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句
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０
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平

成

二

十

四

年

六

月

二

十

四

日

（

日

） 

【

秀

句

鑑

賞

】 

父

の

日

の

ワ

イ

ン

は

赤

に

江

戸

切

子

 
 
 

貞

勝 

 

色

ん

な

句

会

に

顔

を

出

し

て

い

る

と

、

「

父

の

日

」

に

ワ

イ

ン

を

斡

旋

し

た

句

に

よ

く

出

会

う

。

ま

た

、

周

知

の

よ

う

に

ワ

イ

ン

に

は

白

、

赤

、

ロ

ゼ

が

あ

る

。

ワ

イ

ン

を

注

い

だ

と

き

に

そ

の

色

が

透

け

て

見

え

る

容

器

と

し

て

最

良

の

も

の

は

ガ

ラ

ス

製

の

グ

ラ

ス

で

あ

る

。

表

面

に

種

々

の

模

様

を

彫

り

こ

ん

だ

カ

ッ

ト

グ

ラ

ス

で

あ

れ

ば

尚

更

に

効

果

的

で

あ

る

が

、

単

に

カ

ッ

ト

グ

ラ

ス

と

し

た

の

で

は

平

凡

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

俳

人

は

古

く

か

ら

薩

摩

切

子

や

江

戸

切

子

と

い

う

言

葉

を

よ

く

使

用

す

る

。 

俳

句

の

良

否

は

畢

竟

す

れ

ば

、

季

語

と

こ

れ

に

配

合

し

た

事

象

と

の

相

加

作

用

ま

た

は

相

乗

作

用

に

よ

っ

て

醸

し

出

さ

れ

る

情

趣

に

共

感

で

き

る

か

ど

う

か

に

あ

る

。

更

に

言

え

ば

そ

の

事

象

を

表

す

た

め

に

選

択

さ

れ

た

言

葉

の

組

み

合

わ

せ

と

そ

の

配

列

の

妙

味

に

あ

る

も

の

と

言

え

る

か

ら

、

上

記

の

よ

う

に

各

要

素

を

手

堅

く

組

み

合

わ

せ

た

掲

句

に

賛

同

者

が

多

い

の

は

頷

け

る

。 

経

験

知

が

増

え

る

こ

と

は

望

ま

し

い

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

れ

が

素

直

な

鑑

賞

の

邪

魔

と

な

る

の

か

も

知

れ

な

い

。 

 【

秀

句

鑑

賞

】 

解

体

の

ひ

び

き

終

は

る

や

蟻

の

列

 
 
 
 

ツ

ル

子 

  

長

年

月

の

風

雪

に

耐

え

た

古

民

家

の

解

体

現

場

に

作

者

は

出

会

っ

た

。

解

体

さ

れ

た

廃

材

が

そ

の

ま

ま

廃

棄

処

分

さ

れ

る

の

か

、

あ

る

い

は

何

処

か

に

移

築

の

た

め

に

運

搬

さ

れ

る

の

か

知

ら

な

い

が

、

一

連

の

解

体

作

業

が

終

わ

り

、

も

ろ

も

ろ

の

騒

音

や

振

動

が

消

え

た

後

、

作

者

の

眼

は

更

地

と

な

っ

た

地

面

に

注

が

れ

る

。

そ

こ

に

は

、

民

家

の

床

下

や

礎

石

の

周

り

に

巣

穴

を

張

り

巡

ら

せ

て

い

た

蟻

、

あ

る

い

は

廃

材

に

巣

食

っ

て

い

た

か

も

知

れ

な

い

蟻

が

ぞ

ろ

ぞ

ろ

と

現

れ

て

い

る

。

蟻

た

ち

は

、

新

し

き

安

住

の

地

を

求

め

、

列

を

な

し

て

移

動

を

始

め

て

い

る

。 

経

済

的

合

理

性

の

も

と

に

人

間

の

判

断

に

よ

っ

て

い

と

も

容

易

く

生

命

を

絶

た

れ

る

民

家

と

、

そ

れ

に

翻

弄

さ

れ

る

蟻

の

運

命

が

比

喩

的

に

活

写

さ

れ

て

い

る

。

中

七

の

「

や

」

は

、

人

間

界

の

営

み

と

自

然

界

の

営

み

と

の

間

の

断

絶

を

く

っ

き

り

浮

き

立

た

せ

て

い

る

。

ま

さ

に

、

切

れ

字

と

し

て

効

果

的

に

機

能

し

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

肩

凝

り

の

湿

布

に

ほ

へ

り

梅

雨

の

入

 
 
 

秀

一 

 
 
 

 

 

梅

雨

入

り

後

の

湿

度

の

高

い

時

期

に

は

、

嗅

覚

を

司

る

鼻

の

粘

膜

は

程

よ

い

湿

潤

状

態

に

保

た

れ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

匂

い

に

鋭

敏

に

な

る

。

こ

の

点

で

梅

雨

入

り

と

匂

い

を

配

合

し

た

掲

句

は

理

に

適

っ

て

い

る

。

た

だ

、

匂

い

と

梅

雨

入

り

と

を

単

に

絡

め

た

だ

け

で

は

、

普

通

の

俳

句

に

終

わ

っ

て

し

ま

う

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

掲

句

の

巧

み

さ

は

、

匂

い

の

発

生

原

と

し

て

湿

布

を

特

定

し

、

か

つ

、

湿

布

の

張

ら

れ

て

い

る

身

体

の

部

位

を

特

定

し

た

こ

と

に

あ

る

。

肩

凝

り

な

の

は

作

者

な

の

か

作

者

と

対

面

し

て

い

る

他

者

な

の

か

は

知

ら

な

い

が

、

作

者

の

鼻

先

に

近

い

肩

に

湿

布

が

張

ら

れ

て

い

る

と

い

う

事

実

を

提

示

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

こ

の

時

期

の

嗅

覚

の

在

り

様

を

活

写

し

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

筋

通

す

生

き

方

か

た

し

江

戸

菖

蒲

 
 
 
 

明

美 

  

人

は

長

く

生

き

て

い

る

と

様

々

な

厄

介

な

出

来

事

に

遭

遇

し

、

こ

れ

を

乗

り

切

る

た

め

に

心

な

ら

ず

も

妥

協

を

強

い

ら

れ

て

し



ま

う

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

己

が

己

で

あ

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

ら

ず

、

根

源

的

な

部

分

で

は

妥

協

せ

ず

に

生

き

て

ゆ

き

た

い

も

の

で

あ

る

。

こ

の

句

は

い

わ

ゆ

る

境

涯

俳

句

と

言

っ

て

も

よ

い

も

の

で

あ

ろ

う

が

、

下

五

に

「

江

戸

菖

蒲

」

と

置

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

単

な

る

境

涯

俳

句

に

終

わ

っ

て

い

な

い

。

江

戸

菖

蒲

が

ど

の

よ

う

な

菖

蒲

で

あ

る

か

は

知

ら

な

い

が

、

「

江

戸

」

と

言

い

切

る

こ

と

に

よ

っ

て

希

望

や

救

い

を

感

じ

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

鎮

魂

め

き

浜

昼

顔

の

咲

き

に

け

り

 
 
 
 

友

子 

 

東

北

大

震

災

の

被

災

地

を

訪

れ

て

、

あ

る

浜

辺

を

散

策

し

た

と

き

に

着

想

し

た

句

な

の

で

あ

ろ

う

。

潮

風

に

静

か

に

揺

れ

る

浜

昼

顔

に

「

鎮

魂

」

を

感

じ

取

っ

た

の

は

良

い

。

し

か

し

、

完

成

句

と

し

て

顕

れ

た

「

鎮

魂

め

き

」

と

の

控

え

め

な

表

現

は

、

「

鎮

魂

の

」

と

断

定

す

る

の

が

良

い

。

お

そ

ら

く

作

者

は

、

「

鎮

魂

の

」

と

言

い

切

る

こ

と

は

、

自

分

の

得

た

印

象

や

感

動

を

詠

み

手

に

対

し

て

強

要

す

る

こ

と

に

な

る

か

ら

、

慎

む

べ

き

こ

と

で

は

な

い

か

と

、

考

え

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

作

者

が

断

定

的

に

表

し

て

い

な

い

こ

と

、

作

者

が

確

信

を

も

っ

て

言

い

切

れ

な

い

こ

と

に

対

し

て

、

読

み

手

の

共

感

を

期

待

す

る

の

は

無

理

な

の

で

あ

る

。

人

間

の

生

き

方

と

し

て

本

来

持

つ

べ

き

矜

持

と

、

文

学

的

効

果

を

訴

求

す

る

と

き

に

使

用

さ

れ

る

表

現

手

法

と

の

乖

離

は

、

あ

っ

て

も

良

い

の

で

は

な

い

か

。 

 【

秀

句

鑑

賞

】 

白

バ

イ

の

つ

ら

な

る

基

地

や

夏

薊

 
 
 
 

明

美 

  

白

バ

イ

隊

の

単

な

る

駐

屯

基

地

で

は

な

く

、

お

そ

ら

く

軍

隊

の

駐

屯

基

地

の

光

景

で

あ

ろ

う

。

米

軍

の

駐

留

基

地

、

あ

る

い

は

米

軍

と

自

衛

隊

の

共

用

基

地

を

、

デ

モ

隊

が

取

り

囲

ん

で

い

る

。

警

備

に

出

動

し

た

白

バ

イ

が

基

地

周

辺

の

要

所

要

所

に

配

置

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

か

ら

も

続

く

厳

し

い

基

地

闘

争

の

行

く

末

を

暗

示

す

る

よ

う

に

夏

薊

が

強

い

風

に

煽

ら

れ

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

山

寺

の

泉

こ

ん

こ

ん

永

久

の

音

 
 
 
 
 

渓

水 

  

泉

に

対

し

て

「

こ

ん

こ

ん

」

の

修

辞

は

常

套

的

で

あ

る

が

、

賛

同

者

は

、

泉

を

視

覚

で

は

な

く

、

聴

覚

で

捉

え

た

と

こ

ろ

に

着

目

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

「

永

久

の

音

」

に

悠

久

の

歴

史

を

重

ね

る

山

寺

の

奥

深

さ

と

、

平

和

な

世

界

が

永

久

に

続

く

よ

う

に

祈

る

作

者

の

姿

が

重

な

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

虫

干

や

市

井

に

馴

染

む

逃

亡

者

 
 
 
 
 

明

美 

 

こ

の

逃

亡

者

は

、

最

近

の

耳

目

を

集

め

た

例

で

は

オ

ウ

ム

真

理

教

の

指

名

手

配

犯

で

あ

ろ

う

か

。

地

域

住

民

の

結

束

が

緩

め

ら

れ

た

都

会

で

は

、

逃

亡

者

は

何

食

わ

ぬ

顔

を

し

て

、

一

市

民

を

装

っ

て

易

々

と

市

民

生

活

に

溶

け

込

ん

で

い

ら

れ

る

。

そ

も

そ

も

逃

亡

者

に

内

的

動

因

が

あ

っ

た

の

か

、

あ

る

い

は

外

的

動

因

の

偶

然

の

積

み

重

ね

に

よ

る

も

の

か

知

ら

な

い

が

、

そ

の

逃

亡

者

は

あ

ぶ

り

出

さ

れ

る

よ

う

に

隠

れ

場

か

ら

弾

き

出

さ

れ

、

司

直

の

手

に

落

ち

た

の

で

あ

る

。

逃

亡

者

を

虫

干

の

タ

ー

ゲ

ッ

ト

た

る

虫

で

あ

る

か

の

よ

う

に

捉

え

た

の

が

面

白

い

。

そ

の

意

味

で

は

、

「

虫

干

」

の

季

語

が

効

い

て

い

る

。 

 【

秀

句

鑑

賞

】 



【

秀

句

鑑

賞

】 

 

語

呂

の

よ

き

車

ナ

ン

バ

ー

棕

櫚

の

花

 
 
 

秀

一 

 

俳

句

は

、

俳

諧

と

言

わ

れ

て

い

た

時

代

、

そ

し

て

正

岡

子

規

に

よ

っ

て

連

句

の

立

句

か

ら

独

立

し

て

「

俳

句

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

か

ら

も

実

に

多

く

の

年

月

が

経

ち

、

多

く

の

俳

人

に

よ

っ

て

多

く

の

事

物

が

題

材

に

選

ば

れ

、

多

様

に

詠

ま

れ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

１

７

音

字

か

ら

な

る

短

詩

形

の

宿

命

と

し

て

、

「

類

句

類

想

は

避

け

ら

れ

な

い

」

、

「

類

句

類

想

を

恐

れ

て

い

て

は

俳

句

は

作

れ

な

い

」

と

す

る

論

者

が

い

る

。 

し

か

し

、

人

生

の

貴

重

な

時

間

を

俳

句

に

真

剣

に

費

や

す

立

場

か

ら

す

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

悟

り

き

っ

た

逃

げ

の

論

理

に

安

易

に

賛

同

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

ど

こ

か

で

見

た

よ

う

な

俳

句

を

読

む

た

め

に

句

会

に

来

る

の

で

は

な

い

。

取

り

上

げ

る

題

材

、

そ

の

題

材

の

処

理

の

仕

方

な

ど

に

お

い

て

常

に

新

し

い

視

点

を

持

つ

よ

う

努

力

す

る

べ

き

で

あ

る

。 

こ

の

点

で

掲

句

は

ま

さ

に

現

代

を

生

き

て

い

る

者

の

非

凡

な

眼

に

よ

る

俳

句

で

あ

る

。

芭

蕉

の

時

代

に

は

自

動

車

は

な

か

っ

た

か

ら

、

芭

蕉

全

句

集

に

は

こ

の

よ

う

な

句

は

搭

載

さ

れ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

今

、

芭

蕉

が

い

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

句

を

詠

ん

だ

か

も

知

れ

な

い

。

「

車

ナ

ン

バ

ー

」

と

い

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

カ

ー

ポ

ー

ト

に

駐

車

し

て

い

る

自

動

車

の

姿

が

見

え

て

来

る

。

棕

櫚

の

花

と

の

斡

旋

が

絶

妙

で

あ

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

捌

く

手

の

た

し

か

や

店

の

初

鰹

 
 
 
 
 

ツ

ル

子 

 

一

般

に

初

鰹

の

句

は

食

べ

た

と

き

の

句

や

そ

れ

を

盛

る

器

の

句

が

多

い

が

、

掲

句

は

初

鰹

を

料

理

す

る

と

き

を

詠

ん

で

い

る

。

着

眼

点

は

良

い

が

、

こ

の

句

の

惜

し

い

と

こ

ろ

は

、

「

店

の

」

と

い

う

措

辞

を

置

い

た

た

め

、

捌

き

手

が

魚

屋

や

料

理

屋

の

プ

ロ

で

あ

る

こ

と

を

連

想

さ

せ

て

し

ま

う

と

こ

ろ

で

あ

る

。

板

場

の

職

人

な

ら

ば

、

商

売

物

を

扱

う

手

さ

ば

き

が

確

か

な

の

は

当

然

だ

か

ら

で

あ

る

。

当

た

り

前

の

こ

と

を

そ

の

ま

ま

報

告

し

て

も

良

い

句

に

は

な

ら

な

い

。 

事

実

と

し

て

は

、

小

料

理

屋

の

板

場

の

風

景

な

の

で

あ

ろ

う

が

、

例

え

ば

、

「

店

」

の

代

わ

り

に

「

吾

子

」

（

あ

こ

）

と

置

い

て

み

れ

ば

、

面

白

い

句

に

な

る

。

料

理

も

ろ

く

に

習

わ

ぬ

う

ち

に

嫁

い

だ

娘

が

、

今

は

立

派

に

鰹

を

捌

い

て

い

る

感

激

が

そ

こ

に

見

て

と

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

は

吟

行

句

に

も

共

通

す

る

こ

と

で

あ

る

が

、

現

場

は

あ

く

ま

で

も

句

の

題

材

を

拾

う

と

こ

ろ

に

過

ぎ

ず

、

拾

っ

た

題

材

を

文

芸

的

許

容

範

囲

に

お

い

て

自

由

に

遊

ば

せ

て

別

の

世

界

に

ジ

ャ

ン

プ

さ

せ

る

こ

と

が

必

要

な

の

で

あ

る

。

 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

手

書

き

な

き

郵

便

ば

か

り

梅

雨

長

し

 
 
 

秀

一 

  

ワ

ー

プ

ロ

文

字

は

官

公

署

や

会

社

な

ど

の

公

用

文

書

で

は

致

し

方

な

い

が

、

私

信

で

は

手

書

き

文

字

が

好

き

で

あ

る

。

以

前

、

巻

紙

に

毛

筆

文

字

の

手

紙

を

頂

戴

し

た

こ

と

が

あ

っ

た

が

、

そ

の

と

き

感

激

は

忘

れ

ら

れ

な

い

。

そ

う

は

言

っ

て

も

、

評

者

自

身

は

生

来

の

悪

筆

故

、

送

信

者

と

な

る

場

合

は

、

本

文

を

ワ

ー

プ

ロ

で

作

成

し

た

後

、

受

信

者

と

自

分

の

名

を

申

し

訳

程

度

に

手

書

き

す

る

だ

け

で

あ

る

が

。

ワ

ー

プ

ロ

文

字

の

郵

便

ば

か

り

受

け

取

る

作

者

の

気

持

ち

と

、

季

語

の

「

梅

雨

長

し

」

が

よ

く

響

い

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】 

羅

や

認

知

の

友

と

茂

吉

展

 
 
 
 
 
 
 

幸 

  

歌

人

の

斎

藤

茂

吉

は

精

神

科

医

で

も

あ

り

、

斎

藤

脳

病

院

を

開

い

て

い

た

。

近

頃

認

知

症

の

出

か

か

っ

た

友

人

と

茂

吉

展

に

赴



い

た

と

の

こ

と

。

友

人

の

症

状

が

重

く

な

ら

な

い

よ

う

に

願

う

作

者

の

気

持

ち

は

、

当

日

選

ん

だ

「

羅

」

（

う

す

も

の

）

に

託

さ

れ

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】

 
 

 

言

ひ

直

す

ラ

ジ

オ

ニ

ュ

ー

ス

や

明

易

し

 
 

秀

一 

  

こ

れ

も

現

代

を

詠

ん

だ

句

で

あ

る

。

評

者

も

時

折

、N
H

K

の

ラ

ジ

オ

深

夜

便

に

眠

れ

な

い

耳

を

傾

け

る

。

明

け

方

、

４

時

頃

か

ら

一

時

間

置

き

に

ニ

ュ

ー

ス

が

流

れ

る

。

同

じ

ニ

ュ

ー

ス

項

目

を

読

み

上

げ

る

の

で

、

読

み

違

え

は

ほ

と

ん

ど

起

こ

ら

な

い

が

、

初

回

で

は

言

い

直

し

も

時

に

は

あ

る

。

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

は

事

前

に

ニ

ュ

ー

ス

草

稿

に

何

度

も

目

を

通

す

の

で

あ

ろ

う

が

、

あ

の

定

評

の

あ

るN
H

K

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

が

、

言

い

間

違

え

に

気

づ

い

て

言

い

直

す

様

に

は

、

微

苦

笑

を

誘

わ

れ

る

。

N
H

K

で

は

な

く

、

他

の

民

放

の

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

か

も

知

れ

な

い

が

、N
H

K

で

あ

っ

て

欲

し

い

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】

 
 

 
 
 

色

こ

き

木

生

き

て

い

る

よ

と

茄

子

の

花

 
 

真

三 

  

枯

死

を

危

ぶ

ま

れ

て

い

た

木

が

、

生

き

る

力

を

取

り

戻

し

た

の

で

あ

る

。

下

五

の

季

語

「

茄

子

の

花

」

を

置

く

こ

と

に

よ

っ

て

生

命

感

が

溢

れ

た

句

に

な

っ

て

い

る

。 

 

【

秀

句

鑑

賞

】

 
 

 
 

満

山

の

落

葉

松

若

葉

抜

け

に

け

り

 
 
 
 

ヤ

エ

子 

  

「

満

山

」

を

「

抜

け

に

け

り

」

と

言

い

切

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

落

葉

松

の

若

葉

に

覆

わ

れ

た

山

々

を

縦

走

す

る

と

き

、

作

者

の

五

体

を

包

み

、

作

者

の

胸

に

入

っ

て

来

る

空

気

の

清

々

し

さ

が

よ

く

感

じ

取

れ

る

。

山

行

を

重

ね

た

作

者

な

ら

で

は

の

自

然

な

一

句

で

あ

る

。 

 

（

選

評

 

増

田

 

守

） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


