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十
七
音
。
そ
の
わ
ず
か
な
言
葉
を
手
が
か
り
に

一
句
の
向
こ
う
を
の
ぞ
き
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
つ

の
宇
宙
が
広
が
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
の
宇
宙
に

行
き
着
け
る
か
ど
う
か
。
俳
句
鑑
賞
の
面
白
さ
は
、

そ
の
謎
解
き
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
俳
人

は
言
う
。
人
間
が
言
葉
を
持
っ
て
初
め
て
、
こ
の
世

は
い
き
い
き
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
。
言
葉
の
持

つ
深
さ
、
重
さ
。
そ
れ
を
お
し
え
て
く
れ
る
の
も
ま

た
言
葉
。
そ
の
人
の
言
葉
に
、
日
本
の
、
言
葉
の
世

界
に
暮
ら
す
幸
せ
を
感
じ
た
。

│
│
俳
句
を
詠
む
き
っ
か
け
、
あ
る
い
は
俳
句
は
面

白
い
と
最
初
に
思
わ
れ
た
句
と
い
う
の
は
お
あ
り

で
す
か
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
か
ら
日
本
語
は
面
白
い
な �

季
語
は
、宇
宙
的
な
言
葉
。�
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と
思
っ
て
い
て
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
俳
句

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
詩
や
短
歌
で
し
た
。
宮
沢

賢
治
の
詩
と
か
、
若
山
牧
水
の
短
歌
と
か
。
中
学

の
国
語
の
先
生
が
、
熊
本
で
は
か
な
り
知
ら
れ
た

詩
人
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
先
生
が
授
業

で
自
分
の
好
き
な
詩
や
短
歌
の
話
を
さ
れ
ま
し

て
、
文
芸
が
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
そ
れ
が
最
初

で
す
。
俳
句
は
も
っ
と
大
人
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

教
育
の
力
は
偉
大
で
す
ね
。
な
ぜ
、
俳
句
な
ん
だ

ろ
う
と
後
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
日
本
語
に

興
味
が
あ
っ
た
。
で
、
そ
の
日
本
語
が
一
番
う
ま

く
生
か
さ
れ
る
形
式
が
俳
句
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
の
で
す
。
俳
句
は
短
い
で
す
か
ら
、
一
つ
一
つ
の

言
葉
が
と
て
も
重
要
に
な
る
。
一
つ
一
つ
の
言
葉

の
重
さ
が
ほ
か
の
文
芸
と
は
違
う
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
、
一
つ
の
言
葉
が
持
っ
て
い
る
味
わ
い
と
か
意

味
と
か
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
俳
句

は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
ね
。
で
、
味
わ
い
や
意

味
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
読
者
が
自
分
の
全

力
を
投
入
し
て
読
も
う
と
し
な
い
と
い
け
な
い
。

小
説
は
向
こ
う
か
ら
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
で
す

が
、
俳
句
は
こ
ち
ら
か
ら
世
界
に
入
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ

こ
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
世
界
に
入
っ
て
い
か
な
い

と
、
世
界
を
ひ
ら
い
て
く
れ
な
い
。
ま
あ
、
一
種
わ

が
ま
ま
な
形
式
な
わ
け
で
、
そ
こ
が
面
白
い
な
と

思
う
ん
で
す
」

│
│
数
年
前
ま
で
新
聞
社
に
い
ら
し
て
、
同
時
に

俳
句
も
詠
ま
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
散
文
と

韻
文
を
両
方
同
時
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
。

「
基
本
的
に
は
一
緒
な
ん
で
す
よ
。
日
本
語
で

で
き
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
。
新
聞
社
の
仕
事
は
、
記

事
を
書
い
た
り
、
見
出
し
を
つ
け
た
り
と
い
う
、
ま

さ
に
散
文
的
な
仕
事
で
す
が
、
そ
う
い
う
散
文
の

場
合
は
、
言
葉
の
意
味
が
通
じ
な
い
と
い
け
な
い
。

ロ
ジ
ッ
ク
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
逆

に
俳
句
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
世
間
的
な
論
理
は

い
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し

た
い
人
が
創
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
俳
句
は
、

た
ぶ
ん
反
ロ
ジ
ッ
ク
の
形
式
、
論
理
を
超
え
た
と
こ

ろ
に
世
界
を
ひ
ら
く
形
式
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

│
│
そ
の
手
法
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

「
全
然
違
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
俳
句
の
解
説

や
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
、
た
と
え
ば
芭
蕉
の〈
古

池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
〉（
※
文
末
参
照
）
と
い
う
句

に
し
て
も
、
芭
蕉
の
句
の
中
に
置
か
れ
た〈
古
池
〉

と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
と

い
う
の
は
、
至
難
の
技
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
も
う
散

文
と
は
違
う
ん
で
す
よ
。〝
古
池
に
蛙
が
と
び
こ
ん

で
水
の
音
が
し
た
〞
と
散
文
的
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
散

文
の〈
古
池
〉と
韻
文
的
に
使
わ
れ
た〈
古
池
や
〉の

〈
古
池
〉と
は
、
全
然
違
う
も
の
と
考
え
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」

│
│
で
は
、
現
代
詩
と
、
俳
句
や
短
歌
と
の
違
い
に

つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

「
詩
と
い
う
も
の
は
、
現
代
詩
も
含
め
て
、
も
と

は
音
楽
な
ん
で
す
よ
。
と
く
に
俳
句
や
短
歌
に
は

五
七
、
七
五
と
い
う
リ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
し
、
言
葉

が
持
っ
て
い
る
音
、
ア
行
と
か
、
サ
行
と
か
、
そ
う
い

う
音
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
言
葉
の
音
楽
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
し
て
、
俳
句
・
短
歌
は
今
も
音
楽
で
あ

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
の
現
代
詩
は
│
│
こ
れ

は
現
代
詩
そ
の
も
の
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
│
│

こ
の
百
年
位
、
音
楽
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
き

た
。
つ
ま
り
形
式
を
無
視
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
由
に

な
る
こ
と
が
詩
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
本
来
、
詩

は
音
楽
で
あ
り
な
が
ら
、
音
楽
を
根
絶
や
し
に
し
よ

う
と
し
て
き
た
こ
と
が
、
今
に
な
っ
て
現
代
詩
を
難

し
い
と
こ
ろ
に
追
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
気
が
し
ま

す
。
こ
れ
か
ら
は
現
代
詩
で
も
形
式
と
い
う
も
の
が

も
う
一
度
見
直
さ
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
」

│
│
そ
し
て
、
俳
句
や
短
歌
ほ
ど
季
節
と
深
く
か

か
わ
り
あ
う
文
芸
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
。

「
季
語
は
、
季
節
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
あ
い

を
言
葉
の
上
で
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
で

す
よ
ね
。
そ
れ
で
季
節
と
は
何
か
と
考
え
る
と
、

季
節
は
、
地
球
が
傾
い
て
い
る
か
ら
生
じ
る
変
化

な
ん
で
す
ね
。
地
球
が
傾
き
な
が
ら
太
陽
の
周
り
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を
回
転
し
て
い
く
、
そ
の
動
き
を
と
ら
え
た
言
葉

が
季
語
で
す
。
だ
か
ら
、
季
語
と
い
う
の
は
、
も
と

も
と
非
常
に
宇
宙
的
な
言
葉
な
の
で
す
。
自
分
が

こ
の
世
界
に
お
い
て
ど
う
い
う
位
置
に
い
る
か
は
、

俳
句
を
創
る
創
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
重
要
な
こ

と
な
の
で
す
が
、
俳
句
を
つ
く
る
人
は
、
季
語
に

よ
っ
て
、
よ
り
深
く
宇
宙
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
」

│
│
こ
の
秋
、
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
で
大
岡
信
さ
ん
と
連

句
を
巻
か
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
大
岡
さ
ん
の

お
仕
事
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
ど
う
ご
覧
に
な
っ
て
い

ま
す
か
。

「
大
岡
さ
ん
の
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
僕

が
理
想
と
す
る
一
つ
の
形
な
ん
で
す
ね
。
僕
は
、

言
葉
は
、
文
芸
の
素
材
で
あ
る
と
同
時
に
す
べ
て

の
始
ま
り
、
基
本
だ
と
思
う
ん
で
す
。
人
間
が
言

葉
を
も
つ
以
前
は
、
た
と
え
ば
木
や
花
と
い
う
言

葉
の
な
い
、
無
気
味
な
世
界
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
が
言
葉
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
、
木
を
木
と
名
づ
け
、
花
を
花
と
名
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
が
い
き
い
き
と
見
え
て
き

た
。
い
き
い
き
と
人
間
が
関
わ
る
世
界
が
そ
こ
に

で
き
た
。
つ
ま
り
言
葉
に
よ
っ
て
世
界
が
初
め
て
で

き
た
と
僕
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
言
葉

の
働
き
は
、
俳
句
だ
け
を
や
っ
て
い
る
と
俳
句
の
こ

と
し
か
見
え
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
大
岡
さ
ん
の
場

合
は
、
外
国
の
詩
も
非
常
に
よ
く
わ
か
ら
れ
る
し
、

日
本
の
詩
に
も
も
ち
ろ
ん
詳
し
い
。
俳
句
や
短
歌

も
詠
え
る
。
そ
う
い
う
空
間
的
な
広
が
り
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
の

言
葉
は
、す
べ
て
の
始
ま
り
。�

俳句については、これ一冊でかなり多くのことがわかるといわれる
俳論集『俳句の宇宙』。最近の著書（’04年１月刊）『俳句的生活』
では、「切る」「生かす」「捨てる」などのキーワードで、体験や小説な
どを通して、俳句の世界を多面的に紹介している。



13―グランシップマガジン

【はせがわ かい】
俳人。’78年東京大学法学部卒業後、読売新聞
社に入社。平井照敏、飴山實に俳句を学び、’85
年句集『古志』を発表。’90年には俳論集『俳句の
宇宙』で第12回サントリー学芸賞受賞。’00年新
聞社を退社し、以来、創作活動に専念。’02年発
表の句集『虚空』で第1回中村草田男賞、第54回
読売文学賞受賞。そのほか句集に『天球』『果実』
『蓬莱』など。また、随筆集『一度は使ってみたい季
節の言葉』『俳句的生活』、編著書『現代俳句の鑑
賞101』などがある。現在、『俳句研究』に「古池の
彼方へ」、『読売新聞』に「四季」を連載中。俳句雑
誌『古志』主宰。朝日俳壇選者。東海大学特任教
授（文学部文芸創作学科）。’54年熊本県生まれ。

すべての言葉に存在理由がある。だからこそ、詠む
側も、受け取る側も注意深くあらねばならないし、そ
うあってほしい、と氏。「恐ろしいのは、一文字の使い
方でその人の力量がわかってしまうことですね」
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入場無料（要事前申込）�

「しずおか連詩の会」�
記念講演会�
ＰＭ1：00開場  ＰＭ1：30開演�
会議ホール・風�

11 27土�

■応募方法／往復ハガキに代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、人数を明記の上、下記あて
郵送を。（返信用ハガキにも代表者の住所、氏名を記入のこと）11月5日必着。応募多数の
場合は抽選。あて先：〒422-8005 静岡市池田79-4 グランシップ「しずおか連詩の会」係�

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
。

「
連
句
も
同
じ
で
す
よ
。
こ
の
人
は
こ
う
い
う
人

だ
な
と
い
う
、い
っ
て
み
れ
ば
先
入
観
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
必
ず
心
の
中
か
ら

出
て
く
る
の
が
言
葉
で
す
か
ら
、
そ
の
人
の
こ
ち

ら
が
知
ら
な
か
っ
た
側
面
と
い
う
も
の
が
表
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
去
年
の
三
島
の
会
で
、
僕
の

発
句
が〈
夕
暮
の
道
の
ゆ
き
つ
く
炬
燵
か
な
〉と
い

う
句
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
大
岡
さ
ん
が
脇
で

〈
お
で
ん
に
残
る
蒟
蒻
ひ
と
つ
〉と
詠
ん
だ
ん
で
す

ね
。
つ
ま
り
炬
燵
の
上
に
お
で
ん
が
一
つ
残
っ
て
い

る
。
で
、
僕
が
第
三
で〈
し
あ
は
せ
か
ふ
し
あ
わ
せ

か
と
問
は
れ
ゐ
て
〉と
つ
け
た
。
そ
れ
で
こ
の
つ
け

あ
い
に
つ
い
て
ス
テ
ー
ジ
上
で
話
を
し
た
と
き
に
、

僕
は
幸
せ
か
不
幸
せ
か
を
尋
ね
て
い
る
の
は
男
で

あ
る
と
言
っ
た
ら
、
大
岡
さ
ん
は
尋
ね
て
い
る
の
は

女
の
方
で
、
尋
ね
ら
れ
た
男
は
タ
ジ
タ
ジ
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
構
図
だ
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
最

初
は
え
え
っ
と
驚
い
た
け
れ
ど
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど

と
思
っ
た
。
僕
が
詠
ん
だ
男
女
は
夫
婦
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
よ
。
夫
婦
だ
と
す
る
と
、
夫
が
妻
に
そ
ん

な
こ
と
を
尋
ね
る
な
ん
て
あ
り
え
な
い
で
す
か
ら
。

も
っ
と
違
う
関
係
を
設
定
し
た
ん
で
す
。
初
恋
の

人
な
ん
か
に
た
ま
た
ま
出
会
っ
て
、
お
で
ん
を
食
べ

て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
今
の
あ
な
た
は
幸

せ
な
の
か
と
尋
ね
て
い
る
。
誘
い
を
か
け
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
を
詠
ん
だ
ん
で
す
け
れ

ど
、
大
岡
さ
ん
の
想
定
は
た
ぶ
ん
家
庭
の
中
で
、
奥

さ
ん
が
〝
あ
な
た
、
幸
せ
な
の
？
〞
と
尋
ね
て
い

る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
そ
う
い
う
世
界
観
の

違
い
、
そ
の
発
見
も
楽
し
い
。
今
回
も
ま
た
新
し
い

大
岡
さ
ん
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
面
白
い
な
と

思
い
ま
す
」

古
典
に
対
す
る
造
詣
が
抜
群
に
深
い
。
つ
ま
り
時

間
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
岡
さ
ん
は
、
今
、
言
葉
を
一
番
広
く
と
ら
え
ら

れ
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
っ
て
、
普
通
の
人
が

思
っ
て
い
る
以
上
に
重
要
で
す
よ
。
た
だ
の
言
葉
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
け
ど
、
た
と
え
ば
政
治
な
ん
か
、

全
部
言
葉
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
政
治

家
に
そ
の
認
識
が
な
い
か
ら
、
失
言
し
た
り
、
む

ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
こ
と
に
な
る
。
言
葉
は
、
世
界
の
基

礎
。
僕
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
が
関
わ
っ
て
い

る
の
は
、
文
芸
の
中
の
、
し
か
も
俳
句
と
い
う
部
分

だ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
だ
け
を
見
な
い
で
、

言
葉
の
持
っ
て
い
る
、
世
界
と
の
か
か
わ
り
や
人
間

に
と
っ
て
の
意
味
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
と

ら
え
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
す

で
に
や
ら
れ
て
い
る
人
が
、
大
岡
さ
ん
な
ん
で
す
よ
」

│
│
こ
れ
ま
で
に
も
大
岡
さ
ん
と
連
句
を
ご
一
緒

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

「
去
年
、
三
島
で〝
三
つ
物
〞
を
十
幾
つ
や
り
ま

し
た
。
三
つ
物
と
い
う
の
は
、
連
句
の
発
句
と
脇
と

第
三
と
い
う
、
最
初
の
三
つ
の
句
の
こ
と
で
、
連
句

で
は
こ
れ
は
特
別
な
ん
で
す
。
昔
は
百
句
巻
い
た

ら
、
全
部
お
宮
に
奉
納
し
な
い
で
、
代
表
し
て
こ
の

三
つ
だ
け
を
奉
納
し
た
り
し
た
と
い
う
く
ら
い
、
そ

の
三
つ
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
は
す
べ

て
僕
の
俳
句
を
発
句
に
し
て
、
大
岡
さ
ん
が
脇
、

第
三
を
僕
と
い
う
形
で
し
た
が
、
今
回
、
半
分
は

大
岡
さ
ん
が
発
句
を
詠
み
ま
し
ょ
う
と
い
わ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
去
年
と
は
ま
た
違
っ
た
世
界
が

広
が
る
と
思
い
ま
す
よ
」

│
│
大
岡
さ
ん
は
、
以
前
〝
連
詩
の
楽
し
み
と
い
う

の
は
、
ふ
だ
ん
の
付
き
合
い
の
中
で
は
わ
か
ら
な
い

一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
〞

撮影協力：浜離宮恩賜庭園

※〈古池や蛙飛び込む水の音〉――芭蕉のこの句は昔から「古池
に蛙が飛び込む水の音が聞こえる」と解釈されてきました。しか
し、もしそうならば、「古池や」としなくても「古池に」で十分です。
それにわざわざ「水の音」といわなくても「古池に蛙飛び込む音」
でわかる。「古池」といってさらに「水」を出してくるところがくどい。
言葉を惜しんだ芭蕉とも思えません。この句は「蛙飛び込む水
に音」という現実の現象と、その音を聞いて芭蕉の心の中に浮
かび上がった古池のおもかげの交響を詠んでいるのです。
―― 長谷川櫂氏主宰の俳誌「古志」オフィシャルサイト
http://www5d.biglobe.ne.jp/̃koshin/con.htmより。
「古池に蛙は飛びこんだか」抜粋――

こ
た
つ

こ
ん
に
ゃ
く




