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「
俳

句

に

詠

ま

れ

た

仏

」

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百

目

鬼

 

強

 

一

、

は

じ

め

に

 

 
 

 

ま

ず

、

こ

の

「
俳

句

の

詠

ま

れ

た

仏

」

の

文

章

を

始

め

る

に

当

た

っ

て

、

高

浜

虚

子

が

詠

ん

だ

「
仏

」

の

句

を

挙

げ

て

み

た

い

。

そ

こ

に

は

、

俳

句

の

描

く

「
仏

」

の

本

質

が

見

え

隠

れ

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

 

  
 

 

新

涼

や

仏

に

と

も

し

奉

る

 

 
 

 

風

が

吹

く

仏

来

給

う

け

は

ひ

あ

り

 

  

こ

れ

ら

の

句

は

、

秋

を

中

心

に

詠

ま

れ

て

い

る

。

「
新

涼

の

句

」

も

、

「
風

が

吹

く

」

の

句

も

、

「
魂

迎

」

の

行

事

の

頃

に

詠

ま

れ

た

句

だ

と

思

わ

れ

る

。

面

白

い

の

は

、

同

じ

五

百

番

の

中

に

み

ら

れ

る

中

に

、

 

  
 

 

新

涼

の

驚

き

貌

に

来

た

り

け

り

 

 

と

い

う

句

も

あ

っ

て

、
「
風

が

吹

く

」

の

句

と

取

り

合

わ

せ

て

鑑

賞

す

れ

ば

、

虚

子

の

言

わ

ん

と

す

る

「
仏

」

に

つ

い

て

思

い

当

た

る

も

の

が

出

て

く

る

筈

で

あ

る

。

 

 

こ

の

「
仏

」

と

は

、

「
驚

き

貌

」

の

友

人

と

同

様

に

、

あ

る

一

定

の

季

節

に

訪

れ

る

「
客

」

と

し

て

の

見

た

て

で

あ

る

。

そ

の

お

客

様

が

、

先

祖

が

仏

に

姿

を

変

え

て

や

っ

て

来

た

り

、

あ

る

い

は

、

友

達

で

あ

る

か

の

違

い

で

あ

る

。

 

 

虚

子

は

、

「
仏

」

は

、

あ

く

ま

で

の

季

節

の

移

ろ

い

を

表

出

す

る

対

象

と

し

て

の

詠

み

方

を

し

て

い

る

が

、

仏

・

仏

像

の

内

面

に

迫

る

と

い

っ

た

様

な

こ

と

は

し

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

 

俳

句

の

世

界

で

は

、

四

季

の

移

ろ

い

の

中

に

み

ら

れ

る

仏

教

的

な

無

常

観

、

そ

う

い

っ

た

も

の

が

、

季

語

に

活

か

さ

れ

て

い

る

場

合

、

あ

る

い

は

、

虚

子

の

様

に

仏

教

行

事

を

季

節

の

行

事

と

し

て

句

の

中

に

詠

み

込

ん

で

い

る

場

合

が

あ

る

。

 

 

こ

の

評

論

で

は

、

今

ま

で

に

俳

句

と

し

て

詠

ま

れ

た

「
仏

」

（
仏

教

行

事

・

風

物

を

含

む

）

に

つ

い

て

、

俯

瞰

す

る

こ

と

で

、

俳

句

を

通

じ

て

、

私

達

の

仏

教

観

が

如

何

に

培

わ

れ

て

い

る

か

に

つ

い

て

考

え

て

み

た

い

。
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二

、

近

世

俳

諧

の

中

の

仏

 

 
 

近

世

俳

諧

の

中

で

、

仏

は

ど

の

様

に

詠

ま

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

仏

教

が

現

代

の

私

達

よ

り

も

一

層

、

日

常

生

活

に

密

接

な

江

戸

時

代

に

「
仏

」

は

、

当

時

の

人

達

に

は

、

一

層

、

身

近

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い

と

思

わ

れ

る

が

、

果

た

し

て

ど

う

だ

ろ

う

か

。

 

 

芭

蕉

の

『
奥

の

細

道

』

の

中

で

、

奥

州

平

泉

を

訪

れ

た

時

に

詠

ん

だ

句

が

あ

る

。

 

  
 

 

五

月

雨

の

降

の

こ

し

て

や

光

堂

 

 
 

前

文

に

は

、

 

 

 
 

 

兼

て

耳

驚

し

た

る

二

堂

開

帳

す

。

経

堂

は

、

三

将

の

像

を

の

こ

し

、
光

堂

は

三

代

の

棺

を

納

め

、
三

尊

の

仏

を

安

置

す

。

七

宝

散

う

せ

て

、

珠

の

扉

風

に

や

ぶ

れ

、

金

の

柱

、

霜

雪

に

朽

て

、

既

頽

廃

空

虚

の

叢

と

成

べ

き

を

、

四

面

新

に

囲

て

、

甍

を

覆

て

風

雨

を

凌

ぐ

。

暫

時

千

歳

の

記

念

と

は

な

れ

り

。

 

 
 

こ

の

紀

行

文

の

一
節

で

は

、

奥

州

三

代

の

棺

が

安

置

さ

れ

た

光

堂

に

つ

い

て

、

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

 

 

「
奥

の

細

道

」

の

文

章

は

、

た

だ

単

に

紀

行

文

、

あ

る

い

は

、

句

の

前

文

と

言

う

よ

り

も

、

そ

の

句

を

詠

む

に

至

っ

た

心

象

を

表

出

し

て

い

る

点

で

、

非

常

に

興

味

深

い

。

 

 

前

文

に

描

か

れ

て

い

る

秀

衡

の

遺

跡

へ

の

思

い

は

、

季

節

の

無

常

と

共

に

、

そ

の

心

情

を

通

し

て

「
五

月

雨

」

と

い

う

季

語

に

集

約

さ

れ

る

仕

掛

け

と

な

っ

て

い

る

。

季

語

と

し

て

の

五

月

雨

は

、

暗

さ

を

思

わ

せ

る

雨

で

も

あ

り

、

そ

れ

が

、

同

時

に

光

堂

の

明

る

さ

と

結

び

つ

く

こ

と

に

よ

っ

て

明

暗

の

妙

を

表

現

し

得

て

い

る

。

 

 

奥

州

三

代

の

長

、

藤

原

秀

衡

は

、

宇

治

の

平

等

院

に

倣

っ

て

、

様

々

な

浄

土

建

築

を

残

し

た

が

、

浄

土

教

と

い

う

の

は

、

蓮

の

花

に

荘

厳

さ

れ

る

阿

弥

陀

仏

の

「
光

」

を

重

ん

じ

て

い

る

。

芭

蕉

の

句

は

、

直

接

に

は

、

「
仏

」

を

詠

ん

で

は

い

な

い

が

、

そ

の

情

景

を

紀

行

文

、

句

に

詠

み

込

む

こ

と

で

、

「
仏

」

の

本

質

を

描

き

得

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

 

紀

行

文

の

場

合

は

、
こ

の

様

に

前

文

が

附

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

、

一

層

の

深

い

仏

教

的

な

心

情

を

汲

み

取

る

こ

と

が

出

来

る

が

、

一

般

の

俳

諧

連

歌

の

中

で

は

、

も

っ

と

表

層

的

な

「
仏

」

の

見

方

に

な

り

が

ち

で

あ

る

。

 

 

俳

諧

七

部

集

を

「
仏

」

の

語

で

検

索

し

て

み

る

と

、

次

の

様

な
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句

が

み

つ

か

っ

た

。

 

  
 

 

仏

よ

り

神

ぞ

た

う

と

き

今

朝

の

春

 

京

と

め

 

 
 

 
け

ふ

の

日

や

つ

い

で

に

洗

ふ

仏

達

 
 

端

午

 

 
 

 

鳥

辺

野

ゝ

か

た

や

念

仏

の

冬

の

月

 

加

賀

小

春

 

 
 

 

灌

仏

の

日

に

生

れ

逢

ふ

鹿

の

子

哉

 

芭

蕉

 

 
 

 

凉

し

く

も

野

山

に

み

つ

る

念

仏

哉

 

去

来

 

 
 

 

稲

妻

に

大

仏

お

が

む

野

中

哉

 

荷

兮

 

  

「
仏

よ

り

神

ぞ

た

う

と

き

」

の

句

は

、

結

局

は

、

春

と

い

う

「
め

で

た

さ

」

を

讃

え

る

様

な

時

に

は

、

仏

よ

り

も

神

の

方

が

尊

い

と

い

う

こ

と

で

、

あ

く

ま

で

も

、

「
仏

」

は

、

時

候

・
季

節

に

結

び

つ

け

て

詠

ま

れ

て

い

る

。

「
け

ふ

の

日

や

」

の

句

も

時

候

と

し

て

の

読

み

方

。

 

 

ま

た

、
「
念

仏

」
の

句

も

多

い

。
芭

蕉

の

「
灌

仏

の

日

」

の

句

は

、

灌

仏

会

の

時

候

に

詠

ま

れ

た

句

で

あ

る

が

、

そ

の

折

り

に

ち

ょ

う

ど

奈

良

に

い

た

の

で

、

「
生

れ

逢

ふ

鹿

の

子

哉

」

と

続

け

て

お

り

、

単

な

る

時

候

の

句

に

芭

蕉

ら

し

い

命

へ

の

愛

情

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

。

ま

た

、

釈

迦

の

前

世

を

描

い

た

経

典

で

あ

る

『
過

去

現

在

因

果

経

』

に

み

ら

れ

る

物

語

に

も

、

鹿

が

登

場

す

る

説

話

が

み

ら

れ

、

芭

蕉

は

、

経

典

、

仏

典

を

踏

ま

え

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

 

江

戸

時

代

は

、

浄

土

集

、

浄

土

真

宗

と

念

仏

が

盛

ん

な

時

代

で

あ

り

、

日

常

行

事

と

し

て

一

般

化

し

て

い

た

。

こ

の

為

、

念

仏

の

句

も

多

い

。

去

来

の

「
野

山

に

み

つ

る

念

仏

哉

」

も

そ

の

様

な

念

仏

行

脚

の

一

向

を

詠

ん

だ

句

で

あ

り

、

野

趣

に

富

ん

で

い

る

。
 

 

行

事

に

ち

な

ん

だ

句

が

多

い

中

で

、

荷

兮

の

「
稲

妻

に

大

仏

お

が

む

野

中

哉

」

は

、

写

生

の

句

で

あ

り

、

現

代

に

も

通

じ

る

「
仏

」

の

見

方

が

感

じ

ら

れ

る

。

 

 

し

か

し

、

結

局

の

と

こ

ろ

、

近

世

の

「
仏

」

を

詠

ん

だ

句

は

、

芭

蕉

の

『
奥

の

細

道

』

の

紀

行

文

等

に

は

、

深

い

内

面

が

描

か

れ

て

い

る

に

せ

よ

、

一

般

的

な

俳

諧

・
連

句

の

世

界

で

は

、

年

中

行

事

、

月

次

の

句

の

中

に

お

け

る

「
仏

」

の

位

置

に

と

ど

ま

っ

て

い

る

。
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三

、

正

岡

子

規

と

「
仏

」

 

 
 

明

治

期

に

入

れ

ば

、
当

然

、
正

岡

子

規

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

『
子

規

句

集

』

を

紐

解

く

と

、

数

多

く

の

作

品

群

の

中

で

、

「
仏

」

を

詠

ん

だ

作

品

は

、

極

僅

か

と

言

っ

て

も

、

差

し

支

え

な

い

だ

ろ

う

。

 

 
 

 

大

仏

に

草

餅

あ

げ

て

戻

り

け

り

 

 
 

 

煤

払

や

神

も

仏

も

草

の

上

 

 
 

 

千

年

の

煤

も

は

ら

は

ず

仏

だ

ち

 

 
 

 

糸

瓜

咲

て

痰

の

つ

ま

り

し

仏

か

な

 

  

他

に

も

初

期

の

作

品

に

「
仏

」

を

詠

ん

だ

句

も

あ

る

が

、

代

表

的

な

作

品

を

挙

げ

る

と

こ

の

程

度

だ

ろ

う

。

 

 

「
大

仏

に

草

餅

あ

げ

て

」

の

句

は

、

面

白

い

。

奈

良

で

詠

ん

だ

句

ら

し

い

青

臭

さ

、

野

趣

が

草

餅

に

表

れ

て

い

る

。

先

ほ

ど

俳

諧

七

部

集

に

み

ら

れ

る

「
稲

妻

に

大

仏

お

が

む

野

中

哉

」

と

同

じ

様

な

面

白

さ

が

あ

る

が

、

芭

蕉

の

時

代

は

、

大

仏

殿

が

焼

失

さ

れ

て

大

仏

が

野

晒

し

の

状

態

で

あ

っ

た

と

言

わ

れ

て

い

る

。

こ

の

為

、

「
野

中

」

と

い

う

言

葉

が

み

ら

れ

る

。

「
草

餅

」

と

い

う

の

は

、

実

際

の

鄙

び

た

様

子

を

表

し

て

い

る

の

だ

と

思

う

。
 

 

 

「
煤

払

」

の

句

に

つ

い

て

も

、

年

中

行

事

を

詠

ん

だ

句

で

あ

る

が

、

「
神

も

仏

も

草

の

上

」

と

の

言

い

方

が

面

白

い

。

若

草

山

の

麓

の

仏

閣

や

春

日

大

社

の

こ

と

を

詠

ん

で

い

る

の

だ

ろ

う

か

。
 

こ

の

句

の

直

ぐ

後

に

、
「
千

年

の

煤

も

は

ら

は

ず

」

の

句

が

来

て

お

り

、
年

末

の

煤

払

い

の

時

期

に

奈

良

で

詠

ま

れ

た

句

で

あ

ろ

う

。

当

時

の

奈

良

は

、

廃

仏

毀

釈

で

、

有

名

寺

院

も

荒

れ

て

い

た

。

そ

う

言

っ

た

中

に

野

趣

、

風

情

を

感

じ

さ

せ

る

句

を

詠

ん

で

い

る

。

そ

う

言

っ

た

意

味

で

は

写

生

と

も

言

え

る

が

、

や

は

り

、

写

生

よ

り

も

年

中

行

事

の

描

写

に

重

き

を

置

い

て

い

る

点

は

、

蕉

門

俳

諧

と

大

き

な

違

い

は

み

ら

れ

な

い

。

 

「
糸

瓜

咲

て

」

の

句

に

出

て

く

る

「
仏

か

な

」

の

仏

は

、

病

床

の

自

分

自

身

の

比

喩

と

し

て

表

し

た

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

も

信

仰

の

対

象

の

「
仏

」

で

は

な

い

が

、

そ

の

自

己

比

喩

に

「
仏

」

を

用

い

る

辺

り

、

さ

す

が

に

子

規

ら

し

い

冴

え

が

感

じ

ら

れ

る

。

 

と

こ

ろ

で

、

正

岡

子

規

は

、

美

術

品

と

し

て

の

「
仏

」

に

つ

い

て

も

興

味

を

持

っ

て

い

た

。
『
病

床

六

尺

』

の

中

で

、

チ

ベ

ッ

ト

曼

荼

羅

の

こ

と

に

言

及

し

て

い

る

。

当

時

は

、

チ

ベ

ッ

ト

仏

教

（
経

典

）

の

事

を

喇

嘛

教

（
ら

ま

き

ょ

う

）

と

呼

ん

で

い

た

。

 

  
 

喇

嘛

教

の

曼

荼

羅

、

こ

れ

は

三

尺

に

五

尺

位

な

切

れ

で

壁
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に

か

け

る

や

う

に

な

っ

て

居

る

。

そ

の

中

央

一

杯

に

一

大

円

形

を

画

き

、

そ

の

円

形

の

内

部

に

正

方

形

を

画

き

、

そ

の

正

方

形

の

内

部

に

更

に

小

円

形

を

画

き

、

そ

の

円

形

の

中

に

小

さ

な

仏

像

が

四

方

四

面

に

向

き

合

ふ

て

画

い

て

あ

る

。

 
 

 

こ

の

後

の

文

章

に

チ

ベ

ッ

ト

曼

荼

羅

特

有

の

け

ば

け

ば

し

い

彩

色

や

驚

く

程

の

精

巧

な

描

画

に

つ

い

て

感

心

し

て

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

 

こ

こ

で

の

正

岡

子

規

に

お

け

る

「
仏

」

は

、

年

中

行

事

、

単

な

る

風

物

の

「
写

生

」

の

中

で

の

「
仏

」
、

あ

る

い

は

、

絵

画

・
美

術

史

的

な

興

味

の

「
仏

」

で

し

か

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

 

そ

れ

は

、

や

は

り

、

俳

句

芸

術

の

中

に

近

代

合

理

的

な

精

神

を

織

り

込

も

う

と

考

え

た

彼

な

ら

で

は

の

捉

え

方

で

あ

っ

た

。

末

期

に

詠

ん

だ

「
糸

瓜

咲

て

痰

の

つ

ま

り

し

仏

か

な

」

に

つ

い

て

も

、

臨

終

の

床

に

あ

る

自

ら

の

「
写

生

」
で

あ

り

、
そ

の

比

喩

と

し

て

、

「
仏

」

が

用

い

ら

れ

て

い

る

の

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

る

。

 

 

四

、

近

現

代

の

「
仏

」

の

俳

句

表

現

 

 
 

子

規

の

時

代

の

次

に

は

、

ど

の

様

に

「
仏

」

を

詠

ん

だ

俳

句

は

変

化

し

て

い

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

 

夏

目

漱

石

の

句

を

み

る

と

、
子

規

が

単

な

る

年

中

行

事

の

描

写

、

客

観

視

に

と

ど

ま

っ

て

い

た

段

階

を

越

え

て

、
「
仏

」

の

姿

の

内

面

を

見

よ

う

と

す

る

新

し

い

視

点

の

萌

芽

が

指

摘

出

来

る

の

で

あ

る

。 

 

仏

性

は

白

き

桔

梗

に

こ

そ

あ

ら

め

 

夏

目

漱

石

 
 

 
 

「
仏

性

は

白

き

桔

梗

に

こ

そ

」

の

句

で

は

、
「
仏

性

」

と

は

、

簡

単

に

言

え

ば

、

「
仏

と

は

な

ん

ぞ

や

。
」

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、

こ

の

句

で

は

、

「
白

き

桔

梗

に

」

と

応

え

て

い

る

。

 

漱

石

は

、
『
夢

十

夜

』

で

、

亡

く

な

っ

た

女

へ

の

愛

が

、

幾

星

霜

を

経

て

、

百

合

の

花

に

な

っ

て

登

場

す

る

小

説

を

書

い

て

い

る

。

そ

れ

と

同

じ

様

な

視

点

で

、
「
仏

性

」

に

つ

い

て

考

え

て

い

る

の

だ

と

思

う

。

 

そ

う

し

て

、

こ

の

句

の

場

合

は

、

「
仏

」

の

持

つ

精

神

的

な

側

面

描

写

に

も

踏

み

込

ん

で

い

る

の

で

あ

る

。

 

 

さ

て

、

子

規

や

漱

石

、

虚

子

の

時

代

が

終

わ

っ

て

一

世

紀

後

の

近

現

代

の

俳

句

表

現

の

中

で

、

ど

の

様

に

「
仏

」

の

句

は

変

容

を

み

せ

る

の

だ

ろ

う

か

。
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み

ほ

と

け

の

じ

ひ

の

な

か

ゆ

び

ね

む

の

は

な

 

鈴

木

砂

紅

 

秋

風

を

き

く

み

ほ

と

け

の

く

す

り

ゆ

び

 

沢

木

欣

一 

 
 

「
み

ほ

と

け

の

」
の

句

は

、
「
じ

ひ

の

な

か

ゆ

び

」
と

あ

る

様

に

、

仏

の

様

態

の

写

生

句

で

あ

る

が

、

「
じ

ひ

」

と

「
ね

む

の

は

な

」

が

結

び

つ

く

こ

と

で

、
優

し

い

季

節

感

が

巧

み

に

表

現

さ

れ

て

い

る

。

「
秋

風

を

き

く

み

ほ

と

け

」

の

句

で

も

同

様

に

指

が

、

そ

れ

が

今

度

は

、

「
く

す

り

ゆ

び

」

が

詠

ま

れ

て

い

る

の

が

面

白

い

。

 

 

 
 

 

幾

鉈

を

受

け

て

仏

の

笑

み

給

ふ

や

 

松

林

尚

志

 
 

磨

崖

仏

滴

り

に

浮

く

眉

目

か

な

 

柴

田

白

葉

女

 
 

翔

ぶ

も

の

を

赦

す

日

永

の

野

の

仏

 

西

田

紫

峰

 

 

 

「
幾

鉈

を

受

け

て

」

の

句

は

、

仏

の

製

作

課

程

に

想

い

を

馳

せ

て

い

る

ユ

ニ

ー

ク

な

視

点

に

よ

る

句

で

あ

る

が

、
「
鉈

」

で

彫

ら

れ

る

仏

像

が

今

ま

さ

に

「
仏

」

に

な

ろ

う

と

す

る

瞬

間

を

詠

ん

で

い

る

。

 「
磨

崖

仏

」

の

句

で

は

、

恐

ら

く

雨

の

磨

崖

仏

の

情

景

を

詠

ん

で

い

る

が

、

雨

の

滴

り

を

涙

に

見

立

て

な

が

ら

も

、

そ

れ

を

具

体

的

に

表

さ

な

い

点

に

表

現

の

深

さ

が

あ

る

。
全

て

の

仏

の

本

性

は

、

情

景

の

中

に

同

化

し

て

い

る

。
「
翔

ぶ

も

の

を

」

の

句

も

同

様

に

野

仏

の

中

に

は

、

「
仏

」

の

心

が

あ

り

、

そ

れ

が

情

景

に

溶

け

込

ん

で

い

る

。

 

 

以

上

を

総

括

す

る

と

、

現

代

の

俳

句

表

現

に

お

け

る

「
仏

」

の

あ

り

方

は

、
明

治

期

の

俳

句

に

比

べ

て

「
仏

」
に

一

歩

近

づ

い

て

、

そ

の

内

面

を

汲

み

取

り

な

が

ら

も

、

あ

く

ま

で

も

花

鳥

諷

詠

の

情

景

の

一

部

と

し

て

「
仏

」

を

俳

句

表

現

に

取

り

込

も

う

と

し

て

い

る

点

で

、

一

層

の

表

現

の

深

み

が

会

得

さ

れ

る

様

に

な

っ

て

い

る

印

象

を

こ

れ

ら

の

作

例

か

ら

、

受

け

る

の

で

あ

る

。
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五

、

ま

と

め

 

  

こ

れ

ま

で

、

芭

蕉

の

時

代

か

ら

近

代

に

至

る

ま

で

の

俳

句

の

中

で

の

「
仏

」

の

表

現

の

さ

れ

よ

う

を

見

て

来

た

が

、

そ

れ

は

、

俳

諧

か

ら

俳

句

へ

、

月

並

俳

句

か

ら

写

生

の

俳

句

、

更

に

内

面

的

表

現

の

修

得

過

程

に

至

る

俳

句

芸

術

の

発

展

と

進

歩

の

一

端

を

垣

間

見

る

こ

と

に

他

な

ら

な

か

っ

た

。

 

 

俳

句

と

言

う

限

ら

れ

た

表

現

空

間

の

中

で

「
仏

」

の

持

つ

大

き

な

世

界

を

ど

の

様

に

描

き

き

る

か

は

、

大

き

な

挑

戦

で

あ

っ

た

。

近

現

代

に

至

る

と

、

俳

句

の

表

現

者

が

大

幅

に

増

え

て

、

そ

れ

だ

け

表

現

の

多

様

性

に

幅

が

出

て

き

て

、

様

々

な

「
仏

」

の

表

現

が

可

能

と

な

っ

た

。

 

 

し

か

し

、

結

局

の

と

こ

ろ

、

花

鳥

諷

詠

、

四

季

の

移

ろ

い

の

日

本

的

な

情

景

の

中

に

座

し

て

い

る

「
仏

」

の

表

現

で

あ

り

、

四

季

の

情

感

を

「
仏

」

が

持

つ

、

慈

悲

と

優

し

さ

の

心

を

含

め

て

共

有

す

る

こ

と

を

俳

句

は

、

最

上

の

表

現

目

的

と

し

続

け

て

い

る

の

で

あ

る

。

 


