
芭
蕉
俳
句
の
鑑
賞
に
つ
い
て
再
説

松

隈

義

勇

本
誌
前

号

に
芭
蕉
俳
句

の
鑑
賞

に

つ
い
て
書

か
せ

て
い
た
だ

い
た
が
、

そ
の
当
時

は
考
え
も
十
分
煮

つ

ま

っ
て
お
ら
ず
意
を
尽

さ
ぬ
こ
と
が

多

か

っ
た

の
で
、

そ

の
補
訂

の
意
味
を

こ
め
て
再
説
し
た

い
。

そ
も
そ
も
前
稿
を
草

し
た
ゆ
え
ん
は
、
世

に
鑑
賞

と
銘

う

っ
た
文
章

の
多
く
が
、

作
品
そ

の
も

の
か
ら

離

れ
て
、

作
者

の
伝
記

・
生
活

や
人
生
観
を
う

ん
ぬ

ん
し
た
り
、
あ

る
い
は
創
作

の
事
情
や
過
程

の
考
証

、

語
句

・
句
意

の
解
釈

に
終
始

し
た
り
し

て
、

よ
く
て

も

せ

い
ぜ

い
印
象
批
評

の
域

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
現

象

を
あ

き
た
ら
な
く
感

じ
た
が

ゆ
え

で
あ

る
。

鑑
賞

と

い
う
も

の
は
あ

く
ま

で
作
品
内

の
言
葉

そ

の
も

の
の
表
現

に
即

し
構
造

に
即
し

て
、
生
命

を
感

じ
取

り
、
文
芸
的
な
美

を
明
ら
か

に
す

る
営

み
で
な

く
て
は
な
ら
な

い
と
思

う
。

言
葉

の
基
本
的
な

は
た
ら
き
は
、
何

か
を
は

っ
き

り
他
人

に
伝
え

る
と

い
う

こ
と
だ
が
、
言

葉

に
よ

っ

て
指
示
さ

れ
る
物

・
事
が
ら
や
思
想

(素

材
と
し

て

外

に
あ

る
も

の
)

な
ど

は
、
そ

の
ま
ま
で
は
芸
術
的

な
価
値
と

は
か
か
わ
ら
な

い
。

か
は
つ
と
び

例
え
ぽ
、
「
古
池
や

蛙

飛

こ
む
水

の
お
と
」

の
句

に

つ
い
て
み
る
と
、
古
池

・
蛙

と

い
う
物

、
古
池

に

蛙
が
飛
び

こ
ん
で
水

の
音
が

し
た
と

い
う
事
が
ら
、

あ

る
い
は
そ
う

い
う
状
景

は
、

た
だ

そ
れ
だ
け
な
ら

そ
う

い
う
事
実
が

あ
る
と

い
う
だ

け
で
あ
る
。
と

こ

ろ
が

「
古
池

や
蛙

飛
び

こ
む
水

の
お
と
」

と

い
う
風

に
言
葉
が

し

つ
ら
え
ら
れ

る
と

い
う
と
、
言
葉

の
表

面

の
指
示

し
て

い
る

こ
と

と
は
違

っ
た
あ
る
も

の
が

表
さ
れ
伝

え
ら
れ

て
く

る
。

そ
れ
は
大
自

然

の

一
つ

の
色
あ

る
い
は
気
分
と

で
も

い

っ
て
よ

い
よ
う
な
、

そ

し
て
人
生

の
寂

寥

に
も
通

じ
る
よ
う
な
、

し
か
も

動
き

と
か
音

と
か

い

っ
た
も

の
を
も
深
く
呑

み
込

ん

で
い
る
、
暖

か

い
生
命
を
包

み
込

ん
だ
、
深

い
静

け

さ
と
い

っ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
言
葉
そ

の
も

の
が
実

用
的
な
面
と

は
別

に

持

っ
て

い
る
微
妙
な

は
た
ら
き

の
力

に
よ
る
も

の
で

あ

る
。
作

品

の
中

の
語
句

の
用

い
方
、
置
き
方
、
意

味

の
働

か
せ
方
、
語
句
ど

う
し

の
続
け
方

9
切

り
方

、

作

品

全
体

と

し

て

の
構

造

や
姿

・
形
、
そ

れ

に
音

こ
ん

律

・
音

感

・
音
調

の
効
果

な
ど
が
渾
然
と

し
て
、

そ

の
作

品
独
特

の
イ

メ
ー
・シ
や
情

調
を

つ
く

り
あ
げ

る

の
で
あ

っ
て
、
芸
術
的
価
値

は
そ
れ
が

に
な

っ
て

い

る

の
で
あ

る
。

す

べ

て
の
文
芸
的

な
作

品
は
そ
う

で
あ

る
が
、

と

り
わ
け
詩

・
歌

・
俳
句

と

い

っ
た
ジ

ャ

ン
ル
の
も

の

は
、

こ
う

い
う
言
葉

の
は
た
ら
き
が

そ
の
価
値

を
左

右

す
る
。
と
く

に
俳
句

は
極
端

に
形

の
短

い
も

の
だ

か
ら
、
そ
う
し

た
性
格
が

顕
著

に
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。

口

以
上

の
前
提

の
も

と
に
芭
蕉

俳
句

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。
前
稿

で
も
ち

ょ

っ
と
触

れ
た
が
、

定
型

の
リ
ズ

ム
と

い
う

こ
と
、

季
語
と

い
う

こ
と
、

切
れ

字

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
述

べ
て
お
く
。

五

・
七

・
五
の
十

七
音

と

い
う

い
わ
ゆ

る
定
型

の

音
律

は
基
本
的
本
質
的

な
も

の
で
あ

る
が

、
こ
れ

に

は
ず

れ

た
も

の
を
破

調
と

い
い
、
内
容

の
異
常

さ
と

か
、
感
情

の
高

ぶ
り
な
ど
を
表
徴

し
て

い
る
。
ま
ず
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注
意

す

べ
き

こ
と
で
あ
る
。

か
な

季
語

は

一
句

の
要

め

に
あ

た
る
も

の
で
あ
る
が
、

単

に
季
節
を
表
す

と

い
う
だ
け

で
な

く
て
、
そ

の
多

く
は
古
代

か
ら
養

わ
れ
た
長

い
伝
統
的

な
重
み
を
も

っ
て
い
る
。

そ
の
伝
統

的

に
把
握

さ
れ
て
き
た
本
質

ほ

い

的
な
特
性
を
本
意

(
本
情

と
も
)

と
い
う
。
芭
蕉

の

句
を
味
わ
う

に
は
こ
れ
が

と
り
わ
け
大
事

で
あ

る
。

例
え
ば
、
前

に
あ
げ

た

「
古
池
や
」

の
句

で
い
う
と

「
蛙
」

で
あ

る
。
春

(
三
春
)
を

示
す

季

語
だ

が
、

古
来
和
歌

の
方

で
は
専
ら
鳴
く
声

の
美

し
さ
を
称
美

さ
れ

て
き

た
。

そ

の
蛙

は
普
通

目
に
す
る

ツ
チ
ガ

エ

ル

・
ト
ノ
サ

マ
ガ

エ
ル
と

い

っ
た
カ

エ
ル
で
は
な
く

て
、
清
流

に
棲

ん

で
、
春
季

コ
ロ

コ
ロ

コ
ロ
と
玉

を

転
が
す

よ
う
な
、
哀
れ
を
含

ん
だ
美

し

い
声

で
鳴

く

カ
ジ

カ
と

い
う

カ

エ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り

た
て

て
美

し
い
と

い
う
姿

で
は
な

く
、

和
歌

で
は
専
ら
声

の
美

し
さ
だ
け
を
詠

ん
だ

わ
け
で
、
そ
れ
が

「
蛙
」

の
本
意

で
あ
り
、
文
芸
社
会

の
常

識
だ

っ
た
。

そ
れ

を
、
姿
態

や
行
動

の
面

で
詠

む

の
は
、
本
意

を
破

る

こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ

る
。

し
か
も

カ

エ
ル
は
庶

民

の
日
常

世
界
内

の
あ

り
ふ
れ
た
存

在

で
あ

る
。
典
雅

優
美

の
文
芸
世
界
と
、
卑
俗

で
泥

臭

い
日
常
世
界

と

い
う
、

対
立
矛
盾
す

る
二

つ
の
面
を
本
来
的

に
兼

ね

そ
な
え

て
い
る
季
語

を
、
本

意

の
伝
統
的

な
面

で
な

く
て
日
常
的
な
面

に
お

い
て
働

か
せ
る
こ
と
に
は
、

ど

こ
と
な
く

い
た
ず

ら

っ
ぼ

く
、
お

か
し
み
を
さ
そ

う
と
こ
ろ
が
あ

る
。

そ
れ
を
俳
意

(
俳
諧
性
、

滑
稽

な
味

わ

い
)
が
あ

る
と

い
う

の
で
あ

る
。
季
語

の
大

部
分
が
雅

の
性
格
を
潜

め
て

い
る
と

い
う

こ
と
は
芭

蕉
俳

句
を
解
す

る
に
は
必
要
な
前
提

で
あ

っ
て
、
季

さ
い

じ

き

語

の
集

成

・
解
説

の
書

で
あ
る

『
歳
時
記
』

の
う
ち

解
説

の
詳

細

に
施

さ
れ
た
も

の
や
歌

こ
と
ぽ

の
辞

典

な
ど

に
つ
い
て
検
索

す
る

の
が

便
利

で
あ

る
。

伝

統
的
な
和
歌

の
名
所

で
あ

る
歌
枕
も

ま
た
季
語

と
同
じ
よ
う
な
雅

・
俗
、

理
念

・
現
実

と

い
う

二
面

的

な
性
格

を
も

っ
て

い
る
。

『
お
く

の
ほ
そ
道

』

に

も

が
み

き
さ
が
た

す

ま

出

て
く

る

「
最
上

川
」

「
象
潟
」
あ

る
い
は

「
須
磨

」

な
ど
は
そ
う

で
あ

る
。

季
語
以
外

に
和
歌

に
使

わ
れ

て
き

た
雅
語

に
属
す

あ
ま

る
、
例
え
ば

コ
蜑

の
屋
」

「
草
枕
」
「
あ

は
れ
」

な
ど

は
い
ご
ん

の
よ
う
な
言
葉

に
対
し

て
、
俗
語

を
意
味

す
る
俳
言

と

い
う
も

の
が
あ

る
。
俳
言

は
そ

の
も

の
が
俳

意
を

生
む
重
要
な
契
機

で
あ

る
。

次

に
切

れ
字

と

い
う

こ
と
。

「
や
」
「
か
な
」
「
け

り
」

で
代
表

さ
れ
る
が
、

一
句

の
構
成

・
構

造
上

の

要

め
で
あ

る
。

こ
れ

の
付

い
た
語

を
強

調
す
る
と
と

も

に
、

一
句

に
構
造

上

の
独
立
性

を
得

さ
せ
る
大
切

な
役
目
が
あ

る

の
で
あ

る
が
、
殊

に
大

事
な

こ
と

は
、

そ

こ
で
切

れ
て
、

こ
れ

に
よ

っ
て

一
句
が

二

つ
の
部

分

に
分

け
ら
れ
る

こ
と

で
あ

る
。

切
れ
字
が
句

末

に
あ

る
と
き

は
、

切
れ
字

の
言

い

切

る
力

は
句

の
上

の
方

へ
逆

に
及
ん
で

い

っ
て
、
上

の
方

に
、

か
な
り
大
き

い
切

れ
目
を
生
じ
さ

せ
る
。

う
ゑ

た
ち

さ

ヘ

へ

「
田

一
枚
植

て
立
去

る
柳

か
な
」

は

「
植

て
」

で
切

れ

て
い
て
、

田
植
え
を
す

る
人

と
立
ち
去

る
人

(作

者
)

と
は
別

入

で
あ

る
。

ま
た
、
「
立

去

る
」

で
も

切
れ

て
い
る

の
で
、
立
ち
去

る

の
が

柳

で
あ

る
と
解

す

る
の
は
間
違

い
で
あ

る
。

さ

て
こ

の
切

れ
字

に
よ

っ
て

一
句
が

二

つ
の
部
分

に
ひ
き

ち
ぎ

ら
れ

る
と

い
う

こ
と
は
、
大
変
重
要

な

意
味

を
持

っ
て
い
る
。

と
い
う

の
は
、
特

に
芭
蕉

の

俳
句

で
は
、
こ

の
二

つ
の
部
分

は
、
互

い
に
対
立

し

矛
盾

す
る
イ

メ
ー
ジ
を
持

つ
よ
う

に
構
成
さ
れ

て

い

て
、

そ
し
て
そ

の
二

つ
は
ぶ

つ
か
り
あ

い
な
が

ら
、

結
局

は
統

一
さ
れ
、
総
和

と
し
て

の
、

よ
り
高

い
次

元

の
世
界

を
現
出

し
て
く
る
。

こ
う
し

て
生

ま
れ
て

く

る
高

次
元

の
世
界

に
わ
れ
わ
れ

は
文
芸
的

な
美

を

感
ず

る

の
で
あ

る
。
ま

た
こ
う
し
た
、
対
立

し
あ

う

も

の
を
ぶ

つ
け
あ
わ
す

と
こ
ろ

に
衝
撃
的
な
味

わ

い

が
感

じ
ら
れ
、
そ
れ
が

即
ち
俳

意
と
な

る
の
で
あ

る
。

「古

池
や
蛙
飛
び

こ
む

水

の
お
と
」

の
句

で
い
う
と
、

「
古
池

や
」

で
切
れ

る
こ
と

に
よ
り
、
「
古
池
」

と

い

う
幽
寂

を
イ

メ
ー
ジ
さ

せ
る
言
葉

と
、
・
「
蛙

飛
び

こ

む
水

の
お
と
」
と

い
う
生
物

の
動
き
と

そ
れ
に
伴

う

音

響
を
イ

メ
ー
ジ

さ
せ
る
言
葉
と

に
分
け

ら
れ
、
こ
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の
矛
盾

し
対

立
し
あ
う

二

つ
が

ぶ

つ
け
あ
わ
さ
れ
、

融
け
あ
わ

さ
れ
、
統

一
さ
れ

て
、
高

次
元

の
世
界
と

し

て
生
ま

れ
る

の
が
、
前

に
言

っ
た
、

生
命

を
包

み

こ
ん
だ
深

い
静

け
さ

で
あ

る
。

例
を
も

う
少

し
加
え

る
な

ら
ぽ
、
「
荒
海

や
佐

渡

あ
ま
の
が
は

に
よ
こ

た
ふ
天
河
」

の
句

で

は
、
「
荒

海
」

は
荒

寥

と
し

て
動

き

や
ま

ぬ
イ

メ
ー
ジ
、

「
佐
渡

に

よ
こ

た

ふ
天
河
」

は

シ
ー

ン
と
し
た
静
寂

そ
の
も

の
の
よ
う

'

な
イ

メ
ー
ジ
、

と

の
対
立
す

る
二

つ
が
統

一
さ
れ
高

め
ら
れ

て
、
大
き

く
広

く
寂
し
く
悲

し

い
イ

メ
ー
ジ

と
感
動
が
生

ま
れ
出

る
。
そ
れ

か
ら
音
韻

の
面

で
a

母
音
と

o
母
音
が
多

い
の
だ
が
、

こ
の
二

つ
の
母
音

は
、

a
母
音

は
開
放
的

で
広
く
雄
大
な
印
象

を
も
た

ら
し
、

o
母
音

は
荘
重

で
暗

い
と

い
う
風

に
対
立
し

あ

う

の
で
、

こ
の
間

に
も
音
韻
的

に
よ
り
高

い
イ

メ

ー
ジ
が

生
ま
れ

て
い
る
。

そ
し

て
全
体

と
し
て
、
大

き

な
う
ね
り

の
よ
う

な
音
調

を
印
象

さ
せ
て

い
る
。

つ
は
も
の

「夏

草

や
兵
ど

も
が

夢

の
跡
」

の
句

は
、

「
や
」

で

も
の
の
ふ

は

切

れ
る
こ
と
を
軽

く
見

る
と
、
猛
き
武
夫

た
ち
が

覇

は
い
き
よ

業

を
夢
み

て
た
て
こ
も

り
戦

っ
た
跡
が
廃
墟

と
な

っ

て
、
そ
こ

に
夏
草
が
ぽ

う
ぽ

う
と
生

い
茂

っ
て

い
る
、

と

い
う
風

に
解
さ

れ
る
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
そ
れ

で

は

の

っ
ぺ
り
と
平
面
的

に
な

っ
て
、
ダ

イ
ナ
ミ

ッ
ク

た
く
ま

な
味
が

出
な

い
。

こ
れ

は

や
は
り
、
「
夏

草
」

は
逞

し
く
生

命
力

に
満

ち

た
イ

メ
ー
ジ
、
「
兵

ど
も

が
夢

の
跡
」

は
人
間

の
無
常

を
物

語

る
は
か
な

い
イ

メ
ー

ジ
、
と

い
う
風

に
対
立
的

に
解

す

る
べ
き

で
あ

る
。

そ
う
解

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
作
者

の
大
き

な

詠

嘆

・
感

動
が
感
受
さ

れ
て
く
る

の
で
あ

る
。

「
や
」

以
外

の
切
れ
字

の
例
を
あ
げ

よ
う
。

「梅
が

香

に
の

つ
と

日

の
出
る
山
路

か
な
」

は
、

句

末

の
切

れ
字

「
か
な
」

の
力

は
上

に
さ

か
の
ぼ

っ
て
、

「
出

る
」

で
大

き

な
切

れ
が

あ

る
。
ま

た

「梅

が

香

に
」
で
も
切
れ

る
。
「
山
路
」
は
作
者

(旅

人
)
の
歩

い
て

い
る
場
所
を

示

し

て
い
る
。
「
梅
が

香
」

は
歌

語

(雅

語
)

で
あ

っ
て
、
「
の

つ
と

日

の
出

る
」

と

い
う
俗

語
的

な
表
現

(殊

に

「
の
つ
と
」
が
俗
語
)

と

対
立
す

る
。

「
梅
が

香
」

と

い
え
ぼ
古

典
的

優
雅

の
イ

メ
ー
ジ

で
、
霞

の
中

と
か
闇

の
中
と

か
、
夕
暮

れ
時

と
か
、
月

の
も
と

と
か
と
取

合
わ

せ
て
詠

じ
、

あ

る

い
は
昔

を
恋
し
く
思

い
浮

か
べ

る
と

か
、
物
語

の
趣

を
思

い
合
わ

せ
る
と
か
詠

い
出
す

の
が
き

ま
り

で
あ

っ
た
。

そ

の
雅

の
本

意

の
も

の
を
、
「
月
」

や

「
霞
」

で
は
な
く

て

「
日
の
出
」
、

し
か
も

「
の

つ
と

(
「
ぬ

っ
と
」

と
同
じ
だ
が
、

そ
れ
よ
り
大
ら

か
な

ニ

ュ
ア

ン

ス
が
あ

る
)
」
出

て
く

る

「
日

の
出
」
と

い

う
も

の
と
結

び

つ
け

た
と
い
う
所

に
俳

意
が
あ

り
、

お
も

し
ろ

み
も
あ

る

の
で
あ

る
。

「
山
路
梅

花
」

と

い
う
和

歌

の
詠

題
も

あ

る
か

ら
、
「
山
路
」
も

雅
語

と
解

す
る

べ
き
だ

ろ
う
。
な
お
視
覚
と
嗅
覚

と

の
対

比
と

い
う
図
式

も
考
え
ら
れ

る
。

こ
の
句

は
対
立
す

る
語
句

の
ぶ

つ
か
り
あ

い
も
激

し
く
な

く
、
俳
意

も
文
芸
美

の
世
界

も
淡

々
し

い
。

軽
や

か
で
あ

り
な
が
ら
、

し

っ
と
り
し
た
美
し
さ
を

感
じ

さ
せ
る
句

で
あ

る
。

口

前
稿

で
は
俳

言
性
と

か
、

ア
イ

ロ

ニ
ー
性
と

か
意

外
性
と

か
、
重
層

性

・
イ

メ
ー
ジ
性
と
か
、
細

か
く

分
け

て
述

べ
た
た
め

に
、
雑
然

と
し
て
わ
か
り

に
く

く
し

て
し
ま

っ
た
う
ら
み
が
あ

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え

こ

ん
ど

は
、
単
純
化

し

て

一
つ
の
観
点

・
方

式

に
し
ぼ

っ
て
み
た
。

文
芸
美

は
、
対

立
す
る

二

つ
の
物

ご
と
が

統

一
さ

れ

て
実
現

さ
れ
る
高

い
次
元

の
世
界

(
心
的
な
、
虚

構

の
世
界
)
が
主

と
し

て
に
な
う

と
こ
ろ

で
あ

る
と

述

べ
た
が
、

し
か
し
ほ
ん
と
う

は
そ
れ
で
文
芸
美
を

尽
く
し

て
い
る
と
は

い
え
な

い
の
で
あ

る
。

一
句
を

作

り
上
げ

て
い
る
言
葉

の
は
た
ら
き

の
総

和
-

音

感

・
音
調
な
ど
も
含

め

て
ー

が
文
芸
美

を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
私
た
ち

は
そ

の
生
き

て
は
た

ら
く
言
葉

の
命

の
す
べ

て
を
情
感
的

に
受

け
入
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
文
芸

美
を
享
受
す

る
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。
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