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か

ん

せ

い

「

感
情
」

の

歌
学
史

1
心

敬
か

ら

芭

蕉
へ

は

じ

め

に

　
　
　
　
　

　
　
　

永

田

英

理

　
『

去
来
抄
』

の

な

か

に、

次
の

よ

う

な

言
説
が

あ
る
。

　
　
　
　
盲
よ

り

唖

の

か

は

ゆ

き

月

見

哉
　

　
　

　
　

　

去
来

　
　
　
こ

の

ご

ろ、

あ

る

連

歌
師
口

く

「

花
の

本
に

て
、

こ

の

評
あ

り
。

俳
諧
も

か

　
　
　
　
か

ん

せ

い

　
　
か

る

感
情
の

句
あ

れ

ば、

あ

な

ど

り

が

た

し
」

と

な

り。

　
　
　
去
来
口

く

「

こ

の

句
は

十
七、

八

年
前
の

句
な

り
。

そ

の

こ

ろ

は、

先
師
に

　
　
も

賞
せ

ら

れ、

世

上

に

も

沙
汰
あ

り

し

句
な

り
。

も

つ

と

も

事
新
し

く、

感
深

　
　
し

と
い

へ

ど、

句
の

位
を

論
ず
る

に

至

り

て

は
、

甚
だ

下

品
な

り
。

今
日

蕉
門

　
　
の

俳
友、

な

か

な
か

こ

の

場
に

居
ら

ず。

是
を

賞
せ

ら
る

る

と

聞

き

て
、

却
つ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　〔
1）

　
　
て

今
口

の

連
歌
師
た

の

も

し

か

ら

ず
思

ひ

侍
る

な

り
」

。

去
来
が

詠
ん

だ

「

盲
よ

り

唖

の

か

は

ゆ

き

月

見

哉
」

と
い

う

句
を

め

ぐ
っ

て
、

あ

る

一
感
情
L

の

歌

学
史

永
出

英
理

＊

言
語
文
化

学
科

　
非
常
勤
講
師

連
歌
師
が

俳
諧
に

も

「

か

か

る

感
情
の

句
」

が

あ

る

も
の

な

の

だ

と

誉
め

た

こ

と

が

あ
る

と

い

う。

こ

の

句
は
、

月

見
の

座
に

あ
っ

て

は、

名
月

の

姿
を

見
る

こ

と

の

で

き

な
い

盲
よ

り

も、

そ

の

美
し

さ

を

目
に

し

て

も

誉
め

讃
え

る

言
葉
を

も

た

な
い

た

め
、

表
情
や

身
振
り

で

そ
の

心

情
を

伝
え

よ

う
と

す
る

唖

の

方
が

い

っ

そ

う
哀
れ

に

感
じ

ら

れ

る
、

と

い

う
感
慨
を

詠
ん

だ

も
の

で

あ

る
。

し

か

し

去
来
に

し

て

み

れ

ば、

そ

れ

は

十
七

、

八

年
も

前
に

詠
ん

だ

も

の

で

あ

り、

句
に

込

め

ら

れ

た

「

感
情
」

は

深
く

と

も、

今

流
行
し

て

い

る

作
風

に

照
ら

せ

ぱ

句
の

位
は

「

甚
だ

ド

品
」

で

あ
っ

て、

こ

の

よ

う

な

句
を

評
価

す
る

よ

う
な

連

歌
師
の

歌
詠
み

と

し

て

の

見

識
の

低
さ

を

嘆
い

て

い

る

の

で

あ

る
。

実
際、

こ

の

句
は

貞
享
四

年
（

一

六

八

七
）

刊
の

『

続

虚
栗
』

に

収
録
さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

り、
『

去
来
抄
』

の

成
立

期
間
で

あ

る

と

さ

れ

る

元

禄
十
五

年
（

「

七

〇
二
）

〜
宝

永
元

年
（

一

七

〇
四
）

頃
か

ら

考
え

る

と、

十
数
年
近

く

前
の

作
品

に

な

る
。

貞
享
期
か

ら

元
禄
期
へ

か

け
て

も

大

き

く

変
質
し

て

い

っ

た

芭
蕉
お

よ

び

蕉
風
の

作
風

と

照
ら

し

合
わ

せ

て

み

て

も
、

い

わ

ゆ

る

蕉
風

晩
年
の

「

か

る

み
」

と

は、

か

な

り

異
質
な

詠
み

ぶ

り
で

あ
っ

た

と
い

え

よ

う。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
か

ん

ぜ

い

　

こ

の

去
来
の

言

説
の

な

か

で

気
に

な

る

の

が、

連
歌
師
の

用
い

た

「

感
情
」

と

い

　

　
　
（
2）

う
語
で

あ

る
。

『

去
来
抄
』

の

草
稿
に

よ

れ

ば
、

は

じ

め

「

俳
諧
も

か

か

る

句
に

い

た

れ

ば
」

と

あ

っ

た

の

を、
「

か

か

る

感

情
の

句
あ

れ

ば
」

と

直
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

し
か

も
、

喜
怒
哀
楽
な

ど

の

心

情
を

い

う
明
治
期
以
後
の

意
味
と

は

異

な

り、

こ

こ

で

は

し

み

じ

み

と

し

た

情
感
な

ど

を

指

し

て

使
わ

れ

て

い

る
。

こ

の

「

感
情
」

と

は、

果
た

し

て

ど
の

よ

う

な

詩
情
を

言
い

表
す
語
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

た

の

だ

ろ

う
か
。

　
こ

こ

で

は
、

連

歌
師
が

「

俳
諧
も

か

か

る

感
情
の

句
あ

れ

ば
」

と

評
し

て

い

る

こ

と

か

ら、
「

感
情
」

な

る

語
は、

お

そ

ら

く

連
歌
で

用
い

ら

れ

て

い

た

語
で

あ
っ

た

の

で

は

な

い

か

と

推
測
さ

れ

る
。

そ

こ

で

ま

ず、

中
世
の

芸
道

論
全
般
に

大

き

な

影

響
を

与
え

た

と

さ

れ

る

中
世

歌
論
に

遡
っ

て

み

た

と
こ

ろ、

管
見
の

範
囲

で

は

「

感131
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明
星
大

学

研

究

紀
要

【
日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学

科】
第

十
四

号

　
二

〇
〇
六

年

情
L

と
い

う
語
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

な

か

つ

た
。

歌
論
に

お

け

る

こ

の

用

語
の

出

現
は、

後
述
す

る

ご

と

く

近

世

歌
論
ま

で

待
た

な

く

て

は

な

ら

な
い

。

ま

た、

平

安

朝
・

中
世

期
の

歌
合
の

判
詞
な

ど

を

み

て

も
、

中
世
の

歌
合
に

一

例
を

見

出

す
こ

と

　

　

　

　
　
　

　
（
3）

が

で

き

た

の

み
で

あ

る
。

　

だ

が
、

連
歌
論
や

連
歌
の

古
注
釈
書
な

ど

に

目

を

転
じ

て

み

る

と
、

「

感
情
」

の

語
は

か

な

り

の

割
合
で

使
わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

や

は

り

「

感
情
」

は、

連

歌
論

に

お

い

て

多
く

用
い

ら

れ

て

い

た
こ

と

ば

で

あ

り、

そ

の

背
景
を
ふ

ま

え

た

う
え

で、

去
来
が

連
歌
師
の

台

詞
と

し

て

用
い

た

も

の

で

あ

る

と

考
え

て

よ

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

そ

も

そ

も、

あ

る

語
を

歌
論
用

語
と

し

て

認

定
し

て

よ

い

か

ど

う

か

に

つ

い

て

の

判
断
は

、

慎
重
に

検
討
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

問
題
で

は

あ

る

の

だ

が、

本

稿
で

は、

あ

え

て

こ

の

「

感
情
」

と

い

う

用

語

に

着
目

し

て
、

連
歌
・

俳
諧
・

近
世

和
歌

史
に

お

い

て

「

感
情
あ

り
」

と

評
さ

れ

て

い

る

作
風
に

つ

い

て

検
証
し、

蕉
風

俳
諧
の

作
風

を

そ

の

流
れ
の

な
か

に

位
置

付
け

て

み

た

い
。

一
、

「

感
情
」

と

「

あ

は

れ
」

　

連

歌
論
に

お

け

る

「

感
情
」

の

語
は、

早

く

二

条
良

基
の

『

僻
連
抄
』

（

康
永
四

年
〈

＝
二

四

五
〉

成）

の

な

か

に

確
認
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

　

　

　

大

方、

連
歌
は

や

す

き

所
の

大

事
に、

大

事
な

る

が

や

す

き

所
あ

る

也
。

　

　
（

略
）

仮
令

、

さ

び

し

か

り

け

り

秋
の

夕
暮
　
と

い

ふ

句
の

あ

ら

む

は、

寄
ム
ロ

　

　

も

風
情
も

た

く

さ

ん

に

こ

そ

あ

ら

ん

ず

れ

ど

も、

こ

れ

を

人
々

案
じ

て
、

し

た

　

　

り

と

思

ふ

と

も、

す
べ

て

こ

の

句
に

か

け

合
ひ

た

る

秀
逸
は

十
句
に
一

句
も

あ

　

　

り

難
し。

そ

の

故
は

、

た

だ

鹿
を

も

鳴
か

せ、

風
を

も

吹
か

せ

な

ど

し

た

る

ば

　

　

か

り

に

て

は
、

う
る

は

し

く

秋
の

夕

暮
の

淋
し

く

幽

か

な

る

景
気
も

あ

る
べ

か

　

　

ら

ず
。

た

だ

形
の

ご

と

く、

時
節
の

景

物
を

案
じ

得
た

る

ば

か

り
に

て、

下

手

132

は

よ

く

付
け

た

り

と

思

ふ

べ

し
。

真
実
の

上

手
の

、

こ

の

句
を

了

知
し

た

ら

む

は、

風

情
を

こ

ら

し、

心

を

く

だ

き

て、

こ

と

に

思

ひ

入

り

て

付
け

む

と

巧
む

べ

き

程
に、

第
一

の

難
句

に

て

あ

る

べ

し
。

こ

の

句
に

よ

く

付
き

た

る

句
に

て

　

　
あ

ら

ば、

秋
の

景
気
の

す

ご

く
貢

れ

な

る

面

影

そ

ひ

て、

や

さ

し

く

も、

げ

に

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　

　

　
も

と

覚
ゆ

る

感
情
の

あ

る

べ

き

也
。

「

さ

び

し

か

り

け

り

秋
の

夕
暮
」

の

よ

う

な

前
句
に

は、

ど

ん

な

景
物
を

付
け

て

も

よ

さ

そ

う
な

も
の

な
の

だ

が
、

こ

の

よ

う

な

句
に

ぴ
っ

た

り

調
和
す
る

よ

う
な

句

を

付
け
る

こ

と

が

難
し
い

の

だ

と

い

う
。

そ

し

て

傍
線
部
に

述
べ

ら

れ

る

よ

う
に
、

こ

れ

に

ふ

さ

わ

し
い

付
句
が

な

さ

れ

た

時
に

は

じ

め

て
、

秋
の

哀
れ

を

い

っ

そ

う

感
じ

さ

せ

る

よ

う

な

面

影
が

立

ち

添

い、

優
美
で
、

し

か

も

な

る

ほ

ど

と

思
え

る

よ

う

な

秋
の

夕
暮
れ

の

し

み

じ

み

と

し

た

情
趣
が、

二

句
の

付
合
の

世
界
に

立

ち

現
れ

て

く

る

に

違
い

な

い

と
い

う
の

で

あ

る
。

　

こ

の

良
基
の

用
い

て

い

る

「

感
情
」

を、

他
の

歌
論
用
語

を

も
っ

て

表
現

す

る

と

す

れ

ば
、

ど

の

よ

う
な

語
に

よ

っ

て

言
い

替
え

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
か

。

こ

こ

で

い

う

「

感
情
」

と

は、

秋
の

夕

暮
れ
の

「

本
意
」

で

あ

る、

人
の

物
思
い

を

掻
き

立

て

る

よ

う
な

物
寂
し
い

情
趣
に

つ

い

て

言
い

表
し

て

い

る

も

の

だ

と

理

解
で

き

る
。

良
基

自
身
が、
「

感
情
の

あ

る
」

付
合
に

つ

い

て

「

哀
れ

な

る

面
影
そ

ひ

て
」

と

評

し

て

い

る

こ

と

か

ら
推
察
す
る

と、

ま

ず
最
も

近

い

も

の

と

し

て

は

「

あ

は

れ
」

の

語

が

考
え

ら

れ

る
。

「

あ

は

れ
」

と

は
、

対
象
に

向

か

っ

て

作
用

す
る

感
情
・

気
分

を

表
す
語
で

あ

り、

そ

こ

か

ら

通

常、

し

み

じ

み

と

し

た

情
緒
や

情
感
を

指
す
美
的

理

念

で

あ

る

と

理

解
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

だ

と

い

う
。

こ

の

例
に

お

い

て

も、

確
か

に

「

感
情
」

の

表
し

て

い

る

詩
情
に

近
い

も

の

と

み

ら

れ

る
。

一

般
に

「

を

か

し
」

が
、

知
的
・

感
覚
的
な

も
の

に

重
き

を

置
い

た

理

念
で

あ

り
、

比

較
的
明
る

い

ト

ー

ン

の

情
趣
に

つ

い

て

言
い

取
っ

た

用
語
で

あ

る

の

に

対
し
、

「

あ

は

れ
」

は

内

面

的
・

内

省
的
で
、

よ

り

深
み

を

も
っ

た

複
雑
な

理

念

で

あ

り、

悲
哀
感
を

誘
う

よ
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う

な

情
趣
を

指
し

て

用

い

ら

れ

て

い

る
。

た

と

え

ば

「

も

の

の

あ

は

れ
」

と

は、

入

生

に

お
い

て

避
け

が

た

い

定
め

や

人
問
同
上

の

情
愛．
・

情
味
に

対
し

て、

ま

た

自
然

の

景
や

四

季
折
々

に

移
り

変
わ

る

風
情
な

ど

に

即
し

て

触
発
さ

れ

る

感
情
・

気
分

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
5）

状
態
を

示

す
理

念

と

し

て

享
受
さ

れ

て

い

た

も

の

で

あ
っ

た
。

そ
の

「

あ

は

れ
」

を

「

感
情
」

と

わ

ざ

わ

ざ

言
い

替
え

る

こ

と

に

よ

っ

て、

詠
み

手
側
の

心

情、

つ

ま

り

作
品

か

ら

感
じ

取
ら

れ

る

情
趣

や

感
動
な

ど

を

よ

り

直
接
的
に

表
し

得
て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

そ

の

点
で、
「

感
情
」

は

「

あ

は

れ
」

よ

り

も、

よ

り

作
者
の

「

心
」

の

側
に

重
き

を

置
い

て

い

る

こ

と

ば

な

の

だ

と

も
い

え

る
。

　

し

た

が
っ

て

「

感
情
」

は
、

そ

の

ま

ま

「

あ
は

れ
」

に

置

き

換
え

ら

れ

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い
。

良
基
に

よ
っ

て

も、
「

感

情
」

に

は

「

幽

玄
」

に

通

ず
る

「

や

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔
6）

し
」

と

い

う

情
調
が

備
わ

っ

て

い

る

と

指
摘
さ

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

り、

ま

た

対
象

か

ら

に

じ

み

出
る

よ

う

な

情
趣
を

言

い

取
っ

た

「

面

影
」

と

は、
「

余
情
」

に

通

ず

る

用

語
で

も

あ

る
。

こ

の

よ

う
に

し

て、

他
の

歌
論
用

語

に

よ

っ

て

「

感
情
」

の

指

し

示
す

と

こ

ろ

を

相
対
化
し

て

ゆ

く

な

ら

ば
、

さ

し

あ

た

り

「

あ

は

れ
」

「

幽
玄
」

「、
余
情
」

な

ど
の

語
に

重
な

る

も

の

と

し

て

推
し

量
る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か
。

二
、

心
敬
の

「

感
情
」

『

さ

さ

め

ご

と
』

に

お

け
る

疎
句

の

論

　

中
世
の

歌
論
書
で

「

感
情
」

の

語
が

使
わ

れ

て

い

な

か

ク

た

か

ら

と

い

っ

て、

和

歌

に

「

感
情
」

の

示
す

よ

う

な

美
意
識
が

な

か
っ

た

と

い

う
こ

と

に

は

当
然
な

ら

な

い
。

だ

が、
“

し

み

じ

み

と

し

た

深
い

情
感
や

情
趣
”

を

「

感
情
」

と

い

う
語
に

よ

っ

て

仕
立

て

直
し

た

の

は、

連

歌
論

で

あ
る
。

そ

し

て

そ

れ

を

自
ら

の

論
に

用
い

る

こ

と

に

よ
っ

て、

さ

ら

に

自
説
を

発

展
さ

せ

て

い

っ

た

の

が、

心

敬
で

あ
っ

た
。

た

と

え

ば

湯
浅
清
氏
は、
『

ぴ

と

り
ご

と
』

（

応
仁
二

年

〈

一

四

六
八
〉

成
）

に

お

い

て

一
感
情
L

の

歌
学
史

永

田

英
理

「

げ
に

も

水
ほ

ど

感
情
ふ

か

く

清
涼
な

る

物
は

な

し
」

と
い

う
言
説
を

は

じ

め、
「

感

情
ふ

か

し
」

と
い

う

評
語
が

た

び

た

び

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て、
「，
冷
え

」

と

の

関
係
か

ら

考
察
し

て

い

る
。

同
氏
に

よ

れ

ば、
「

感
情
ふ

か

し
」

と

は

「

風

雅

的
な

あ

じ

わ

い

の

深
さ
」

や、
「

風

狂
的
な

情
趣
」

が

「

面
影

と

し

て

感
取
」

で

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
7）

る

こ

と

に

つ

い

て

い

っ

た

も

の

と

解
さ

れ

て

い

る
。

　

そ

し

て

ま

た

「

感
情
」

の

語
は、
『

さ

さ

め

ご

と
』

（

寛
正

四

年
く

一

四

六

三
V

成
）

に

お
い

て

も
、

心

敬
の

説
く

連

歌
の

疎
句
体
の

理

念
に

よ

く

叶
う

も

の

と

し

て

使
わ

れ

て

い

る
。

先

に

「

感
情
」

は

詠
み

手
の

”
感
情
内

容
”

と

深
く

関
わ

る

こ

と

ば
で

あ

る

と
い

う
こ

と

を

指
摘
し

た

が、

こ

れ

は、

仏
道
修
行

に

も

通

ず
る

心

の

修

練
の

必

要
性

を

説
く

心

敬
の

連

歌
観
を

探
る

う

え

で

も、

重

要

な

鍵
と

な

ろ

う。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

と

わ

り

　

　

こ

の

道

は、

ひ

と
へ

に

余
情
・

幽
玄

の

心

姿
を

旨
と

し

て、

い

ひ

残
し

理

な

き

　

　

　

　

　

　

ー
　
　
　
　
　
　
　
　〔
8）

　

　

所
に

幽

玄
感
情
は

侍
る

べ

し

と

也。

　
『

さ

さ

め
ご

と
』

に

は、

現

在
初
案
本
と

改
編
本
の

二

系
統
の

テ

キ

ス

ト

が

残
っ

て

い

る

が、

本
稿
で

は、

最
終
的
に

加
筆
・

補
訂
が

加

え

ら

れ

た

改
編
本
の

テ

キ

ス

ト

を

主
に

考
察
の

対
象
と

し

た。

ち

な

み

に

傍
線
部
「

感
情
」

の

部
分
は

、

初
案
本

で

は

「

哀
れ
」

と

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

に

よ

っ

て、
「

感
情
」

が

「

あ

は

れ
」

と

言

い

替
え

ら

れ

て

も

よ

い

も

の

で

あ

っ

た
こ

と

が

明
確
に

な

る。

心

敬
は、

和
歌
や

連

歌
の

道
と

い

う

も

の

は、

余
情
や

幽

玄

と

い

っ

た

詩
情
を

主

と

し

て

詠
む
べ

き

で

あ

っ

て
、

言
い

残
し

た

り、

理

を

離
れ

た

と

こ

ろ

が

あ
っ

て

こ

そ
、

詠
み

手
側
の

深
い

情
調
や

幽
玄
な

情
趣
と
い

う

も

の

が

生

じ

る

の

で

あ

る

と

説
い

て

い

る
。

そ

し

て

そ

の

理

論
は、
「

付

合
」

と

い

う

表
現
形
態
を

と

る

ゆ

え

に

連

歌
が

持

ち

得
た

も

の

で

あ

り、

と

く

に

「

疎
句
体
」

の

付
合
論
へ

と

敷
衍
さ

れ

て

ゆ

く
。

　

　

　

歌
に

は、

篇
・

序
・

題
・

曲
・

流
と

い

ふ

事
を

形
に

し
て
、

上

下
の

句
の

鎖

　

　

を

作
り

侍
る

と

也。

連

歌
に

は

あ

る

べ

か

ら

ず
哉

。

（
略
）

こ

の

五

つ

の

さ

ま

　

　

を、

連
歌
に

も

上

下

の

両
句
を
一

つ

に

吟
じ

合
は

せ

て、

よ

ろ

し

く

心
・

言
葉133

N 工工
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第
十

四

号

　、一
〇

〇

六

年

の

通

じ
、

感
情
あ

ら

は

る

る

や

う
に、

名
歌
の

継
ぎ

ざ

ま

を

懇
に

見

分
け、

連

歌
の

上

の

句
、

下
の

句
を

も

鎖
る

べ

し
。

（

略）

　

　

面
影
の

遠
く

な
る

こ

そ

か

な

し

け

れ

　

　

　
花
見
し

山
の

夕
暮
の

雲
　

　
　

　

　
　

　
　

良
阿

　

　

ま
へ

う
し

ろ

戸
の

二

つ

あ

る

柴
の亠
庵

　

　

　
出
で

て

入
る

ま

で

月

を
こ

そ

見

れ

　
　

　
　

信
昭

こ

の

二

句
は、

前
句
の

上

の

句
に

曲
の

心

あ

り

て

理

侍
れ

ば、

下
の

句
を

ば

篇

序
題
に

な

し

て、

前
句
に

い

は

せ

て

い

ひ

残
し

侍
り

。

連

歌
は、

必

ず
上

の

句

に

い

ひ

残
し

て、

下

の

句
に

い

ひ

果
て

さ

せ、

下
の

句
に

い

ひ

残

し

て

上

の

句

　

　

に

譲
り

て

い

は

せ

侍
り

て、

両
句
の

上

に

て

理

あ

ら

は

れ、

感
情
聞
こ

ゆ

る

様

　

　

に

作
る

と

也
。

こ

れ

を、

篇
・

序
・

題
・

曲
・

流
と

い

へ

り
。

（

下

略
）

　

こ

こ

で

は

連
歌
の

付
合
を

、

「

篇
序
題

曲
流
」

の

理

論
を

用

い

て

説
明
し

よ

う
と

し

て

い

る
。

た

と

え

ば

例
に

あ

げ

ら

れ

て

い

る

「

面

影
の

…
」

と
い

う

前
句
は
、

別

れ

た

恋
人
の

面

影
が

次

第
に

薄
れ

て

ゆ

く

つ

ら

さ

を

詠
ん

だ

も

の

で

あ

る

が、

「

花

見

し

…
」

の

付
句
で

は
、

前
句
の

「

面

影
」

の

主

体
を

山
桜
に

取
り

な

し

て、

花
の

面

影
を

惜
し

む
心

情
を

夕
暮
れ

の

景

に

託
し

て

表
現
し

た
。

「

ま
へ

う

し

ろ

…
」

の

句
は、

前
句
一

句
で

は

謎
掛
け
の

よ

う

だ

が、

付
句
に

よ
っ

て

は

じ

め

て
、

月

の

出

入

り

を

見
る

こ

と

が

で

き

る

庵
の

風

流
さ

を

言
っ

た

も

の

で

あ

る

と

い

う
こ

と

が

明

ら

か

に

な

る
。

す
な

わ

ち
傍
線
部
に

述
べ

て

い

る

ご

と

く、
　一

句
で

は

何
事
を

も

言

い

尽

く

さ

ず
に、

前
句
・

付
句
が

相
互

に

補
い

合
う
こ

と

に

よ

っ

て
、

付
合
に

お

い

て

そ
の

イ

メ

ー

ジ

を

増
幅
し

て

ゆ

く

関
係
性
に

つ

い

て

説
か

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

な

お
、

「

両

句
の

上

に

て

理

あ

ら

は

れ
」

と

い

う

言
説
は、

先
に

「

理

な

き

所
に

幽

玄

感
情
は

侍
る
べ

し
」

と

説
か

れ

て

い

た

論
と

矛
盾
す
る

よ

う

に

み

え

る

が、

こ

こ

で

心

敬
の

い

う

「

理
」

と

は

道

理

の

こ

と

で

あ

り
、

先
の

「

理

な

き

所
」

の

「

理
」

を

理

屈
の

意
に

解
し、

理

屈
を

排
す
る

こ

と

を

説
い

た

言
説
で

あ

る

と

し

て

解
釈

す

134

　

　
　
　

　

　

（
9）

れ

ば、

辻
褄
が

あ

う
。

　

な

お

初
案
本
に

よ

れ

ば
、

こ

の

箇
所
に

は

コ

各
々

に

言

ひ

果
て

た

る

句
に

は

感

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
〔
10）

情
．

秀
逸
あ

る

べ

か

ら

ず

と

な

ん
L

と

述
べ

ら

れ

て

お

り、

藤
平

春
男

氏
は
こ

の

連

歌
の

特
性
に

つ

い

て
、

「

感
覚
の

か

な

た

に

あ

る

も

の

を

と

ら

え

よ

う

と

す
る

が
、

（

略
）

そ

れ

を

和
歌
で

追
究

す

る

に

は
、

　一

首

が

心

情
表
現

と

し

て

ま

と

ま

り

を

持

ち

や

す
い

短
歌
形
式
で

は

限
界
が

あ

り、
（

略
）

そ
の

限

界
を

連
歌
の

付
合
に

よ
っ

て

の

り

こ

え

て

い

っ

た

の

が

心

敬
で

あ

り、

彼
の

「

疎
句
体
」

の

「

付
ム
ロ

」

だ
っ

た

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
（
11）

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う
L

と

述
べ

て

い

る
。

こ

れ

は

今
日

で

は

通
説
と

い

っ

て

い

い

も
の

だ

が、

和
歌
に

対

し

て

連
歌
が

よ

り

深
く

追
究
し

得
た、

付
合

表
現
の

特
質
が

浮
き

彫
り

に

さ

れ

て

い

よ

う
。

　

さ

ら

に、

心

敬
の

連
歌
論
に

お

け
る

「

感
情
」

と
い

う

語
の

意
義
に

つ

い

て

は
、

岸
田

依
子

氏

も、
「

「

感
情
」

「

余
情
」

の

尊
重
や、
「

声
な

き

声
あ

る

に

す
ぐ

れ

た

り、

と

い

へ

る

感
情
な

ほ

ざ

り

な

ら

ず
。

」

「

よ

そ

に

の

き

て

水

を

見、

露
を

見
る

如
く
の

所
に
、

深
く

心

を

し

め

給
ふ
」

な

ど

に

明

ら

か

な

よ

う
に
、

そ

れ

は

〈

有
情
〉

ー

生

き

と

し

生

け

る

も

の

の

感
情、

生

存
す

る

も

の

の

心
の

働
き

そ

の

も

の

を、

尊
重

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
〔
12）

す
る

方
へ

向
か

う
の

で

あ
る
L

と

論
じ

て

お

り
、

「

感
情
」

を

重
ん

じ

る

こ

と

に

よ

っ

て、

表
現
さ

れ

る

べ

き

情
趣
と

い

う

も

の

と、

詠
む

側
（

作
者
）

の

「

情
」

と
の

関

わ

り

が

よ

り

密
に

な
っ

て

い

る

こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

　

　
　
　

　
＊

　
こ

の

よ

う

な

心

敬
の

論
を

受
け

継
ぐ

よ

う

な
か

た

ち
で
、

「

感
情
」

と

い

う
キ
ー

ワ

ー

ド

を

用

い

て

和
歌
と

の

違
い

を

強
調
し、

新
た

に

連

歌
の

目
指
す
べ

き

と

こ

ろ

を

明

ら

か

に

し

よ

う

と

し

た

論
も

あ

る
。

　

　
　
そ

れ

連

歌
は、

歌
よ

り

出
で

て

そ

の

感
情
歌
よ

り

深
し

。

猶
し、

氷
の

水
よ

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　
〔
13）

　

　
り

出
で

て

水

よ

り

寒
き

に

こ

と

な

ら

ず
。

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
（
『

連
歌
比

況

集
』

永
正

六

年
〈

一

五

〇
九
〉

頃
成

か
）
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宗
長
は、

連

歌
は

和
歌
よ

り

生
ま

れ

た

も

の

で

あ

る

が、

そ

こ

に

備
わ

る

「

感

情
」

は

和

歌
よ

り

も

深
い

も

の

で

あ

る

と

説
い

て

い

る
。

こ

れ

は

ま

さ

し

く、

先

述

し

た

連
歌
特
有
の

前
句
・

付
句
に

よ

る

付
合
と

い

う
形
態
の

な

か

に

「

感
情
」

が

宿

る

の

だ

と
い

う

心

敬
の

考
え

と
一

致
す

る
。

そ

れ

を

水
と

氷
の

関
係
に

喩
え

る

こ

と

に

よ
っ

て、

和
歌
よ

り

も

「

感
情
」

を

深
化
さ

せ

た
の

が

連
歌
で

あ

る

と

主
張
し

て

い

る

の

で

あ

る。
『

連
歌
比

況
集
』

は、

連

歌
制
作
の

基

本
的
な

心

得
に

つ

い

て

さ

ま

ざ

ま

な

比
喩
を

用
い

て

平
易
に

説
明
し

た

書
で

あ

り、

こ

の

水
と

氷
の

喩
え

も

ま

た、
『

荀
子
』

「

歓
学
篇
」

の

「

青
は

之

を

藍
よ

り

取
り

て
、

藍

よ

り

も

青
く、

氷
は

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

つ
め

た

水

之
を

為
し

て、

水

よ

り

も

寒
し

」

を

ふ

ま

え

た

単
な

る

比

喩
に

過

ぎ

な
い

と
み

る

こ

と

も

で

き

る
。

だ

が

小
西

甚
一

氏
に

よ

れ

ば
、

心

敬
は

禅
林
詩
の

影

響
で

「

冷

え
」

の

美
の

境
地

に

辿

り

つ

い

た

と

考
え

ら

れ、

さ

ら

に、

良
基
が

目

指
し

た

「

し

ほ

れ
」

よ

り

も、

湿

ら

せ

る

露
が

凍
っ

て

霜
に

な

る

「

冷
え
」

こ

そ

が、

濃
厚
な

艶

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
（
14）

に

は

必

要
な

要

素
で

あ
っ

た

と

解
説
さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て

心

敬
自
ら

が、
「

氷
ば

か

り

艶
な

る

は

な

し
」

（

『

ひ

と

り
ご

と
』
）

と

述
べ

る

よ

う
に、

句
に

必

要
な

「

艶
」

と

い

う

詩
情
は、
「

い

ま

直
接
に

感
覚
す
る
こ

と

が

で

き

ず、

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

と

し

て

だ

け

生

き

る

た

め、

か

え
っ

て

現

実
の

艶
よ

り

も

美
し

い
。

そ

う
し

た

直
接
的
な

感

覚
を

否
定
す
る

契
機
が

、

す
べ

て

の

活
性
を

衰
弱
な

い

し

死
滅
さ

せ

て

ゆ

く

冬
の

寒

さ

や

冷
え、

も
っ

と

具
象
的
に

は

氷
の

イ

メ

ィ

ジ

で

象
徴
さ

れ
」

（

小

西

氏
）

る

も

の

で

あ

る

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

こ

れ

に

即
し

て

み

れ

ば、

水

が

凍
る

と

密
度
が

凝

縮
し

て

氷
に

な

る

よ

う
に

、

和
歌
に

対
し

て

連
歌
は、

よ

り

密
度
が

高
く

深
遠
な

「

感
情
」

を
、

そ

の

付
合
の

間
に

宿
ら

せ

る
こ

と

の

可

能
な

文
学
で

あ

っ

た

と

位

置

付
け
る

こ

と

が

で

き

る
。

　

試
み

に、
「

感
情
」

が

豊
か

で

あ

る

と

評
さ

れ

て

い

る

付
合
を

、

『

竹
林
抄
』

（

宗

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

（
15）

祗
編

、

文
明
八

年

企

四

七

六
〉

以

前
成）

の

古
注

釈
書
類
か

ら

引
例
し

て

み

よ

う
。

　
　
　

　

故
郷

は

野

に

ふ

く

風
の

や

ど

り
に

て

「

感
情一
の

歌
学
史

永

田

英
理

　

　

　

　

旅
ね

の

夢
は

や

す

く

覚
け

り

砌

　

　

　
心

は
、

風

の

あ

ら

き

野

中
な

ど

に

旅
ね

を

し

て、

少

ま

ど

ろ

み

し

夢
中
に、

　

　

古
郷
に

至

て、

様

く
の

事
あ

り

と

思
へ

ば
、

其
夢、

風
に

程
な

く

覚

に

け

り
。

　

　

今
ま

さ

に

あ

り
つ

る

と

思

し

古
郷

は、

此

野
に

ふ

く

風
の

や

ど

り

に

て

あ

り

け

　

　

る

よ

と

云

心

な

り
。

か

様
二

安
き

さ

ま

み

ゆ

る

句
も

、

上

手
は

力

を
つ

く

し

て

　

　

付
侍
け

る
。

感
情
ふ

か

き

也。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

『

竹
林
抄
之
注
』
）

前
句
は

荒
廃
し

た

故
郷
の

様
子
を

詠
ん

だ

も

の

だ

が、

付
句
で

は、

つ

ら
い

旅
寝
ゆ

え

に

あ
ワ

と
い

う

間

に

懐
か

し

い

故
郷
の

夢
も

覚
め

て

し

ま
っ

た

と

応
じ、

前
句
の

「

風

の

や

ど

り
」

を
、

一

睡
の

う

ち

に

消
え

て

し

ま
っ

た

夢
の

儚
さ

を
い

っ

た

も

の

と

し

て

取

り

な

し

て

い

る
。

　一

見、

宗
砌
が

難
な

く

付
け

て

い

る

よ

う

に

み

え

る

が
、

心
に

思

い

描
く

故
郷
と

は

儚
い

夢
の

な

か

で

し

か

会
え

な
い

の

だ

と、

十
分
に

夢
を

見
る

こ

と

も

ま

ま

な

ら

な
い

旅
寝
の

つ

ら

さ

を

詠
む
こ

と

に

よ

っ

て、

旅
人
の

望

郷

の

念
を

直
接

的
に

言

い

表
さ

ず
と

も
、

そ

の

苦
し

い

心

中

察
し

て

余
り

あ

る

付
合
に

な
っ

て

い

る
。

儚
く

消
え

た

故
郷
の

情
景

と

詠
み

合
わ

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て、

付

合
に

込

め

ら

れ

た

旅
人
が

故
郷
を

強

く

恋
い

慕
う

気
持
ち

を、
「

感
情
ふ

か

き
」

と

表
現
し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
。

　

　

　

　
我
心

た

れ

に

か

た

ら

む

秋
の

そ

ら

　

　

　

　
　
お

ぎ

に

夕
か

ぜ

雲
に

雁
が

ね

　

　

　

　

　
　
　
敬

　

　

　

大

事
の

付
様
也。

上

手

も

わ

ろ

く

す

れ

ば、

ご

ろ

ぐ
に

な

り
、

こ

と

は

り

　

　

き

こ

え

ず
。

く

も

と

か

ぜ

ほ

ど、

う

は

の

空
な

る

物
は

な

け

れ

ど

も、

か

ぜ

は

　

　

荻
に

便
あ

り
、

雁
は

雲
に

知
音

す
。

わ

が

心

の

秋
の

感
情
た

れ

に

か

た

ら

ん

と

　

　

な

り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

『

竹
林
集
聞
書
』
）

秋
を

迎

え

た

我
が

心

の

物
思

い

を、

い

っ

た

い

誰
に

語
れ

ば

よ

い

の

か
、

と

い

う
前

句
に
、

夕

風

は

荻
に

囁
き

か

け、

雁
は

雲
に

声
を

伝
え

て

い

る

と

い

う

の

に
、

と

自

然
の

景
物
の

叙
述
に

よ

っ

て

応
じ

て

い

る
。

付
句
は、

た

だ

秋
の

情
緒
あ

る

景
色

を135
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明

星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言

語
文
化

学
科】

第
十
四

号

　
二

QO

六

年

詠
ん

で

い

る

に

過
ぎ

な
い

と

も

思
え

る

の

だ

が
、

こ

の

付
合
に

は、
「

私
に

は

心

情

を

伝
え

る

相
手
は

誰
も
い

な

い

の

だ
」

と

い

う

我
が

身
の

孤
独
を

訴
え

る

強
い

心

情、

つ

ま

り

「

感
情
」

が

込

め

ら

れ

て

い

る
。

直
接
的
な

感
情
の

吐

露
に

よ
っ

て

で

は

な

く、

秋
の

代
表
的
な

景
物
を

向
か

わ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

自
ら

の

孤
独
感
を

よ

り

深

め

て

い

る

点
が、

評

価
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

三、

芭
蕉
の

「

感
情
」

『

初

懐
紙
評

註
』

と

貞
享
連

歌
体

−

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　（
16）

　

こ

こ

で

ま

た

蕉
風
俳
論
に

お

け

る

「

感
情
」

の

問
題
に

立

ち
戻
り

た

い
。

芭
蕉
自

身
が

「

感
情
」

と
い

う
こ

と

ば

を

用
い

て

い

る

の

は、

蕉
風
初
期
の

句

合
と

連
句
の

注
の

場
合
に

限
ら

れ

て

い

る
。

た

と

え

ば

『

初
懐
紙
評
註
』

（
貞
享
二

年
A

一

六

八

六
〉

成
）

の

芭
蕉
の

注
に

は、

他
の

蕉
風

俳
論
で

は

ま
っ

た

く

用
い

ら

れ

る
こ

と
の

な

い

「

感
情
」

と

い

う
評
語
が

集
中
的
に

見

ら

れ

る

の

で、

以

下
に

検
証
し

て

ゆ
こ

犯　

　

　
　

　

（

う
き

世
の

露
を

宴
の

見
お

さ

め
）

　

　

　
　

　

憎
ま

れ

し

宿
の

木
槿
の

散
た

び

に

　
　
　
　

文
鱗

　

　

　
宴
は

唯
酒

盛

と

言
心

な

れ

ば
、

世
の

あ

ぢ

き

な

き

よ

り、

恋
の

句
を

思
ひ

儲

　

　

た

り
。

木
槿
の

は

か

な

く

し

ほ

り

め

く
、

我
身
の

思
ひ

し

ほ

る

と

言
よ

り、

　

　
「

に

く

ま

れ

し
」

と
五

文

字
置
な

り
。

恋
の

句
作、

尤
感
情
あ

り
。

前
句

の

遁
世
す
る

人

物
を、

付
句
で

は

恋
人

か

ら

疎
ん

じ

ら
れ

た

女
性
で

あ

る

と

見

定
め

て、

庭
の

木
槿
が

は

ら

は

ら

と

花
を

散
ら

す

の

を

見

る

に

つ

け
、

い

っ

そ

う

浮

き

世

の

儚
さ

を

感
じ

て

し

ま

う

と

詠
ん

で

い

る
。

「

う

き

世
の

露
」

に

応
じ

て
、

人

の

契
り

と

い

う
同
じ

く

定
か

な

ら
ぬ

も

の

に

悩
む

女

心

を、

こ

れ

も

ま

た

儚
さ
の

象

徴
と

さ

れ

る

木
槿
の

散
る

さ

ま

に

投
影
さ

せ

て

詠
ん

で

い

る
。

女

の

恋
情
が

花
の

散

る

さ

ま

に

重
ね

て

詠
み

出
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

よ

り

哀
れ

深
い

感
情
が

生

じ

て

136

い

る

の

で

あ

る
。

　

　

　

　

　

（

は

し

は

小
雨

を

も

ゆ

る

か

げ

ろ

ふ
）

　

　

　

　

　

残
る

雪
残
る

案
山

子
の

珍
ら

し

く

　
　
　
　

朱
絃

　

　

　

是

又

春
の

け

し

き

也。

付
様
さ

せ

る

事
な

し
。

野

辺
・

田

畑
の

匂
残
り

た

る、

　

　

破
た

る

案
山

子
の

立

た

る

姿、

哀
な

る

景

気
見

え

た

る

也
。

秋
の

冬
こ

め

て

春

　

　

ま

で

残
り

た

る

に
、

薄
雪
の

か

」

り

た

る、

尤
感
情
な

る

べ

し
。

こ

の

付
△
冂

は、

初
春
の

村
里

の

風
景
を

詠
ん

だ

も

の

で

あ

る。

案
山

子
は

秋
に

田

畑

に

立

て

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら、
「

残
る

案
山

子
」

は、

春

が

来
る

ま

で

に

二

つ

も

の

季
節
を

経
て

き

た

こ

と

に

な

る
。

秋

の

案
山
子
が

冬
の

風

雪

に

耐
え、

そ

の

名

残
で

あ

る

薄
雪

を

か

ぶ
っ

た

ま

ま
、

こ

う

し

て

春
を

迎
え

た

今
も

破
れ

た

姿
の

ま

ま

に

立

ち

続
け

て

い

る

姿
と

い

う

の

は、

至

極
哀
れ

な

感
興

を

催
さ

せ

る

も

の

な
の

で

あ

る
。

　

　

　

　

（

石
の

戸
樋
鞍
馬
の

坊
に

音
す
み

て
）

　

　

　

　

　
　

我
三

代
の

刀

う
つ

鍛
冶

　

　
　

　
　

　

李
下

　

　

　

此

句、

詠
中
の

奇
特
也。

鞍
馬、

尤
人
々
曇 ．
［

伝
へ

て
、

僧
正

が

谷
な

ど

打
も

　

　

の

に

便
る

事
也

。

「

石
の

戸
樋
」

な

ど

」

い

ふ

に、

鍛
冶、

近

頃
遠
く

お

も

ひ

　

　

寄
た

る、

珎
重

也
。

浄
き

地、

清
き

水
を

ゑ

ら

み、

名
剣
を

打
べ

き

と

思

ひ

し

　

　

よ

り、
　一

句
感
情
不
レ

少、

〕
二

代
L

と

い

ふ

に

て

猶
粉
骨
か

ち
名

人

と

い

は

ん

　

　

た

め

也。

こ

の

付
句
は

「

詠
中
の

奇
特
」

と

し

て

絶
賛
さ

れ

て

い

る
。

前
句
の

「

石

の

戸

樋
」

か

ら

刀

に

使
う

砥
水
を

連

想
し、

刀

鍛
冶
を

二

代
に

渡
っ

て

営
む
入

物
の

さ

ま

を

付

け

た

も
の

で

あ
る
。

刀

は

霊
水

を

も

っ

て

研

ぎ

磨
か

れ

る

も
の

と
さ

れ

て

い

る

が、

鞍
馬
と

い

う
聖
地、

そ

し

て

澄
み

渡
る

清
水
の

流
れ

る

場
所
を

選
ん

で、

代
々

名
刀

を

生

み

出

し

て

き

た

鍛
冶

職
人
の

清
廉
な

魂
が
、

前
句

の

景
に

注
ぎ

込

ま

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

い

っ

そ

う
そ

の

情
調

の

深
さ

を

感
じ

さ

せ

る

付
A
口

に

な
っ

て

い

る

と

い
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う
の

で

あ

る
。

　
こ

う

し

て

芭
蕉
が

「

感
情
」

と
い

う
こ

と

ば

を

も
っ

て

評
し

た

句
を

眺
め

て

み

る

と、

基

本
的
に

は

同
じ

付
合
文
芸
で

あ

る

連
歌
に

お

け

る

詩
情
と

変
わ

ら

な
い

も

の

と

し

て

理

解
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

し

て、

注
釈
の

な

か

で

何
度
か

「

感
情
」

と

い

う

語

を

強
調
し

て

用
い

て

い

る

こ

と

か

ら、

貞
享
期
の

芭
蕉

の

作
風
と

し

て

は
、

「

景
」

に

深
い

恋
情
を

投
影
さ

せ

た

句、

哀
れ

深

い

「

情
」

の

感
じ

ら

れ

る

景
気
の

句、
「

景
」

に

対
し

て

職
人

の

魂
を

趣
向
し

た

句
な

ど、

い

ず

れ

も

「

景
」

の

な

か

に

深
い

「

情
」

が

込

め

ら

れ

た

作
風
を

、

秀
逸
な

付
け

方

と

し

て

志
向

し

て

い

た

こ

と

が

明
ら

か

に

な

る
。

す

な

わ

ち、

心

敬
に

代
表
さ

れ

る

連

歌
の

作
風

と

相
通

ず
る

も
の

を

見
出
す
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る。

潁
原

退

蔵
氏
を

は

じ

め、

心

敬
と

芭
蕉

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
（
18）

の

共

通
性
に

つ

い

て

は

こ

れ

ま

で

に

も

指
摘
さ

れ

て

き

た

が
、

「

感
情
」

を

キ

ー

ワ

ー

ド

に

連
句
の

作
風

を

検
証
し

て

ゆ

く
こ

と

で
、

そ

の

実

態
が

よ

り

明

確
に

な
っ

た

と

い

え

よ

う。
『

初
懐
紙

評
註
』

以
降、

蕉
風
俳
論
で

こ

の

用
語
が

用
い

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

も

ま

た、

「

貞
享
連

歌
体
」

と

も

称
さ

れ

た

蕉
風
初
期
の

作
風
に

限
っ

て
、

関
連
を

も
つ

こ

と

ば

で

あ
っ

た

二

と

を

物
語
っ

て

い

る。

　
な

お

時
代
は

少

し

遡
る

が、
『

常
盤
屋

之

句
合
』

（

延
宝

八

年

全

六

八

〇
〉

跋
）

に

お
い

て

は、

　
　

　

　

第
五

番

　
　

　

　

　
左
勝

　
　

　

　

　
　
　

カ

ニ
　

　

　
　

　

　
　

　

　

オ
ノ

　
　

　

　

青
わ

さ

び

蟹
が

爪
木
の

斧
の

音

　
　

　

　

　
右

　
　

　

　

　
　
　

（
葉〕

　
　

　

　

茗
荷
だ

け

は

生

姜
の

上

に

た

」

ん

事
を

　
　

　

予、

日

外
か

た

田

舎
の

老
夫

の

語
り

し

を

聞
に
、

「

わ

さ

び

う
へ

置

か

し

こ

　
　

に、

必

蟹
来
て

こ

れ

を

喰
ふ
」

と
。

此
作
者
此

事
を

し

る

や
。

し

か

も

其
作
工

　
　

に

し

て、

か

に

が

爪
木
の

丁
々

た

る

ひ

ぼ

き、

山

更
幽
也

。

右
又、

茗
荷
・

葉

「

感
情一
の

歌
学

史

永
田

英
理

　
　

生
姜
の

似
た

る

を

以

あ

ら

そ

ふ

と
い

へ

ど

も、

左

の

わ

さ

び

感
情
多
し。

と

し

て、
「

青
わ

さ

び
」

を

「

感
情
」

が

多
い

と

評
し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

も

言

　
　

　

　

　
〔
P）

及

し

て

お

き

た

い
。

茗
荷
竹
や

葉
生

姜
が

山
野

に

並

び

生

え

て

い

る

さ

ま
も

よ

い

の

だ

が、

青
わ

さ

び

が

水

際
に

生
え

て

い

る

姿
と

い

う
の

は、

ひ

と

き

わ

清
々

と

し

て

蟹
の

姿
と

も

調

和
し、

情
趣
を

感
じ
さ

せ

る

も
の

で

あ

る

と

評
価
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん

「

青
わ

さ

び
」

と

は、

和
歌
で

は

詠
み

残
さ

れ

て

い

た

題
材
で

あ
る

が
、

俳
譜
に

お

い

て

は

そ

れ

を

「

感
情
」

の

籠
も

る
一

景
物
と

し

て

新
た

に

取
り
上

げ

て

い

る

の

で

あ

る
。

和
歌
で

は

詠
ま

れ

る

こ

と

の

な

か

ウ

た

題
材
の

も

つ

情
趣
を

も

掬
い

取
っ

て
、

「

感
情
多
し
」

と

言
い

表
し

て

い

る

と

こ

ろ

に、

俳
諧
に

お

け
る

「
感
情
」

の

新
た

な

位
置

付
け

を

見
出
す
こ

と

も

可

能
で

あ

ろ

う
。

四、

近

世
中
期
以

降
の

「

感
情
」

1
俳

論
と

歌
論
に

お

け

る

展
開

1

　
近
世
中
期
を

過

ぎ

る

と、
「

感
情
」

の

語
に

さ

ま

ざ

ま

な

意
味
が

付
加
さ

れ

て

ゆ

く

よ

う

に

な

る
。

そ

も

そ

も

和
歌
以
来
の

「

本
意
」

が、

蕉
風

俳
諧
に

よ

っ

て

「

本

情
」

と

し

て

と

ら

え

直
さ

れ

て

い

っ

た

の

と

同
様
に、

「

情
」

と

い

う

語
自
体、

朱

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　（
20）

子

学
の

影
響
か

ら

近

世
の

文

壇
で

大
流
行
し

た

語
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

時
代
の

風

潮
に

あ
っ

て
、

「

感
情
」

と

い

う
語
が

い

か

に

詩
歌
論
に

と
っ

て

魅

力
的
で

あ

り、

か

つ

便
利
な

用
語
で

あ
っ

た

か

と

い

う
こ

と

は、

歌
論
や

俳
論
に

お

け
る

用

例
が

し

だ
い

に

増
し

て

ゆ

く

事
実
か

ら

も

容
易
に

推
測
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

歌
論
に

お

い

て

も、

近

世
以

降
は

「

感
情
」

の

語
が

頻
繁
に

用
い

ら

れ

る

よ

う
に

な

る

の

だ

が
、

そ

の

用

例
は、

　
　

　

　

夕
附
日

入

ぬ

る

あ

と

は

を

ぐ

ら

山

松
吹
風

に

鹿
は

啼
な

る

　
　
（

略
）

此
歌
も

松
吹

風
に

鹿
ぞ

鳴
な

る

と

い

ふ

下
句
ば

か

り

に

意
を
つ

く
べ

か

　
　

ら

ず
。

上

下
か

け

あ

ひ

た

る

つ

冨

け
か

ら、

句
毎

の

句
う
つ

り

に

て

何
と

な

く137
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

口

本
文
化

学
部
二
言

語
文

化
学
科
】

第
十
四

号

　
．

00

六

年

　
　

感
情
あ

り
。

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　

（

武
者
小

路
実
陰
述、

似
雲
聞
書

、

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

『

詞
林
拾
葉
』

元

文
四

年

全

七

三

九
V

成
）

　
　

　

　
一
　

松
島
や

を

じ

ま

が

崎
の

夕

が

す
み

た

な

び

き

わ

た

せ

あ

ま

の

た

く

縄

　
　

霞
め

る

景
気
を

興

し

て
、

海
士
の

た

く

縄
も

引
物
ゆ
へ

に
、

そ

れ

に

い

ひ

か

け

　
　

て
、

た

な

び

き

わ

た

せ

と

霞
に

下
知
し

て

興
し

た

る

斗
也

。

心

の

優

美
な

る

事、

　
　

誠
に

感
情
深
き

事、

能
々

可

味
。

　
　

　

　

　
　
　

　
（

『

烏
丸
光
栄
卿
冂

授
』

延

享
三

年
〈

一

七

四

五
〉

以

降
成
か
）

の

よ

う

に、

連
歌
論
で

み

た

よ

う

な

「

あ

は

れ
」

や

「

幽
玄
」

な

ど

と

い

っ

た

こ

と

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

（
21〕

ば

に

置
き

換
え

ら

れ

る

よ

う
な

意
味
を

踏
襲
し

て

使
わ

れ

て

い

る

場
合
が

多
い

。

　
ま
た、

さ

ら

に

興

味
深

い

事
実
が

あ

る
。

烏
明
・

白
明
編
の

『

俳
諧
提．
要

録
』

（

鳥
酔
述、

安
永
二

年
〈

一

七

七

三
〉

序
）

に

は、

支
考
の

「

姿
情
論
」

に

お

け

る

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
〔
22）

「

情
」

と

同

じ

よ

う

に

「

感
情
」

を

用
い

て

い

る

例
が

見

出
せ

る

の

で

あ

る
。

　
　
（
略
）

中
興

芭
蕉
の

翁、

滑
稽
の

自
然
を

得
た

り。

こ

」

に

帰
し

ぬ
。

外
に

何

　
　

を

か

求

む
べ

き

や
。

お

も

ひ

と

ち
め

て、

私
を

納
る

」

事
な

か

れ
。

春
は

生
じ、

　
　

夏
は

茂
す。

秋
は

実
り、

冬
は

枯
ぬ
。

風
雅
の

皃
も

乂

同

じ
。

は

い

か

い

は

わ

き

て

姿
を

先

と

す
。

造

化
の

自
然
を

得
る

事
は、

唯

す

が

た

に

し

か

ず。

貌
を

　

　

得
れ

ば、

感
情
お

の

つ

か

ら

言

外
に

顕
れ

て、

し
か

も

理

屈
な
し

。

傍
線
部
に

示

し

た、

句

を

案
ず
る

に

当

た

っ

て

は
、

姿
を

先

と

す

れ

ば、

情
は

お

の

ず
と

言
外
に

表
れ

て

く

る

の

だ

と

い

う
説
は、

ま
さ

し

く

支
考
の

「

姿
先

情
後
」

の

説
く

と
こ

ろ

と
一

致
す

る

も
の

で

あ

る
。

そ

れ

を

「

情
」

の

代
わ

り

に

「

感
情
」

と

言
い

替
え

て

い

る
。

こ

の

現
象
は

同

様
に
、

近

世
中
期
の

歌
論
に

も

確
認

す
る

こ

と

が

で

き

る
。

た

と

え

ば、

先
に

あ

げ

た

『

烏
丸

光
栄
卿
口

授
』

に

は、

赤
入
の

「

田

子
浦
に

打
出
で

て

見
れ

ば

白
妙
の

富
士

の

高
嶺
に

雪
は

降
り

つ

づ
」

の

歌
を

め

ぐ
っ

て、
「

其
実
景
を

脇
道
へ

ゆ

か

ず
に

す

つ

と

能
い

ひ

の

べ

た

る

ゆ
へ

に
、

感
情
も

ふ

138

か

く

及
ぼ

ぬ

名
歌
と

い

ふ

也
L

と

い

う

評
が

み

え

る
。

こ

れ

は

実
景
を

そ

の

ま

ま
に

詠
む

こ

と

に

よ

っ

て、
「

感
情
」

を

深
く

湛
え

た

表
現
に

な
ワ

て

い

る

と

み

て

い

る

の

で、

い

わ

ば

「

姿
先
情
後
」

の

実
践
と

し

て

み

な

す
こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
。

　

そ

の
一

方

で、

俳
論
書
『

俳
諧
寂
栞
』

（

白
雄
著、

文

化
九

年
〈

一

八
一

二
〉

刊
）

に

は

発

句
の

一

体
と

し

て

登

場
し

て

お

り、
「

感
情
」

を

詩
学
用

語
と

し

て

認

知
し

始
め

る

動
き

も

出
て

く

る
。

　

　

感
情
な

る

句
　

　

酒
の

め
パ

い

と

f

寐
ら

れ

ね

夜
の

雪
　

　

　

翁

　

　

　

　
　

　

　

　

　
ひ

と

葉
づ

」

柿
の

葉
ミ

な

に

な

り

に

け

り

　
一

髪

　

　

　

　
　

　

　

　

　
つ

く

ぐ
と

絵
を

見

る

秋
の

扇
哉
　
　

　
　

小

春

た

だ

し
こ

の

証

句
か

ら

も

明
ら

か

な

よ

う

に、

も

は

や

こ

の

「

感
情
」

と

は、

和
歌

の

「

あ

は

れ
」

に

相
当

す
る

よ

う
な、

情
景

か

ら

立

ち

の

ぼ
っ

て

く

る

よ

う
な

深
い

情
趣
を

指
す

も

の

で

は

な

い
、

こ

れ

ら

の

句
に

は

す
べ

て
、

「

情
」

と

「

景
」

と

が

わ

か

り

や

す
く
一

句
の

な

か

に

同
時
に

表
現

さ

れ

て

い

る
。

「

感
情
」

と

は

も

は

や、

詩
に

込

め

ら

れ

た

深
い

感

情
や

情
趣
を

い

う

語

で

は

な

く、
、

情
L

と

「

景
」

と

を

同

時
に

詠
み

込

ん

で

い

る

こ

と

が

自
明

な

作
風

を

評

す

る

用

語
と

な
っ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る
。

同
書
に

は、

こ

の

他
に

も

「

艶
に

や

さ

し

き

句
」

「

幽
玄
な

る

句
」

な

ど
の

体
が

設
け

ら

れ

て

い

る

が
、

こ

れ

ら

も

ま

た、

心

敬
が

説
く

「

理
」

を

排
し

た

と
こ

ろ

に

成
り

立
つ

よ

う
な

重
層
的
で

複
雑
な

美
意
識
に

基
づ

い

た

も

の

で

は

な

く、

極
め

て

表
面

的
で
一

義
的

な

理

解
の

う
え

に

使
わ

れ

て

い

る

も

の

で

あ
っ

た。

む
す

び
に

　

こ

れ

ま
で

「

感
情
」

と
い

う
こ

と

ば

を

キ

ー

ワ

ー

ド

に、

連
歌、

俳
諧、

そ

し

て

近
世

和
歌
史
を

大
局

的
に

眺
め

て

き

た
。

も

と

も

と

心

敬
の

「

疎
句
体
」

の

付
合
の

も

つ

詩
情
な

ど

を

評

し

て

使
わ

れ

て

い

た

「

感
情
」

と
い

う
用

語

が、

連
歌
論
や

連

N 工工
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歌
の

古

注
釈
書
で

多
用
さ

れ

る

よ

う

に

な

り、

芭
蕉
に

よ

っ

て

も

ま

た

初
期
蕉
風

俳

諧
に

お

い

て、

「

貞
享
連
歌
体
」

と

呼
ば

れ

る

よ

う
な

作
風
を

評
す

る

う

え

で

取

り

入

れ

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か
っ

た
。

「

感

情
あ

り
」

と

評
さ

れ

る

句
の

詠
み

ぶ

り

に

は、

確
か

に

芭
蕉
と

心

敬
の

連
歌
に

は

通
ず

る

も

の

が

あ
っ

た

の

で

あ

る
。

し
か

し、

時
代
が

下

る

と

「

感
情
」

と
い

う
こ

と

ば

自
体
が、

支
考
の

「

姿
先
情
後
」

の

説

に

お

け

る

「

情
」

の

意
に

重

な

り
、

し

だ
い

に

そ

の

方
向

に

転
用

さ

れ

て

ゆ

く

傾

向
が

う
か

が

え

る

の

で

あ
っ

た
。

そ

れ

は、
「

感
情
」

と

い

う

語
が

人
間
の

心

情
と

深

く

関
わ

る

こ

と

ば

で

あ
っ

た

た

め
、

作
者
の

側
の

「

情
」

と

同
時
に
、

作
品

に

表

れ

出
て

く

る

「

情
し

を

も

表
し

て

お

り
、

そ

れ

ら

が

明

確
に

区
別
で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

由
来
す
る

も

の

で

あ

ろ

う。

支
考
の

「

姿
先
情
後
」

は、

歌
論
の

景
気
論
を

継

　

　

　

　
〔
23）

承

し
つ

つ

も、

直
接
的
に

は

漢
詩
の

「

景
情
論
」

の

影

響
に

よ

る

も
の

だ

と

従
来
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
24）

ら

考
え

ら

れ

て

き

た

が
、

そ

こ

に

は

連
歌
論
に

お

け

る

「

感
情
」

の

概
念
も

少
な
か

ら

ず
関
わ
っ

て

い

た

の

だ

と

い

え

る
。

今
回

は

「

感
情
」

と

い

う
詩
学
用
語
を

め

ぐ

る

問
題
の

考
察
に

留
ま
っ

た

が
、

と

く

に

心

敬
の

作
風

と

蕉
風

俳
諧
の

作
風

に

つ

い

て

は、

別
に

詳
し

く

検
証
し

て

ゆ

く
こ

と

に

し

た
い

。

註
（
1）
　
引

用

は

堀
切

実

他
校
注
『

連
歌
論
集

　
能
楽

論
集
　
俳
論
集
』

（
新

編

日

本
古
典

文

学
全
集、

小

　

　
学
館、

平

成

卜

二

年

惻）
に

よ

る。

〔
2）
　

−

感

情」
の

読
み

は、
『

色
葉
字

類
抄
（
前
出

本
・
黒

川

本）
』

な

ど

に

「

カ

ム

（
ン

）
セ

イ
」

と

　

　
訓
じ

ら

れ

て

い

る

の

に

従
う。

（
3

＞

　
「

十
市
遠
忠

百

番
自

歌
合
」

に

「

五

十
六

番
（

略）

右

　
落

葉
勝

　
吹
つ

く

す

落

葉
の

月

の

も

り

　

　
の

か

げ

に

日

ご

ろ

う

か

り

し

木
枯
も

な

し

　
お

ち

葉
の

月
の

も

り
の

陰、

こ

と

葉
の

つ

穿

き
も

心
の

　

　
を

も

む

き

も

尤
感
情

ふ

か

し。

為
勝
」

と
あ
る。

十
六

世
紀
の

用

例
で

あ

る

こ

と

を

鑑
み

る
と、

連

　

　
歌
論
の

影

響

に

よ

る

も

の

と

も

推
察
で

き
る。

（
4

）

　
引

用
は

伊
地
知

鐵
男

他
校
注

『

連
歌

論
集

　
能
楽

論
集

　
俳

論
集
』

（
H
本
古
典

文

学
全
集、

小

　

　
学
館、

昭

和

四

」
八

年
刊）
に

よ

る。

〔
5）
　
「

あ

は

れ」
の

定
義

に

つ

い

て

は、

主
に

『

日

本

古

典
文

学

大

辞
典
』

（
岩
波
書
店、

昭

和
六

−

年

「
威卿
情
」

の

歌
学
史

永

田

英
理

　
　

刊）
の

「
も
の

の

あ

は

れ」
の

項
に

掲
げ
ら

れ

て

い

る

説
を

中
心

に、

久
保
田

淳
編
『

占

典
和
歌
必

　
　

携
』

（
別
冊

国

文

学、

学
燈

社、

昭

和

六

十一
年
刊）、
『

和
歌
大

辞
典
L

（
明

治

書
院、

昭

和
六

十
一

　
　

年
刊）、

藤
平
春
男
他

校
注
『

歌

論
集』
（
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集、

平
成
十

四

年
刊）
の

「

歌
論

　
　

用

語
」

の

項
な

ど

を

参
考
に

し

な

が

ら

ま

と

め

た。

（

6）
　「
幽
玄
」

は

「

あ

は

れ
」
を

内

包

す
る

よ

う

な

美

的
理

念

で

も

あ

り、

俊

成
以

後、
「
優
」

や

　
　
「

艶
」

に

接
近
し

た

概
念
を

も
つ

よ

う

に

な
っ
た

と

考
え

ら
れ

て

い

る。

（

7＞
　
『

心

敬
の

研
究
』

〔
風

間

書

房、

昭

和

五

十
二

年

刊）。

（

8）
　
引
用
は

註
（
4）
の

同

書

に

よ

る。

（
9）
　
「

理
」

の

多
義

性
に

つ

い

て

は、

村
尾
誠
一
「

中
世
和

歌
に

お

け

る

「
理
」

の
一
考
察一

令
東
京

　
　

外

国
語
大

学
論
集
」

第
四

十

号、

平
成
二

年

三

月
刊
） 、

紙
宏

行
コ

歌
論
用

語

研
究
L

（
『

和
歌
文
学

　

論

集
」

編
集
委
員
会
編
『

歌

論
の

展

開』

和
歌
文

学
論
集
七、

風
間
書
房、

平
成
七

年
刊）
な

ど

が

　
　

指

摘
し

て

い

る。

心

敬
の

連
歌
論
に

お

け

る

「

理」
の

用
法
に

つ

い

て

も

ま

た、

田

中
裕

「
心

敬
の

　

疎

句
体
と

理
I−
そ

の

付
合
論
研
究
一
I」

（

「

語
文」

第
十
六
輯、

大
阪
大
学
国

文

学
研
究

室、

昭
和

　

　一、
十
年
十．
一
月

刊）
が、

単

義
的
に

は

使

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

明

ら
か

に

し

て

い

る。

（

10）
　

引
用
は

廣
木、
人
他
校
注

『

歌

論
歌

学
集
成
』

第
十
一
巻
〔
二

弥
井
書
店、

平

成

十
三

年
刊
）

に

　

　
よ

る。

（
11）
　「
正

徹
物
語
」

∩

歌
論
の

研

究
』

べ

り
か

ん

社、

昭

和
六
LI

三

年
刊）。

（
12）
　「
連

歌
に

お

け

る

（

詩
V

の

生
成
−

心

敬
連

歌
論
の

構
想
と

力
1…
〔
「

學
苑」
昭

和
女
予

大

学
近

　

代

文

化
研
究
所、

平
成一．
年
三

月

刊）。

（
13）
　

引
用
は

註
（
1）
の

同

書
に

よ

る。

（
14）
　「
連

歌
の

熟
成
」

（
「

日

本
文

藝
史
」

皿、

講
談
社、

昭
和
六

十
一
年
刊）。

（
15
）

　
『

竹
林
抄
』

の

古
注
釈
書
類
は、

横
山

重

編
『

竹
林
抄
古
注
』

へ
角
川
書
店、

昭

和

四

十

四

年
刊）

　

　
を

参
照
し

た。
こ

の

他
に

も、
「

愚
句
老
葉』
『

下
草
注
』

な

ど

を

は

じ

め、
『

春
夢
草
注
』

や

『

壁

　

草

注
』

『

孤

竹
』

な
ど
に

も

「

感
情」
の

語
の

用

例

を

確
認
す

る

こ

と
が

で

き
る。

（
16）
　
芭

蕉

以

前
の

俳
諧
に

お

い

て

も、
『

俳

諧
塵

塚』
（
重

徳
編、

寛
文
十
二

年
く
＝
ハ

七
二

）

刊
か
）

　

　
に

［
春

な

が

ら

雨
土

山
を

う
こ

か

し

て

／

鈴
鹿
の

花
の

歌
の

感
情
（
松
山
玖
也）
」

の

付
脊

が

み

え、

　

他

に

も

『

誹
諧
破
邪
顕
止
』

（
随
流
著、

延

宝

七

年

〈一
六

七

九〉

自
跋）

な

ど

に、
一
感
情
」

の

用

　

例

を

確
認
す
る

こ

と
が

で

き

る。

ま

た、
『

陸
奥
鵆
』

（
桃
隣
編、

元

禄
十
年
A

一
六

九

七
V

跋
）

や

　

『
泊

船

集
』

〔
風

国
編、

兀

禄
十
一
年
刊）

な

ど
の

元

禄
期
の

俳
書
に

も

用

例
は

散
見
す

る。
だ
が

本

　

稿

に

お
い

て

は、

あ
く

ま

で

も

芭
蕉
の

俳

論
の

な

か

に

ど

の

よ

う
な

か

た

ち
で

連
歌

論
の

用

語
が

流

　

　
れ

込

ん

で

い

る

の

か

に

つ

い

て

検
証
し

て

い

る

た

め、

今
回
は

考
察
の

対
象
を

蕉
風

俳
論
の

み

に

絞

　

　っ
た。

（
17）
　
『

初
懐
紙
評

註
』

と

制

常
盤
屋

之

句
合
』

の

引

用
は、

大
内
初

夫
他
校
注

『

校
本
芭
蕉
全

集
』

第139
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明
星

大

学
研

究

紀

要

【

日

本

文

化
学
部
・
言

語

文
化
学
科
】

第
十
四

号

　
二

〇
〇
六

年

140

　

　
七

巻

俳
論
篇
（
角
川
書
店、

昭
和
四

十
一
年

刊）

に

よ

る。

（
18）
　
頴
原
退
蔵
「

心

敬
と

芭
蕉
」

（
「

潁
原
退

蔵

著
作
集
』

第
十
巻、

中
央
公
論
社、

昭

和
五

十
五

年
刊。

　

　
初

出
は

『

俳
諧
精

神
の

探
究」
秋
田

屋、

昭

和

十

九
年
刊）、

九
鬼

清
「

心

敬
と

芭

蕉
1
そ

の

芸
術

　

　
理

念
を

中
心

と

し

て

ー
」

〔．
学

芸

研
究
（
人
文

科
学
ご

第
一
号、

和

歌
山
大

学
学
芸

学
部、

昭

和

　

　
二

十

五

年
十
二

月

刊）
な

ど
が

あ
る。

（
19）
　
石

川
真
弘

氏

は

『

俳
文
学

大

辞
典
』

の

「
常

盤

屋
之
句

合
一
の

項
で、
一
〔
略）
一
感
情
多

し
」

な

　

　
ど

と

見

え

る

情
へ

の

志

向
は、

新
風
へ
の

胎
動
と

言

え

る

で

あ

ろ

う

　
と

述
べ

て

い

る。

（
20）
　一
情
L

へ

の

志
向
に
つ

い

て

は

さ

ま

ざ

ま

な

先
行

研
究

が

備
わ

る

が、

か

つ

て

拙
稿
「

蕉
風

俳
論

　

　
に

お

け

る

「
本

意」
の

一
考
察
」

（
「

日

本
文
学
」

十
二

月

号、

日

本
文
学
協
会、

平
成
卜
四

年
十
二

　

　
月

刊）
で

も

言

及

し

た
こ

と

が

あ

る。

〔
21）
　
同
章
に

お

け

る

近

世

歌

論
の

引
用

は、

近
世
和
歌
研
究
会
編
『

近

世
歌
学
集
成
』

（
中）
〔
明
治
書

　

　
院、

平
成
九

年
刊
〉

に

よ

る。

（
22）
　
同
章
に

お

け

る

俳
論
の

引

用
は、

清
水

孝
之

他
校
注
『

中
興

俳

論
俳
文

集
』

（

占
典
俳
文
学
大
系、

　

　
集
英
社、

昭

和
四

十

六

年

刊）
に

ょ

る。

〔
23）
　
堀
切

実
「
景
気
・
姿、

写

生
」

（
剛

芭

蕉
の

音
風
景
』

ぺ

り
か

ん

社、

平

成

十
年
刊）
に

よ

る
。

（
24）
　
小
西

甚一
「

禅
林
詩
と

芭

蕉
俳
諧
」

〔『
目

本
文
藝
の

詩

学
」

み

す

ず

書
房、

平
成
十

年
刊）、

尾

　

　
形
仂
「

蕉
風

と

元

禄
俳
壇
」

〔

『

俳
諧

史．
論
考
』

桜
楓
社、

昭

和
五

十
二

年

刊）
な

ど
に

詳
し
い。

　

な

お、

歌
論
・
連
歌
論
・

俳

論
の

引
用

に

際
し

て

は、

適
宜、

私
に

濁
点、

句
読
点
な

ど

を

補
っ

て

い

る

場
A
口

が

あ
る。

〈

付

記〉
　
本
稿
は

平
成
十
七

年

度
科

学
研

究

費
補
助
金

（
特
別
研
究
員
奨
励
費）
に

よ

る

研
究
成
果
の

一

部

で

あ

る。

　

ま

た、

歌
論
に

つ

い

て

い

ろ
い

ろ

御
教

示

を

賜
り

ま

し

た

諸
先
生

方
に、

厚

く

御
礼
申
し

上

げ
ま
す。
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