
東
洋
的
静
寂
と

老
荘
思
想
へ

の

志
向
(

｢

森
鴎
外
と

夏
目
淑
石
の

俳
句
｣

㈲
)

淑

石

の

句

大

星

光

史

病
中
の

句

明
治
四

十
三

年
十
月
か

ら
そ

の

翌

年
の

二

月
二

十
日

ま

で

に

か

け

て

朝
日

新
聞
に

連
載
さ

れ

た

『

田
心

ひ

出
す
事
な

ど
』

の

中
で

､

淑
石
は

俳

句
､

漢

詩
に

つ

い

て

次
の

よ

う
な

述
懐
を

し
て

い

る
｡

当
時

､

六
月
に

胃
潰
癌
で

長
年
胃
腸
病

院
に

入

院
｡

退

院
後

､

八

月
六
日

療
養
の

た

め

修
善
寺
温
泉
へ

行
き

､

こ

～

で

大
吐
血

､

一

時
危

篤
状
態
に

陥
っ

て

再

度
､

長
与
病
院
に

入
院
し

た

頃
で

あ

る
｡

と

き

に

四

十
四

歳
で

あ

る
｡

っ

ひ

ょ

う

そ

く

修
善
寺
に

居
る

間
は

仰
向
に

寝
た

ま
ゝ

よ

-

俳
句
を

作
っ

て

は
､

そ

れ

は

日

記
の

中
に

記
け

込
ん

だ
｡

時
々

は

面

倒
な

平

L<
を

合
し

て

漢

詩
さ
へ

作
っ

て

見
た

｡

(

略
)

余
は

年
来
俳
句
に

疎
-
な

り
ま
さ

つ

た

者
で

あ

る
｡

漢
詩
に

至
っ

て

は
､

殆
ん

ど

当
初
か

ら
の

門
外
漢
と

去
っ

て

も

可
い

｡

詩
に

せ

よ

句
に

せ

よ
､

病

中

に

出
来
上
が

つ

た

も
の

が
､

病
中
の

本
人
に

は

ど

れ

程
得
意
で

あ
つ

て

も
､

そ

れ

が

専
門
家
の

眼
に

整
っ

て

(

こ

と

に

現
代
的
に

整
っ

て
)

映
る

と

は

無

論

恩
は

な

い
｡

そ

の

で

き

ふ

で

き

け

れ

ど

も

余
が

病
中
に

作
り
得
た

俳
句
と

漢
詩
の

価
値
は

､

余
自
身
か

ら

云
ふ

と
､

全
-
其

出
来
不
出
来
に

関
係
し

な
い

の

で

あ

る
｡

(

略
)

と

こ

ろ

ひ

と

所
が

病

気
を

す
る

と

大
分
趣
が

違
っ

て

来
る

｡

病
気
の

時
に

は

自
分
が

l

歩
現
実
の

世
を

離
れ

た

気
に

な

る
.

他
も

自
分
を

1

歩
社
会
か

ら

遠

ざ

か

つ

た

く

こ

ち

ら

い

ち
に

ん

ま

え

様
に

大
目
に

見
て

呉
れ

る
｡

此

方
に

は
一

人
前
働
か

な

-
て

も
済
む

と

い

ふ

安
心
が

出
来

､

向
ふ

に

も
一

人

前
と

し

て

取
り

扱
ふ

の

が

気
の

毒
だ

と

い

ふ

遠

T

102

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by University of Toyama Repository

https://core.ac.uk/display/70320779?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


二

の

ど

そ

の

あ
い

だ

慮
が

あ
る

｡

さ

う
し
て

健
康
の

時
に

は
と

て

も

望
め

な

い

長
閑
か

な

春
が

其

聞
か

ら

湧
い

て

出
る

｡

此
安
ら
か

な

心
が

即
ち

わ

が

句
､

わ

が

詩
で

あ

る
｡

従

で

き

ば

え

お

っ

て
､

出
来
栄
の

如
何
は

先
づ

惜
い

て
､

出
来
た

も
の

を

太
平
の

記
念
と

見
る

当
人
に

は

そ

れ

が

ど
の

位
貴
い

か

分
ら
な

い
｡

病
中
に

得
た

句
と

詩
は

､

退

か
ん

ま

屈
を

紛
ら

す
た
め

､

閑
に

強
い

ら

れ

た

仕
事
で

は
な

い
.

実
生
活
の

圧
迫
を

逃
れ

た

わ

が

心
が

､

本
来
の

自
由
に

封E.

ね

返
っ

て
､

む
つ

ち

り

と

し

た

余

裕
を

ゆ
う
ぜ

ん

み

な

て

ん

ら
い

さ

い

も
ん

得
た

時
､

油
然
と

溺
ぎ
り

浮
か

ん

だ

天
来
の

彩
紋
で

あ
る

.

健
康
時
に

は
､

日

夜
に

わ

た

る

生
存
競
争
の

た
め

つ

い

つ

い

心
な

ら

ず
も

捲
き
込
ま

れ
､

ま

た

俗
塵
に

堪
え

得
る

と

自
他
と

も
に

許
さ

れ

る

と

き

に

は
､

が

む

し
ゃ

ら

に
､

突
っ

走
っ

て

ゆ

く
｡

こ

の

場
合
に

作
っ

た

句
､

漢
詩
に

は
､

｢

間
隙
｣

｢

鬼
の

影
｣

が

あ

る

よ

う

な

気
が

し

て

な

ら

な
い

｡

句
と

詩
に

狂
し

､

翻
弄
さ

れ

る

場
合
も

多
い

｡

し

か

し
､

病
中
に

つ

-

る

句
､

こ

れ

に

は

実
生

活
の

圧

迫
を

逃
れ

出
た

わ

が

心
に

よ

る

｢

本
来
の

自
由
｣

｢

天
来
の

彩
紋
｣

が

あ
る

と

い

う
｡

わ

れ吾
と

も
な

-
起
る

｢

興
｣

､

は
っ

き
り
と

し
た

｢

創
造
｣
､

こ

れ

を

感
じ

さ

せ

淑
石
を

喜
ば

せ

る
｡

当

時
の

幾
つ

か
の

句
を

挙
げ
て

み

る
｡

え

く
い

ひ

び
さ

秋
の

江
に

打
ち

込
む

杭
の

響
か

な

あ

さ

き

秋
の

空

浅
黄
に

産
め

り
杉
の

斧

ゆ

め

ひ

と
す

じ

あ

ま

が

わ

別
る
～

や

夢
一

筋
の

天
の

川

死
の

淵
を

さ

ま

よ
っ

た

後
､

生
き
返
り

､

十
日

程
し

て

ふ

と

出
来
た

の

が

最
初
の

句
で

あ

る
と

い

う
｡

澄
み

わ

た
っ

た

秋
空
に

打
ち

込
む

川
の

杭
の

音
｡

そ

れ

は

蘇
生
し

た

淑
石
の

心
に

す
が

く
し

く
も

響
い

た

に

違
い

な

い
｡

二

旬
日
も
同
じ

様
な

感
興
で

あ

り
､

浅
黄
に

澄
ん

だ

杉
の

斧
の

冴
え

は
､

俗
塵
を

離
れ

た

境
地
で

も
あ

る
｡

最
後
の

句
は

､

松
根
東
洋
城
と

別
れ

る

折
の

連
想
が

一

句
と
な

り
､

快
惚

､

夢
の

中
の

句
の

状
態
で

で

き
た
の

が

こ

れ

で

あ

る
と

い

う
｡

作
者
自
身
も
そ

の

句
意
を
解
し

難
い

と
い

う
｡

し

か

し
､

現
実

､

社
会
か

ら

遠
ざ

か
っ

た

天
来
の

彩
紋
の

句
で

あ

る
こ

と

は

た

し

か

で

あ

る
｡

そ

の

他
に

こ

ん

な

句
も
あ

る
｡

風
に

聞
け

何
れ

か

先
に

散
る

木
の

葉

萩
に

置
-

露
の

重
き
に

病
む

身
か

な

や

ま
い

蒔
け

さ
の

里
に

て

静
な

る

病
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は

ら

わ

た

は

る

し

た

た

腸
に

春

繭
る

や

粥
の

味

豪
雨
に

よ

る

崖
崩
れ

で

森
田

草
平
の

家
が

潰
れ

た
｡

し

か

し

幸
い

に

草
平
は

無
事
で

あ
っ

た
｡

愛
弟
子
の

災
難
を

知
ら

ず
に

､

遠
い

温
泉
地
で

雲
と

煙
雨
の

中
､

淑
石
の

病
状
は

悪
化

､

死
の

危
険
さ

え

あ
っ

た
｡

そ

の

時
の

句
が

最
初
の

も
の

で

あ

る
｡

自
己
の

予
測
さ

れ

る

死
を

も
客
観
化
し

得
る

｡

そ

れ

が
､

淑

石
の

当

時

の

句
で

あ
る

｡

｢

焚
く
程
に

風
が

も
て

-

る

落
葉
か

な
｣

と
い

っ

た

良
寛
を
は

じ
め

と

す
る

宗
教
家

､

超
俗
の

俳
人
に

近
い

心

境
が

淑
石
を

支
配
し

て

い

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

何
時
そ

の
一

命
を

失
う
の

か

知
れ

ぬ

危
う
さ

.

そ

こ

に

身
を

置
-
重
病
の

自
ら

を
､

萩
に

置
-

露
と

撃
え

初
秋
の

空
に

散
る

木
の

葉
と

眺
め

る
.

ま

で

ま

な

か

よ

｢

斯
-
凡
て

の

人
に

十
の

九
迄
見
放
さ

れ

た

真
申
に

､

何
事
も
知
ら

ぬ

余
は

､

境
野
に

捨
て

ら

れ

た

赤
子
の

如
-

､

ぽ

か

ん

と

し

て

居
た

｡

苦

痛
な

き

生
は

余

お

だ

け

に

向
つ

て

何
等
の

煩
悶
を

も
与
へ

な

か

つ

た
｡

余
は

寝
な

が

ら
た
ゞ

苦
痛
な

-

生
き
て

居
る

と

い

ふ

事
実
を

認
め

る

丈
で

あ
つ

た
｡

さ

う
し

て

此

事

実
が

､

は

か

や

ま
い

て

い

ち
ょ

う

に

く

ら

ざ
る

病
の

た

め

に
､

周
囲
の

人
の

丁

重
な

保
護
を

受
け
て

､

健
康
な

時
に

比
べ

る

と
､

1

歩
浮
世
の

風
の

当
り

悪
い

安
全
な

地
に

移
っ

て

釆
た

様
に

感
じ

た
｡

さ

い

っ

ら

じ

か

か

よ

実
際
余
の

妻
と

は
､

生
存
競
争
の

辛
い

空
気
が

､

直
に

通
は

な

い

山
の

底
に

住
ん

で

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

｣

と
｡

そ

し
て

､

第
三

旬
日
が

出
来
る

｡

明
日

消
え
る

や

も
知
れ
ぬ

〝

露
″

､

そ

の

露
け

さ
こ

そ
､

も
っ

と

も
生
死
を

超
え
た

彼
岸
の

静
寂

｡

淑
石
が

求
め

て

止
ま
な

か
っ

た

詩
境
の

ひ

と

つ

で

あ

る
｡

最
後
の

句
は

､

そ

ん

な

墳
に

あ
る

淑
石
の

好
句
で

は
な

か

ろ

う
か

｡

実
に

い

い

句
で

あ

る
｡

無
の

境
涯
か

ら
つ

い

ぞ

口
を

つ

い

て

出
る

春
の

燭
浸
た

る

無
為
の

滴
り
の

一

句
で

あ

る
｡

晩
年
の

淑
石
は

､

原
稿
書
き

､

小
説
書
き
に

疲
れ

る
と

､

1

篇
の

漢
詩
を
つ

-
り

､

そ

の

内
に

え

も

言
わ

れ
ぬ

清
涼
の

気
を

養
っ

た

と
､

知
人
へ

の

手
紙
に

述

べ

て

い

る
｡

ご

う

小
説
は

､

人
間
の

俗
事

､

業
の

世
界
を

極
め

て

の

も
の

で

あ

り
､

俳
句

､

漢
詩
に

は

そ

れ

が
な

い
｡

小
説
を

書
く
と

き
､

世
俗
の

鬼
と

化
さ

ざ

る

を

得
ぬ

淑
石
に

と
っ

て
､

俳
句

､

漢
詩
の

短
文
学

､

淡
白
な

詩
境
は

､

救
い

で

あ

り
､

彼
が

抱
-
理

想

郷
に

遊
ぶ

唯
1

の

好
機
で

も
あ
っ

た
.
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四

子
規
と
の

交
友

淑
石
の

最
も

初
期
の

頃
の

句
と

思
わ

れ
る

も
の

は

明
治
二

十
三

年
五

月
十
三

日

付
､

正

岡
子
規
宛
の

書
簡
の

中
に

み

ら

れ

る
｡

帰
ろ

ふ

と

泣
か

ず
に

笑
へ

時
鳥

聞
か

ふ

と

て

誰
も
待
た

ぬ

に

時
鳥

子
規
の

略
血
を

見
舞

っ

て

の

も
の

で

あ

る
｡

｢

僕
の

家
兄
も

今
日

吐
血
し

て

病
床
に

あ

り

斯
-

時
鳥
が

多
く
て

は

さ

す
が

風
流
の

某
も
閉
口

の

外
な

し

何
々
｣

と

書
簡
末
尾
に

し

る

す
｡

時
鳥
は

血
を

吐
-
か

の

如
-
裂
烏
鋭
-

瞬
く
ゆ

え

に
､

そ

れ

に

掛
け

て
､

兄
に

し

ろ
､

友
人

子
規
に

し

ろ

淑
石
の

周
辺
に

こ

の

よ

う

に

時
鳥
に

似
た

病
人
が

多

-
て

は

さ

す
が

に

風
流
を

も
っ

て

任
ず
る

我
が

輩
も

閉
口

で

あ

り
､

お

手
上
げ
だ

と

駄
酒
落
を

言
っ

て

み

た

も
の

で

あ

る
｡

子
規
の

本
名
は

常
規
で

あ

り
､

｢

子
規
｣

の

号
は

こ

の

噂
血
を

機
会
に

､

"

ほ

と

と

ぎ

す
″

す
な

わ

ち

"

子
規
″

を

当
て

た

も
の

で

あ
る

｡

勿
論

､

こ

の

二

句
に

は

さ

し

た

る

句
と

し

て

の

よ

さ

は

な
い

.

た
ゞ

あ

え

て

い

え

ば
､

淑
石
二

十
一

歳
の

こ

ろ

で

あ

り
､

ま

た

子
規
が

､

日

本
派
の

排
人

と

し

て

旗
上
げ
す
る

ま

で

に

は

か
な

り
以

前
の

頃
の

句
で

あ

る
｡

な

お
､

子
規
と

淑
石
の

交
友
は

､

東
京
大
学
在
学
中
か

ら

に

な

る
｡

タ

イ

プ

子
規
は

ど

ち

ら

か

と
い

え

ば

親
分
肌
の

､

自
分
が

大
将
で

居
な

け

れ

ば

そ

の

場
が

お

さ

ま

ら

ぬ

と
い

っ

た

型
で

あ

る
｡

淑
石
と

ど

う

し

て

う
ま

-
い

っ

た

か

と
い

え

ば
､

そ

う

い

う

こ

と

が

気
に

な

ら

な

い

淑
石
の

性
格
に

よ
っ

た

か

と

思
わ

れ

る
｡

同
じ

年

齢
で

あ

り
な

が

ら
､

子
規
は
い

つ

も

兄
貴
分
で

な

け

れ

ば

気
が

す
ま

ぬ
｡

無
い

金
を

た

た

い

て

西
洋
料
理

を

香
っ

た

り
す
る

｡

政
治

家
が

志

望
で

占
い

な

ど

も

す
る

｡

俳
句
も

子
規
を

通
じ

淑
石
も
つ

-
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

と

も
か

く
早
熟
で

､

む

や

み

と

哲
学
め

い

た

こ

と

ば

を

振
廻
し

て

い

た

の

が

当
時
の

子
規
で

あ

る
｡

か
つ

て
､

激
石
が

『

坊
ち

や

ん
』

で

名
高
い

松
山
中
学
の

教
師
と

な
っ

て

赴
任
し

て

い

た

頃
､

結
核
の

子
規
が

無
一

文
で

転
が

り

込
ん

で

来
た

｡

家
主
は

菌
の

感

染
を

恐
れ

て

消
極
的
だ
っ

た

が

淑
石
は

､

こ

の

友
人
に

部
屋
を

与
え

た
｡

す
る

と
､

子
規
の

と

こ

ろ
へ

ば
､

松
山
中
の

俳
句
を

や

る

門
下
生
が

ぞ

-
ぞ

-
と

集

ま

り
､

激
石
が

学
校
か

ら

帰
っ

て

も
毎
日
の

よ

う
に

多
勢
釆
て

､

本
を

読
む

こ

と

も
何
も
で

き
な

い
｡

と

に

か

-
自
分
の

時
間
と

い

う

も

の

が

無
い

｡

止
む

を

得

ず

俳
句
を

作
っ

た

と

い

う
｡
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子
規
は

､

蒲
焼
き

が

大
好
き

で
､

相
談
も
な

-
自
分
で

勝
手
に

取
り
寄
せ

､

つ

け

は

全
部
淑
右
の

方
へ

廻
す

｡

東
京
へ

戻
る
と

き
は

､

下
宿

料
は

す
べ

て

｢

君

払
っ

て

-
れ

給
え
｣

と
い

い
､

金
を

十
円
ほ

ど

貸
せ

と

い
っ

て

上

京
し

た
｡

こ

ん

な

関
係
が

激
右
と

の

間
柄
で

あ
る

｡

ち

な

子
規
が

血
を

吐
い

て

"

子
規
〟

の

号
を

用
い

た
の

は
､

明
治
二

十
二

年
五

月
十
日
の

こ

と

で

あ

り
､

従
っ

て

先
の

二

句
は

､

そ

の

号
に

因
ん

で

の

三

日

後
の

淑

石
の

句
で

あ

る
｡

二

人
の

親
交
は

そ
の

年
の

正
月

結
ば

れ

て

い

る
｡

淑
石
の

雅
号
は

､

｢

枕
流
淑
石
｣

の

熟
語
か

ら

の

も
の

で

あ

る

が
､

同
じ

年
6

; .

五

月
末
よ

り

用
い

ら

れ

た

か

と

考
え

ら

れ

る
｡

二

十
七
日

付
の

子
規
宛
に

｢

七
草
集
に

は

流
石
の

某
も
実
名
を

曝
す
は

恐
レ

ビ

デ

ゲ
ス

と

少
し

-
通
が

り

て

当
座
の

間
に

合
せ

に

淑
石
と

な

ん

と

し

た

り

顔
に

認
め

待
り
後
に

考
ふ

れ
ば

淑
石
と

は

書
か

で

淑
石
と

書
き

し

様
に

覚
へ

候
云
々
｣

の

追
白
が

見
え

る
｡

と

も
あ
れ

こ

の

頃
は

､

子
規

､

淑
石
と

も
に

､

俳
人

､

文
人
と

し

て

の

自
覚
を

ま
が

り
な

り
に

皇
息

識
し

だ

し

た

噴
か

と

も

取
れ

る
｡

翌
年
二

十
三

年
の

句
に

､

西
行
も
笠
ぬ

い

で

見
る

富
士
の

山

寝
て

-
ら

す
人
も
あ

り
け

り

夢
の

世
に

峯
の

雲
落
ち

て

寛
に

水
の

音

東

風
吹
-
や

山
一

ば
い

の

雲
の

影

白
雲
や

山
又
山
を

這
ひ

回
り

の

五

句
が

み

ら

れ

る
｡

い

ず
れ

も
子
規
宛
の

手
紙
に

そ

え

ら

れ
た

も
の

で

あ

り
､

あ

と
の

三

句
は

､

子
規
の

添
削
が

あ

る
｡

三

句
の

｢

寛
に

水
の

音
｣

の

原
句
は

｢

声
あ

り

篤
水
｣

で

あ

り
､

五

句
の

｢

白
雲
や
｣

は

｢

雲
の

影
｣

で

あ
っ

た
｡

と

も
あ

れ

激
石
が

､

松
山
中
学
教
諭
と

し

て

赴
任
し

た

の

は
､

明
治
二

十
八

年
四

月
の

二

十
九
歳
の

年
で

あ

り
､

こ

の

頃
子
規
の

影
響
も
あ

っ

て
､

句

作
に

専

念
､

俳
壇
に

も
次
第
に

顔
を

出
し

て

く
る

｡

夙
に

裸
で

御
は

す

仁
王

哉

御
手
洗
や

去
れ

ば

こ

こ

に

も

石
蕗
の

花

黄
菊
白
菊
酒
中
の

天
地

貧
な

ら

ず

五
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六

憂
ひ

あ
ら

ば

此

酒
に

酔
へ

菊
の

主

煩
悩
は

百
八

減
っ

て

今
朝
の

春

不
立

文
字
白
梅

一

本
咲
き

に

け

り

禅
寺
や

丹
田

か

ら

き

納
豆
汁

六

句
の

｢

白
梅

一

木
咲
き
に

け

り
｣

の

原
句
は

､

｢

梅
咲
く

頃
の

禅
坊
主
｣

で

あ

る
.

十
月
の

末
､

子
規
に

送
っ

て
､

添
削
さ

れ

て

の

句
で

あ

る
｡

原
句
よ

り

見
事
に

生
き
返

っ

た

句
と

な
っ

た

こ

と

を

知
る

｡

三
､

四
の

句
に

は
､

神
仙

､

老
荘
の

雰
囲
気
を

感
ず
る

し
､

六
､

七
の

句
は

､

勿
論

､

禅
に

関
し
て

の

句
で

あ

る
｡

禅
的
東
洋
的
な
も
の

へ

前
年
の

二

十
八
歳
の

と

き
､

淑
石
は

肺
病
で

な
い

か

と
の

疑
い

で

療
養
に

つ

と

め

た
｡

八

月
は

､

松
島
に

遊
び

､

瑞
巌
寺
に

詣
で

､

十
二

月
に

は
､

鎌

倉
円

覚

寺
で

釈
宗
演
を

師
と

し

て

参
禅
を

し

て

い

る
｡

『

門
』

を

は

じ

め

と

す
る

諸
作
品
で

そ
の

経
験
は

語
ら

れ

て

ゆ

く
こ

と

に

な

る

が
､

少
な

-
と

も

不
立

文
字
禅
的
な

も
の

に

憧
れ

た

こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

淑
石
の

性
格
は

､

自
ら

も
述
べ

て

い

る

よ

う

に

同
じ

仏
教
で

も

他
力
の

も
の

よ

り

自
力
の

も
の

を

好
む

傾
向
が

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

こ

の

禅
に

関
し

て

は

明
ら

か

に

失
敗
で

あ

り
､

参
禅
と

い

う

体
行
に

よ

り

悟
入
す
る

こ

と

は

遂
に

不
可
能
だ
っ

た

よ

う

で

あ

る
｡

坐
を

組
め

ば

組
む

は

ど

迷
い

が

生
じ

､

つ

い

に

『

門
』

前

払
い

､

山
門
を

目
の

前
に

し

て

内
に

入
る

こ

と

を

得
ぬ

自
分
を

自
覚
す
る

｡

至
難
の

業
で

あ

る
｡

禅
定
の

僧
を

囲
ん

で

鳴
-

蚊
か

な

(

明
治
二

十
九
年
)

涼
し

さ

や

奈
良
の

大
仏
腹
の

中

(

同
年
)

雛
僧
の

只
風
呂
吹
と

答
へ

け
り

(

明
治
三

十
二

年
)

は

た

禅
僧
に

揺
動
き

け
り

春
の

風

(

同
年
)

静
坐
聴
-
は

虚
空
に

春
の

雨
の

音
(

大
正
三

年
)

い

ず
れ

も
禅
的
境
地

､

禅
僧
を

詠
ん

で

の

も
の

で

あ

る
.
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三

句
は

､

前
書
き
に

｢

巌
端
に

廊
あ

り

藁
を

積
む

こ

と

丈
余
雛
僧

一

人
其
端
に

坐
し

て

凧
の

吹
-
た

び

に

千
丈
の

崖
下
に

落
ち

ん

と

す
る

其

居
の

危
き

を

告
ぐ

る

に

平
然
と

し

て

日
く
い

の

ち

は
1

つ

ぢ

や

あ
き
ら

め

て

居
り
ま

す
る

と

忽
然
鳥
巣
和
尚
の

故
事
を

憶
起
し

て
｣

と

あ

る
｡

壮
絶
な

禅
的
な

生
き

方
､

そ
の

修
行
が

淑
石
の

こ

こ

ろ

を

掴
む

か

に

卑
見

た

こ

と

も

あ
っ

た
.

こ

の

頃
､

彼
は

漢
詩
を
つ

-

り

は

じ

め

て

お

り
､

鏡
子
夫
人
の

ひ

ど

い

悪
阻
の

苦
し

み

と

同
時
に

､

淑
石
自
身
も
神
経
衰
弱
に

悩
ん

で

い

た

時
分
で

あ

る
｡

修
行
実
践
で

は

到
底
開
悟
で

き

そ

う

も

な

い

禅
の

世
界
だ

け
に

､

淑
石
に

は
､

そ

れ

だ

け
一

層
､

禅
的
な

も
の
･

東

洋
的

静
寂
感
に

憧
れ

る

も
の

が

あ
っ

た

か

と

想
像
さ

れ

る
｡

そ

れ

が

こ

の

句
の

世
界
で

あ

り
､

漢
詩
に

よ

る

代
償
行
為
だ
っ

た

と

も
い

え
る

｡

ポ

エ

ム

可
能
で

な

か
っ

た

体
行
の

代
り
に

､

淑
石
は

そ

の

思
想

､

文
筆
で

､

詩
の

内
で

こ

の

東
洋
的
真
髄
に

迫
ろ

う
と

し

た
｡

激
石
に

は

も
と

く
漢
詩
の

素
養
が

あ

り
､

む

し

ろ

英
文
学
者
で

あ

る
よ

り

も
､

漢
詩

､

漢
文
に

親
し

む

方
が

よ

り

安
心
で

き
る

日

本
人

的

特
質
を

十

分
持
ち

合
わ

せ

て

い

た
｡

個
人
主
義
の

ヨ

-

ロ

ッ

パ

直
輸
入
の

思
想
に

悩
ま

さ

れ
ぬ

い

た

淑
石
が

､

や
が

て

則
天

去
私
の

東
洋
的
思
想
の

中
で

安
心
の

境
を

得
た

こ

と

も

決
し

て

偶
然
で

は

な

い

と

い

え

る
｡

｢

黄
菊
白
菊
酒
中
の

天
地

貧
な

ら

ず
｣

｢

憂
ひ

あ

ら

ば
此
酒
に

酔
へ

菊
の

主
｣

な

ど

そ
の

意

味
で

､

こ

れ

ら
の

心

境
に

近
づ

い

て

ゆ

-

句
で

あ

る
｡

う

き

世
い

か

に

坊
主
と

な

り
て

昼
寝
す
る

(

明
治
二

十
九
年
)

菊
咲
い

て

通
る

路
は

な

-
逢
は

ぎ

り

き

(

同
年
)
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空
に

1

片
秋
の

雲
行
-
見
る

1

人

秋
高
し

吾
白
雲
に

乗
ら
ん

と

思
ふ

寒
山
か

拾
得
か

蜂
に

奮
さ

れ

し

は

(

同
年
)

(

同
年
)

(

明
治
三

十

年
)

最
初
の

二

句
は

｢

訪
隠
者
｣

の

題
詞
が

あ
る

｡

三

句
以
降
の

雲
､

白
雲

､

寒
山
拾
得
と

も
ど

も
に

隠
栖
の

詩
境
に

関
与
し

て

の

内
容
で

あ
る

｡

も
ち

ろ
ん

最
後
の

句
は

､

ユ

-

モ

ア

滑
稽

味
を

主
と

し

た

も
の

で

は

あ

る

が
｡

世
俗
に

我
れ

は

関
せ

ず
と

昼
寝
す
る

坊
主

｡

咲
き

乱
れ

る

菊
の

中
に

つ

い

足
を

踏
み

入
れ

る
こ

と

が

出
来
ず
訪
問
し

損
ね
た

隠
仙
の

庵
｡

1

片
の

雲
､

そ

の

白

雲
に

乗
る

人
｡

そ

れ

は

す
で

に

俗

事
を
超

脱
し

､

詩
と

自
在
の

境
に

遊
ぶ

神
仙
の

こ

こ

ろ

で

あ

る
｡

七



八

『

め

さ

ま
し

草
』

(

明
治
二

十
九

年
三

月
号
)

に

載
せ

た

淑
石
の

｢

神
仙
体
｣

十
句
が

あ

る
｡

春
の

夜
の

琵
琶

聞
え

け

り

天
女
の

両

路
も
無
し

椅
棲
傑
閣
梅
の

花

屋
の

棟
や

春
風
鳴
つ

て

白
羽
の

矢

蛤
や

を

り

-
-

見
ゆ

る

梅
の

城

霞
た
つ

て

朱
ぬ

り
の

橋
の

消
え

に

け

り

ど
こ

や

ら

で

我
名
よ

ぶ

な

り

春
の

山

大
空
や

霞
の

中
の

鯨
波
の

声

行
春
や

蔑
腸
山
を

流
れ

出
る

神
の

住
む

春
山
白
き

雲
を

吐
く

催

馬
楽
や

標
紗
と

し

て

島
一

つ

琵
琶
と

梅
｡

春
風

､

霞
､

春
の

山
｡

白
雲
標
紗
た

る

神
仙
の

世

界
は

､

『

草
枕
』

の

作
品
内
容
で

は

な

い

が
､

淑
石
が

夢
み

る

世
俗
を

超
え

た

芸
術

､

桃
源

郷

で

も
あ
っ

た

に

違
い

な
い

｡

淑
石
は

か
つ

て
､

大

学
在
学
中
に

『

英

国
詩
人
の

天
地
山
川
に

対
す
る

観
念
』

を

書
い

て

｢

哲

学
雑
誌
｣

に

連
載
し

た
｡

そ
の

前
半
に

は
､

『

ウ

ォ

ル

ト
･

ホ

イ
ッ

ト

マ

ン

の

詩
に

つ

い

て
』

(

十

月
)

を

同
様
に

同
誌
に

載
せ

た
｡

自
然
詩
人
ワ

-

ズ
･

ワ

-

ス

･

ホ

イ
ッ

ト

マ

ン

は

若

き

激
石
の

こ

こ

ろ

を

と

ら

え

る

も
の

が

あ
っ

た
｡

『

老
子
の

哲
学
』

(

六

月
)

も
こ

れ

以

前
の

同
じ

年
に

文
科
大
学
東
洋

哲
学
論
文
と

し

て

書
い

て

い

る
｡

老

子
の

哲
学
に

つ

い

て

は

か

な

り

批
判
的
で

あ

る

が
､

こ

の

頃
の

研
究

･

論
文
が

後
年

､

論
や

思
想
と

し

て

よ

り
も
東
洋
の

思
想
へ

の

内
的
志

向
･

詩
的

憧

慣
と

し

て

実

を

結
ん

で

い

っ

た

か

と

思
わ

れ

る
｡
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老
荘
｢

愚
｣

｢

無
｣

の

世
界

世
を

あ

げ
て

近
代
社
会
構
築
へ

向
け

て

の

明
治
の

人
工
･

人
為
の

世
相
か

ら
､

淑
石
は

次
第
に

自
然

､

あ

る

が

ま

ま
の

世
界
へ

惹
か

れ

て

い

く
｡

い

わ

ば
､

西



欧
的
自
我
の

な

い

東
洋
的

､

"

無
″

へ

の

没
入
で

あ
る

｡

無
人
島
の

天
子
と

な

ら

ば

涼
し

か

ろ

(

明
治
三

十
七
年
)

独
り

裸
で

据
風
呂
を

焚
-

(

明
治
三

十
七
年
)

い

ず
れ

も
虚
子
庵
で

七
月
つ

く
っ

た

も
の

で

｢

無
題
｣

と

あ
る

｡

｢

無
題
｣

と
い

う

こ

と

ば

も
あ

る

暗
示
を

持
つ

｡

世
人
と

の

交
わ

り
を

絶
つ

｡

人
間
界
か

ら

離
れ

た

裸
の

生
活

､

無
人
島
と

淑
石
の

心
は

動
-

｡

こ

の

年
に

あ
の

痛
烈
シ

ニ

カ

ル

な

処
女
作
『

吾
輩
は

猫
で

あ

る
』

が

書
き
は

じ

め

ら

れ
た

わ

け
で

あ

る
｡

同
じ

年
､

虚
子
と

長
篇
俳
体
詩
｢

尼
｣

を

合
作
し

た
｡

こ

つ

こ

つ

｢

白
露
に

悟
道
を

問
へ

ば

朝
な

夕
な
｣

｢

冗
々

と

し

て

愚
な

れ

と

よ
｣

と

淑

石
自
ら

自
問
自
答
す
る

場
面
も
あ

る
.

"

愚
〟

と
い

う

問
題

､

こ

れ

は

淑
石
に

と
っ

て

大
き

な

意
義
を

持
つ

｡

能
も
な

き

教
師
と

な

ら

ん

あ

ら

涼
し

(

明
治
三

十
六

年
)

愚
か

け

れ

ば

独
り
す
ず
し

く

お

は

し

ま

す

(

明
治
三

十
六

年
)

其
愚
に

は

及
ぶ
べ

か

ら

ず

木
瓜
の

花
(

明
治
三

十
二

年
)

楽
寝
昼
寝
わ

れ

は

物
草
太

郎
な

り
(

明
治
三

十
六

年
)

木
瓜
の

花

役
に

も
立
た
ぬ

実
と

な

り
ぬ

(

明
治
三

十
二

年
)

初
め

の
一

､

二

句
は

､

六
月
十
七
日

井
上

微
笑
宛
の

手
紙
に

十
三

句
し

る

し

た

そ

の
一

つ

で

あ

る
｡

｢

無
人

島
の

天

子
と

な

ら

ば

涼
し

か

ろ
｣

も
そ

の

際
書
か

れ
た

も
の

と

い

え

る
｡

微
笑
は

熊
本
の

俳
人
で

､

本
名
は

藤
太

郎
と
い

っ

た
｡

前
年
親
友

子
規
の

死
に

会
い

､

淑
石
自
身
も
英
国
ロ

ン

ド

ン

で

神
経
衰
弱
が

昂
進
し

､

日

本
で

は

発

狂

の

噂
が

立
っ

た
｡

帰
朝
後

､

熊
本
の

第
五

高
等
学
校
を

依
頼
免
官

､

四

月
第

一

高
等
学
校
の

教
授
に

任
ぜ

ら

れ
た

ば

か

り
で

あ

る
｡

そ

の

年

十
一

月
に

は
､

ま

た

神
経
衰
弱
が

昂
進
す
る

｡

｢

能
も

な

き

教
師
｣

｢

愚
か

け
れ

ば
｣

は

神
経
過
敏

､

物
が

よ

-
見
え

す
ぎ
る

淑
石
に

と
っ

て
､

む

し

ろ

望
む
べ

き
境
地

､

安
住
の

た

め

の

人
生

観
で

あ
っ

た

と

も

い

え

る
｡

三

句
の

物
草
太
郎
は

､

『

御
伽
草
子
』

の

無
精
な

主

人
公
で

あ

る
｡

｢

わ

れ

は

物
草
太

郎
な

り
｣

と

い

い

な

が

ら
､

謹
厳
実
直

｡

そ

う
し

た

人
物
に

は

成
り

切
れ

九
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一

〇

な

い

程
遠
い

自
分
を

み

る
.

近
代
人

､

知
識
人
と

し

て

巌
髄
と

せ

ざ

る

得
ぬ

自
分
に

つ

く
づ

-
嫌
気
が

さ

す
.

当
時
の

社
会
の

最
高
の

教
養
人
淑
石
は

､

一

方
で

愚
の

世
界

､

"

愚
か
〟

に

な

り

切
る

境
地
に

ひ

ど

-
憧
れ

て

い

た

と

も
い

え

る
｡

三

句
､

五

句
と

も
に

木
瓜
の

花
の

役
立
た

ず
､

愚
か

さ

を
む

し

ろ

評

価
す
る

｡

『

草
枕
』

に

｢

世
間
に

は

拙
を

守
る

と

吃

庭
木
瓜
に

な

る
｡

余
も

木
瓜
に

な

り

た

い
｣

と

あ

る
｡

そ
の

境
地
に

一

歩
近
づ

か

ん

と

す
る

自

分
を

書
き

と

ど
め

る
｡

い

ず
れ

も

春
か

ら

初

夏
に

か

け

て

の

手
帳
に

し

る

さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

し
ろ

も
の

み

く

き

か
つ

て

｢

子
規
の

画
｣

に

つ

い

て
､

と

て

も
俳
句
や

歌
の

よ

う

に

無
造

作
に

さ

ら

さ

ら

と

で

き
る

と
い

っ

た

代
物
で

な

-
､

三

茎
の

花
に

も

五
､

六

時

間
の

手

す

く

間
を

か

け
､

丹
念
に

塗
り
あ

げ
る

｡

文
筆
に

見
ら

れ

る
ペ

ン

先
が

絵
の

具
の

皿

に

浸
る

と

同
時
に

た

ち

ま

ち

疎
ん

で

し

ま
っ

た

か

と

思
わ

れ

る

程
で

あ

る

と

評
し

せ

つ

て
､

子
規
ほ

ど

永
年
交

際
し

て

き

て
､

人

間
と

し

て
､

文
学
者
と

し

て

｢

拙
｣

の

欠
乏
し

た

男
は

な

い

が
､

た

だ

こ

の

画
だ

け
は

､

働
き
の

な

い

愚
直
の

旨
さ

､

凡

帳
面
な

根
気
強
さ

を

実
行
し

た

点
で

､

"

拙
″

の
一

字
が

当
て

は

ま

る

と
｡

で

き
れ

ば

こ

の

"

拙
″

の

部
分
を

も
う

少
し

雄
大
に

排
句
や

日

常
生
活
に

発
拝
さ

せ

て

も
ら

い

た

か
っ

た

と
､

子
規
没
後
十
年
の

明
治
四

十

四

年
に

子
規
を

偲

ぶ
1

文
に

し

る

し

て

い

る
.

拙
と

か

愚
は

､

淑
石
が

"

鋭
敏
〟

､

"

利
巧
″

､

"

そ
つ

の

無
さ
〟

､

"

自
我
〟

と

相
対
す
る

も
の

と

し

て

の

理

想

化
で

あ

り
､

ぜ

ひ

と

も

求
め

て

い

き
た

か
っ

た

も
の

の
一

つ

で

あ

る
｡

し

か

し
､

俳
句
に

関
し

て

い

え

ば
､

そ

の

子
規
の

影
響
は

､

淑
石
に

と
っ

て

非
常
に

大
き
い

｡

淑
石
は

句
を

作
る

と
､

こ

れ

を

大
抵
は

巻
紙
に

書
き

､

子
規
の

許
へ

と

送
っ

て

い

た
｡

こ

れ
が

明
治
三

十
二

年
ま

で

つ

づ

き
､

そ
の

都
度

､

そ
の

句

稿
に

目
を

通
し

た

子
規
は

添
削
あ
る

い

は
､

丸
や
二

重
丸

､

点
な

ど

を

付
し

て

淑
石
の

所
へ

送
り

返
し

て

い

た
｡

明
治
二

十
五

年
､

子
規
は

､

俳
人
と

し
て

の

蕪
村
を

発
見
し

､

翌
年
｢

実
地
吟
詠
｣

を

人
に

勧
め

､

や

が

て

写
生
句
の

説
を

打
ち

立
て

て

ゆ

-
｡

こ

れ

は

淑
石

に

も
影
響
を
与
え
て

い

る
｡

明
治
二

十
四

､

五

年
ま
で

､

｢

聖
人
の

生
れ

代
り
か

桐
の

花
｣

｢

今
日

よ

り

は

誰
に

見
立
ん

秋
の

月
｣

｢

鳴
-
な

ら

ば

満
月
に

な

け
は

と
ゝ

ぎ
す
｣

｢

病
む

人
の

拒

健
離
れ

て

雪
見
か

な
｣

と
い

っ

た
､

ど

ち

ら

か

と
い

え

ば
､

月
並
み

､

旧

派
の

眼
で

し

か

句
を

作
り

得
な

か
っ

た

淑

石
が

､

明
治
二

十
七

年
に

入
る

と
､

春
雨
や

寝
な

が

ら

横
に

梅
を

見
る

ね

ぎ

烏

帽
子
着
て

渡
る

禰
宜
あ

り
春
の

川

菜
の

花
の

中
に

小
川
の

う

ね

り
か

な
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と

い
っ

た

写
生
句

､

蕪
村
調
の

句
も
出
て

-
る

｡

し
か

も
拝
情
的
な

味
わ
い

も
漂
う

｡

近
代
句
へ

の

脱
皮
を

な

し

遂
げ
て

ゆ

-
0

子
規
の

死
と
ロ

ン

ド
ン

留
学

さ

て
､

こ

の

親
友
子
規
の

死
に

あ
i
l

っ

て

淑
石
は

英
国
留
学
中
で

あ
っ

た
.

明
治
三

十
四

年
に

は
､

ビ

ク

ト

リ
ア

女
王
の

葬
儀
を

見
物
し

て

い

-
つ

か

の

句
を

作
り

､

ロ

ン

ド

ン

在
留
の

日

本
人
句
会
に

二

度
は

ど

出
席
し

た

り

し

た
｡

明

治
三

十
五
年
の

末
に

は

日

本
へ

帰
ろ

う
と

し

て

い

る

淑
石
の

と

こ

ろ
へ

､

九
月

､

子
規
の

死
の

報
ら
せ

が

舞
い

込
ん

だ
｡

十
二

月
一

日

付
虚
子
宛
に

｢

子
規
追
悼
の

句
何
か

と

案
じ

煩
ひ

候
へ

ど

も
､

か

-

筒
袖
姿
に

て

ビ

フ

テ

キ

の

み

食
ひ

居
候
者
に

は

容

易
に

俳
想
な

る

も
の

出

現

仕
ら

ず
､

昨
夜
ス

ト

-

ヴ

の

傍
に

て

左
の

駄
句
を

得
申
候

｡

得
た

る

と

申
す
よ

り
は

寧
ろ

無
理

や

り
に

得
さ

し
め

た

る

次
第
に

候
へ

ば
､

只

申
訳
の

為
の

御

芙

草

と

し

て

御
覧
に

入
候

｡

近
頃
の

如
く
半
ば

西
洋
人
に

て

半
日

本
人
に

て

は

甚
だ

妙
ち

き
り
ん

な

も
の

に

て

候
｡

｣

と

書
き

送
っ

て

い

る
｡

筒
袖
や

秋
の

枢
に

し

た

が

は

ず

手
向
-
べ

き
線
香
も
な

-
て

暮
の

秋

霧
黄
な

る

市
に

動
-
や

影
法
師

き

り

ぐ
す
の

音
を

忍
び

帰
る
べ

し

す

す
き

招
か

ざ
る

薄
に

帰
り

来
る

人
ぞ

｢

倫
敦
に

て

子
境
の

計
を
聞
き

て
｣

の

前
書
き
が

あ

る
｡

淑
石
の

帰
国
は

翌
年
の

一

月
二

十
三

日
で

あ
る

｡

渡
欧
か

ら
ロ

ン

ド

ン

滞
在
の

句
を

少
し

拾
っ

て

み

る

と
､

阿
呆
鳥
熟
き
国
へ

ぞ

参
り
け

る

(

明
治
三

十
三

年
)
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稲
妻
の

砕
け
て

肯
し

浪
の

花

(

同
年

雲
の

峰
風
な

き
海
を

渡
り

け
り

(

同
年



一

二

吾
妹
子
を

夢
み

る

春
の

夜
と

な

り
ぬ

(

明
治
三

十
四

年
)

花
売
に

寒
し

真
珠
の

耳
飾

(

明
治
三

十
五

年
)

三

階
に

独
り

寝
に

行
-
寒
か

な

(

同
年

)

句
あ

る
べ

-
も

花
な

き

国
に

客
と

な

り

(

同
年
)

一

､

二
､

三

句
は

､

い

ず
れ

も

海
上
で

の

景
､

心

境
を

詠
ん

だ

も

の

で

あ

ひ
､

日

記
に

し

る

さ

れ
て

い

る
｡

1

句
の

｢

阿
呆
鳥
｣

は
､

.
実
景
で

あ

る

と

と

も
に

我
が

姿
で

も
あ
っ

た

に

違
い

な

い
｡

ロ

ン

ド

ン

滞
在
中
の

無
意
義
さ

､

暗
い

将
来
を

も

予

測
さ

せ

る
｡

そ

こ

へ

の

こ

く
と

た

ず
ね

ゆ

く
わ

が

身
の

愚
か

し

さ

で

も

あ

る
｡

二
､

三

句
か

ら

は

標
紗
た

る

海
原
を

よ

-
坊
沸
さ

せ

る

も

の

が

あ

る
｡

四

句
は

妻
を

恋
う

､

五

句
で

は
､

こ

の

花
の

都
ロ

ン

ド

ン

に

花
を

売
る

女
の

重
し

さ

寒
さ

､

そ

れ

は

真
珠
の

耳
飾
な

ど

を

し

て

い

る

ゆ

え

に
一

層
さ

む

ざ

む

と

し

た

哀
感
が

迫
る

と
｡

花
売
の

心
の

寒
さ

は
､

当
時
の

淑
石
の

心
の

貧
し

さ

で

も

あ

る
｡

六

句
､

七
句
で

､

こ

の

頃
の

淑
石
に

は
､

す
で

に

こ

の

異
国
で

の

生
活
は

堪
え

切
れ
ぬ

も
の

が

あ

る

と
の

事
実
を

窺
わ

せ

る
｡

一

級
資
料
と
い

え

る
｡

当
時
日

本
の

家
屋
は

､

せ

い

ぜ

い

二

階
建
て

で

あ
る

｡

だ

が

こ

の

地
で

は

高
層
建
築
は

軒
並
み

､

三

階
と
い

う

日

本
で

は

考
え

ら

れ
ぬ

豪
奮
な

建

物
に

尻
を

据

ヽ

ヽ

え

な

が

ら
､

激
石
の

心
は

沈
む

ば
か

り
で

あ
る

｡

た

だ

寒
さ

ば
か

り
が

残
る

｡

句
は
つ

-
っ

て

み
て

も
､

ほ

ん

と

う

に

そ

れ

を

詠
み
こ

む

自
然
の

花
が
な

い
｡

こ

れ

は

ど

花
の

な
い

国
と

は

思
わ

な

か
っ

た
｡

こ

の

花
の

少
な

い

世

界
､

そ

れ

は

淑
石
の

心

に

暗
い

影
を

落
と

す
｡

句
を
つ

く
る

気
持
ち

は

あ
っ

て

も
ど

う

す
る

こ

と

も
で

き

な
い

｡

こ

の

国
に

客
と

な

る

我
が

身
の

不
運
を

嘆
-
ば
か

り
で

あ

る
｡

明
治
三

十
六
年
七
月
二

日

菅
虎
雄
宛
の

手

紙
に

｢

発

句
ナ
ン

カ

下
火
極
マ

ル

マ

デ

作
ル

気
ニ

ナ

ラ

ン

然
シ

退
屈
凌
ギ
ニ

時
々

ヤ

ル

是
ハ

得
意
ノ

余
二

出
ル

ノ

デ

ハ

ナ

イ
l

時
ノ

哲

散
卜

云
フ

資
格
サ
｣

と

書
い

て

い

る

が
､

や

が

て

小
説
へ

向
う

淑
石
の

転
機
の

時
期
に

も

当
る

｡

こ

の

頃
彼
は

､

｢

子
羊
物
語
に

題
す
る

十
句
｣

と

称
し

て
､

小
松
武
治
訳
の

『

沙
翁
物
語
集
』

序
に

､

英
文
の

1

節
を

し

る

し

て
､

そ

の

あ

と

七

俳
句
を

書
き

込
ん

で

い

っ

た
｡

同
じ

年
､

雑
誌

『

紫
苑
』

の

記
者
の

求
め

に

｢

俳
句
と

外
国
文
学
｣

の

題
の

談
話
の

中
で

｢

私
は

近
頃
ス

ッ

カ

-

俳
句
を

廃
め

た

の

で

す
が

､

こ

れ

に

は

別
に

深
い

理

由
の

あ

る

の

で

も

無
い

の

で

す
｡

(

略
)

今
日

も
尚
俳
句
に

対
す
る

面
白
味
を

充
分
に

認
め

て

殊
に

趣

味
の

取

捨
と

云
ふ

こ

と

に

は
､

俳
句
か

ら

多

分
の
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利
益
を

得
て

居
る

と

云
ふ

こ

と

を

信
じ
て

疑
は
な

い

の

で

あ

り
ま

す
｡

｣

と

い
っ

て

い

る
｡

実
際

､

明
治
三

十
七

､

八
､

九

年

間
の

淑
石
の

俳

句
は

い

た
っ

て

少

な

い
｡

俳
人
子
規
を

失
っ

た

淑
石
が

､

俳
句
へ

の

興
味
を

持
ち
な

が

ら

も
実
作
者
と

し

て

は

急
速
に

離
れ

て

ゆ

-
｡

あ

り

得
る

こ

と

で

あ

る
｡

大
学
退
官
と

博
士

号
辞
退

明
治
四

十
三

年
以
後

､

ま

た

淑
石
の

句
は

多
-
な

る
｡

物
い

は
ぬ

人
と

生
ま

れ

て

打
つ

畠
か

(

明
治
四

十
年
)

田
の

中
に

1

坪
咲
い

て

窓
の

蓮

(

同
年

)

僧
と

な
つ

て

鐘
を

撞
い

た

ら

冴
返
る

(

明
治
四

十
一

年
)

小
袖
釆
て

思
ひ

-
の

春
を
せ

ん

(

明
治
四

十
二

年
)

四

十
年
四

月
､

い

っ

さ
い

の

教
職

､

す
な

わ

ち
､

第
一

高
等
学
校
教

授
､

東
大

講
師

､

明
治
大
学
講
師
こ

れ

ら

を

辞
し

て
､

朝
日

新
聞
社
に

入
社
す
る

｡

｢

入
社
の

辞
｣

が

あ

る
｡

大
学
を

辞
し

て

朝
日

新
聞
に

は
い

つ

た

ら

逢
ふ

人
が

み
な

驚
い

た

顔
を

し

て

ゐ

る
｡

な

か

に

は

な

ぜ

だ

と

聞
-

も
の

が

あ
る

｡

大
決
断
だ

と

褒
め

る

も
の

な

げ
ラ

が

あ

る
｡

(

略
)

然
し

な

が

ら

大
学
の

や

う

な

栄
誉
あ

る

位
置
を

細
っ

て
､

新
聞
屋
に

な

つ

た

か

ら

鷲
-
と
い

ふ

な

ら

ば
､

や

め

て

も
ら

い

た
い

｡

(

略
)

文

芸
上
の

述
作
を

生
命
と

す
る

余
に

と
つ

て

こ

れ

ほ

ど

あ

り

が

た
い

こ

と

は

な

い
｡

こ

れ

ほ

ど

心

持
の

よ

い

待
遇
は

な

い
｡

こ

れ
ほ

ど

名
誉
な

職
業
は
な

い
｡

か

な

り
の

長
文
で

あ
る

が

中
略
す
る

と

右
の

よ

う

な

内

容
と

な

る
｡

辛

棒
す
れ

ば
､

一

等
二

等
の

高
等
官

､

勅
任
官
に

な

る

身
で

あ

り
､

あ

え

て

野
に

下
る

淑
石
に

は
､

自
分
の

気
ま

ま
な

､

世
間
の

評
価
云
々

に

煩
わ

さ

れ

な

い

身
の

処

置
を

望
む

気

持
ち

が

強
か
っ

た
｡

文
芸
の

世
界

､

芸

術
の

境
に

生
き

る

こ

と

で

あ

る
｡

『

草

枕
』

の

書
き

出
し

に
､

｢

智
に

働
け

ば

角
が

立
つ

｡

情
け
に

樟

と

か

く

さ
せ

ば

流
さ

れ

る
｡

意
地
を

通
せ

ば

窮
屈
だ

｡

兎
角
に

人
の

世
は

住
み

に

-
い
｣

と

あ

る
｡

大

学
を

去
る

に

あ

た
っ

て

も
､

｢

大
学
で

講
義
を

す
る

と

き
は

､

い

つ

で

も

犬
が

吠
え

て

不
愉
快
で

あ
つ

た
｡

｣

と

言
っ

て

い

る
｡

｢

犬
｣

と

は

具
体

的
に

何
を

指
す
の

か
｡

権
力

､

世
俗
の

栄
誉
を

背
景
に

し

た

大

学
関
係
者
た

ち

を

暗
に

親
す
る

と

も

考
え

ら

れ

る
｡

｢

僕
の

胃
病
は

今
年
ほ

ど

よ

き

年
は

な

い
｡

天
下
の

犬

1

三
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1

四

を
退

治
す
れ

ば

胃
病
は

全

快
す
る

｡

こ

れ

が

僕
の

生
涯
の

事
業
で

あ

る
｡

外
に

願
も
何
も
な

い
｡

い

は

ん

や

教
授
を

や
､

い

は
ん

や

博
士
を

や
｡

｣

(

加
計
正
文
宛
)

｢

時
が

あ
つ

た

ら

神
経
衰
弱
論
を

草
し
て

天
下
の

犬
で

あ
る
こ

と

自
覚
さ
せ

て

や

り

た
い

と

恩
ふ

｡

｣

(

鈴
木
三

重

吉
宛
)

と

｢

犬
｣

は

淑
石
が

生
涯
の

敵
と

し

て

相
対
す
る

も
の

o

別
称
の

一

つ

で

も
あ
っ

た
.

同

時
に

淑
石
は

､

こ

う
し

た

も
の

に

関
わ

り
た

-
な
い

｡

出
来
得
べ

く
ん

ば

回
避
し
た

い

と

の

気
持
ち

も
強
か

っ

た
｡

｢

物
い

は
ぬ

人
と

生
ま

れ

て
｣

畑
を

打
つ

境
涯

､

田

の

中
に

1

坪
は

ど

咲
く
蓮
を

眺
め

入
り

､

時
に

は

清
僧
と

し

て

鐘
を

撞
き
そ

の

鐘
の

冴
え

に

聞
き

入
り

､

あ

ら

ゆ

る

拘
束
や

上
か

ら
の

お

仕
着
せ

を

離
れ

､

思
い

お

も
い

に

自
由
に

好
き
な

小
袖
を

着
て

振
舞
え

る

春
の

季
節
等
々

-

-
｡

こ

れ

が

淑

石
の

理

想
の

境
地
で

も
あ

る
｡

さ
い

お
ん

亡

き
ん

も
ち

内

閣
総
理

大

臣
西
園
寺
公
望
が

小
説
家
た

ち

を

自
分
の

邸
に

招
い

た
｡

総
理

か

ら

招
宴
さ

れ

る

こ

と

は

名
誉
で

あ

り
､

作
家
と

し

て

も

苗
が

付
-
と

い

う

も
の

で

あ
る

｡

鴎
外

､

露
伴

､

独
歩

､

鏡
花

､

秋
声

､

藤

村
､

花

袋
な

ど

逮

ば

れ

た

十
七

名
は

大
い

に

喜
び

参
席
す
る

｡

招
か

れ

て

辞
退
し

た

人
が

三

名
い

る
｡

通
遥

､

四

迷
､

淑
石
で

あ

る
｡

淑

石
は

丁
度

､

『

虞
美
人
草
』

を
書
き

出
し

た

途
中
で

あ
っ

た

が
､

か

わ
や

は

と

と

ぎ
す

痢
半
ば

に

出
か

ね

た

り

の

句
を

示
し

､

や

ん

わ

り
と

な

が

ら

こ

と

わ
っ

た
｡

作
家
は

作
家
と

し

て
､

権
力

､

政
治
の

世
界
と

は

切
り
離
し

､

気
ま

ま

に

思
い

お

も
い

自
由
に

し

て

お

い

て

欲
し

い
｡

そ

ん

な

気
持
ち

が

あ
っ

た

か

と

思
わ

れ

る
｡

明
治
四

十
四

年
の

博
士

号
辞
退
で

も

同
様
な

こ

と

が

い

え

る
｡

二

月
二

十
一

日

付
で

淑
石
の

文
部
省
専
門
学
務
局
長
宛
の

手
紙
が

残
る

｡

拝
啓

昨
二

十
日

夜
十
時
頃
私
留
守
宅
(

私
は

目
下
表
記
の

処
に

入
院
中
)

本
日

午
前
十
時
学
位
を

授
与
す
る

か

ら

出
頭
し

ろ

と

い

ふ

御
通
知
が

参
っ

た

さ

う

で

あ

り
ま

す
｡

留
守
宅
の

も
の

は

今
朝
電
話
で

主

人
は

病
気
で

出
頭
し

か

ね

る

旨
お

答
へ

し

て

置
い

た

と

申
し

て

参
り
ま

し

た
｡

学
位
授
与
と

申
す
と

二
､

三

日

前
の

新
聞
で

承
知
し

た

通
り

博
士

会
で

小
生
に

授
与
に

な

る

こ

と

か

と

存
じ

ま

す
｡

然
る

処
小
生
は

今
日

ま

で

た

だ

の

夏
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目
な

に

が

し

と

し

て

世
を

渡
っ

て

参
り
ま

し

た

し
､

こ

れ

か

ら

先
も
や

は

り
た

だ

の

夏
目
な

に

が

し

で

暮
し

た

い

希
望
を

持
っ

て

お

り
ま

す
｡

従
っ

て

私
は

博
士
の

学
位
を

頂
き
た

く
な

い

の

で

あ
り
ま
す

｡

こ

の

際
御
迷
惑
を
か

け

た

り
御
面
倒
を

願
っ

た

り

す
る

の

は

不
本
意
で

あ

り
ま

す
が

右
の

次
第
ゆ

ゑ

学
位

授
与
の

儀
は

御
辞
退
致
し

た
い

と

恩
ひ

ま

す
｡

二

月
二

十
1

日

よ

ろ

し

く
お

取
計
ら

ひ

頗
ひ

ま

す
｡

敬
具

夏
目
金
之

助

専
門
学
務
局

長

福
原
錬
次
郎
殿

自
由
な

生
活

､

太
平
の

遊

民
､

天
下
の

逸

民
と

し

て

送
ろ

う

と

す
る

淑
石
に

と
っ

て

は
､

博
士
号
は

迷
惑
こ

の

上
も
な

い

と

い

う
｡

博
士
号
を

お

し
つ

け

る

権
力
は

､

や

が

て

気
に

喰
わ

な

け

れ

ば
､

博
士

号
を

奪
い

取
る

権
力
に

変
貌
す
る
と

い

う
の

が

淑
石
の

考
え

で

あ
る

｡

そ

う

し

た

も
の

か

ら

距
離
を

置
き

､

静
か

に

自
由
に

そ
の

身
を

処
し

た

い
｡

こ

れ

が

淑
石
の

願
い

で

も
あ
っ

た
｡

老
荘
の

思
想

死
し

て

名
な

き
人
の

み

住
ん

で

梅
の

花
(

明
治
三

十
三

年
)

8 8

無
名
で

あ

る

こ

と
､

生
に

も

死
に

も
注

目
さ

れ

る

こ

と

な

-
名
声

･

権
勢
に

か

か

わ

り
な

い

身
｡

そ
の

境
涯
に

し

て

は

じ
め

て

梅
の

白
さ

美
し

さ

が

冴
え

返
り

､

分
か
っ

て

く
る

と
い

う

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

東
洋
の

思
想
で

あ

り
､

老

荘
､

哲
学
の

分
野
で

も
あ

る
｡

白
梅
や

易
を

講
ず
る

蘇
東
披
服

(

明
治
三

十
二

年
)

水
仙
や

繋
た

-
は
へ

て

売
茶
翁

(

同
年

売
茶

翁
花
に

隠
る
～

身
な

り

け

り
(

大
正
三

年
)

良
寛
に

ま

り

を
つ

か

さ

ん

日

永
哉
(

同
年

)

蘇

東
披
は

､

中
国
北
宋
の

詩
人

､

文
章
家
で

あ
る

｡

名
は

拭
と

い

い
､

東
披
居
士
と

号
し

た
｡

官
吏
の

栄
職
を

避
け

､

田

園
自
然
に

隠
栖
し

た

人
で

あ

る
｡

一

五



1

六

売
茶
翁
は

､

老
荘
思
想
を

人
生
観
と

し
て

生
き

た

奇
人

｡

茶
を

売
っ

て

生

活
と

し

た
｡

仙
人
と

も
い

う
べ

き

人
物
で

あ

る
｡

茸
を

た

-
わ

え

た

売

茶
翁
の

風

姿

に

取
り

合
わ
せ

る

に

は
､

清
ら

か
な

水
仙
が

ふ

さ

わ

し
い

と
｡

そ
の

身
に

つ

い

た

才
能

､

教
養
を

隠
し

､

こ

の

売
茶
翁
は

､

花
の

内
､

自
然
の

中
に

こ
っ

そ

り
と

身
を

隠
し

､

そ

の

う
つ

-
し

さ

に

身
を

浸
し

っ

ゝ

生
き
た

｡

良
寛
は

越
後
の

生
ん

だ

傑
僧

｡

こ

の

僧
も

禅
を

修
め

な

が

ら
､

そ

の

行
動

､

関
心
は

む

し

ろ

老
子

･

荘
子

､

と

-
に

荘
子
に

あ
っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

終
日

､

村

里
の

子
供
た

ち

と

手
棲
を
つ

き

遊
び

戯
れ

る
｡

董
を

摘
み

､

大
事
な

飯
の

た

ね

で

あ
る

鉢
の

子
を

野
原
に

忘
れ
た

り
す
る

｡

歌
僧
で

あ
り

､

隠
栖
の

詩

人
僧
で

も

あ

る
｡

歌
に

｢

こ

の

宮
の

森
の

木
下
に

子
供
ら

と

遊
ぶ

春
日
は

暮
れ

ず
と

も
よ

し
｣

｢

子
供
ら

と

手
ま

り
つ

き
つ

つ

此
の

里

に

遊
ぶ

春
日

は

-
れ

ず
と

も
よ

し
｣

｢

霞
た
つ

な

が

き

春
日

に

子
供
ら

と

手
球
つ

き
つ

つ

こ

の

日

-
ら

し
つ
｣

と

世
俗
を

超
え

た

生
き

方
を

哀
歌
し

た
.

ろ

う

た

ん

老
恥
の

う
と

き

耳
は

る

火
健
か

な

(

明
治
三

十
二

年
)

老
聯
は

老
子
の

こ

と
｡

耳
が

ず
ば
ぬ

け
て

大
き
か
っ

た
こ

と
か

ら
こ

れ

を

称
し

て

老
恥
と

も
い

う
｡

伝
説
上
の

人
物
で

あ

り
､

そ

れ

だ

け

に

そ

の

生

き

方
は

遠

け

く
杏
然
と

し

て

霞
の

中
に

梱
る

｡

大
正
四

年
の

晩
年

､

武
者
小
路
実
篤
へ

の

手
紙
に

｢

武
者

小
路
さ

ん

気
に

入
ら

な
い

事
､

療
に

さ

ば

る

事
､

憤
慨
す
べ

き

事
は

塵
芥
の

如
-

た

-
さ

ん

あ

り

ま

す
｡

そ

れ

を

清
め

る

こ

と

は

人
間
の

力
で

出
来
ま

せ

ん
｡

そ

れ

と

戟
ふ

よ

り
も
そ

れ

を

ゆ

る

す
こ

と

が

人

間
と

し

て

立

派
な

も
の

な

ら

ば
､

出

来
る

だ

け

そ

ち

ら

の

方
の

修
養
を

お

た

が

ひ

し

た
い

と

思
ひ

ま

す
が

ど

う

で

せ

う
｡

｣

(

六

月
十
五

日

付
)

と

あ

る
｡

死
に

直
面
し

､

や

が

て
"

則
天
去
私
"

に

自
ら

を

任
せ

委
ね

て

ゆ

く
淑
石
は

､

案
外
自
ら

の

究
極
を

､

東
洋
的
老
荘
の

あ
る

が

ま
ゝ

の

世

界
に

回

帰
せ

ん

と

す

る

自
分
を

感
じ

て

い

た

の

で

は

な

い

か
｡

そ

こ

に

こ

そ
､

西
欧
近
代
の

個
人
主
義

､

利
己
主

義
に

対
し

､

自
我
の

無
い

､

真
め

安
心
と

立
命

､

静
寂

墳
､

芸

術
の

到
達
点
が

あ
っ

た

と

も

自
覚
し

て

い

た

に

相
違
な

い
｡
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淑
右
の

句
は

数
多
い

｡

こ

れ

ま
で

に

挙
げ
た

句
は

､

そ

の

極
-

一

部
分
に

過
ぎ
な

い
｡

し
か

も

東
洋
思
想

､

禅
的

､

老
荘
思
想
に

し

ば
っ

て

の

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ
を

抜
き
に

し
て

は
､

や

は

り

真
実
の

淑
石
を

語
り

得
な

い

よ

う
な

気
が

し
て

な

ら
な

い
｡

そ
の

方
面
で

の

排
句
を

覗
い

て

見
た

｡

′

/頗
右
の

最
晩
年
の

句
が

あ

る
｡

瓢
箪
は

鳴
る

か

鳴
ら
ぬ

か

秋
の

風
(

大
正
五

年
)

題
詞
に

は

｢

瓢
箪
は

ど

う

し

ま

し

た
｣

と

あ

る
｡

秋
の

風
に

瓢
箪
は

鳴
る

か

鳴
ら
ぬ

か

と

問
う

て

い

る
｡



鳴
ら

ず
と

も

よ

し
､

鳴
れ

ば

風
流
で

あ
る

｡

い

ず
れ

も
そ

れ

ぞ

れ

に

味
わ
い

が

あ

る
｡

あ

る

が

ま
～
､

置
か

れ

た

ま
～

を

肯
定
し

よ

う

と

す
る

柔
軟

性
､

融

通

性
を

盛
っ

た

句
で

あ

る
｡

い

わ

ば

淑
石
が

達
し

て

得
た

心
境
で

あ
っ

た
の

か

も

し

れ

な
い

｡

十
一

月
十
五

日

付
の

富
沢

敬
道
宛
の

手
紙
に

み

ら

れ

る

五

句
の

内
の

最
後
の

l

句
と

な

る
｡

淑
石
の

死
は

十
二

月
九
日
だ

か

ら
､

死
の

一

ケ

月
程
前
に

当
る

｡

鰻

頑
を

沢
山
も

ら
っ

た

礼
状
と

富
沢
敬
道
の

詩
に

つ

い

て

の

評
に

書
き

添
え

た

も

の

で

あ

る
｡

｢

鰻
頑
を

沢
山
あ

り

が

た

う
｡

み

ん

な

で

食
べ

ま

し

た
｡

い

や

ま

だ

残
っ

て

ゐ

ま

す
｡

是
か

ら

み

ん

な

で

平
ら

げ
ま

す
｡

俳
句
を

作
り

ま

し

た
｡

｣

と

あ
っ

て
､

そ
の

後
に

五

句
が
つ

づ

く
｡

前
四

句
を

し

る

す
と

次
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る
｡

鰻
頑
に

礼
拝
す
れ

ば

晴
れ

て

秋

鰻
頭
は

食
っ

た

と

雁
に

言
伝
よ

徳
山
の

故
事
を

恩
ひ

出
し

て

吾
心

点
じ

了
り

ぬ

正
に

秋

僧
の

く
れ

し

此

鰻
頑
の

丸
き
か

な

富
沢

敬
道
は

､

修
行
中
の

若
い

禅
僧
で

あ

る
｡

従
っ

て

句
も

禅
的
な

も
の

と

な
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

｢

徳
山
の

故
事
｣

と

は
､

『

碧
巌

録
』

第

四

則

本
則
に

ふ

く

す

｢

挙
す

､

満
山
に

到
る

｡

複
子
を

挟
ん

で

法
堂
上
に

於
て

､

東
よ

り

西
に

過
ぎ

､

顧
祝
し

て

無
無
と

云
っ

て

便
ち

出
､

づ
｣

と

あ

る
｡

三
､

四

句
は

｢

正
に

秋
｣

ま

た

は

｢

丸
き
か

な
｣

と

澄
ん

だ

ま

ろ
や

か

さ
が

特
色
と
な

る
｡

そ

れ

は

初
句
の

｢

鰻
頑
に

礼
拝
す
れ

ば

晴
れ

て

秋
｣

に

も
､

他
の

句
に

も
気

負
う

と
こ

ろ

な

く
さ

ら

さ

ら

と

言
い

切
っ

て

い

る

点
が

共
通
し

て

い

た
｡

十
一

月
十
日

何
で

､

同
様
若
き

禅
僧
鬼
村
元
成
に

宛
て

た

手
紙
に

､

ま

き
を

割
る

か

は

た

祖
を

割
る

か

秋
の

空

こ

だ

ま

と

あ

る

が
､

禅
的
な

冴
え

た

ひ

び

き
の

木
魂
す
る

句
と

い

え

る
｡

鬼
村
元
成
は

､

先
の

富
沢
敬
道
と

も
ど

も

淑
石
を

尋
ね

て

釆
た

人
物
で

あ
る

｡

1

刀
両
断
ま

き
を

割
る

か
､

は

た
､

仏
祖
を

割
る

か

(

感
得
す
る

か
)

こ

の

秋
空
は

ま
こ

と
に

明
快
透
徹
し

た

美
し

さ

が

あ

る

と
い

っ

た

も
の

で

あ

る
.

な

お
､

富
沢
敬
道
宛
の

手
紙
の

中
で

二
､

三

日

前
に

作
っ

た

と
い

う

漢
詩
を

書
き

や
っ

て

い

る
｡

自
笑
壷
中
大
夢
人

一

七
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一

八

雲
宴
繰
紗
忽
忘
神

三

竿
旭
日

紅
桃
峡

一

大
珊
瑚
碧
海
春

鶴
上
晴
空
仙
耐
静

風
吹
霊
草
菜
根
新

長
生
末
向
蓬
莱
去

不
老
只
当
養

1

真

｢

壷

中
大
夢
人
｣

｢

雲
襲
標
紗
｣

｢

紅
桃
峡
｣

｢

鶴
｣

｢

霊
草
｣

｢

菜
根
｣

｢

長
生
｣

｢

蓬
莱
｣

｢

不
老
｣

｢

養
1

真
｣

と

神
仙

､

老

荘
に

閲
し

た

東
洋

的
詩
語
を

詠
ん

だ

句
が

多
い

こ

と

に

気
付
く

｡

仙
人
の

境
涯
を

ひ

た

す
ら

求
め

て
､

自
然
の

景
に

我
れ

を

忘
れ

去
ら

ん

と

す
る

詩
で

あ

る
｡

蛸
牛
や

五

月
を

わ

た

る
ふ

き
の

茎

の

九
月
八

日
の

画
賛
や

､

煮
て

食
ふ

か

は

た

焼
い

て

-
ふ

か

春
の

魚

の

十
月
の

画
賛

｡

さ

ら
に

は

十
一

月
の

画
賛
で

､

い

た

づ

ら
に

書
き
た

る

も
の

を

梅
と
こ

そ

な

ど
､

こ

の

頃
の

作
に

は
､

自
在

､

酒
脱
な

も
の

が

多
-

､

俗
気
と

縁
を

切
っ

た

よ

う
な

句
風
が

見
ら

れ

る
｡

｢

い

た

づ

ら
に

書
き
た

る

も
の

を

梅
と
こ

そ
｣

の

句
に

は

｢

春
風
未
到
意
先
刻
｣

と

あ

る

か

ら
､

季
節
は

ま

だ

春
に

遠
く
と

も
､

心
は

す
で

に

梅
の

匂
い

を

感

じ

取
っ

て

い

た

と

も
い

え

る
｡

淑
石
の

句
を

い

ろ
い

ろ

あ

げ
て

来
た

が
､

思
想
的
難
解
な

句
の

み

に

傾
い

た

む

き

が

あ

る
｡

難
解
と
い

う

よ

り

理

屈
っ

ぽ

く
見
て

し

ま
っ

た

と

い

う
べ

き
か

も

し

れ
ぬ

｡

し
か

し
､

淑
石
に

は
､

い

わ

ゆ

る

俳
人
に

は
つ

-
れ
ぬ

､

文
人
で

こ

そ
の

し

み

じ

み

と

し

た

味
わ
い

深
い

句
も

多
い

｡

ま
た

感
覚
的
に
ハ

ッ

と

思
わ
せ

る

新
鮮
な

句
に

も
行
き
当
た

る
｡
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白
魚
や

美
し

き

子
の

触
れ

て

見
る

(

明
治
二

十
八

年
)

駅

馬
つ

ゞ

-

阿
蘇
街
道
の

若

葉
か

な

(

明
治
二

十
九

年
)

生
き
返
る

わ

れ

嬉
し

さ

よ

菊
の

秋

(

明
治
四

十
三

年
)

な

ど

な

ど

そ

れ

に

相
当
す
る

か

と

思
わ

れ

る
｡

白
魚
と

美
し

き
子
は

み

ず
み

ず
し

-
､

普
通
の

俳
人
が

詠
み

出
す
に

は

散
文
的
と

な

る

点
で

ち
ょ

っ

と

た

め

ら
い

､

そ

れ

だ

け
に

か

え
っ

て

切

角
の

好
材
を

失

う

場
合
が

あ
る

や

も
し

れ
ぬ

｡

将
来
作
家
と

し

て

生
き
る

淑
石
は

蹄

樺
な

-
こ

れ

を

取
り
上
げ
た

｡

二

句
の

荷
駄
馬
の

つ

づ

く
旧

阿
蘇
街
道
の

若
葉
は

眼
に

弛
み

て

痛
い

程
だ

｡

三

句
に

は
､

｢

嬉
し

い
｡

生
を

九
倍
に

失
っ

て

命
を

一

筆
に

つ

な

ぎ

得
た

る

は

嬉
し

い
｡

｣

と
の

説
明
が

あ

る
｡

明
治
四

十
三

年
の

四

十
四

歳
の

淑
石
は

､

胃
墳
癌
で

大
吐
血

｡

修
善
寺
温
泉
で

一

時
生

命
危
篤
の

状
態
に

陥
っ

た
｡

率
直
に

､

飾
ら

ず
､

蘇
生
の

喜
び

を
よ

ろ
こ

び

と

し

て

こ

れ

を

句
に

し

た
｡

菊
の

秋
の

実
感
が

､

素
直
に

読
む

者
の

胸
の

内
へ

と

拡
が

る
｡




