
一

〇

〇

号

記

念

 

 
 

 
 

 
角

川

源

義

と

「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』

論

考 

大

山

雅

由 

「

隗

」

誌

は

、

平

成

二

十

五

年

七

月

で

創

刊

一

〇

〇

号

と

な

り

ま

す

。 

角

川

照

子

先

生

が

急

逝

さ

れ

た

翌

平

成

十

七

年

四

月

、
「

隗

」

は

創

刊

さ

れ

ま

し

た

。

ま

た

、
「

隗

」

の

誕

生

を

喜

び

、

い

つ

も

や

さ

し

い

眼

差

し

を

向

け

て

い

て

く

だ

さ

っ

た

井

桁

白

陶

先

生

は

平

成

二

十

年

六

月

に

鬼

籍

に

入

ら

れ

ま

し

た

。 

「

隗

」
誌

は

、
そ

の

誕

生

に

際

し

て

、
か

つ

て

属

し

た
「

河

」
の

会

員

を

誘

う

こ

と

は

し

な

い

こ

と

を

角

川

春

樹

主

宰

に

明

言

し

て

発

足

し

ま

し

た

。
し

た

が

っ

て

、
そ

れ

ま

で

に

十

数

年

前

か

ら

続

け

て

き

た

「

俳

句

勉

強

会

」

か

ら

は

じ

ま

っ

た

「

隗

」

の

会

員

は

、

俳

句

の

指

導

者

と

し

て

は

筆

者

し

か

知

ら

な

い

方

が

ほ

と

ん

ど

で

、
照

子
・
白

陶

両

先

生

の

謦

咳

に

接

し

て

い

る

方

も

数

え

る

ほ

ど

し

か

お

り

ま

せ

ん

。

 

常

日

頃

か

ら

、
角

川

源

義

の

俳

句

を

継

承

す

る

こ

と

を

口

に

し

、
そ

の

影

響

を

最

も

深

く

受

け

た

白

陶

先

生

の

俳

句

を

折

に

ふ

れ

て

取

り

上

げ

て

い

ま

す

が

、
こ

れ

を

機

会

に

源

義

師

の

俳

句

と

は

ど

う

い

う

も

の

で

あ

っ

た

の

か

振

り

返

っ

て

み

ま

し

ょ

う 

「

隗

」

で

俳

句

を

学

び

は

じ

め

る

と

、
「

俳

句

は

五

七

五

で

あ

り

な

が

ら

、

実

は

五

・

七

五

あ

る

い

は

五

七
・
五

な

の

で

す

よ

」
と

い

う

言

葉

を

幾

度

も

聞

か

れ

た

こ

と

と

思

い

ま

す

。

こ

れ

は

、
「

二

句

一

章

」

を

と

も

か

く

身

に

つ

け

さ

せ

た

い

と

い

う

こ

と

か

ら

口

が

酸

っ

ぱ

く

な

る

ほ

ど

く

り

返

し

言

い

続

け

て

い

る

こ

と

な

の

で

す

。 

 

角

川

源

義

師

が

、
大

須

賀

乙

字

の

提

唱

し

た
「

二

句

一

章

」
の

俳

句

を

実

践

し

、
後

に

「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』

論

」

を

展

開

し

た

こ

と

は

広

く

知

ら

れ

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、
こ

の
「

俳

句
『

も

ど

き

芸

』
論

」
に

つ

い

て

は

、
最

近

で

は

ほ

と

ん

ど

取

り

あ

げ

ら

れ

る

こ

と

も

な

く

、
ま

れ

に

言

及

さ

れ

る

こ

と

が

あ

っ

て

も

、
隔

靴

掻

痒

の

も

ど

か

し

さ

を

ぬ

ぐ

い

き

れ

ま

せ

ん

。 

こ

こ

で

は

、

源

義

師

の

も

っ

と

も

重

要

な

こ

の

「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』
」

を

手

が

か

り

に

し

て

、
こ

れ

か

ら

あ

る

べ

き
「

隗

」
の

俳

句

と

は

ど

う

い

う

も

の

か

に

つ

い

て

考

え

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

源

義

師

が
「

も

ど

き

芸

」
と

い

う

言

葉

を

最

初

に

用

い

た

の

は

、
昭

和

三

十

九

年

の

こ

と

で

し

た

。 

 

「

長 た

け

高

く

幽

玄

で

あ

つ

た

連

歌

は

月

並

化

し

、
連

歌

批

判

と

し

て

誕

生

し

た

、
奴

俳

 



諧

・

歌

舞

伎

俳

諧

は

、

正

統

な

も

の

へ

の

も

ど

き

芸

・

悪

態

芸

と

し

て

現

は

れ

た

。

同

じ

く

隠

者

文

芸

で

も

、
こ

の

方

は

市

井

的

で

抵

抗

的

生

活

態

度

が

あ

っ

た
・
・
・
」 

（

昭

和

三

十

九

年

「

河

」

九

月

号

「

青

柿

山

房

雑

記

」

の

「

歳

時

記

覚

書

」
） 

 

と

あ

る

だ

け

で

、
し

か

も

こ

の

箇

所

で

し

か

こ

の
「

も

ど

き

」
と

い

う

語

は

用

い

ら

れ

て

は

い

ま

せ

ん

で

し

た

。
そ

れ

は

、
い

わ

ば

文

学

史

的

解

説

を

ほ

ん

の

ち

ら

と

述

べ

た

程

度

の

も

の

で

あ

っ

た

と

い

っ

て

も

い

い

も

の

で

し

た

。 

で

は

、

本

来

、
「

も

ど

き

」

と

は

ど

ん

な

も

の

な

の

で

し

ょ

う

か

。

こ

こ

で

ち

ょ

っ

と

煩

雑

な

よ

う

で

す

が

、
芸

能

上

の

用

語

で

あ

る
「

も

ど

き

」
に

つ

い

て

折

口

信

夫

の

見

解

を

み

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 

「

日

本

の

藝

能

に

は

、
或

本

藝

が

あ

る

と

、
必

、
そ

れ

を

も

ど

く

藝

が

あ

る

。
も

ど

 

く

と

言

ふ

語

は

、
反

對

す

る

と

言

ふ

語

だ

が

、
神

に

對

し

て

、
一

段

低

い

で

も

ん

と 

か

す

ぴ

り

つ

と

か

言

ふ

も

の

が

、

神

の

為

業

を

邪

魔

し

て

、

脇

か

ら

じ

や

れ

た

り 

か

ら

か

ひ

か

ゝ

つ

た

り

、

じ

ら

す

様

な

こ

と

を

す

る

。
・

・

・
（

略

）

雑

談

ジ
ョ
ウ
ダ
ン

・

・

・

を 

言

ひ

か

け

た

り

、
お

ひ

や

ら

か

し

た

り

す

る

事

か

ら

、
更

に

、
本

藝

の

意

味

を

敷

衍 

し

、
延

長

し

て

、
訣

る

様

に

す

る

事

、
即

ち

、
説

明

的

な

演

技

を

行

ふ

こ

と

を

も

意

 

味

し

て

ゐ

る

。 

 
 
 

翁

に

對

し

て

三

番

叟

は

、

ち

や

う

ど

そ

の

も

ど

き

役

の

や

う

で

あ

る

。

藝

能

を

以 

て

、
翻

譯

す

る

こ

と

が

、
も

ど

く

の

語

義

に

な

る

の

だ

・
・
・

そ

し

て

、
翁

の

祝

福

 

が

、
此

家

に

と

つ

て

、
又

此

村

に

と

つ

て

、
か

う

言

ふ

意

味

を

持

つ

て

ゐ

る

、
な

ど

ゝ 

言

ふ

風

に

、
そ

れ

ぞ

れ

の

、
家

や

村

の

望

ん

で

ゐ

る

様

に

、
翁

の

歌

舞

の

意

義

を

演 

鐸

し

、
説

明

す

る

。
こ

れ

が

翁

に

對

し

て

三

番

叟

の

存

在

す

る

理

由

で

あ

り

、
こ

の

 

も

ど

き

役

が

、

三

番

叟

の

為

事

で

あ

る

。
」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『

日

本

藝

能

史

序

説

』
） 

  
 
 

「

田

楽

で

は

『

も

ど

き

』

と

言

ふ

役

方

が

あ

り

ま

し

た

。
・

・

・

東

京

な

ど

で

言

ふ

と

、

里

神

楽

の

ひ

よ

つ

と

こ

の

役

が

『

も

ど

き

』

で

、

お

面

の

名

ま

で

『

も

ど

き

』

と

言

ひ

ま

す

。
こ

の
『

も

ど

き

』
役

に

当

る

も

の

は

、
能

を

見

ま

す

と

あ

ら

ゆ

る

所

に

顔

を

出

し

て

来

ま

す

。
狂

言

な

る

も

の

は

、
多

く

の

場

合
『

も

ど

き

』
役

で

あ

っ

て

・

・

・
（

略

）
・

・

・

例

え

ば

能

楽

の

中

、

最

古

く

、

最

厳

粛

な

も

の

と

思

は

れ

る

『

翁

』

を

捉

へ

て

考

へ

て

見

ま

す

と

・

・

・
（

略

〉
・

・

・

結

局

、
『

翁

』

が

出

て

来

て

し

た

事

を

三

番

叟

が

ま

う

一

度

現

れ

て

そ

の

説

明

を

す

る

こ

と

に

な

る

の

だ

と

思

ひ

ま

す

。

つ

ま

り

三

番

叟

は

翁

の

も

ど

ぎ

な

の

で

す

。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
「

日

本

藝

能

の

特

殊

性

」
） 

 

引

用

が

長

く

な

り

ま

し

た

が

、
こ

と

ば

の

概

念

を

正

し

く

掴

ん

で

お

か

な

い

と

曖

昧

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

の

で

お

付

き

合

い

く

だ

さ

い

。 



こ

れ

が

芸

能

上

の

、
い

わ

ゆ

る

狭

義
．

．
の
「

も

ど

き

」
で

す

。
こ

れ

に

対

し

て

、
源

義

師

が
「

歳

時

記

覚

書

」

で

使

っ

て

い

る
「

も

ど

き

」
は

、

文

芸

上

の

広

義
．

．
の
「

も

ど

き

」
で

あ

っ

て

、
「

奴

俳

諧

・

歌

舞

伎

俳

諧

は

、

正

当

な

も

の

へ

の

も

ど

き

芸

・

悪

態

芸

」

と

い

う

言

い

方

に

も

わ

か

る

よ

う

に

、
「

反

対

の

も

の

・

ま

ね

る

」

の

意

か

ら

本

歌

取

り

・

駄

洒

落
・
地

口
・
パ

ロ

デ

イ

ま

で

を

も

包

含

し

た

も

の

と

な

っ

て

い

る

と

考

え

て

よ

い

で

し

ょ

う

。 

こ

の

よ

う

に

、
昭

和

三

十

九

年

時

点

で

の
「

も

ど

き

」
へ

の

言

及

は

、
先

に

見

た

よ

う

に

実

に

素

っ

気

の

な

い

も

の

で

し

た

が

、
こ

れ

が

意

識

的

な

方

法

論

と

し

て

の
「

俳

句
『

も

ど

き

芸

』
」

論

と

し

て

登

場

す

る

の

は

、

昭

和

四

十

六

年

五

月

ま

で

待

た

ね

ば

な

り

ま

せ

ん

で

し

た

。 

源

義

師

の

「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』
」

論

は

、

大

須

賀

乙

字

の

二

句

一

章

と

深

く

つ

な

が

っ

て

い

る

と

述

べ

ま

し

た

が

、
そ

れ

を

理

解

す

る

た

め

に

は

、
こ

こ

で

俳

諧
（

連

句

）
の

構

造

を

見

て

お

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。 

「

俳

諧

の

古

今

集

」

と

も

言

わ

れ

る

『

猿

蓑

』
（

元

禄

四

年

刊

）

の

中

で

も

、

も

っ

と

も

よ

く

で

き

た

一

巻

で

あ

る

「

灰

汁

桶

の

巻

」

に

即

し

て

み

て

み

ま

し

ょ

う

。

 

 

 

（

Ａ

） 

灰

汁

あ

く

桶 お

け

の

雫
し
づ
く

や

み

け

り

き

り

ぎ

り

す 
 

 
 

 

凡

兆

（

発

句

） 

 

（

Ｂ

） 

あ

ぶ

ら

か

す

り

て

宵 よ

ひ

寝 ね

す

る

秋 
 

 
 

 
 

 
 

芭

蕉

（

脇

句

） 

 

（

Ｃ

） 

新 あ

ら

畳
だ
た
み

敷

き

な

ら

し

た

る

月

か

げ

に 
 

 
 

 
 
 

野

水

（

第

三

句

） 

 

（

Ｄ

） 

な

ら

べ

て

嬉 う

れ

し

十

の

さ

か

づ

き 
 

 
 

 
 

 

去

来

（

四

句

目

） 

 

（

Ａ

）
は

、
二

章

体

の

発

句
（

立

句

）
で

、
そ

れ

自

体

と

し

て

完

結

し

て

い

ま

す

。
土

間

の

片

隅

に

で

も

置

い

て

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

、

先

ほ

ど

ま

で

ぽ

た

り

く
と

聞

え

て

い

た

灰

汁

桶

の

雫

が

、
い

つ

の

間

に

か

止

み

、
こ

お

ろ

ぎ
（

当

時

の
「

き

り

ぎ

り

す

」
は

こ

お

ろ

ぎ

の

こ

と

）
の

鳴

く

音

が

ひ

と

き

わ

高

く

聞

え

る

こ

と

よ

と

い

う

、
わ

び

し

い

農

家

の

様

が

詠

ま

れ

て

い

ま

す

。
初

秋

の

庭

の

閑

か

さ

が

、
こ

お

ろ

ぎ

の

音

と

と

も

に

い

っ

そ

う

静

寂

を

深

め

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。
ふ

っ

と

雫

の

音

の

止

っ

た

一

瞬

の

心

理



の

動

き

を

よ

く

捉

え

得

た

み

ご

と

な

立

句

と

な

っ

て

い

ま

す

。

 

（

Ｂ

）
の

脇

句

で

は

、
行

燈

の

油

も

か

す

れ

て

底

を

つ

い

て

し

ま

い

ま

し

た

。
寝

る

に

は

ま

だ

少

し

早

い

の

で

す

が

、
そ

の

ま

ま

宵

寝

を

し

て

し

ま

っ

た

と

い

う

の

で

す

。
前

句

の

わ

び

し

い

余

情

に

た

い

し

て

「

あ

ぶ

ら

か

す

り

て

」

は

移

り

が

よ

い

で

し

ょ

う

。

 

 

（

Ｃ

）
月

の

句

。
定

座

の

月

が

二

句

繰

り

上

が

っ

て

い

ま

す

。
前

句

の

宵

寝

の

わ

び

し

さ

を

青

々

と

し

た

新

畳

で

、
月

の

清

光

を

楽

し

む

と

い

う

悠

容

た

る

ゆ

た

か

さ

に

転

じ

た

付

け
．

．
と

な

り

ま

し

た

。
発

句

・

脇

で

構

成

さ

れ

た

侘

び

の

世

界

を

一

転

さ

せ
「

新

畳

」
の

一

語

が

よ

く

効

い

て

い

ま

す

。 

 

（

Ｄ

）

前

句

に

漂

う

ゆ

た

か

な

開

放

的

気

分

を

受

け

て

、
「

な

ら

べ

て

嬉

し

」

と

心

の

う

ち

と

け

た

親

し

い

者

同

士

の

慶

事

・

祝

の

座

と

み

て

、

饗

応

の

趣

を

付

け

た

の

で

す

。 

 

連

句

は

漢

詩

の

起

承

転

結

の

影

響

か

ら

は

じ

ま

り

ま

し

た

が

、
結

へ

の

転

じ

は

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

発

句

（

Ａ

）

を

脇

（

Ｂ

）

が

「

承

け

」

て

付

け

、
（

Ｂ

）

を

転

じ

て

（

Ｃ

）

が

付

け

、

（

Ｃ

）

を

さ

ら

に

転

じ

て

（

Ｄ

）

が

付

け

る

ま

す

が

、
（

Ｄ

）

は

（

Ｂ

）

と

は

ま

っ

た

く

か

か

わ

り

が

あ

り

ま

せ

ん

。

先

へ

先

へ

と

転

じ

て

付

け

て

い

き

ま

す

。

 

 

こ

の

よ

う

に
「

付

け
．

．
と

転

じ
．

．
」
が

俳

諧
（

連

句

）
の

真

骨

頂

で

あ

っ

た

れ

ば

か

ら

こ

そ

、

「

発

句

は

門

人

の

中

、
予

に

お

と

ら

ず

句

す

る

人

多

し

。
俳

諧

に

お

い

て

は

老

翁

が

骨

髄

」

と

い

う

芭

蕉

の

自

負

も

こ

こ

に

あ

っ

た

の

で

す

。 

 

こ

う

し

て

一

巻

の

歌

仙

は
「

付

け

と

転

じ

」
の

繰

り

返

し

に

よ

っ

て

完

成

さ

れ

る

の

で

す

が

、

俳

文

学

者

の

東

明

雅

は

こ

う

述

べ

て

い

ま

す

。 

  
 

 

「

我

々

が

俳

諧

そ

し

て

連

歌

の

起

源

に

遡

る

時

、
そ

の

発

生

が

古

代

の
『

か

け

あ

い

』
（

問

答

・

唱

和

）

に

あ

っ

た

こ

と

と

と

も

に

、

古

代

の

文

学

や

神

事

に

あ

ら

わ

れ

る
『

も

ど

き

』
の

精

神

に

、
思

い

を

致

さ

な

い

わ

け

に

は

い

か

な

い
・
・
・（

略

）・
・
・

俳

諧

の
『

転

じ

』
の

精

神

の

中

に

、
私

は

遠

い

遠

い

古

代

の
『

も

ど

き

』
の

精

神

を

感

じ

、
こ

れ

こ

そ

俳

諧

そ

れ

自

体

の

精

神

で

あ

る

と

と

も

に

、
俳

諧

を

進

展

さ

せ

て

い

く

『

転

じ

』

の

原

動

力

に

な

る

も

の

と

考

え

る

。
」 

（

東

明

雅

『

連

句

入

門

』
） 

 

こ

の
「

転

じ

」
の

精

神

は

、「
発

句

は

物

を

合

す

れ

ば

、
出

来

る

な

り

。
其
（

の

）
能 よ

（

く

）

取

合

す

る

を

上

手

と

云
（

ひ

）
、
悪

敷

あ

し

き

を

下

手

と

云

ふ

」
（
『

去

来

抄

』
）
の

芭

蕉

の

こ

と

ば

に

も

あ

る

よ

う

に

、
「
取

り

合

わ

せ

」
の

技

法

が

次

第

に

高

め

ら

れ

て

い

き

、
連

句

の
「

付

け

合

い

」
が

一

句

の

な

か

に

吸

収

さ

れ

る

ま

で

に

浸

透

し

て

い

っ

た

と

き

に

、
独

吟

の

俳

句

と

し

て

実

を

結

ん

だ

も

の

と

い

っ

て

よ

い

で

し

ょ

う

。

 

 

そ

し

て

、
こ

の
「

転

じ

」
の

精

神

を

、
源

義

師

は
「

も

ど

き

転

換

」
と

呼

ぶ

こ

と

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

さ

て

、
昭

和

四

十

六

年

五

月

、
百

五

十

号

の

節

目

を

迎

え

て

い

た

俳

句

誌
「

河

」
は

創

刊

号

の

「

発

刊

の

言

葉

」

を

採

録

し

、

文

字

通

り

角

川

源

義

師

の

「

こ

れ

か

ら

の

俳

句

」

の

方

向

を

示

し

て

い

た

の

で

す

。 

 



 

「

選

句

し

て

み

る

と

、
二

句

一

章

の

方

法

が

俳

句

と

し

て

、
あ

る

べ

き

姿

だ

と

痛

感

 

す

る

や

う

に

な

つ

た

。
し

か

し

俳

句

は

二

句

一

章

で

あ

れ

ば

い

い

と

い

ふ

も

の

で

は

な

 

い

。
俳

諧

は

も

と

も

と

、
和

歌

・

連

歌

の

や

う

な

典

型

に

対

す

る
『

も

ど

き

芸

』
と

し

 

て

成

立

し

て

ゐ

る

。
二

句

一

章

の

方

法

は

、
陰

中

陽

を

求

め

、
明

中

暗

を

探

る

も

の

で

 

あ

り

、
相

反

す

る

性

格

が

結

ぱ

れ

て

一

章

の

俳

句

に

結

晶

す

る

と

こ

ろ

に

意

味

が

あ

り

、 

俳

諧

の

転

生

が

あ

る

筈

だ

と

思

ふ

。
か

う

し

た

人

生

風

詠

の

道

に

こ

そ

、
救

ひ

が

見

出

 

さ

れ

る

わ

け

で

あ

る

。
自

己

を

凝

視

し

、
自

己

表

現

し

つ

つ

、
自

己

救

済

を

は

か

り

得 

る

。
」 

 

 

と

こ

ろ

で

、
師

は

、
こ

れ

に

先

立

つ

昭

和

四

十

五

年

六

月

刊

行

の
『

芭

蕉

の

本

４

』（

角

川

書

店

）
の

巻

頭

に
「

発

想

と

表

現

」
と

題

す

る

文

章

を

発

表

し

て

い

ま

す

。
こ

こ

で

は

『

信

貴

山

縁

起

絵

巻

』

を

例

と

し

て

こ

う

説

い

て

い

ま

す

。

 

絵

巻

で

は

巻

子

を

右

に

巻

き

取

る

に

し

た

が

っ

て

、
時

間
・
空

間

が

移

っ

て

ゆ

き

ま

す

が

、

こ

こ

に

は

「

順

勝

手

」

と

「

逆

勝

手

」

と

い

う

技

法

が

あ

り

、

絵

巻

の

「

霞

」
が

時

間

的

・

心

理

的

な
「

間

」
を

生

み

出

し

て

い

て

、
そ

れ

は

あ

た

か

も

俳

句

の
「

切

字

」
の

よ

う

な

効

果

を

果

た

し

て

い

る

と

指

摘

し

ま

し

た

。 

さ

ら

に

こ

う

続

け

て

い

ま

す

。 

 

短

歌

の

よ

う

な

直

叙

法

の

世

界

は

順

勝

手

に

よ

る

も

の

が

、
ほ

と

ん

ど

で

あ

る

。
俳

 

句

の

よ

う

に

十

七

字

詩

型

と

い

う

限

ら

れ

た

文

芸

の

世

界

で

は

極

端

な

省

略

を

必

 

要

と

し

、
そ

の

た

め

に

は

切

字

の

効

果

が

考

え

出

さ

れ

、
多

元

的

な

表

現

を

と

る

逆

 

勝

手

が

ふ

さ

わ

し

い

。
和

歌
・
短

歌

の

月

並

化

に

抵

抗

し

て

発

生

し

た

俳

諧

は

、
過

 

去

の

典

型

に

対

し

て

逆

説

的

な

手

法

を

と

る

の

は

当

然

で

あ

っ

た

。
典

型

に

対

す

る

 

「

も

ど

き

」
芸

は

卑

俗

で

あ

っ

た

が

、
芭

蕉

は

こ

の
「

も

ど

き

」
芸

を

芸

の

世

界

ま

 

で

高

め

た

。

短

歌

は

論

理

的

で

あ

る

が

、

俳

句

は

非

論

理

的

・

超

論

理

的

で

あ

る

。 

 こ

こ

に

、

は

じ

め

て

、
「

二

句

一

章

」

と

「

も

ど

き

芸

」

と

が

結

び

付

け

ら

れ

て

く

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。 

昭

和

三

十

九

年

九

月
（

四

十

七

歳

）
か

ら

四

十

六

年

五

月
（

五

十

四

歳

）
―

こ

の

七

年

の

間

に

、
角

川

源

義

師

の

な

か

で
「

も

ど

き

」
は

大

き

く

質

的

転

換

を

と

げ

る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

す

。

で

は

、

そ

の

理

由

は

何

で

あ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

 

そ

こ

に

は

、
表

現

方

法

と

し

て

の
「

二

句

一

章

」
論

の

発

展

と

深

化

を

目

指

す

と

い

う

強

い

意

志

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

自

身

の

選

句

の

中

で

、
文

語

と

口

語

の

混

合

し

た

句

に

よ

く

出

会

う

よ

う

に

な

っ

て

き

て

お

り

、
俳

句

と

し

て

の
（

口

語

発

想

と

文

語

発

想

の

混

同

か

ら

く

る

）
リ

ズ

ム

の

乱

れ

な

ど

を

ど

う

指

導

し

て

い

っ

た

ら

い

い

か

と

い

う

観

点

か

ら

、
「

二

句

一

章

」

と

「

俳

句

の

切

れ

」
の

問

題

を

捉

え

返

し

て

い

か

な

く

て

は

な

ら

な

い

と

考

え

て

い

っ

た

よ

う

で

す

。 

今

で

も

時

に

、
「

二

句

一

章

の

指

導

は

む

ず

か

し

」

と

い

う

声

を

聞

く

こ

と

も

あ

り

ま

す

が

、
大

須

賀

乙

字

の

二

句

一

章

論

も

な

か

な

か

理

解

さ

れ

に

く

い

も

の

で

あ

っ

た

よ

う

で

す

。 

 

『

大

須

賀

乙

字

俳

論

集

』（

講

談

社

学

術

文

庫

版

）
よ

り

そ

の

説

を

み

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 



 
 

 
「

一

章

の

俳

句

に

一

ケ

所

の

大

休

止

を

置

く

、
そ

は

省

筆

上

の

約

束

で

あ

る

。
そ

 
し

て

こ

の

大

体

止

す

な

わ

ち

句

切

れ

が

全

体

の

調

子

を

引

き

し

め

る

の

で

あ

る

。 

す

な

わ

ち

五
・
七

五

あ

る

い

は

五

七
・
五

あ

る

い

は

七

五
・
五

等

の

二

句

一

章

と

 

な

る

。
」 

 
 

 

「

句

切

れ

の

大

省

筆

に

よ

っ

て

、
し

か

も

綿

々

た

る

藕

糸

ぐ

う

し

断

た

れ

ざ

る

も

の

が

な

 

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
「

俳

句

調

子

論

」
） 

  

「

切

れ

」
、

す

な

わ

ち

「

大

休

止

」

が

あ

る

こ

と

に

よ

っ

て

韻

文

と

な

る

と

の

意

で

し

ょ

う

。
そ

し

て

、
そ

の

お

お

き

な

間

を

つ

な

ぐ

も

の

は
「

綿

々

た

る

藕

糸

ぐ

う

し

断

た

れ

ざ

る

も

の

」
、

つ

ま

り

目

に

は

見

え

る

か

見

え

な

い

か

の

細

い

糸

で

つ

な

が

っ

て

い

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

だ

と

言

っ

て

い

る

の

で

す

。
「

藕

糸

ぐ

う

し

」

と

は

、

蓮

根

を

手

で

折

っ

た

と

き

に

見

る

こ

と

の

で

き

る

極

め

て

細

い

糸

状

の

も

の

の

こ

と

で

す

。
し

た

が

っ

て

寓

意

的
・
恣

意

的

な

も

の

が

見

え

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

の

謂

い

な

の

で

す

。

 

 

乙

字

の

二

句

一

章

論

は

、
ま

た

、
そ

の

写

意

論

と

表

裏

一

体

の

も

の

で

も

あ

り

ま

し

た

。 

 
 

「

子

規

の

俳

論

は

写

生

を

説

く

に

止

っ

て

、

写

意

に

進

ま

な

か

っ

た

。
」

 

 
 

 

「

写

生

は

写

生

だ

け

で

一

つ

の

目

的

を

達

し

て

お

り

。
ま

た

そ

れ

だ

け

で

一

種

の

芸

術

で

あ

る

け

れ

ど

、
創

造

の

世

界

を

示

し

て

く

れ

る

も

の

で

は

な

い

。
そ

こ

は

写

意

に

待

た

ね

ば

な

ら

ぬ

。
」 

 

「

僅

々

十

七

宇

内

外

の

俳

句

に

あ

っ

て

は

、
描

写

は

そ

の

能

く

す

る

と

こ

ろ

に

あ

ら

ず

、

喚

起

し

暗

示

す

る

の

で

あ

る

か

ら

し

て

、

専

ら

写

意

に

行

か

ね

ば

な

ら

ぬ

。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「

写

生

か

ら

写

意

に

」
） 

  

虚

子

の

客

観

写

生

が

つ

い

に

は

瑣

末

主

義

ト

リ

ビ

ア

リ

ズ

ム

に

陥

っ

て

い

っ

た

弊

を

思

う

と

き

、
乙

字

の

写

意

論

は

含

蓄

に

富

む

も

の

で

あ

り

ま

し

た

。 

 

対

象

を

凝

視

し

て

、
そ

こ

に

う

ご

く

自

ら

の

心

を

詠

み

止

め

る

。
し

か

し

、
己

の

感

情

を

生

の

ま

ま

に

出

す

の

で

は

な

く

、

物

に

托

し

、

季

語

に

托

し

て

語

ら

し

め

る

の

で

す

。 

 

こ

れ

が

角

川

源

義

師

の

考

え

て

い

た

二

句

一

章

論

で

は

な

か

っ

た

で

し

ょ

う

か

。
 

そ

し

て

、

そ

の

深

化

・

展

開

を

考

え

た

と

き

に

、
「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』

論

」

が

あ

ら

た

め

て

意

識

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

い

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

の

で

す

。 

さ

て

、
こ

こ

で

さ

ら

に

指

摘

し

て

お

き

た

い

の

は

、
い

つ

の

こ

ろ

か

ら

か

先

師

の

内

部

に

萌

し

つ

つ

あ

っ

た
「

老

い

」
へ

の

意

識

で

す

。
今

や

、
男

性

の

平

均

余

命

は

七

十

七

歳

を

超

え

、
女

性

の

そ

れ

は

八

十

五

歳

に

も

な

ろ

う

と

い

う

未

曽

有

の

高

齢

化

社

会

に

突

入

し

て

お

り

、
さ

ま

ざ

ま

な

問

題

が

顕

在

化

し

て

き

て

い

ま

す

が

、
昭

和

四

十

年

代

に

入

っ

た

頃

の

源

義

師

は

「

老

い

」

を

ど

う

考

え

て

い

た

の

か

見

て

お

き

ま

し

ょ

う

。

 

 

戦

後

の

混

乱

期

の

真

っ

た

だ

中

に

出

版

業

を

興

し

、
我

武

者

羅

に

働

い

て

、
齢

五

十

を

迎

え

い

ま

ま

で

の

人

生

を

振

り

返

り

ま

す

。
生

の

充

実

を

感

じ

、
或

る

種

の

達

成

感

を

得

た

こ

と

で

し

ょ

う

が

、

ふ

っ

と

思

い

も

よ

ら

ぬ

空

虚

感

に

襲

わ

れ

ま

す

。

こ

ん

な

と

き

、

ひ

と

は

「

老

い

」

を

感

じ

る

の

で

し

ょ

う

か

。 

  
 

 

四

十

二

年

四

月

武

州

御

岳

登

山

の

折

、

 



四

月

の

雪

女

神

に

詣

で

余

生

感 

  

そ

し

て

、
昭

和

四

十

五

年

五

月

、
愛

嬢

真

理

さ

ん

の

突

然

の

死

が

源

義

師

を

襲

っ

た

の

で

す

。 

  
 

「

真

理

を

野

辺

に

送

っ

た

日

か

ら

気

力

を

失

ひ

、
何

事

に

も

手

の

つ

か

ぬ

日

々

を

す

ご

し

た

。
年

齢

に

は

似

合

は

ぬ

晩

年

の

意

識

が

生

じ

た

。
」 

（
『

冬

の

虹

』
あ

と

が

き

） 

  

理

由

の

分

か

ら

な

い

ま

ま

の

突

然

の

自

死

に

直

面

し

、
た

じ

ろ

ぐ

源

義

師

の

姿

が

そ

こ

に

は

あ

り

ま

し

た

。
そ

の

苦

し

さ

の

中

か

ら

、
少

女

の

ま

ま

の

真

理

と

の

対

話

が

句

集

と

な

り

、

遺

髪

を

抱

い

て

の

旅

吟

が

生

ま

れ

ま

し

た

。 

 

亡

き

愛

娘

に

捧

げ

ら

れ

た

『

冬

の

虹

』

―

「

あ

と

が

き

」

に

は

こ

う

述

べ

て

い

ま

す

。 

  
 

「
『

神

々

の

宴

』

に

比

し

て

、

こ

の

句

集

は

明

ら

か

に

変

化

し

て

ゐ

る

と

思

ふ

。

同

世

代

の

友

人

た

ち

の

作

品

を

見

る

と

平

明

で

軽

み

の

句

を

つ

く

る

や

う

に

な

つ

て

ゐ

る

。
私

に

も

そ

れ

が

云

へ

る

や

う

で

あ

る

。
私

は

こ

れ

ま

で

境

涯

俳

句

と

よ

ば

れ

る

や

う

な

俳

句

を

つ

く

ら

な

か

つ

た

が

、
日

々

の

生

活

を

詠

ふ

や

う

に

な

つ

た

。
し

か

し

、
私

は

芭

蕉

晩

年

の

計

が

何

で

あ

つ

た

か

が

思

へ

て

な

ら

ず

、
陰

を

陽

に

転

ず

る

俳

諧

の

企

て

を

つ

づ

け

て

み

た

い

。
」 

 

こ

う

し

て

「

晩

年

の

意

識

」

を

持

た

れ

る

と

と

も

に

、

源

義

師

は

、
「

軽

み

の

句

…

…

陰

を

陽

に

転

ず

る

俳

諧

の

企

て

」

を

明

確

に

自

覚

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

す

。 

 

そ

し

て

、

こ

の

と

き

、

か

れ

の

意

識

の

な

か

に

は

「
『

も

ど

き

芸

』

と

し

て

の

俳

句

」

が

あ

き

ら

に

イ

メ

ー

ジ

さ

れ

て

い

た

の

で

す

。
そ

れ

は

、
ま

た

、
極

め

て

方

法

論

的

な

発

想

で

あ

っ

た

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

こ

こ

に

奇

し

く

も

「

芭

蕉

晩

年

の

計

」

と

言

っ

て

い

る

の

で

す

が

、

芭

蕉

の

「

軽

み

」

も

、
ま

た

、
内

容

の
「

軽

さ

」
で

は

な

く

、
表

現

に

か

か

わ

る

も

の

と

し

て

意

識

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

ま

し

た

。 

  
 

「

木

の

も

と

ハ

汁

も

膾

も

さ

く

ら

哉 

 
 

こ

の

句

の

時

、
師

の

い

は

く

、
花

見

の

句

の

か

ゝ

り

を

少

し

心

得

て

、
か

る

み

を

し

た

り

と

也

。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『

三

冊

子

』
） 

  

句

は

元

禄

三

年

の

作

。「
軽

み

」
の

語

の

出

る

最

も

古

い

出

典

で

す

が

、「
か

ゝ

り

」
は

、

韻

律

・

リ

ズ

ム

と

考

え

ら

れ

ま

し

ょ

う

。 

 

『

去

来

抄

』

な

ら

「

語

路

」

と

言

う

べ

き

で

し

ょ

う

か

。 

 

「

句

に

語

路

ご

ろ

と

い

ふ

物

あ

り

。
句

走

り

の

事

な

り

。
語

路

は

盤

上

ば

ん

じ

ょ

う

を

玉

の

走

る

が

ご 

と

し

。
滞

り

な

き

を

よ

し

と

す

。
ま

た

柳

糸

り

ゅ

う

し

の

風

に

吹

か

る

る

が

ご

と

し

。
優 ゆ

う

を

と 



り

た

る

、
よ

し

。
た

だ

、
溝

水

こ

う

す

い

の

泥

土

に

流

る

る

が

ご

と

く

、
行

当

ゆ

き

あ

た

り

行

当

り

な

づ 

み

た

る

を

嫌

ふ

な

り

。
」 

  

こ

れ

は

、
芭

蕉

の
「

発

句

は

頭

よ

り

す

ら

く
と

い

ひ

下

し

来

る

を

上

品

と

す

」（『

去

来

抄

』
）

と

同

じ

趣

旨

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。 

「

句

の

か

か

り

」

す

な

わ

ち

「

語

路

」
（

リ

ズ

ム

）

に

よ

っ

て

生

じ

る

「

軽

や

か

さ

」

が

大

切

だ

と

い

う

の

で

す

。

一

句

の

内

容

を

い

か

に

「

軽

や

か

に

」
、

耳

ざ

わ

り

よ

く

表

現

す

る

か

と

い

う

こ

と

で

す

。 

 

し

か

も

、
「

か

る

み

」

は

「

不

易

流

行

」

―

飽

く

こ

と

な

く

「

新

し

み

」

を

追

求

し

て

止

ま

な

か

っ

た

芭

蕉

の

き

わ

め

て

意

識

的

な

方

法

論

で

も

あ

っ

た

の

で

す

。 

 

そ

の
「

か

る

み

」
と

は

、
ひ

と

の

生

き

死

に

を

見

つ

め

、
愛

す

る

も

の

を

失

っ

た

果

て

に

、
老

い

を

迎

え

よ

う

と

す

る

ひ

と

り

の

人

間

の

到

達

し

た

清

澄

な

境

地

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

る

洒

脱

な
「

軽

や

か

さ

」
か

ら

生

じ

る

も

の

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。
い

わ

ば

、

人

間

存

在

の

根

本

的

な

「

さ

び

し

さ

」

と

し

て

の

「

さ

び

」
、

お

の

れ

自

身

を

含

め

た

あ

ら

ゆ

る

対

象

に

対

す

る

哀

憐

の

情
（

や

さ

し

さ

）
と

し

て

の
「

あ

は

れ

」
、
そ

の
「

あ

は

れ

」
に

支

え

ら

れ

た
「

し

ほ

り

」
を

い

か

に
「

軽

や

か

に

」
形

象

化

し

得

る

か

と

い

う

表

現

の

「

新

し

み

」

に

深

く

か

か

わ

っ

て

来

ざ

る

を

得

な

い

も

の

で

あ

っ

た

の

で

す

。 

源

義

師

の

愛

す

る

娘

を

失

っ

た

哀

し

み

は

汲

め

ど

も

汲

め

ど

も

尽

き

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。
幾

度

と

な

く

少

女

の

ま

ま

の

面

影

と

対

話

を

し

、
思

い

出

に

涙

す

る

う

ち

に

、
そ

の

哀

し

み

は

水

の

よ

う

に

澄

み

、
人

間

存

在

の

否

応

の

な

い

不

条

理

を

く

ぐ

り

抜

け

た

、
い

わ

ば

諦

観

の

よ

う

に

、
か

な

し

み

は

身

に

添

っ

て

く

る

こ

と

に

な

る

の

で

す

。 

 

そ

の

愛

嬢

真

理

の

死

か

ら

三

年

。
昭

和

四

十

八

年

九

月

か

ら

十

二

月

の

三

か

月

余

、
源

義

師

は

、
胸

部

疾

患

の

疑

い

に

よ

り

清

瀬

の

東

京

療

養

所

に

入

院

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。
「

晩

年

」

の

意

識

は

ま

す

ま

す

強

く

な

っ

て

い

っ

た

こ

と

で

し

ょ

う

。 

し

き

り

に

芭

蕉

の

晩

年

に

触

れ

、

そ

の

「

軽

み

」

に

言

及

し

て

い

ま

す

。 

  
 

「

私

は

俳

句

と

は

も

ど

き

芸

．

．

．

．
で

あ

る

と

す

る

の

は

、
俳

諧

自

在

な

精

神

を

芭

蕉

が

開

拓

し

た

芸

の

世

界

に

取

り

戻

す

に

あ

る

と

信

じ

た

か

ら

で

す

。
」

 

 
 

 

（
「

俳

句

と

は

な

に

か

―

境

涯

俳

句

の

場

合

」

―

「

俳

句

」

四

十

九

年

十

月

号

）
 

  

「

河

」
誌

二

〇

〇

号

に

際

し

て

の
「

私

の

俳

句

観

の

変

遷

」
で

は

、
よ

り

一

層

こ

の

観

点

は

深

め

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

ま

す

。 

  
 

「

私

は

二

句

一

章

説

を

唱

え

る

に

あ

た

り

、
陰

陽

の

転

換

を

主

張

し

た

の

も

、
そ

の

（
〈

注

〉

一

句

の

な

か

で

の

も

ど

き

、

転

換

、

飛

躍

の

）

必

要

性

か

ら

で

あ

り

、

晩

年

の

芭

蕉

が

意

識

的

に

こ

れ

を

行

っ

て

い

る

こ

と

を

発

見

し

た

。
芭

蕉

の

軽

み

の

説

は

そ

の

結

果

と

し

て

生

じ

た

よ

う

に

思

え

る

。
」
（

注

）

―

大

山

） 

「

云

い

つ

く

さ

ず

に

一

句

の

姿

を

と

と

の

え

る

必

要

が

大

切

だ

。
」 

 
 

「

大

切

な

こ

と

は

俳

句

本

来

の

意

義

は

健

康

な

笑

い

に

あ

る

。
爽

や

か

で

淡

々

と

し

、 

耳

で

理

解

で

き

る

も

の

が

何

よ

り

で

あ

り

、
平

明

で

、
か

つ

面

白

く

、
思

い

の

こ

も

 

っ

た

俳

句

が

時

間

と

い

う

き

び

し

い

淘

汰

の

な

か

で

生

き

ぬ

き

、
伝

承

さ

れ

て

い

く

 

よ

う

に

思

う

。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「

河

」

昭

和

五

十

年

七

月

号

） 



  

こ

の

文

章

を

綴

っ

て

か

ら

、
三

か

月

の

後

、
源

義

師

は

愛

嬢

真

理

さ

ん

の

待

た

れ

る

彼

の

岸

へ

と

旅

立

た

れ

る

こ

と

と

な

る

の

で

す

。 

  
 

 

蓑

虫

や

句

を

晩

年

の

計

と

し

て 
 

 
 

秋

風

の

か

が

や

き

を

云

ひ

見

舞

客 

命

綱

た

の

む

を

か

し

さ

敗

戦

忌 

月

の

人

の

ひ

と

り

と

な

ら

む

車

椅

子 

 

こ

れ

ら

の

句

は

、
源

義

師

の

目

指

し

た
「

も

ど

き

芸

」
が
「

か

る

み

」
の

句

と

し

て

実

を

結

ん

だ

も

の

と

言

え

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

こ

の

た

び
「

俳

句
『

も

ど

き

芸

』
論

」
を

再

読

し

て

、
源

義

師

が

、
俳

句

の

本

道

を

見

極

め

つ

つ

歩

み

、
そ

の

俳

諧

精

神

を

伝

え

よ

う

と

、
い

か

に

腐

心

さ

れ

た

か

が

、
痛

切

に

惑

じ

ら

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

、

残

さ

れ

た

時

間

の

い

か

に

短

か

っ

た

こ

と

で

し

ょ

う

。 

源

義

師

が

わ

れ

わ

れ

に

残

し

て

い

か

れ

た

課

題

と

し

て

の

「

俳

句

『

も

ど

き

芸

』

論

」

を

、

新

た

な

視

点

で

捉

え

か

え

し

て

い

く

こ

と

が

必

要

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

と

こ

ろ

で

、
よ

く

二

句

一

章

の

俳

句

の

典

型

的

な

例

と

し

て

取

り

上

げ

ら

れ

る

師

の

句

に

つ

い

て

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 

ロ

ダ

ン

の

首

泰

山

木

は

花

得

た

り 
 

 

源

義 

 

多

く

の

人

が

指

摘

す

る

よ

う

に

こ

の

句

は
「

二

句

一

章

」
の

俳

句

と

言

え

る

で

し

ょ

う

か

。 

 

季

語

と

あ

る

物

を
「

取

合

わ

せ

」
て

転

換

さ

せ

る

、
或

は

、
元

来

は

ま

っ

た

く

別

の

二

つ

の

物

同

士

を

組

み

合

わ

せ

て

イ

メ

ー

ジ

を

喚

起

す

る

形

は

、
い

わ

ゆ

る
「

取

り

合

わ

せ

」

の

句

、
「
二

物

衝

撃

」
の

句

、
或

は
「

モ

ン

タ

ー

ジ

ュ

」
の

句

な

ど

と

称

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

 

そ

の

成

功

し

た

も

の

は

、
芭

蕉

の

言

う

よ

う

に
「

発

句

は

物

を

合

す

れ

ば

、
出

来

る

な

り

。

其

（

の

）

能

（

く

）

取

合

す

る

を

上

手

と

云

（

ひ

）
、

悪

敷

を

下

手

と

云

ふ

」
（
『

去

来

抄

』
）

と

い

う

こ

と

に

な

り

、

そ

れ

が

、

連

衆

も

し

く

は

、

読

み

手

の

共

感

を

得

て

読

み

つ

が

れ

て

ゆ

き

、

や

が

て

は

人

口

に

膾

炙

す

る

よ

う

に

な

っ

て

ゆ

く

の

で

し

ょ

う

。
 

「

二

句

一

章

の

俳

句

」
で

は

、
そ

の

句

が

、
取

り

合

わ

さ

れ

る

も

の

と

の

間

に
「

目

に

見

え

る

か

見

え

な

い

か

の

ほ

そ

い

糸

」
で

つ

な

が

っ

て

い

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

だ

と

大

須

賀

乙

字

は

言

っ

て

い

ま

す

。「
句

切

れ

の

大

省

筆

に

よ

っ

て

、
し

か

も

綿

々

た

る

藕

糸

ぐ

う

し

断

た

れ

ざ

る

も

の

が

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

」
（
「

俳

句

調

子

論

」
）

と

。

 

作

者

源

義

師

は

み

ず

か

ら

こ

う

述

べ

て

い

ま

す

。 

 

「

昨

年

私

の

家

が

出

来

た

を

り

、
俳

壇

の

諸

先

生

、
諸

先

輩

か

ら

泰

山

木

を

贈

ら

れ

、

新

宅

び

ら

き

の

句

会

を

催

し

た

を

り

に

作

つ

た

句

で

あ

る

。
」
（

句

集
『

ロ

ダ

ン

の

首

』

の

「

あ

と

が

き

」
） 

 こ

れ

に

よ

り

、
作

句

の

事

情

は

よ

く

分

か

り

、
こ

れ

か

ら

新

宅

で

始

ま

る

生

活

と

明

る

い

泰

山

木

の

花

は

よ

く
「

取

り

合

わ

さ

れ

て

い

る

」
と

は

思

い

ま

す

が

、
こ

れ

を
「

二

句



一

章

の

俳

句

」
と

言

っ

て

い

い

か

は

疑

問

で

す

。
ど

う

み

て

も

、
「
ロ

ダ

ン

の

首

」
と
「

泰

山

木

は

花

得

た

り

」

と

の

間

に

は

、
「

藕

糸

ぐ

う

し

断

た

れ

ざ

る

も

の

」

が

あ

る

と

は

思

わ

れ

ま

せ

ん

。 

 

こ

れ

は

む

し

ろ

モ

ン

タ

ー

ジ

ュ

の

俳

句

と

言

う

べ

き

も

の

で

す

。 

 

モ

ン

タ

ー

ジ

ュ

と

は

元

々

は

映

画

の

用

語

か

ら

き

た

も

の

で

、
視

点

の

異

な

る

複

数

の

カ

ッ

ト

で

「

組

み

立

て

」
（

モ

ン

タ

ー

ジ

ュ

・

仏

語

）

ら

れ

、

そ

れ

に

よ

っ

て

新

た

な

独

特

の

意

味

を

も

た

ら

そ

う

と

す

る

手

法

で

す

。
中

学

生

の

頃

に

見

た

エ

イ

ゼ

ン

シ

ュ

テ

イ

ン

の
『

戦

艦

ポ

チ

ョ

ム

キ

ン

』
の

あ

の
「

オ

デ

ッ

サ

の

階

段

」
で

ハ

ラ

ハ

ラ

し

た

の

を

思

い

起

こ

し

ま

す

。 

 

無

論

、
だ

か

ら

悪

い

句

だ

と

い

っ

て

い

る

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。
荻

窪

の

あ

の

広

々

と

し

た

家

に

い

つ

も

伺

っ

て

い

ま

し

た

か

ら

、
源

義

師

の

気

持

ち

の

昂

ぶ

り

も

よ

く

表

れ

た

俳

句

で

、

こ

れ

か

ら

も

読

み

つ

が

れ

て

い

く

べ

き

句

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。 

 

先

師

の

俳

句

に

つ

い

て

深

く

学

び

、
実

作

の

技

量

を

高

め

て

い

く

と

と

も

に

、
理

論

的

な

検

討

を

し

っ

か

り

と

し

て

い

く

こ

と

が

肝

要

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。 

 

そ

れ

に

は

、
二

句

一

章

の

俳

句

に

習

熟

し

、
常

日

頃

よ

り
「

歳

時

記

」
を

座

右

に

置

き

、

季

語

の
「

本

意

」
を

十

分

に

理

解

し

、
と

き

に

は

そ

の
「

本

意

」
そ

の

も

の

を

も
「

も

ど

く

」
つ

も

り

で

対

象

を

詠

ん

で

い

き

た

い

も

の

で

す

。
そ

う

で

な

け

れ

ば

、
日

毎

に

作

ら

れ

て

い

く

多

く

の

類

想

句

の

中

に

埋

没

し

て

し

ま

う

に

違

い

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

「

も

ど

き

」

の

精

神

が

わ

れ

わ

れ

の

俳

句

に

多

く

の

も

の

を

齎

し

て

く

れ

る

と

信

じ

、

精

進

し

て

ゆ

き

た

い

と

願

っ

て

い

ま

す

が

、
で

は

、
日

頃

、
ど

れ

だ

け
「

一

句

の

な

か

で

の

も

ど

き

．

．

．
、
転

換

・

飛

躍

」
に

挑

ん

で

い

る

で

し

ょ

う

か

。
大

胆

な

転

換

・

飛

躍

を

実

践

し

て

い

く

に

は

、
二

句

一

章

の

句

に

習

熟

し

、
そ

の

技

を

技

と

見

せ

な

い

ま

で

に

血

肉

化

し

、

体

得

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

ま

す

。 

 
 

「

俳

句

は

つ

ぶ

や

き

だ

」
と

い

い

な

が

ら

、
日

常

の

感

懐

を

ち

ま

ち

ま

と

述

べ

、
有

り

合

せ

の

季

語

を

く

っ

つ

け

て

事

足

れ

り

と

し

て

は

い

な

い

で

し

ょ

う

か

。
 

「

俳

句

に

個

性

が

大

切

だ

」
と

い

い

な

が

ら

、
個

性

と

い

う

名

の

類

想

に

陥

っ

て

は

い

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

俳

句

的

題

材

に

よ

り

か

か

っ

て

、
手

垢

の

つ

い

た

神

社

仏

閣

を

後

生

大

事

に

撫

で

ま

わ

し

て

は

い

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

い

つ

も

の

題

材

、
い

つ

も

の

語

彙

―

―

自

分

の

類

想

の

中

で

詠

ん

で

は

い

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

源

義

師

の
「

も

ど

き

芸

」
論

は

方

法

論

で

あ

り

、
そ

れ

は

、
ま

た

、
俳

諧

の

精

神

で

も

あ

り

ま

す

。
そ

れ

は

、
不

断

に
「

新

し

み

」
を

追

求

し

て

い

く

も

の

で

も

あ

っ

た

は

ず

で

す

。 今

日

の

「

わ

れ

」
は

昨

日

の

「

わ

れ

」
に

あ

ら

ず

、

作

者

自

身

の
「

わ

れ

」

を

も

「

も

ど

い

」
て

、
一

歩

た

り

と

も

同

じ

と

こ

ろ

に

止

ま

る

こ

と

を

許

さ

な

い

と

い

う

精

神

の

在

り

様

が

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。 

め

ま

ぐ

る

し

く

移

り

変

る

現

代

を

生

き

る

わ

れ

わ

れ

は

、

こ

の

「

今

を

生

き

る

実

感

」

を

、

現

代

の

都

市

生

活

の

題

材

を

ヴ

ィ

ヴ

ィ

ッ

ド

に

、
「

も

ど

き

．

．

．
芸

」

の

精

神

を

も

っ

て

詠

み

挑

ん

で

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。 


