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嫋
嫋
と
し
て
纏
綿
と
つ
づ
れ
さ
せ

ね
こ
じ
ゃ
ら
し
み
な
白
頭
に
庭
を
出
ず

木
の
あ
り
て
毬
栗
二
つ
卓
に
置
く

の
こ
さ
れ
し
玉
葱
が
芽
を
噴
出
す

父
母
も
子
も
お
ろ
か
に
て
む
か
ご
落
つ

提
灯
の
裡
に
入
り
て
秋
夕
日

も
み
ぢ
の
日
あ
つ
め
て
を
れ
ば
暑
く
な
る

缻
コ
ー
ヒ
ー
の
む
た
び
秋
を
確
か
め
て

菊
月
の
ポ
ル
シ
ェ
を
拔
い
て
自
轉
車
で

鷺
の
顔
魚
の
顔
と
む
き
あ
へ
り

一

月

集

4

佐
藤
　
竹
僊

Ｔ
Ｈ
Ｅ
・
俳



嫋
嫋
と
し
て
纏
綿
と
つ
づ
れ
さ
せ

ね
こ
じ
ゃ
ら
し
み
な
白
頭
に
庭
を
出
ず

木
の
あ
り
て
毬
栗
二
つ
卓
に
置
く

の
こ
さ
れ
し
玉
葱
が
芽
を
噴
出
す

父
母
も
子
も
お
ろ
か
に
て
む
か
ご
落
つ

提
灯
の
裡
に
入
り
て
秋
夕
日

も
み
ぢ
の
日
あ
つ
め
て
を
れ
ば
暑
く
な
る

缻
コ
ー
ヒ
ー
の
む
た
び
秋
を
確
か
め
て

菊
月
の
ポ
ル
シ
ェ
を
拔
い
て
自
轉
車
で

鷺
の
顔
魚
の
顔
と
む
き
あ
へ
り
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う
か
う
か
と
栴
檀
草
に
つ
か
ま
り
ぬ

踊
り
子
の
袂
ひ
ら
ひ
ら
ま
あ
案
山
子

樽
柿
の
日
浅
く
渋
の
残
り
た
る

木
枯
や
隣
の
猫
も
足
早
に

卓
上
に
銀
杏
ご
飯
湯
気
上
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
秘
め
た
球
根
秋
の
庭

御
会
式
や
引
か
れ
し
子
ら
は
僧
の
手
に

御
会
式
の
鉦
や
太
鼓
に
子
が
跳
ね
る

闇
よ
り
の
湧
き
い
で
て
舞
ふ
御
命
講

御
会
式
の
闇
を
つ
ん
ざ
く
御
題
目

落
下
す
る
レ
ジ
ー
ナ
の
浮
遊
月
へ

秋

川
　

泉

エ
ネ
ル
ギ
ー
湧
く

6
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渋
柿

秋
の
空
サ
イ
ダ
ー
の
ご
と
嘘
は
な
く

渋
柿
や
固
形
エ
チ
ル
で
渋
抜
か
れ

渋
柿
の
風
味
を
変
へ
て
二
枚
腰

コ
ー
ヒ
ー
を
少
し
熱
め
の
冬
隣

衣
裳
箱
開
け
閉
め
開
け
る
冬
構

冬
句
会
「
空
や
」
の
餡
の
頭
に
甘
味

柚
二
個
を
ぶ
つ
け
て
揺
ら
す
朝
湯
か
な

冬
日
影
芝
生
の
上
に
武
者
を
見
る

賞
を
受
く
八
女
の
玉
露
の
新
嘗
祭

雪
女
迎
へ
に
行
く
の
ス
タ
ド
レ
ス

七
郎
衛
門
吉
保
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初
し
ぐ
れ
七
五
調
な
る
観
音
経

卒
塔
婆
の
梵
字
の
辺
り
時
雨
け
り

皺
の
吾
の
手
へ
ち
さ
き
手
タ
ッ
チ
片
時
雨

歩
き
ス
マ
ホ
と
ぶ
つ
か
っ
ち
ゃ
っ
た
神
の
留
守

小
灰
蝶
の
卵
さ
ぞ
か
し
小
さ
か
ら
む
　

落
ち
ゐ
た
る
蝶
の
片
羽
掃
く
晩
秋
　

今
朝
の
冬
手
櫛
に
絡
む
風
柔
し

篠

田

純

子

し
ぐ
れ
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行
く
秋
や
誰
か
の
旅
の
目
的
地

晩
秋
温
し
陸
橋
く
ぐ
る
影
法
師

ピ
ア
ノ
冴
ゆ
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
へ
至
る
道

親
切
な
る
旅
人
バ
ー
ク
ス
婦
人
と
呼
ぶ
初
冬

初
冬
の
カ
フ
ェ
に
雨
止
む
を
待
つ

氷
雨
と
な
り
子
の
老
い
様
を
見
届
け
る

戦
災
の
瘡
蓋
取
れ
ぬ
僧
し
ぐ
れ

歌
ふ
子
の
去
り
し
墓
場
を
し
ぐ
れ
か
な

小
雪
や
手
紙
の
紙
の
縮
み
け
り

篠

田

大

佳

目
的
地
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突
然
の
寒
さ
十
一
月
に
な
る

早
々
と
落
ち
る
夕
日
や
実
南
天

小
春
日
や
ワ
ク
チ
ン
待
ち
の
人
静
か

花
八
手
妹
の
家
鍵
掛
け
ず

長
屋
門
ま
だ
あ
る
屋
敷
花
八
手

句
座
果
て
て
銀
座
の
街
は
時
雨
け
り

羽
田
よ
り
見
送
る
友
は
雪
国
へ

須

賀

敏

子

小
春
日

1 0



秋
祭
り
園
児
の
か
な
づ
笛
太
鼓

盛
ん
な
り
去
年
求
め
し
黄
の
小
菊

手
を
出
せ
ば
水
出
る
蛇
口
返
り
花

烏
瓜
一
つ
見
つ
け
し
散
歩
道

見
下
ろ
せ
る
紅
葉
日
毎
飽
き
ず
見
る

丸
の
の
内
場
違
ひ
な
れ
ど
秋
う
ら
ら

逝
く
秋
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
列
つ
く

都

築

繁

子

雑
詠

1 1



風
伝
お
ろ
し
と
言
ふ
美
浜
町
暮
秋

露
け
し
や
毛
糸
の
羽
織
重
ね
着
ず

金
柑
を
甘
く
煮
て
を
り
冬
用
意

風
つ
よ
し
新
種
コ
ス
モ
ス
鉢
植
に

秋
雨
の
鳳
来
寺
山
や
う
る
は
し
き

急
坂
に
残
り
鮮
や
か
冬
紅
葉

立
冬
や
雲
あ
つ
く
し
て
午
後
い
か
に

報
恩
講
野
菜
こ
ん
に
ゃ
く
煮
し
め
を
り

小
春
日
や
凡
て
の
窓
を
開
け
放
す

長

崎

桂

子

初
時
雨

1 21 2



そ
れ
ぞ
れ
に
背
を
岩
に
付
け
出
湯
の
秋

単
線
の
奈
良
の
踏
切
冬
日
和

駅
弁
の
酢
の
香
車
窓
の
冬
日
差
し

銀
杏
の
落
ち
尽
く
し
た
る
葉
の
青
し

草
枯
れ
て
津
波
知
る
人
海
を
見
る

絨
毯
に
ゑ
く
ぼ
沈
め
て
ゆ
く
ヒ
ー
ル

来
て
は
発
つ
小
鳥
四
羽
五
羽
雨
雫

錠
剤
の
転
が
る
先
の
夜
寒
か
な

森

な

ほ

子

雑
詠

1 31 3



赤

座

典

子

世
相

ラ
・
フ
ラ
ン
ス
軸
の
直
ぐ
な
る
佇
ま
ひ

肘
つ
い
て
い
つ
も
の
カ
ッ
プ
ホ
ッ
ト
テ
ィ
ー

鳥
を
飼
ふ
普
通
の
暮
し
冬
の
雷

煮
凝
や
理
不
尽
不
条
理
渦
巻
き
て

冬
ぬ
く
し
三
年
振
り
の
映
画
館

｢

宮
城
ふ
る
さ
と
プ
ラ
ザ｣ 
に
葱
の
束

拘
る
の
は
鍋
焼
饂
飩
へ
の
玉
子

鰭
酒
や
世
相
に
ま
ど
ひ
惑
ひ
た
る

七
台
載
す
積
載
車
の
威
容
冬
日
影

1 4



八
月
号
作
品
よ
り 

篠
田
大
佳
・
森
な
ほ
子
・
佐
藤
喜
孝

  

1 5

十
月
号
作
品
よ
り 

篠
田
大
佳
・
森
な
ほ
子
・
佐
藤
喜
孝

  

1 5

八
月
号
作
品
よ
り 

篠
田
大
佳
・
森
な
ほ
子
・
佐
藤
喜
孝

  

十
一
月
号
作
品
よ
り 

篠
田
大
佳
・
森
な
ほ
子
・
佐
藤
喜
孝

　
　

雲
の
穴
ぽ
つ
か
り
夏
の
空
が
あ
る　
　

	
	

佐
藤
竹
僊

　

白
く
厚
い
夏
の
雲
が
眼
前
に
広
が
っ
て
い
て
、
空
一
面
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
光
景
を
思
い
描
き
ま
す
。

雲
が
流
れ
て
い
く
う
ち
に
、
穴
の
よ
う
に
夏
の
青
空
が
見
え
て
少
し
気
が
晴
れ
た
、
そ
ん
な
情
景
を
読
み
ま
す
。

青
空
が
覗
く
様
子
は
、
家
の
天
井
に
穴
が
空
い
た
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
一
瞬
の
出
来
事
で
、
塞
い
だ
心
情
を
上

手
く
捉
え
て
い
ま
す
。（
大
佳
）

　
　

水
底
ま
で
水
が
つ
ま
つ
て
忍
野
盛
夏　
　

	
	

佐
藤
竹
僊

　

私
が
忍
野
に
行
っ
た
の
は
何
十
年
前
で
し
ょ
う
か
。
池
は
表
面
は
広
く
な
い
が
、
そ
の
深
さ
と
底
ま
で
透
明
な

水
が
怖
い
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
記
憶
が
、
こ
の
句
で
蘇
り
ま
し
た
。「
水
が
つ
ま
つ
て
」
で
そ
の
深
さ
を
表
し
て
い

ま
す
。
深
い
と
水
底
は
見
え
な
い
も
の
で
す
が
、
く
っ
き
り
と
見
え
る
の
は
怖
い
も
の
で
す
。（
な
ほ
子
）

　
　

十
匹
の
芋
虫
飢
え
て
葉
の
無
き
木　
　

	
	

森
な
ほ
子

　

集
中
数
句
が
揚
羽
蝶
が
産
卵
し
て
生
ま
れ
た
芋
虫
が
育
た
な
か
っ
た
と
い
う
一
連
の
物
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

暑
さ
も
あ
り
、
美
し
さ
を
欠
く
産
卵
に
作
者
が
苛
立
っ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。
木
に
葉
が
付
か
ず
、
芋

虫
が
飢
え
て
い
く
の
も
、
二
〇
二
三
年
の
異
常
な
暑
さ
が
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。（
大
佳
）
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人
気
無
き
住
宅
街
を
行
く
神
輿　

	
	

森
な
ほ
子

　
　

神
輿
一
服
住
宅
街
の
小
料
理
屋

　

見
物
の
ゐ
な
い
神
輿
は
意
気
上
が
ら
ず
練
る
こ
と
も
無
く
「
行
く
」。
行
き
つ
け
の
小
料
理
屋
さ
ん
で
神
輿
を
下

す
。
こ
こ
で
一
息
、
こ
の
連
作
の
や
う
す
で
は
お
神
輿
に
な
ほ
子
さ
ん
は
随
行
さ
れ
た
や
う
だ
。

　

地
元
の
お
ま
つ
り
、
地
元
と
い
ふ
言
ひ
方
よ
り
東
京
の
住
宅
街
の
お
祭
の
様
子
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
永
く
住
ま

は
れ
て
ゐ
る
町
の
様
子
も
時
移
り
人
も
代
は
り
世
情
も
代
は
り
産
土
神
を
祀
る
様
子
も
何
と
な
く
寂
し
く
な
る
。

そ
ん
な
祭
の
や
う
す
を
活
写
し
て
ゐ
る
。

　

戦
後
す
ぐ
中
野
区
の
町
は
お
神
輿
は
焼
か
れ
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
樽
神
輿
と
称
し
手
造
り
し
て
、
酒
気
を

帯
び
た
男
た
ち
は
荒
々
し
く
戦
後
の
町
を
練
り
歩
い
た
。（
喜
孝
）

　
　

栗
を
食
み
新
聞
を
読
み
子
の
帰
る　
　

	
	

赤
座
典
子

　

お
子
さ
ん
は
近
く
に
お
ら
れ
、
時
々
訪
ね
て
来
る
の
で
、
特
に
話
も
な
く
…
…
。
そ
こ
に
あ
る
栗
を
食
べ
、
新

聞
を
読
み
、
い
つ
の
間
に
か
帰
る
。
親
子
の
さ
り
げ
な
い
幸
せ
な
時
間
。（
な
ほ
子
）

　
　

遙
か
な
る
太
白
照
ら
す
小
望
月　

	
	

赤
座
典
子

　

こ
の
句
の
お
も
し
ろ
さ
は
金
星
と
い
は
ず
太
白
と
い
ひ
月
と
い
は
ず
小
望
月
と
詠
ん
だ
こ
と
に
よ
り
「
遥
か
な

1 61 6



る
」
の
効
果
を
加
え
て
ゐ
る
。
星
に
詳
し
い
人
は
非
科
学
的
と
い
ふ
か
も
し
れ
ぬ
が
か
ま
は
な
い
。
文
藝
上
の
真

で
あ
る
。

　

朝
の
楽
し
み
に
東
の
空
を
に
明
星
を
探
す
、
こ
の
ご
ろ
は
見
つ
か
ら
な
い
。「
遥
か
な
る
」
は
典
子
さ
ん
か
ら
見

て
の
こ
と
か
、
小
望
月
か
ら
の
こ
と
か
迷
っ
た
。（
喜
孝
）

　
　

秋
暑
し
風
邪
長
引
き
て
昼
の
夢　
　

	
	

秋
川
　
泉

　
「
昼
の
夢
」
が
、
昼
に
見
た
夢
か
、
夢
の
中
が
昼
だ
っ
た
か
。
お
そ
ら
く
前
者
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
前
者
で

あ
れ
ば
、
活
動
し
た
い
の
に
夢
の
中
に
い
る
と
い
う
背
徳
感
を
、
後
者
な
ら
、
元
気
で
あ
れ
ば
こ
う
動
き
た
い
と

い
う
願
望
を
そ
れ
ぞ
れ
読
み
ま
す
。
夢
を
ど
う
読
む
か
で
、
読
者
の
気
分
を
試
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。

（
大
佳
）

　
　

八
月
の
挽
歌
か
す
か
な
風
渡
る　

	
	

秋
川
　
泉

　

人
口
に
膾
炙
し
た
「
八
月
の
六
日
九
日
十
五
日
」
と
い
ふ
句
が
あ
る
。
作
者
を
決
め
が
た
い
ほ
ど
多
く
の
俳
人

が
こ
の
句
を
詠
ま
れ
た
。
こ
の
句
は
多
く
の
人
の
思
ひ
を
巨
視
的
に
捉
へ
た
作
品
。
そ
の
思
ひ
の
中
を
「
か
す
か

な
風
」
を
感
じ
る
作
者
。
そ
の
風
は
来
し
方
か
ら
行
く
末
へ
と
渡
っ
て
い
く
。
作
者
を
含
め
癒
す
や
う
に
。「
か
す

か
な
風
」が
こ
の
句
の
眼
目
。「
か
す
か
な
風
」か「
か
す
か
に
風
」か
何
度
も
行
き
来
し
た
が
結
論
は
出
な
か
っ
た
。

（
喜
孝
）
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腸
く
ら
ふ
秋
刀
魚
高
値
の
苦
味
か
な　
　

	
	

七
郎
衛
門
吉
保

　

秋
刀
魚
漁
も
、
秋
刀
魚
の
生
息
地
の
変
化
や
、
移
動
に
伴
い
生
息
地
の
餌
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
減
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
不
漁
に
な
っ
て
い
る
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
く
親
し
ん
で
き
た
秋
刀
魚
の
腸
も
価
値
が
上
が
っ
て

し
ま
っ
て
、
苦
味
が
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。（
大
佳
）

　
　

秋
澄
め
り
甲
武
の
峡
の
一
軒
家　

	
	

七
郎
衛
門
吉
保

　

吉
保
さ
ん
の
作
品
は
謎
解
き
が
多
く
考
へ
て
か
ら
納
得
す
る
句
が
多
い
と
思
ふ
。
こ
の
句
は
壮
大
な
山
な
み
の

中
に
あ
る
山
間
の
一
軒
家
を
詠
ま
れ
た
。
素
直
で
お
ほ
ら
か
な
詠
み
方
に
感
じ
入
っ
た
。（
喜
孝
）

　
　

磯
蟹
の
巣
穴
こ
こ
そ
こ
さ
さ
と
影　
　

	
	

篠
田
純
子

　

磯
蟹
の
敏
捷
な
動
き
を
見
事
に
書
き
留
め
て
い
る
。「
こ
こ
そ
こ
」
と
海
中
を
指
差
し
な
が
ら
興
味
津
々
で
見
て

ゐ
る
。
親
子
で
あ
ろ
う
か
。
捕
ま
え
や
う
と
す
る
と
素
早
く
穴
に
逃
げ
込
む
。
逃
げ
足
が
速
い
。「
こ
こ
そ
こ
さ
さ
」

と
磯
辺
の
蟹
の
様
子
を
言
葉
の
も
つ
音
で
巧
に
詠
ま
れ
た
。
動
詞
を
ひ
と
つ
も
使
は
ぬ
の
に
動
詞
以
上
の
働
き
を

し
て
ゐ
る
。（
喜
孝
）

　
　

鉦
叩
潜
む
観
葉
植
物
レ
ン
タ
ル
中　
　

	
	

篠
田
純
子
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集
中
に
数
句
鉦
叩
の
句
が
あ
っ
て
、
ビ
ル
の
地
下
に
置
か
れ
て
い
る
観
葉
植
物
に
鉦
叩
が
棲
ん
で
い
る
よ
う
で

す
。
そ
の
風
情
の
あ
る
観
葉
植
物
が
レ
ン
タ
ル
品
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
風
情
そ
の
も
の
が
全
て
借
り
物
に
見

え
て
き
て
、
俳
諧
味
を
覚
え
ま
し
た
。（
大
佳
）

§　
　

　

オ
フ
ィ
ス
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
へ
重
さ
う
に
運
び
込
ま
れ
る
観
葉
植
物
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
運
び
込
ま
れ
る
ま

で
そ
の
植
物
は
快
適
に
見
守
ら
れ
て
暮
ら
し
て
ゐ
た
こ
と
だ
ら
う
。
そ
れ
は
鉦
叩
が
鉢
で
鳴
い
て
ゐ
る
こ
と
で
類
推
で
き

る
。
こ
れ
か
ら
は
観
葉
植
物
も
そ
れ
に
見
合
ふ
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
純
子
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
し
た
経
験
を
一
句
に
仕

上
げ
佳
句
を
も
の
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。（
喜
孝
）

　
　

夏
痩
せ
て
鎖
骨
の
パ
ー
ツ
は
ず
れ
さ
う　

	
	

篠
田
純
子

　

鎖
骨
が
浮
き
出
て
指
で
摘
ま
め
さ
う
な
や
う
す
を
お
も
し
ろ
を
か
し
く
詠
ん
だ
。「
パ
ー
ツ
の
鎖
骨
」
の
方
が
私

に
は
受
け
入
れ
や
す
い
。
そ
れ
に
し
て
も
「
外
れ
さ
う
」
に
は
笑
へ
た
。（
喜
孝
）

　
　

夢
に
学
ぶ
古
典
文
法
秋
涼
し　
　

	
	

篠
田
大
佳

　

よ
う
や
く
涼
し
い
秋
が
来
て
、
心
地
好
い
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
、
な
に
や
ら
古
典
文
法
を
勉
強
し
て
い
る
夢
を

見
て
い
た
よ
う
だ
。
み
や
び
な
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
。
お
母
様
の
影
響
で
し
ょ
う
か
？　

私
な
ど
テ
ス
ト
の
夢
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を
い
ま
だ
に
見
ま
す
け
ど
。（
な
ほ
子
）

　
　

秋
雨
に
濡
れ
真
つ
新
な
横
断
旗　

	
	

篠
田
大
佳

　

横
断
歩
道
に
設
置
さ
れ
て
ゐ
る
学
童
が
使
ふ
黄
色
い
旗
。
掲
句
は
事
物
を
並
べ
て
済
ま
し
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う

な
詠
み
ぶ
り
は
大
佳
さ
ん
に
は
数
少
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
句
で
目
を
惹
く
の
は
「
真
つ
新
な
」。
こ
の
汚
れ
の
な
い

旗
の
色
に
秋
雨
を
置
い
た
こ
と
に
よ
り
「
秋
雨
」
も
「
横
断
旗
」
も
存
在
感
を
確
た
る
も
の
に
し
た
。（
喜
孝
）

	　
　

色
な
き
風
さ
れ
ど
暑
さ
の
続
く
日
　々
　

	
	

須
賀
敏
子

　

二
〇
二
三
年
は
、
秋
ら
し
い
感
覚
を
身
に
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
、
俳
句
を
詠
ん
で
い
て
も
秋
の
季
語
に
広
が

り
が
取
れ
に
く
か
っ
た
で
す
。
色
な
き
風
を
感
じ
つ
つ
も
、
ほ
ん
の
り
暑
い
秋
を
感
じ
入
る
作
者
に
共
感
し
ま
す
。

（
大
佳
）

　
　

重
な
り
て
重
た
げ
に
行
く
赤
蜻
蛉　

	
	

須
賀
敏
子

　

身
辺
を
観
察
し
句
に
書
き
留
め
て
ゐ
る
。
二
頭
で
仲
良
く
飛
ん
で
い
る
赤
蜻
蛉
を
「
重
た
げ
に
飛
ぶ
」
は
私
に

は
新
鮮
な
見
方
だ
。「
重
」の
字
を
一
句
の
中
で
使
ひ
分
け
て
技
巧
的
に
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。う
ろ
お
ぼ
え
だ
が「
臀

呫
し
て
た
ん
ま
の
か
た
ち
赤
蜻
蛉
」
と
い
ふ
面
白
い
句
が
あ
っ
た
。（
喜
孝
）
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転
送
の
美
し
き
朝
焼
け
秋
さ
や
か　
　

	
	

都
築
繁
子

　

多
分
、
作
者
も
今
朝
な
の
で
し
ょ
う
、
着
信
し
た
の
は
美
し
い
朝
焼
け
の
シ
ョ
ッ
ト
。
あ
行
と
「
さ
や
」
の
音

の
重
な
り
が
心
地
好
く
「
朝
焼
け
」
の
美
し
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。(

な
ほ
子
）

　
　

若
人
の
自
撮
り
の
笑
顔
九
月
尽　

	
	

都
築
繁
子

　

以
前
は
旅
先
な
ど
で
自
分
を
撮
り
た
い
と
き
は
セ
ル
フ
タ
イ
マ
ー
か
行
き
ず
り
の
人
に
頭
を
下
げ
る
し
か
な
い
。

今
は
自
撮
り
棒
な
る
も
の
ま
で
あ
り
ア
ン
グ
ル
も
苦
労
な
く
変
化
を
付
け
、
ス
マ
ホ
で
好
き
な
や
う
に
撮
れ
る
。

そ
の
自
撮
り
の
笑
顔
を
温
か
く
詠
ま
れ
た
。

　

私
が
は
じ
め
て
自
撮
り
を
し
た
の
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
写
真
を
仕
方
な
く
撮
っ
た
時
。
顔
が
気
に

入
ら
ず
、変
へ
や
う
が
な
い
が
せ
め
て
も
と
何
度
も
撮
っ
た
。
い
ま
は
カ
ー
ド
に
肩
身
が
狭
さ
う
に
収
ま
っ
て
ゐ
る
。

過
日
『
中
浦
和
駅
』
の
ホ
テ
ル
を
利
用
し
た
。
大
き
な
鏡
の
中
に
ゐ
る
自
分
を
見
つ
け
ス
マ
ホ
を
向
け
た
。
結
構

気
に
入
っ
た
の
で
遺
影
に
使
っ
て
も
ら
う
か
。（
喜
孝
）

　
　

梨
頂
戴
す
隣
人
に
感
謝
と
礼
を　
　

	
	

長
崎
桂
子

　

何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
単
刀
直
入
。
日
記
の
一
行
と
言
っ
て
も
よ
い
。
き
っ
と
日
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
も
、「
竹

を
割
っ
た
よ
う
な
」
毎
日
な
の
で
は
、
と
想
像
し
て
羨
ま
し
い
。（
な
ほ
子
）
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法
師
蝉
坂
の
流
れ
に
唱
和
し
て　
　

	
	

長
崎
桂
子

　

掲
句
を
読
み
す
ぐ
奈
良
の
町
を
歩
い
た
日
の
こ
と
を
思
ひ
だ
し
た
。
溝
の
幅
が
二
尺
ほ
ど
あ
っ
た
ら
う
か
。
溝

と
云
っ
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
が
勢
ひ
よ
く
水
が
流
れ
て
ゐ
た
。
ど
の
や
う
な
水
か
は
知
ら
な
い
が
澄
ん
だ
水
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
句
の
水
は
坂
に
沿
っ
て
の
流
水
。
音
を
立
て
て
の
勢
ひ
の
あ
る
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
光
景
に
法
師
蝉
が
趣

を
加
へ
る
。
水
音
と
法
師
蝉
の
声
と
重
ね
合
は
せ
極
上
の
世
界
が
出
来
上
が
っ
た
。（
喜
孝
）

2 2

も
う
一
度
食
べ
た
い
パ
ン　
　
　
　
　

		
	

篠
田
純
子

　
小
学
生
の
時
に
食
べ
た
、
近
所
の
「
カ
ネ
ダ
屋
」
の
カ
ツ
サ
ン
ド
。
カ
ツ
と
言
っ
て
も
メ
ン
チ
カ
ツ
が3

分
の1

ほ

ど
細
く
カ
ッ
ト
さ
れ
、ド
ッ
グ
パ
ン
に
、キ
ャ
ベ
ツ
と
共
に
ソ
ー
ス
に
塗
れ
て
挟
ま
っ
た
物
で
あ
る
。
な
ぜ
か
懐
か
し
い
。

高
校
の
学
校
帰
り
に
食
べ
た
、
デ
パ
ー
ト
地
下2

階
の
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
ス
タ
ン
ド
の
、
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
。
あ
ら
か
じ
め
会

計
を
し
て
、
プ
レ
ー
ン
ド
ッ
グ
を
受
け
取
る
。
千
切
り
キ
ャ
ベ
ツ
と
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、
マ
ス
タ
ー
ド
は
フ
リ
ー
だ
。
こ
れ
で

も
か
と
、キ
ャ
ベ
ツ
を
詰
め
込
み
た
っ
ぷ
り
と
ケ
チ
ャ
ッ
プ
を
か
け
る
。
こ
ぼ
さ
ず
に
食
べ
る
の
に
は
、技
術
が
必
要
だ
っ

た
。
あ
の
頃
の
食
欲
が
、
懐
か
し
い
。



う
え
の
お
ば
ち
ゃ
ん	

秋
川　
泉

　
季
節
は
暑
く
も
寒
く
も
な
か
っ
た
。

　
こ
の
話
は
誰
に
も
し
て
い
な
い.
一
生
だ
ま
っ
て
い
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
。
私
が
幼
か
っ
た
こ
ろ
の
事
。
上
る
坂
戸
と

下
る
坂
の
中
程
に
私
の
里
の
寺
は
あ
っ
た
。
そ
の
坂
の
上
に

住
ん
で
い
た
。〝
う
え
の
お
ば
ち
ゃ
ん
〟
に
、「
あ
ん
ぱ
ん
を

一
つ
買
っ
て
来
て
」
と
お
つ
か
い
を
た
の
ま
れ
た
。
さ
ほ
ど

遠
く
な
い
山
村
商
店
に
小
銭
を
預
か
り
、
私
は
あ
ん
ぱ
ん
を

買
い
に
行
っ
た
。
そ
の
帰
り
道
。
田
舎
の
農
村
に
は
、
あ
ち

こ
ち
に
肥
溜
め
が
あ
っ
た
。
子
供
の
私
は
躓
き
、
あ
ん
ぱ
ん

を
紙
袋
か
ら
取
り
落
と
し
た
。
あ
ん
ぱ
ん
は
、
コ
ロ
コ
ロ
と

転
が
り
、肥
溜
め
の
角
に
ピ
タ
リ
と
止
っ
た
。「
あ
ー
よ
か
っ

た
！
肥
溜
め
の
中
に
落
ち
な
く
て
！
」
心
か
ら
心
か
ら
そ
う

思
っ
た
。
私
は
急
い
で
〝
あ
ん
ぱ
ん
〟
を
拾
っ
て
紙
の
袋
に

収
め
た
。

　
お
ば
ち
ゃ
ん
の
家
に
着
い
た
。
直
ぐ
に
お
ば
ち
ゃ
ん
は
、

喜
ん
で
袋
か
ら
、〝
あ
ん
ぱ
ん
〟
を
出
し
て
、
お
い
し
そ
う

に
全
部
食
べ
た
。
幼
な
心
に
、申
し
訳
な
い
と
心
で
詫
び
た
。

夏
目
坂
の
小
さ
な
パ
ン
屋　
　

	

篠
田
大
佳

　
パ
ン
と
聞
く
と
、
子
ど
も
の
頃
通
っ
て
い
た
、
夏
目
坂
の

中
腹
に
あ
っ
た
ロ
ア
ー
ル
と
い
う
小
さ
な
パ
ン
屋
さ
ん
が
思

い
出
さ
れ
ま
す
。
焼
き
た
て
の
パ
ン
の
香
ば
し
い
に
お
い
。

入
口
に
並
べ
ら
れ
た
お
盆
や
つ
か
み
。
レ
ジ
で
穏
や
か
な
お

か
み
さ
ん
が
丁
寧
に
ビ
ニ
ー
ル
に
詰
め
て
く
れ
た
パ
ン
。
こ

れ
が
パ
ン
の
原
風
景
で
す
。
当
時
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
パ
ン

や
ウ
イ
ン
ナ
ー
ド
ー
ナ
ツ
を
好
ん
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。

パ
ン
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亀
田
虎
童
子

佐
藤　

竹
僊

赤
座　

典
子

秋
川　

泉

七
郎
衛
門
吉
保

篠
田
純
子

篠
田
大
佳

思

ひ

出

を

誘

ひ

だ

し

た

る

牡

丹

雪

夜

と

い

ふ

字

に

眼

が

ひ

と

つ

秋

の

夜

天

高

し

伊

吹

こ

ん

も

り

並

び

け

る

虎

豆

を

ゆ

っ

く

り

戻

す

明

日

は

雨

文

鳥

は

留

守

居

が

嫌

ひ

冬

隣

伐

採

の

茸

あ

ま

た

の

太

き

幹

道

造

の

ハ

ウ

ス

に

寄

れ

ば

秋

の

色

秋

の

蚊

に

ま

と

は

り

つ

か

れ

長

電

話

脚

立

の

夫

指

さ

す

妻

と

林

檎

狩

紅

玉

に

口

を

窄

め

て

昭

和

か

な

秋

暑

し

な

ん

と

鰻

の

自

販

機

ぞ

税

務

署

は

昭

和

様

な

り

秋

の

昼

右

耳

に

希

望

を

秋

思

は

左

耳

秌
收
集
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秋

麗

か

な

女

の

句

碑

の

あ

る

公

園

落

羽

松

見

上

げ

て

秋

を

楽

し

め

り

秋

日

和

鹿

手

袋

と

い

ふ

町

に

開

拓

の

碑

を

見

上

げ

れ

ば

柿

た

わ

わ

学

童

も

園

児

も

駆

け

る

秋

の

晴

れ

沼

の

面

に

浮

か

ぶ

昔

日

薄

紅

葉

こ

の

道

を

行

き

祖

父

の

墓

彼

岸

花

ひ

と

つ

摘

む

定

家

葛

の

帰

り

花

落

羽

松

の

根

方

プ

リ

ー

ツ

秋

日

さ

す

秋
風
や
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
今
日
も
留
守

ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
寝
台
に
秋
日
差
し

公

園

の

古

り

し

遊

具

や

木

の

実

降

る

須
賀
敏
子

都
築
繁
子

長
崎
桂
子

森
な
ほ
子

喜
孝
抄
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壺
中
か
ら 

佐
藤
喜
孝

　
　

鬼
灯
や
娘
盛
り
を
唇
曲
げ
て
　
　�

明
　
子

　

鬼
灯
に
し
て
も
、
海
酸
漿
に
し
て
も
私
は
全
く
鳴

ら
す
事
な
く
過
ぎ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
き
つ
と
作
者

は
ほ
ほ
づ
き
に
悪
戦
苦
闘
さ
れ
た
昔
日
が
あ
っ
た
の

で
せ
う
。
経
験
が
な
け
れ
ば
こ
の
や
う
に
句
は
詠
め

ぬ
も
の
で
す
。
こ
の
句
で
「
娘
盛
り
」
と
俗
語
を
さ

ら
り
と
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
戻
れ
ぬ
「
娘
盛
り
」
を

こ
の
句
で
は
見
事
に
再
現
、
戻
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。「
唇

曲
げ
て
」
と
い
ふ
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
表
現
で
再
現
さ

れ
ま
し
た
。

　
　

路
地
奥
に
幻
で
よ
し
白
い
萩

　

時
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
巻
き
戻
し
、
行
き
着
い

た
所
は
路
地
の
奥
。
路
地
は
都
会
の
中
に
あ
る
住

人
し
か
利
用
し
な
い
と
こ
ろ
。
詠
み
人
の
胸
奥
に

あ
る
路
地
の
奥
で
あ
る
。
白
い
萩
は
忘
れ
が
た

い
人
の
象
徴
。「
幻
で
よ
し
」
に
目
を
離
せ
な
い
。

　
　

地
球
病
み
長
月
半
ば
猶
夏
日

　

地
球
の
病
因
は
自
然
の
摂
理
に
逆
ら
っ
た
人
間
の

仕
業
か
。「
な5

が
つ
き
な5

か
ば
な5

ほ
な5

つ
び｣

と
深
刻

な
社
会
を
テ
ー
マ
に
し
た
俳
句
は
と
き
は
重
く
な
る

と
こ
ろ
を
、
中
七
下
五
を
〝
な
〟
と
い
ふ
頭
韻
で
攻

め
て
く
る
と
、
怒
り
は
遊
び
の
裏
に
静
か
な
怒
り
と

か
な
し
み
に
…
…
…
。
曲
者
の
俳
句
で
す
。

　
　
名
月
は
日
付
代
り
て
ビ
ル
を
出
づ

　

名
月
ら
し
く
な
い
名
月
で
す
。
十
五
夜
の
十
二
時

頃
は
月
は
南
の
空
高
く
に
来
て
ゐ
ま
す
。
さ
す
が
の

高
層
ビ
ル
も
月
に
は
敵
ひ
ま
せ
ん
。
都
会
を
統
べ
る

や
う
に
し
て
高
足
で
空
を
渡
っ
て
行
き
ま
す
。

　

作
者
明
子
さ
ん
に
は
以
前
『
あ
を
』
に
あ
を
会
員

作
品
を
揮
毫
し
て
い
た
だ
い
た
方
で
す
。
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「Bard」といふ AI でいたずらしてみました。分からなくとも分かったふりを
して偉さうに曰ふ。落語の「ちはやふる」とそっくり。結構肩の解れが取れる。
「Bard」は試験運転中とありました。(整形してません )

　　雲の穴ぽつかり夏の空がある　　佐藤竹僊
この俳句は、夏空の青さを、雲の穴を通して表現した句です。
句の冒頭に「雲の穴ぽつかり」と置くことで、雲の穴の大きさと、そこから見え
る空の広がりを表現しています。そして、「夏の空」とすることで、夏空の青さ
を表現しています。
この句は、夏空の青さの美しさと、その広がりを、シンプルながらも印象的に表
現した、優れた俳句だと思います。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
雲の穴の大きさと、そこから見える空の広がり夏空の青さ
雲の穴の大きさと、そこから見える空の広がりは、「ぽつかり」という表現を用
いることで表現されています。この表現は、雲の穴がぽっかりと空いている様子
を、可愛らしく表現しています。また、そこから見える空の広がりを、より印象
的に表現しています。
夏空の青さは、「夏の空」という季語を用いることで表現されています。この季
語は、夏の空の青さを象徴する言葉です。この句では、この季語を用いることで、
夏空の青さを、より明確に表現しています。
以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、夏空の青さの美しさと、その広がり
を、シンプルながらも印象的に表現した、優れた俳句であることがわかります。
また、この句は、以下の点において、ユニークな表現が用いられていることも特
徴です。雲の穴を「ぽつかり」と表現していること
これらのユニークな表現によって、この句は、読者の印象に残りやすい作品とな
っています。

　　人気無き住宅街を行く神輿　森なほ子
　この句は、人気がない住宅街を、神輿が行く様子を表現しています。
句の冒頭に「人気無き」と置くことで、住宅街の寂しさや空虚感を強調していま
す。そして、「住宅街」とすることで、神輿が通り抜ける場所の様子を具体的に
表現しています。さらに、「神輿」とすることで、神事や祭りなどの特別な場面
であることを示しています。
この句は、人気がない住宅街の寂しさと、神輿の神聖さが対比的に表現されてい
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ます。その対比によって、神輿の存在がより際立つようになっており、神輿の持
つ力強さや厳かさを感じさせます。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
人気がない住宅街の寂しさ
神輿の神聖さ

　　遙かなる太白照らす小望月　赤座典子
こちらの俳句は、明治時代の俳人・高浜虚子によって詠まれたものです。この句
は、冬の夜空に、遙か彼方にある月と太陽が同時に見える様子を表現しています。
句の冒頭に「遙かなる」と置くことで、月と太陽の遠さや、その存在感を強調し
ています。そして、「太白」と「小望月」とすることで、月と太陽の大きさや明
るさの違いを表現しています。さらに、「照らす」とすることで、月と太陽が夜
空を照らし出す様子を表現しています。
この句は、月と太陽の存在の大きさや、冬の夜空の静寂さを表現した名句です。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
月と太陽の大きさや明るさの違い
月と太陽が夜空を照らし出す様子
月と太陽の大きさや明るさの違いは、「太白」と「小望月」という対比的な言葉
を用いることで表現されています。また、「照らす」とすることで、月と太陽が
夜空を照らし出す様子が表現されています。
この句は、月と太陽の存在の大きさや、冬の夜空の静寂さを表現した名句です。
具体的な鑑賞のポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
月と太陽の大きさや明るさの違い
句の冒頭に「太白」と「小望月」と置くことで、月と太陽の大きさや明るさの違
いを強調しています。太白は、太陽の別名です。小望月は、月の中でも小さな月
を指します。この句では、太白と小望月という対比的な言葉を用いることで、月
と太陽の大きさや明るさの違いを表現しています。
月と太陽が夜空を照らし出す様子
句の最後に「照らす」と置くことで、月と太陽が夜空を照らし出す様子が表現さ
れています。この句では、月と太陽が夜空を照らし出す様子を、静かに、しかし
力強く表現しています。
以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、月と太陽の存在の大きさや、冬の夜
空の静寂さを表現した、名句であることがわかります。
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　　秋暑し風邪長引きて昼の夢　　秋川　泉
こちらの俳句は、昭和時代の俳人・小林一茶によって詠まれたものです。この句
は、秋の暑い日に、風邪をひいて寝込んでいる人の様子を表現しています。
句の冒頭に「秋暑し」と置くことで、秋の暑さを強調しています。そして、「風
邪長引きて」とすることで、風邪のひどさや、その苦しさを表現しています。さ
らに、「昼の夢」とすることで、風邪で寝込んでいる人の、現実から逃避したい
という思いを表現しています。
この句は、秋の暑さや風邪の苦しさ、そして現実から逃避したいという思いを、
シンプルに表現した名句です。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
秋の暑さ
風邪のひどさや苦しさ

　　腸くらふ秋刀魚高値の苦味かな　　七郎衛門吉保
この句は、昭和時代の俳人・種田山頭火によって詠まれたものです。この句は、
秋刀魚の美味しさに舌鼓を打つ一方で、その高値に苦笑いしてしまう様子を表現
しています。
句の冒頭に「腸くらふ」と置くことで、秋刀魚の美味しさを強調しています。そ
して、「秋刀魚」とすることで、秋刀魚という季節の食材であることを示してい
ます。さらに、「高値の苦味かな」とすることで、秋刀魚の高値に苦笑いしてし
まう様子を表現しています。
この句は、秋刀魚の美味しさと高値のギャップ、そしてそれを表現する作者のユ
ーモアを、シンプルに表現した名句です。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
秋刀魚の美味しさ
秋刀魚の高値
作者のユーモア
秋刀魚の美味しさは、「腸くらふ」という表現を用いることで表現されています。
秋刀魚は、脂がのっていて、とても美味しい魚です。この句では、秋刀魚の美味
しさが、腸がくらくらするほどであることが表現されています。
秋刀魚の高値は、「高値の苦味かな」という表現を用いることで表現されています。
秋刀魚は、近年、高値で取引されることが多い魚です。この句では、秋刀魚の高
値が、作者にとって苦笑いしてしまうほどのものであることが表現されています。
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作者のユーモアは、句全体から感じることができます。秋刀魚の美味しさと高値
のギャップは、ユーモラスなものです。この句では、作者がそのギャップをユー
モラスに表現することで、読者の笑いを誘っています。
以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、秋刀魚の美味しさと高値のギャップ、
そしてそれを表現する作者のユーモアを、シンプルに表現した、名句であること
がわかります。

　　鉦叩潜む観葉植物レンタル中　　篠田純子
この俳句は、観葉植物のレンタル業者の広告用句として、2023 年に俳句投稿サ
イト「俳句 de 遊々」の俳句コンテストで最優秀賞を受賞した作品です。
この句は、鉦叩（かねたたき）が観葉植物に潜んでいる様子を表現しています。
鉦叩は、太鼓を叩く職人のことです。この句では、鉦叩が観葉植物に潜んでいる
ことで、観葉植物が活き活きとした印象を与えています。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
鉦叩の潜んでいる様子
観葉植物の活き活きとした印象
観葉植物の活き活きとした印象は、「観葉植物レンタル中」という表現を用いる
ことで表現されています。観葉植物は、室内のインテリアとして、また、空気清
浄や癒しの効果も期待できる植物です。この句では、観葉植物が活き活きとした
印象を与えることで、観葉植物の魅力をアピールしています。
以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、鉦叩が観葉植物に潜んでいる様子を
表現することで、観葉植物の活き活きとした印象を与え、観葉植物のレンタル業
者の魅力をアピールした、優れた俳句であることがわかります。
また、この句は、以下の点において、ユニークな表現が用いられていることも特
徴です。鉦叩という、日常生活ではあまり聞きなれない言葉を用いている
観葉植物に潜んでいるという、意外な表現を用いている
これらのユニークな表現によって、この句は、読者の目を引くインパクトを与え
ています。

　　夢に学ぶ古典文法秋涼し　　篠田大佳
この俳句は、古典文法について夢の中で学び、秋の涼しさを感じている様子を表
現しています。
句の冒頭に「夢に学ぶ」と置くことで、夢の中で古典文法について学んでいる様
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子を強調しています。そして、「古典文法」とすることで、学んでいる内容を具
体的に表現しています。さらに、「秋涼し」とすることで、秋の涼しさを感じて
いる様子を表現しています。
この句は、夢の中で古典文法について学ぶという、非日常的な体験を通して、古
典文法の奥深さや、秋の涼しさの心地よさを表現した、優れた俳句です。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
夢の中で古典文法について学んでいる様子
秋の涼しさを感じている様子
夢の中で古典文法について学んでいる様子は、「夢に学ぶ」という表現を用いる
ことで表現されています。古典文法は、日常生活ではあまり使わない知識です。
この句では、夢の中で古典文法について学んでいることで、その奥深さや、学ぶ
ことの喜びが表現されています。
秋の涼しさを感じている様子は、「秋涼し」という表現を用いることで表現され
ています。秋は、暑さも寒さも厳しい季節ですが、涼しさを感じることもあります。
この句では、秋の涼しさを感じることで、心地よさや、安らぎを感じていること
が表現されています。以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、夢の中で古典
文法について学ぶという、非日常的な体験を通して、古典文法の奥深さや、秋の
涼しさの心地よさを表現した、優れた俳句であることがわかります。
また、この句は、以下の点において、ユニークな表現が用いられていることも特
徴です。夢の中で学ぶという、非日常的な体験を詠んだこと
秋の涼しさを「秋涼し」というシンプルな表現で詠んだこと
これらのユニークな表現によって、この句は、読者の印象に残りやすい作品とな
っています。

　　重なりて重たげに行く赤蜻蛉　　須賀敏子
この俳句は、秋の夕暮れ時に、赤とんぼが 2匹重なり合って飛んでいく様子を表
現しています。
句の冒頭に「重なりて」と置くことで、2匹の赤とんぼが重なり合っていること
を強調しています。そして、「重たげに行く」とすることで、2匹の赤とんぼの
重さや、その動きの鈍さを感じさせています。さらに、「赤蜻蛉」とすることで、
秋の季節感を表現しています。
この句は、秋の夕暮れ時の、静寂で物悲しい雰囲気を表現した、優れた俳句です。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
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2 匹の赤とんぼが重なり合っていること
2匹の赤とんぼの重さや、その動きの鈍さ
秋の季節感
2匹の赤とんぼが重なり合っていることは、「重なりて」という表現を用いるこ
とで表現されています。赤とんぼは、通常は 1匹で飛んでいます。この句では、
2匹の赤とんぼが重なり合っていることで、秋の夕暮れ時の、静寂で物悲しい雰
囲気が表現されています

　　転送の美しき朝焼け秋さやか　　　都築繁子
転送の朝焼けは、秋の季節に特に美しく、夕焼けと比べてより鮮やかで優しい色
合いになります。
この俳句は、転送の朝焼けの美しさを、秋の季節感とともに表現しています。
句の冒頭に「転送」と置くことで、転送の朝焼けであることを強調しています。
そして、「美しき」とすることで、その美しさを感じさせています。さらに、「秋
さやか」とすることで、秋の季節感を表現しています。
この句は、転送の朝焼けの美しさと、秋の季節感を、シンプルながらも印象的に
表現した、優れた俳句です。

　　梨頂戴す隣人に感謝と礼を　　長崎桂子
句の冒頭に「梨頂戴す」と置くことで、梨をいただいたことを強調しています。
そして、「隣人に感謝と礼」とすることで、感謝と礼の気持ちを表現しています。
この句は、シンプルながらも、感謝と礼の気持ちが伝わってくる、優れた俳句だ
と思います。
この句を鑑賞する際には、以下の点に注目するとよいでしょう。
梨をいただいたことへの感謝と礼の気持ち
梨をいただいたことへの感謝と礼の気持ちは、「頂戴す」と「感謝と礼」という
表現を用いることで表現されています。この表現は、梨をいただいたことへの喜
びと、感謝の気持ちを、シンプルながらも明確に表現しています。
以上の点を踏まえて鑑賞すると、この句は、隣人から梨をいただいたことへの感
謝と礼の気持ちを、シンプルながらも印象的に表現した、優れた俳句であること
がわかります。であることを示しています。
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島
を
襲
ひ
ま
し
た
。
一
月

二
十
一
日
久
し
ぶ
り
に
東
京
に
雨
が
降
っ
た
。
子
規
の
句
に
「
あ

た
た
か
な
雨
が
降
る
な
り
枯
葎
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
あ
た
た

か
な
雨
」
へ
の
読
み
方
が
分
か
れ
て
ゐ
ま
す
「
春
の
雨
」
と
い
ふ

説
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。雨
に
濡
れ
枯
葎
が
色
を
変
へ
潤
っ
て
ゆ
く
。

冬
の
雨
な
の
に
子
規
に
は
雨
に
濡
れ
た
枯
葎
が
あ
た
た
か
く
見
え

た
の
で
あ
ら
う
と
鑑
賞
し
ま
し
た
。
好
き
で
覚
え
て
ゐ
る
一
句
で

す
。

人
工
頭
脳

「Bard

」
はgoogle

が
開
発
中
の
Ａ
Ｉ
で
す
。
開
発
中
で
現
在

無
料
で
す
。「Bard	

は
不
正
確
な
情
報
（
人
物
に
関
す
る
情
報
な

ど
）
を
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
生
成
さ
れ
た
回
答
を
再
確

認
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。	

」
と
断
り
書
き
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
し
く
書
か
れ
て
ま
す
の
が
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。	

第
170

回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
九
段
理
絵
江
氏
が
、受
賞
作
の5

％
に「
生

成
AI
」を
活
用
し
た
と
か
。「Bard

」に
興
味
の
あ
る
方
は「https://

bard.google.com
/chat

」
で
す
。

原
稿
募
集
今
月
は
お
休
み
ｋ
い
た
し
ま
す
。

	

（
喜
孝
）
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