の
音

の
流

れ
に

五

・
七

・
五

の
韻

律
を
基

と
し
た
波

が
あ

る
よ
う

な
感

じ
を
受
け

る
。

そ

の
波

の
具

合

に
よ

っ
て
、
ゆ

っ
た
り
し

て

い
る

。
小
刻

み

で
あ

る
、
あ

る

い
は
雄

大

・
繊
鋭

・
明
澄

・
暗
鬱

な
ど

と

い

っ
た
印
象
を

わ
れ
わ
れ

は
受
け

る
。
昔

か

ら
調

べ

・
声

調
な
ど
と
呼
ば

れ
て

い
る
も

の
が

こ
れ

に
近

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

こ
れ

に
は
、

言
葉
が

二
音
ず

つ
で
区
切
れ

る
傾
向
が

あ

る
か
ら

と
か
、

五
音
七

音

の
各

シ
ラ
ブ

ル
が

四
拍

子

に
な

っ
て
い
る
か
ら
と
か

い
ろ

い
ろ
考
察

さ
れ

て

い
る
が
、

そ
れ
は
と
も

か
く
と
し

て
、
語
意

・
語

音

・
語
感

と
か
、

一
つ

一
つ
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ひ
び

の
音

(
音
節
)

の
韻

き
や
そ

の
配
列

の
し
か
た
な
ど
が
影
響

し

て
い
る
の
は
間

違

い
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

一
々
の
音

の
面

に

つ
い
て
み
る
と
、
音

の

一
つ

一
つ
に
独
特

の
音
感

・
音

色

が

あ

る
。
例

え
ぽ
母

音

に
は

「
a
I
雄

大

・
明

る
さ
」
「
i

l
軽

快

・
繊
鋭
」

え
ん

「
U
l
沈
鬱

・
暗

さ
」

「
e
l
温
雅

・
優
婉
」
「
O
l

荘
重

・
重

圧
」
と

い

っ
た
よ

う
な
音
感
が
あ

り
、
子
音

に
も
k

は
硬

さ
、

s
は
清
冷

、
t
は
身
を
固
く

す
る

感
じ
、
h

は
軽
快

、
濁
音

は
激

し
さ

・
粗
雑
と

い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ

る
。

中

で
も
母
音

は
特

に
大
き

い
影
響
力

を
持

つ
。
前

に
あ
げ

た

荒
海

や
佐
渡

に
よ

こ
た
ふ
天

河

(
a

職

u

.㎜

閃

/

sa

㏄

.m

四

㎞

加

。

/

・

㎜

n。

塑

㎜

)

は
、
全
体

の
調

べ

に
大
き
な

う
ね
り
が

感
じ
ら

れ
る
句
だ
が
、

a
母
音
が

非
常

に
多
く
、

し
か
も
そ
れ
を
重

ね
た
上

に
、
上

五
と
下
五
と

に
頭
韻
的

に

二
度
重

ね
ら

れ
て

い
る

の
で
、
雄
大

・
広

洋

の
感
が
極

め

て
濃

い
。
だ
が

一
方

、
中
七

に

o
母
音
が

極
端

に
重

な
り
続

き
、
し

か
も
長

母
音
を
含
む

こ
と
で
、
重

々
し

く
暗

い
感

じ
が
強
く
出

て

い
る
。

し
つ
か

い
る
せ
み

閑

さ
や
岩

に
し

み
入
蝉

の
声

(季
語
は
蝉
。
夏
)

は
、

s
音

と
i
音

に
よ

っ
て
、
清
澄
閑
寂

の
境

地

の
感
と
物

の
鋭

く
沁

み
徹

る

印
象

と
、
そ
し

て

シ
イ
…

シ
イ
…
と
鳴
く
蝉

の
声

の
音
象

ま
で
生
か
し

て
い
る
。

前

に
あ
げ

た

「
五
月

雨
を
あ

つ
め
て
早

し
最

上
川
」

の
句

は

一
気

に
流
動
す

る
力
強

い
声

調

に
よ

っ
て
名

句

た
り
え

て

い
る
。
「
早

し
」

の
音
感

も
、
ま

た

濁
音

を
含
む

「
五
月

雨
」

コ
最
上
川
」

の
音
感

も
強
く
張

っ
て

い
る
。

以
上
、
イ

メ
ー
ジ
に

つ
い
て
、
映
像
的

イ

メ
ー
ジ
、
心
情
的

イ

メ
ー
ジ
、

そ

れ
に
音
楽
的
イ

メ
ー
ジ
と

い
う

よ
う

に
分

け

て
述

べ
て
き

た
が

、
実

は
こ
の
三

つ
は
も
と
も
と

は

一
つ
の
も

の
で
あ

る
。

一
句
を
な
す
言
葉

の
連
な
り

の
姿

・

形
態

そ
の
も

の
の
感
性
的

な
味

わ

い
と
し

て
味

わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

〔
む
す
び
〕

俳
諧

性
と
か
重
層
性

と
か
を
考
え

る
こ
と
は
、

ど
ち
ら

か
と

い
う
と
、
知
性

的

な
頭

の
働

き
が
主

で
あ

る
と
見
え

る
。

し
か
し
、
芭
蕉

の
俳
句

に
お

い
て
は
、

俳
諧
性

・
重

層
性

・
イ

メ
ー
ジ
性
と
、
知
性

・
感

性
を

一
つ
に
し
て
、
三

つ
の

面

を
総

合
的

に
味

わ
う

べ
き
も

の
で
あ

る
。

芭
蕉

と

い
う
人

は
、

人
生
と

い
わ
ず
、
芸

術
と

い
わ
ず
、
あ

ら
ゆ
る
面
あ
ら

ゆ

る
問
題

に
わ

た

っ
て
、

二
律
背
反
性
を
持

っ
た
、

i

そ
し
て
そ
れ
が
弁
証

し

よ
う

法
的

に
止
揚
さ
れ

て

い
た

(
止
揚
と

は
、

矛
盾

す

る
二
者
が
高

次
元

の
世
界

に

お

い
て
統

一
さ

れ
、

よ
り
高

い
も

の
に
生

か
さ
れ

る
こ
と
)
詩

人

で
あ

っ
た
と

思

う
。

人
間
と
自
然
、

人
生
と
芸
術
、

さ
て
は
雅
と
俗
、
虚
構

と
事
実
、

不
易

と
流
行
な
ど
、
す

べ

て
に
わ

た

っ
て
そ
う
で
あ

る
。
知
性
的

対
感
性
的

と

い
う

二
律
背

反
も
見
事

に
止
揚
さ
れ

て

い
る
と
見

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

滑
稽
性
と
真
実
性
1

そ
れ
は
二
つ
の
声
と
し
て
響
い
て
い
る
俳
諧
的
対
話

性
と
詩
人
的
独
白
性
と
も
対
応
す
る
が
ー

が
止
揚
さ
れ
た
芸
術
的
世
界
は
稀

に
見

る
高

さ
に
達

し

て
い
た
と
私

に
は
思
え

る
。

そ

の
世
界

の
中

心
を
占

め
る
、

人
生
と
自
然

と
、

そ

の
他
も
ろ
も

ろ
が

一
つ

に
融
け
合

っ
た
究
極

の
も

の
と
連

な
り
合
う
、
奥
深

い
芭
蕉

の
詩
心

を
し

っ
か

り
受
け
留

め
た

い
も

の
で
あ

る
。

さ
い
じ

き

(注
)

季
語
を
集

め
解
説

し

た
歳

時
記

の
類
や
、
歌

こ
と
ば

・
歌

枕

の
辞

典
類
が

必
要
な
参
考
書

で
あ

る
。
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