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０
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俳

句

の

鑑

賞

と

作

句

の

薬

味 

 
 

 

こ

れ

ま

で

の

俳

句

鑑

賞

の

末

尾

に

作

句

上

の

ヒ

ン

ト

を

兼

ね

て

「 

作

句

の

薬

味

」

を

適

宜

挿

入

す

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

 

ご

承

知

の

よ

う

に

薬

味

は

、 

料

理

本

体

の

素

材

を

構

成

す

る

も

の

で

は

な

く

、

素

材

と

正

面

か

ら

太

刀

打

ち

出

来

る

も

の

で

は

な

い

。

し

か

し 

、 

素

材

と

の

絶

妙

な

組

合

せ

の

も

と

に

使

用

さ

れ

た

と

き

に

は

、 

素

材

の

本

来

の

味

を

効

果

的

に

引

き

出

す

。

 

本

鮪

の

中

と

ろ

の

刺

身

と

言

っ

て

も

、

そ

れ

だ

け

で

出

さ

れ

た

と

き

に

は

、

 

魚

肉

の

生

臭

さ

に

箸

は

進

ま

な

い

け

れ

ど

も

、

刺

身

皿

の

端

に

本

山

葵

の

刷

り

下

ろ

し

が

添

え

ら

れ

て

い

る

と

き

に

は

、

 

刺

身

の

味

わ

い

は

よ

り

深

い

も

の

と

な

る

。

 

「

薬

味

」

 

と

は

別

の

言

葉

で

言

え

ば

「 

触

媒

」 
で

あ

る

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

父

と

子

の

揃

ひ

の

シ

ャ

ツ

や

梅

雨

明

く

る

 
 
 
 

友

子 

  

梅

雨

の

時

期

は

雨

に

降

り

こ

め

ら

れ

、

気

分

的

に

外

出

も

控

え

目

と

な

る

。

梅

雨

明

は

気

持

ち

を

開

放

さ

せ

、

活

動

的

に

さ

せ

る

。

そ

の

よ

う

な

時

期

の

到

来

を

目

指

し

て

、

作

者

の

妻

が

父

と

子

へ

お

揃

い

の

シ

ャ

ツ

を

準

備

し

て

い

る

。

こ

の

梅

雨

明

を

心

待

に

す

る

気

持

ち

は

普

遍

的

に

受

け

入

れ

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

句

に

賛

同

者

が

多

い

の

は

理

解

で

き

る

。 

 

【

作

句

の

薬

味

】

 

『 

主

役

を

俳

句

の

主

題

に

引

き

つ

け

る

よ

う

に

工

夫

す

る

こ

と

』 

 

メ

リ

ハ

リ

の

効

い

た

俳

句

に

仕

上

げ

る

方

法

の

一

つ

に

、 

そ

の

俳

句

の

主

人

公

を

浮

か

び

上

が

ら

せ

、 

俳

句

の

主

題

に

よ

り

引

き

つ

け

る

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

構

成

音

数

が

限

定

さ

れ

て

い

る

俳

句

の

約

束

事

と

し

て

、

俳

句

の

主

語

は

作

者

本

人

で

あ

る

。

 

勿

論

、

作

者

が

俳

句

中

に

特

定

の

人

物

や

事

物

を

出

し

て

い

る

と

き

は

、

そ

れ

が 

俳

句

の

主

人

公

と

な

る

。

句

会

に

出

さ

れ

た

俳

句

が

、

「

読

者

に

と

っ

て

通

り

一

遍

の

常

識

的

事

項

を

単

に

述

べ

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

」

、 

あ

る

い

は

、

「

読

者

が

持

ち

合

わ

せ

て

い

る

普

遍

的

な

価

値

や

情

感

を

提

示

し

て

い

る

だ

け

に

過

ぎ

な

い

」 

も

の

と

判

断

さ

れ

た

と

き

に

は

、

そ

の

俳

句

は

平

凡

な

も

の

と

し

て

多

く

の

読

者

は

パ

ス

し

て

し

ま

う

。 

 

 

掲

句

で

言

え

ば

、

揃

い

の

シ

ャ

ツ

を

着

る

主

役

は

父

と

子

で

あ

る

。

梅

雨

明

け

を

心

待

ち

に

揃

い

の

シ

ャ

ツ

を

準

備

し

た

と

い

う

の

が

俳

句

の

主

題

で

あ

る

か

ら

、

前

記

【

作

句

の

薬

味

】

に

従

え

ば

、

「

父

と

子

の

揃

ひ

の

シ

ャ

ツ

」

と

い

う

フ

レ

ー

ズ

を

「

父

と

子

の

揃

へ

し

シ

ャ

ツ

」

と

し

て

み

る

の

で

あ

る

。

父

と

子

が

相

談

し

て

揃

い

の

シ

ャ

ツ

を

自

ら

揃

え

た

こ

と

に

す

る

の

で

あ

る

。

 

  

【

作

句

の

薬

味

】

 

『

事

実

は

句

想

を

得

る

出

発

点

で

あ

る

が

、

必

要

に

応

じ

て

こ

れ

か

ら

飛

躍

す

る

こ

と

も

許

さ

れ

る

』 

 
 

事

実

と

し

て

は

シ

ャ

ツ

を

主

体

的

に

揃

え

た

の

は

作

者

で

あ

る

妻

（

受

動

的

な

存

在

と

し

て

の

父

と

子

）

な

の

で

あ

ろ

う

が

、

前

記

の

提

案

句

で

は

、

俳

句

の

主

題

に

主

人

公

に

引

き

付

け

る

工

夫

と

し

て

、

父

と

子

が

自

発

的

意

思

を

持

っ

て

シ

ャ

ツ

を

揃

え

た

（

能

動

的

な

存

在

と

し

て

父

と

子

）

と

い

う

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

（

飛

躍

）

を

入

れ

て

み

た

の

で

あ

る

。 

 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

卯

の

花

の

未

完

の

刺

繍

友

の

逝

く

 
 
 
 

ヤ

エ

子 

 

敬

愛

し

て

い

た

友

人

が

急

逝

し

た

と

の

報

に

接

し

た

作

者

。

今

、

作

者

の

眼

前

に

は

友

人

が

始

め

た

が

未

完

成

の

ま

ま

に

な

っ



た

刺

繍

が

あ

る

。

色

鮮

や

か

な

刺

繍

の

糸

が

繰

り

出

さ

れ

、

刺

繍

の

針

が

刺

さ

れ

て

い

た

ま

ま

か

も

知

れ

な

い

。

俳

句

の

構

文

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

刺

繍

の

題

材

は

「

卯

の

花

」

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

刺

繍

が

未

完

に

終

わ

っ

た

と

い

う

事

実

を

提

示

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

刺

繍

以

外

に

も

多

く

の

仕

事

を

や

り

残

し

た

ま

ま

そ

の

生

を

終

え

た

友

へ

の

哀

惜

の

情

愛

が

良

く

出

て

い

る

。 

 

【

作

句

の

薬

味

】

 

『

季

語

は

現

実

に

そ

こ

に

生

き

て

存

在

す

る

も

の

と

し

て

使

用

す

る

こ

と

』 

刺

繍

の

図

柄

に

選

ば

れ

た

卯

の

花

は

、

今

そ

こ

に

現

実

に

花

を

開

い

て

い

る

季

語

と

し

て

の

「

卯

の

花

」

で

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

掲

句

は

季

語

の

な

い

も

の

と

な

る

。

こ

の

よ

う

な

非

季

語

的

な

用

法

は

、

〈

朝

の

ひ

ま

モ

ネ

の

画

集

白

日

傘

〉

の

「

白

日

傘

」

も

同

じ

で

あ

る

。

画

集

や

文

学

作

品

、

手

芸

作

品

、

書

画

作

品

、

写

真

な

ど

に

現

れ

た

も

の

は

、

そ

の

季

語

性

が

否

定

さ

れ

る

の

で

あ

る

。 

「

卯

の

花

」

を

季

語

と

し

て

扱

い

、

掲

句

を

構

成

し

直

す

と

す

れ

ば

、

〈

卯

の

花

や

友

の

未

完

の

刺

繍

糸

〉

と

提

案

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

【

作

句

の

薬

味

】

 

『

イ

メ

ー

ジ

的

に

重

複

す

る

言

葉

は

一

方

に

集

約

す

る

こ

と

』 

 

構

成

音

数

が

少

な

い

俳

句

で

は

、

イ

メ

ー

ジ

が

重

複

す

る

言

葉

の

重

ね

使

用

は

避

け

た

方

が

よ

い

。

こ

の

意

味

で

は

「

未

完

」

と

「

逝

く

」

は

至

近

の

イ

メ

ー

ジ

を

持

つ

の

で

、

上

記

提

案

句

で

は

、

「

未

完

」

に

集

約

し

た

。

「

未

完

」

に

は

、

大

病

の

故

に

刺

繍

を

止

め

た

と

い

う

相

対

的

停

止

と

、

死

に

よ

っ

て

刺

繍

が

続

行

さ

れ

な

か

っ

た

と

い

う

絶

対

的

中

止

の

両

方

が

内

包

さ

れ

る

。

そ

の

ど

ち

ら

と

思

う

か

は

、

読

者

の

鑑

賞

に

任

せ

れ

ば

よ

い

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

山

気

籠

め

蛍

袋

の

ひ

と

つ

づ

つ

 
 
 
 
 

貞

勝 

  

山

気

を

ひ

し

ひ

し

と

感

じ

な

が

ら

山

道

を

辿

っ

て

い

た

と

き

、

ふ

と

眼

に

し

た

蛍

袋

に

そ

の

山

気

が

籠

っ

て

い

る

と

捉

え

た

作

者

の

感

性

は

卓

抜

で

あ

る

。

ま

た

下

五

に

「

ひ

と

つ

づ

つ

」

と

置

い

た

こ

と

も

、

山

気

が

溢

れ

て

い

る

様

子

を

活

写

し

て

い

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

蛍

袋

が

一

層

印

象

的

な

存

在

と

し

て

浮

き

出

て

く

る

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

繕

は

ぬ

歳

時

記

親

し

送

り

梅

雨

 
 
 
 
 

秀

一 

 

俳

人

と

し

て

長

年

使

い

慣

れ

た

歳

時

記

は

そ

の

分

身

の

よ

う

に

身

近

な

存

在

で

あ

る

。

装

丁

や

綴

じ

糸

が

ほ

つ

れ

て

い

る

程

に

使

い

込

み

、

手

に

馴

染

ん

で

い

る

歳

時

記

に

親

し

み

を

感

じ

る

作

者

の

気

持

ち

に

は

共

感

す

る

。

「

送

り

梅

雨

」

と

の

配

合

も

程

良

い

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

か

ろ

が

ろ

と

家

を

持

ち

上

ぐ

梅

雨

出

水

 
 
 

明

美 

 

今

年

の

暴

れ

梅

雨

に

よ

る

各

地

の

惨

状

が

日

々

報

じ

ら

れ

て

い

る

。

安

住

の

地

と

思

い

定

め

た

自

宅

が

、

圧

倒

的

な

水

流

に

よ

っ

て

浮

き

上

が

り

押

し

流

さ

れ

る

の

を

た

だ

見

て

い

る

他

は

な

い

被

災

者

の

こ

と

を

思

う

と

、

い

た

た

ま

れ

な

い

気

持

ち

に

な

る

。

掲

句

の

作

者

は

こ

の

こ

と

を

情

感

深

く

表

す

の

で

は

な

く

、

客

観

的

に

そ

の

状

況

を

示

す

こ

と

に

よ

っ

て

表

そ

う

と

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。 

 



【

作

句

の

薬

味

】

 

『

季

語

の

内

容

を

単

に

説

明

す

る

だ

け

の

記

述

が

避

け

る

べ

き

で

あ

る

こ

と

』 
季

語

の

内

容

を

統

一

的

に

理

解

す

る

手

段

と

し

て

便

利

な

も

の

と

し

て

既

に

歳

時

記

が

種

々

編

ま

れ

て

い

る

。

た

と

え

歳

時

記

と

い

う

便

利

な

書

物

が

存

在

し

て

い

な

く

て

も

、

俳

人

と

し

て

最

低

限

心

得

て

お

く

べ

き

事

項

の

内

容

説

明

に

数

少

な

い

構

成

音

数

を

浪

費

す

る

こ

と

は

避

け

る

べ

き

で

あ

る

。

俳

句

の

主

題

を

十

分

提

示

し

な

い

う

ち

に

全

構

成

音

数

を

使

い

切

る

こ

と

に

な

り

、

俳

句

を

貧

弱

な

も

の

と

す

る

か

ら

で

あ

る

。 

掲

句

の

上

五

、

中

七

は

季

語

「

梅

雨

出

水

」

の

内

容

説

明

に

近

い

も

の

で

あ

る

が

、

感

情

移

入

を

し

な

い

で

、

淡

々

と

家

が

流

さ

れ

る

様

子

を

示

し

た

も

の

と

評

価

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。 

 【

俳

句

鑑

賞

】

 
 

短

夜

や

転

々

と

し

て

明

け

を

待

つ

 
 
 
 

渓

水 

 

こ

の

短

夜

が

「

熱

帯

夜

」

と

な

っ

て

い

れ

ば

、

賛

同

者

は

少

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

熱

帯

夜

で

あ

れ

ば

、

寝

付

か

れ

な

く

て

転

々

と

す

る

こ

と

は

普

通

の

有

様

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

作

者

は

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

を

思

い

浮

か

べ

、

そ

れ

に

こ

こ

ろ

を

向

け

て

寝

付

か

れ

な

い

時

間

を

過

ご

し

、

夜

明

け

を

待

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

少

し

季

語

の

説

明

に

近

い

句

で

は

あ

る

が

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】

 
 

和

太

鼓

が

呼

び

込

む

夏

の

セ

ー

ル

か

な

 
 
 

明

美 

 
 

 

八

月

と

も

な

れ

ば

盆

踊

の

季

節

で

あ

り

、

そ

の

練

習

や

本

番

で

太

鼓

や

笛

の

音

が

あ

ち

こ

ち

か

ら

聞

こ

え

て

く

る

。

で

も

掲

句

は

盆

踊

で

は

な

く

、

商

店

街

や

デ

パ

ー

ト

の

夏

セ

ー

ル

（

期

末

セ

ー

ル

）

の

こ

と

を

詠

ん

で

い

る

。

太

鼓

の

音

に

呼

び

込

ま

れ

る

買

い

物

客

の

こ

こ

ろ

も

躍

動

し

て

い

る

か

の

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

外

つ

国

の

人

の

後

ゆ

く

盆

踊

り

 
 
 
 
 

ツ

ル

子 

  

国

際

化

は

大

都

市

部

だ

け

で

な

く

、

地

方

都

市

で

も

進

ん

で

い

る

。

単

に

好

奇

心

に

よ

る

も

の

か

、

あ

る

い

は

、

地

域

に

積

極

的

に

溶

け

込

も

う

と

し

て

い

る

の

か

、

盆

踊

り

の

輪

に

参

加

す

る

外

国

人

の

姿

が

よ

く

み

ら

れ

る

。

日

本

人

の

作

者

は

そ

の

外

国

人

の

後

ろ

に

つ

い

て

踊

り

の

輪

を

回

っ

て

い

る

。

踊

り

の

手

振

り

を

外

国

人

に

合

わ

せ

て

い

る

の

か

も

知

れ

な

い

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

熱

帯

夜

か

す

か

に

あ

り

し

皮

膚

呼

吸

 
 
 
 

明

美 

 
 

哺

乳

類

の

皮

膚

に

は

、

皮

脂

腺

や

汗

腺

と

い

っ

た

様

々

な

外

分

泌

腺

が

存

在

し

て

お

り

、

皮

膚

や

体

毛

の

状

態

を

保

つ

と

と

も

に

身

体

の

恒

常

性

維

持

な

ど

に

利

用

さ

れ

て

い

る

。

特

に

ヒ

ト

の

場

合

に

は

哺

乳

類

で

は

珍

し

く

、

汗

腺

か

ら

分

泌

さ

れ

る

汗

が

体

温

調

節

の

機

能

を

も

担

っ

て

い

る

。

こ

れ

を

皮

膚

呼

吸

と

い

う

こ

と

が

あ

る

が

、

こ

の

意

味

で

の

皮

膚

呼

吸

が

全

呼

吸

に

占

め

る

割

合

（

酸

素

摂

取

量

の

割

合

）

は

、

温

度

条

件

な

ど

に

よ

っ

て

異

な

っ

て

い

る

が

、

ヒ

ト

で

は1
%

以

下

と

さ

れ

て

い

る

。 

 
 

通

常

の

肺

に

よ

る

呼

吸

だ

け

で

は

間

に

合

わ

ず

、

取

る

に

足

り

な

い

皮

膚

呼

吸

に

も

頼

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

ま

で

大

袈

裟

に

言

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

当

地

の

熱

帯

夜

の

も

の

凄

さ

を

表

し

て

い

る

。 

熱

帯

夜

を

詠

む

に

あ

た

っ

て

皮

膚

呼

吸

を

持

ち

出

し

た

俳

句

に

は

初

め

て

出

会

っ

た

。

俳

句

へ

新

し

い

言

葉

を

積

極

的

に

取

り

込

も

う

と

す

る

作

者

の

姿

勢

に

は

好

感

が

持

て

る

。 



  

【

作

句

の

薬

味

】

 

『

季

語

に

対

置

す

る

も

の

と

し

て

具

体

性

の

あ

る

事

物

が

最

適

で

あ

り

、

観

念

や

概

念

を

対

置

す

る

と

、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

俳

句

は

独

り

よ

が

り

の

弱

い

も

の

と

な

り

易

い

こ

と

』 

 
  

掲

句

で

出

て

き

た

皮

膚

呼

吸

は

、

皮

脂

腺

や

汗

腺

と

い

っ

た

外

分

泌

腺

で

現

実

に

行

わ

れ

て

い

る

具

体

的

事

象

で

あ

る

か

ら

、

観

念

や

概

念

で

は

な

い

。 

 

【

俳

句

鑑

賞

】 

テ

ー

ブ

ル

に

夏

鳩

の

立

ち

ポ

テ

ト

や

る

 
 

真

三 

  

鳩

そ

の

も

の

は

季

語

で

は

な

い

か

ら

、

「

夏

鳩

」

と

い

っ

て

も

そ

の

季

語

性

は

脆

弱

で

あ

る

。

日

盛

の

な

か

餌

を

探

し

て

い

る

鳩

が

、

作

者

の

テ

ー

ブ

ル

に

飛

び

乗

っ

た

。

そ

れ

に

対

し

て

、

作

者

は

追

い

払

う

こ

と

は

せ

ず

、

ポ

テ

ト

の

一

切

れ

を

与

え

た

の

で

あ

る

。

好

ま

し

い

風

景

で

あ

る

。 

 
 
 

 

 

【

作

句

の

薬

味

】 

『

元

々

季

語

で

は

な

い

動

物

や

植

物

な

ど

に

春

夏

秋

冬

の

一

語

を

付

け

て

も

そ

の

季

語

性

は

弱

い

も

の

で

あ

る

こ

と

』 

 

掲

句

の

夏

鳩

が

こ

れ

に

当

た

る

。

掲

句

は

、

少

し

手

直

し

す

れ

ば

、

〈

日

盛

や

テ

ー

ブ

ル

の

鳩

へ

ポ

テ

ト

や

る

〉

と

す

る

こ

と

も

で

き

る

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

文

責

：

 
 

代

表

 

増

田

 

守

） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


