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▲化石さんが幼少時代、魚を捕って遊んだ朝比奈川。
今でも当時と同じ豊かな自然が残っている
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平
成
14
年
、
玉
露
の
里
の
一
角
に
村
越
化

石
さ
ん
の
句
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
句
碑

に
刻
ま
れ
た
「
望
郷
の
目
覚
む
八
十
八
夜
か

な
」
は
、
16
歳
の
と
き
に
故
郷
を
離
れ
た
化

石
さ
ん
が
ふ
る
さ
と
を
懐
か
し
く
思
い
、
73

歳
の
と
き
に
詠
ん
だ
句
で
す
。

「
望
郷
の
句
は
私
に
多
い
。
故
郷
を
離
れ
て

す
で
に
久
し
く
、
見
え
な
い
眼
の
奥
に
い
つ

も
故
郷
が
あ
る
。
夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
は

新
茶
の
初
摘
み
の
頃こ

ろ

、
村
中
が
茶
の
香
に
包

ま
れ
る
よ
き
季
節
。
生
気
溢あ

ふ

る
る
八
十
八
夜

は
望
郷
と
と
も
に
私
の
好
き
な
言
葉
で
も
あ

る
」（
村
越
化
石
句
碑
建
立
記
念
集『
大
龍
勢
』

よ
り
）

　

句
碑
の
作
者
は
、
藤
枝
市
在
住
の
石せ

き

彫ち
ょ
う

家か

・
杉
村
孝
さ
ん
。
赤し

ゃ
く

銅ど
う

色い
ろ

の
句
碑
は
、
母

が
子
を
抱
く
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
句
碑
の

除
幕
式
に
出
席
す
る
た
め
、
60
年
ぶ
り
に
化

石
さ
ん
も
帰
郷
し
、
ふ
る
さ
と
の
人
た
ち
と

の
再
会
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

村
越
化
石
さ
ん
は
、
現
在
87
歳
。
群
馬
県

草
津
町
に
あ
る
国
立
療
養
所
栗く

生り
ゅ
う

楽ら
く

泉せ
ん

園え
ん

で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
草
津
の
自
然
の
中
で
、

句
作
に
励
む
化
石
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

よ
き
里

さ

と

に
よ
き
人

ひ

と

ら
住す

み
茶

ち

ゃ

が
咲さ

け
り

平
成
14
年
作

魂
の
俳
人 

村
越
化
石

▼平成14年11月15日の句碑除幕式に出席した化石さん

藤枝市出身の俳人・村
むら

越
こし

化
か

石
せき

さん。16歳のときにハンセン病の宣告を受け、
治療のために故郷を離れました。現在は、群馬県草

くさ

津
つ

町
まち

に暮らしています。
治療法がなく、死と隣り合わせだった時期を過ごし、戦後、特効薬により病
が完治した後も、後遺症を抱

かか

えながら、生命の力強さを詠
よ

み続けています。
その句作から「魂の俳人」と呼ばれ、多くの人々に勇気を与えています。昭
和58年に蛇

だ

笏
こつ

賞、平成20年には山本健吉賞など、俳句界を代表する各賞を
受賞。平成３年には紫

し

綬
じゅ

褒
ほう

章
しょう

も受章されています。
今号では、藤枝を代表する文学者の一人である村越化石さんを紹介します。

文化財課　☎643･3111　内線758

「ハンセン病」は、「癩
らい

」という言葉で呼ばれ、過去にはさまざまな偏見を伴い、患者およびその
家族の尊厳を傷つけてきました。このことを踏まえ、『広報ふじえだ』では、固有名詞や資料を
引用する場合など、必要最小限の範囲で「癩」という言葉を使用しています。

望
ぼ

う

郷
き
ょ
う

の
目め

覚ざ

む
八

は

ち

十
じ
ゅ
う

八
は

ち

夜や

か
な

平
成
７
年
作

茶
ち

ゃ

の
花

は

な

を
心

こ
こ
ろ

に
灯

と

も

し
帰き

郷
き
ょ
う

せ
り

平
成
14
年
作

▼

玉
露
の
里
の
一
角
に
立
つ
句
碑
。

点
字
も
添
え
ら
れ
て
い
る
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「
子
ど
も
の
こ
ろ
の
思
い
出
と
い
う
の
は
、

い
く
つ
に
な
っ
て
も
よ
く
覚
え
て
い
る
も
ん

だ
よ
。
ふ
る
さ
と
の
小
道
や
、
そ
こ
に
咲
く

花
な
ど
…
ど
れ
も
こ
れ
も
懐
か
し
い
ね
。
姉

と
二
人
姉
弟
だ
っ
た
か
ら
、
よ
く
、
ほ
か
の

家
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
、
朝
比
奈
川
で

魚
を
捕
っ
て
遊
ん
で
ね
。
ハ
エ
に
似
た
『
ジ

バ
チ
』
と
い
う
ハ
チ
を
ふ
る
さ
と
で
は
『
ハ

イ
バ
チ
』
と
呼
ん
で
い
た
け
ど
、
そ
の
ハ
チ

の
巣
を
探
し
て
、
掘
る
遊
び
が
面
白
く
て
、

熱
中
し
た
も
の
だ
よ
」

　

村
越
化
石
さ
ん
（
本
名
・
英
彦
さ
ん
）
は
、

大
正
11
年
12
月
17
日
に
志
太
郡
朝
比
奈
村

（
現
・
藤
枝
市
岡
部
町
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
13
年
、
化
石
さ
ん
が
旧
制
志
太
中
学

校
４
年
生
（
現
・
藤
枝
東
高
校
１
年
生
）
の

時
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
発
病
が
見
つ
か
り
、
化

石
さ
ん
は
中
学
校
を
中
退
し
ま
す
。

「
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
か
ら
、
事
情
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
東
京
へ
行
っ
て
治

療
に
専
念
す
る
よ
う
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
。
そ

れ
を
拒
む
と
母
が
『
そ
れ
な
ら
私
と
一
緒
に

死
ん
で
く
れ
ま
す
か
？
』
と
言
っ
た
ん
だ
。

私
は
言
葉
を
失
っ
て
ね
。
今
に
し
て
思
え
ば
、

そ
こ
ま
で
言
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
子
は
行
か

な
い
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」

　

故
郷
を
離
れ
た
化
石
さ
ん
は
、
東
京
の
い

わ
ゆ
る
病
人
宿
で
治
療
に
励
み
ま
す
。
そ
の

時
、
療
友
の
勧
め
で
、
初
め
て
俳
句
と
出
合

栗
生
楽
泉
園
に
入
園
。
現
在
も
こ
こ
で
暮
ら

し
て
い
ま
す
。

い
ま
す
。
そ
の
後
、
東
京
か
ら
群
馬
県
の
草

津
温
泉
に
あ
っ
た
湯
之
沢
地
区
へ
。
こ
の
こ

ろ
、
妻
と
な
る
奈
美
さ
ん
と
も
出
会
い
ま
す
。

　

地
元
の
俳
句
仲
間
と
の
交
流
も
始
ま
り
、

新
聞
の
地
方
版
に
俳
句
を
投
稿
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。「
化
石
」
と
い
う
俳
号
は
、
こ

の
こ
ろ
に
付
け
た
も
の
。

「
新
聞
に
投
句
す
る
の
に
本
名
は
名
乗
れ
な

い
か
ら
ね
。
化
石
と
い
う
名
は
、
故
郷
に
帰

る
こ
と
も
で
き
な
い
、
世
の
中
に
出
て
暮
ら

す
こ
と
も
で
き
な
い
、
生
き
な
が
ら
に
し
て

土
の
中
に
埋
も
れ
、
す
で
に
石
と
化
し
た
物

体
の
よ
う
な
自
分
を
『
化
石
』
に
な
ぞ
ら
え

て
名
付
け
た
ん
だ
よ
」

　

昭
和
16
年
に
は
、
草
津
町
の
国
立
療
養
所

　

昭
和
18
年
、
化
石
さ
ん
は
、
高た

か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

の

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
属
す
る
本
田
一い

っ

杉さ
ん

氏
に

指
導
を
仰
ぎ
、
俳
誌
『
鴫し

ぎ

野の

』
に
入
会
。
医

師
で
も
あ
る
一
杉
氏
は
、
各
地
の
療
養
所
の

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
俳
句
を
指
導
し
て
い
ま

し
た
。

　

化
石
さ
ん
は
、
楽
泉
園
に
で
き
た
「
栗
の

花
句
会
」（
現
・
高
原
俳
句
会
）
で
、
同
じ

療
養
所
の
句
作
の
先
輩
で
あ
っ
た
浅あ

さ

香か

甲こ
う

陽よ
う

氏
と
親
交
を
深
め
、
俳
句
精
神
を
学
び
ま
す
。

昭
和
22
年
に
は
、
一
杉
氏
が
楽
泉
園
を
訪
れ
、

俳
句
の
指
導
を
受
け
ま
す
。

「
そ
の
時
、
甲
陽
は
病
気
が
進
行
し
て
声
を

出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
目
も
見
え
な
か
っ
た

ん
だ
よ
。
け
れ
ど
、
句
作
に
は
と
て
も
一
生

懸
命
だ
っ
た
ん
だ
。
私
は
甲
陽
か
ら
、
代
わ

り
に
一
杉
先
生
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
て
欲

し
い
と
頼
ま
れ
た
ん
だ
よ
。
そ
こ
で
、
甲
陽

の
句く

帖ち
ょ
う

を
差
し
出
し
、
お
願
い
し
た
。
そ
の

時
、
一
杉
先
生
が
さ
ら
さ
ら
と
書
い
て
く
だ

さ
っ
た
の
が
、

『
肉
眼
は
も
の
を
見
る
。

心
眼
は
仏
を
見
る
。

俳
句
は
心
眼
あ
る
と
こ
ろ
に
生
ず
。』

と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
俳
句
は
肉
眼
で
作
る

の
で
は
な
い
。
心
の
眼
で
俳
句
を
作
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
な
。
甲
陽
は

大
変
喜
ん
だ
ん
だ
よ
」

　

楽
泉
園
で
の
長
い
闘
病
生
活
。
こ
の
間
に

は
、
語
り
つ
く
せ
な
い
ほ
ど
の
悲
し
い
思
い

出
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
終
戦
前
後
は
、

物
資
や
食
料
が
不
足
。
療
養
す
る
人
た
ち
は
、

病
気
の
体
を
お
し
て
、
山
を
開
拓
し
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
や
カ
ボ
チ
ャ
を
作
っ
た
そ
う
で
す
。

医
薬
品
も
不
足
し
て
い
て
、
多
く
の
人
た
ち

が
苦
し
み
の
中
で
亡
く
な
っ
て
い
く
の
を
見

て
き
た
化
石
さ
ん
。
自
身
の
死
を
覚
悟
し
な

が
ら
も
、
句
作
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
18
年
、
ア
メ
リ
カ
で
ハ
ン
セ
ン
病
の

特
効
薬
「
プ
ロ
ミ
ン
」
が
開
発
さ
れ
ま
す
。

長
ら
く
不
治
の
病
と
さ
れ
て
い
た
ハ
ン
セ
ン

病
は
、
治
療
に
よ
っ
て
治
る
病
気
と
な
っ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
で
プ
ロ
ミ
ン
に
よ

る
治
療
が
始
ま
る
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か

ら
で
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ミ
ン
の
効
果
は
絶
大

で
、
こ
れ
ま
で
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
闘
病

生
活
を
送
っ
て
き
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
新

し
い
時
代
の
幕
明
け
と
な
り
ま
し
た
。

生お

い
立た

ち
は
誰

だ

れ

も
健

す

こ

や
か
龍

り
ゅ
う

の
玉

た

ま

平
成
12
年
作

龍
の
玉
の
艶つ

や

や
か
さ
か
ら
汚
れ
の
な
い
幼

お
さ
な

子ご

を
連
想
。
生
い
立
ち
は
誰
も

み
な
、
健
や
か
で
あ
っ
た
の
だ
。
生
き
る
こ
と
の
い
と
し
さ
、
あ
り
が
た

さ
、
命
の
尊
さ
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
て
の
句
で
あ
る
。

生い

き
堪た

へ
て
七

た

な

夕
ば

た

の
文も

字じ

太
ふ

と

く
書か

く昭和
26
年
作

楽
泉
園
内
の
俳
句
仲
間
で
七
夕
を
祭
っ
た
時
の
作
。
子
ど
も
た
ち
に
も
来

て
も
ら
い
一
緒
に
飾
り
付
け
を
し
た
。
生
き
て
い
て
こ
そ
と
思
っ
た
。

つ
る
ば
ら
や
生い

き
会あ

ひ
て
母は

は

の
辞じ

儀ぎ

篤あ

つ

し

昭
和
29
年
作

母
と
の
面
会
。「
会あ

ひ
て
安や

す

し
夏な

つ

の
夜よ

母は

は

の
横よ

こ

坐ず

わ

り
」
と
も
詠う

た

っ
た
。
会
え
た

こ
と
で
母
は
安
心
し
、
10
日
ほ
ど
泊
ま
っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。

除
じ

ょ

夜や

の
湯ゆ

に
肌

は

だ

触ふ

れ
あ
へ
り
生い

く
る
べ
し

昭
和
25
年
作

新
年
へ
の
希
望
。
ハ
ン
セ
ン
病
の
特
効
薬
プ
ロ
ミ
ン
の
開
発
に
よ
り
、
療
友
と

と
も
に
奇
跡
的
な
薬
効
に
浴
し
て
一
年
。
生
命
感
を
初
め
て
見
い
だ
し
、
決
意

を
詠
ん
だ
句
。

化石さんの部屋の前のワレモコウ

村越化石さん略年譜
大正11年 12月17日、静岡県志太郡朝比奈村（現・藤枝

市岡部町）で生まれる。
昭和13年（16歳） ハンセン病の宣告を受け、治療のため郷里を

離れ上京。東京で治療に専念。
16年（19歳） 奈美と結婚。草津湯之沢を経て、国立療養所

栗生楽泉園に入園。
23年（26歳） プロミンによるハンセン病の治療が日本で始まる。
24年（27歳） このころ化石さんもプロミンを注射。大野林

火主宰の『濱』に境遇を隠したまま初投句。
25年（28歳） 林火に境遇を打ち明けて、楽泉園高原俳句会

の指導を依頼する。

30年（33歳） 高原俳句会合同句集『火
ひ

山
やま

翳
かげ

』刊行。
片目の視力を失う。

37年（40歳） 第１句集『獨
どく

眼
がん

』刊行。
45年（48歳） 残る片目の視力も失う。
49年（52歳） 第２句集『山

やま

國
ぐに

抄
しょう

』刊行。第14回俳人協会賞受賞。
57年（60歳） 第３句集『端

たん

坐
ざ

』刊行。
58年（61歳） 第17回蛇

だ

笏
こつ

賞受賞。
63年（66歳） 第４句集『筒

つつ

鳥
どり

』刊行。
平成３年（69歳） 紫

し

綬
じゅ

褒
ほう

章
しょう

受章。
４年（70歳） 第５句集『石と杖』刊行。
９年（75歳） 第６句集『八十八夜』刊行。
14年（80歳） 村越化石句碑除幕式。60年ぶりに故郷に帰郷。
15年（81歳） 第７句集『蛍袋』刊行。
19年（85歳） 第８句集『八十路』刊行。
20年（86歳） 第８回山本健吉賞受賞。

▲化石さんの８つの句集

▲化石さんの部屋の庭先

▲ ▼化石さん直筆の
ノート。投稿した
俳句を年代順に記
してある

掲
載
句
の
注
釈
は
、
村
越
化
石
句
碑
建

立
記
念
集
『
大
龍
勢
』
の
自
註
句
を
参

考
に
し
ま
し
た
。
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の
で
、
不
安
だ
っ
た
。
お
そ
る
お
そ
る
先
生

に
手
紙
を
出
し
た
ん
だ
よ
。
す
る
と
、
先
生

は
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
。
本

当
に
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
１
年
に
１

回
、
楽
泉
園
に
来
て
い
た
だ
き
、
高
原
俳
句

会
の
み
ん
な
の
俳
句
を
見
て
も
ら
い
た
い
と

お
願
い
し
た
ら
、
そ
れ
も
快
く
受
け
て
く
だ

さ
っ
た
ん
だ
よ
。
す
ば
ら
し
い
先
生
に
指
導

し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
、
み
ん
な
で

大
喜
び
し
た
ん
だ
よ
」

　

林
火
氏
と
高
原
俳
句
会
の
親
交
は
、
そ
の

後
年
々
深
ま
り
ま
し
た
。

「
林
火
先
生
は
我
々
に
『
み
な
さ
ん
は
、
不

幸
な
病
気
で
肉
体
を
病
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
、

心
ま
で
病
気
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
心

を
大
事
に
し
な
さ
い
。
心
の
俳
句
を
お
作
り

な
さ
い
』
と
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
。
心
の
俳
句

を
作
れ
ば
、
そ
の
俳
句
は
人
の
心
を
打
ち
、

感
動
す
る
者
が
広
く
得
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

で
世
の
中
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
け
る
。
そ
う
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
よ
」

　

昭
和
24
年
、
大
野
林り

ん

火か

氏
の
句
に
感
銘
を

受
け
た
化
石
さ
ん
は
、
林
火
氏
の
主
宰
す
る

俳
誌
『
濱は

ま

』
に
入
会
し
ま
す
。
初
め
は
、
病

を
隠
し
、
匿
名
で
の
投
句
で
し
た
。
こ
の
年
、

本
田
一
杉
氏
が
亡
く
な
り
ま
す
。
翌
年
、
化

石
さ
ん
は
自
ら
の
病
気
を
明
か
し
、
林
火
氏

に
高
原
俳
句
会
の
指
導
を
依
頼
し
ま
す
。

「
本
田
一
杉
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
高

原
俳
句
会
の
指
導
者
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。ち
ょ
う
ど
、私
が
林
火
先
生
の『
濱
』

に
入
っ
て
い
た
も
ん
だ
か
ら
、
頼
ん
で
み
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ね
。
け
れ
ど
、
ま

だ
病
気
の
こ
と
を
打
ち
明
け
て
い
な
か
っ
た

　

昭
和
30
年
、
片
目
の
視
力
を
失
っ
た
化
石

さ
ん
は
、
ま
す
ま
す
俳
句
が
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
代

で
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
苦
し
み
を
終
わ
り
に

し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
持
っ
て
句
作
に

苦
し
み
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
。『
寒

餅
や
最
後
の
癩
の
詩
つ
よ
か
れ
』
は
、
そ
の

気
持
ち
を
込
め
た
も
の
だ
。
林
火
先
生
は

常
々
、
病
気
の
句
は
作
っ
て
も
い
い
が
、
病

気
に
負
け
た
り
、
甘
え
た
り
し
た
句
は
駄
目

だ
と
言
わ
れ
た
。
よ
う
や
く
こ
の
病
気
が

治
っ
て
き
た
と
実
感
で
き
た
と
き
、『
我
々

が
最
後
の
癩ら

い

者し
ゃ

に
な
る
と
思
っ
て
作
っ
て
い

ま
す
』
と
林
火
先
生
に
申
し
上
げ
た
ん
だ
。

先
生
は
『
そ
う
だ
、
そ
の
覚
悟
で
俳
句
を
作

り
な
さ
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
」

　

昭
和
37
年
、
化
石
さ
ん
は
初
め
て
の
句
集

『
獨ど

く

眼が
ん

』
を
刊
行
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
化
石
さ
ん
は
、
第
２
句
集
『
山や

ま

國ぐ
に

抄し
ょ
う

』、
第
３
句
集
『
端た

ん

坐ざ

』、
第
４
句
集

『
筒つ

つ

鳥ど
り

』
と
次
々
に
句
集
を
刊
行
。
こ
の
間
、

残
る
片
目
の
視
力
も
失
い
、
師
と
仰
ぐ
林
火

氏
が
死
去
す
る
な
ど
、
悲
し
い
出
来
事
も
起

こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
化
石
さ
ん
は
「
心
の

俳
句
を
作
り
な
さ
い
」
と
い
う
師
の
教
え
を

胸
に
刻
ん
で
、
あ
る
が
ま
ま
を
受
け
入
れ
る

境
地
に
至
り
ま
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る

嘆
き
や
苦
し
み
を
超
越
し
た
生
命
の
尊
厳
、

力
強
さ
を
詠
み
、
い
つ
し
か
「
魂
の
俳
人
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
句
集
を
出
す
と
き
、
実
家
に
迷
惑
を
か
け

て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
母
に
手
紙
を
出
し

た
ん
だ
よ
。
母
か
ら
の
返
信
に
は
『
今
度
句

集
を
出
し
て
も
ら
え
る
様よ

う

に
な
っ
た
由よ

し

、
結

構
で
す
。
大
い
に
張
り
切
っ
て
や
っ
て
下
さ

い
。（
中
略
）
色
々
家
に
迷
惑
と
か
い
う
点

は
心
置
き
な
く
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
別
に
尊

い
人
生
を
世
間
に
秘ひ

し
て
い
る
訳わ

け

で
な
し
、

よ
い
事
を
や
っ
て
く
れ
る
の
で
し
た
ら
却か

え

っ

て
、
誇
り
に
も
な
る
く
ら
い
で
す
。
ど
う
ぞ

ご
心
配
な
く
』
と
書
い
て
あ
っ
た
ん
だ
よ
」

　

と
こ
ろ
が
、
句
集
の
完
成
を
待
た
ず
し
て
、

母
・
起き

里り

さ
ん
は
亡
く
な
り
ま
す
。

今
も
な
お
、「
生
き
る
」
と
は
何
か
を
、
俳

句
を
通
し
て
真し

ん

摯し

に
追
求
し
続
け
て
い
ま
す
。

「
日
本
の
伝
統
文
化
・
俳
句
は
、
省
略
の
詩

で
あ
り
、
こ
う
い
う
も
の
は
日
本
に
し
か
な

い
。
松
尾
芭
蕉
の
句
が
今
も
愛
さ
れ
て
い
る

の
は
、
簡
潔
で
短
い
詩
の
中
に
良
さ
が
あ
る

か
ら
な
ん
だ
よ
。
私
は
、
俳
句
は
永
遠
に
滅

び
な
い
と
思
う
。
い
つ
ま
で
も
俳
句
を
愛
し
、

日
本
語
の
美
し
さ
、
深
さ
、
面
白
さ
を
、
こ

れ
か
ら
も
楽
し
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
」

　

化
石
さ
ん
の
俳
句
へ
の
情
熱
は
、
今
も
尽

き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

打
ち
込
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
を

境
に
、
化
石
さ
ん
の
俳
句
は
、
生
き
る
証あ

か
し

を

込
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「
我
々
が
最
後
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
で
あ
り

た
い
。
も
う
二
度
と
ほ
か
の
人
た
ち
に
こ
の

闘
た
た
か

う
て
鷹

た

か

の
ゑえ

ぐ
り
し
深み

雪
ゆ

き

な
り

昭
和
43
年
作

松
ま

つ

虫
む

し

草
そ

う

今
こ

ん

生
じ
ょ
う

や
師し

と
吹ふ

か
れ
ゆ
く

昭
和
44
年
作

▲

かつては楽泉園内にたくさん咲い
ていたという松虫草。林火氏は楽
泉園を訪れるたびに、花を摘んで
帰ったという

▲楽泉園近くの諏訪神社の森。何度も
足を運んで、水音や鳥のさえずりに
耳を傾けた。林火氏とここで句作し
たという。

▲園内を散歩する化石さん

▲大野林火氏（明治37年～
昭和57年）。第３代俳人
協会会長。

深
雪
に
残
っ
た
傷
跡
か
ら
、
ひ
ろ
が
っ
た
鷹
へ
の
イ
メ
ー
ジ
。
俳
句
作
り
は
気

合
い
。
気
合
い
が
奥
に
あ
る
も
の
を
引
き
出
す
。
こ
の
句
は
共
鳴
者
が
多
く
、

私
の
代
表
作
と
な
っ
た
。

寒
か

ん

餅
も

ち

や
最

さ

い

後ご

の
癩

ら

い

の
詩

う

た

つ
よ
か
れ

昭
和
31
年
作

私
た
ち
が
最
後
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
な
る
の
を
願
っ
て
い
る
こ
と
を
、
林
火

先
生
に
申
し
上
げ
た
。
そ
の
覚
悟
で
俳
句
を
作
り
な
さ
い
と
励
ま
さ
れ
た
。

生い

き
ね
ば
や
鳥

と

り

と
て
雪

ゆ

き

を
払

は

ら

ひ
立た

つ昭和
46
年
作

失
明
か
ら
立
ち
上
が
る
も
、
私
の
日
常
は
ま
だ
ま
だ
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
。

毎
年
お
い
で
く
だ
さ
る
林
火
先
生
と
、
先
生
の
好
ま
れ
る

松
虫
草
の
咲
く
原
っ
ぱ
へ
ご
一
緒
し
た
。
私
は
病
室
か
ら

の
参
加
で
あ
っ
た
。
師
恩
は
尽
き
な
い
。

天
あ

ま

が
下

し

た

雨
あ

ま

垂だ

れ
石

い

し

の
涼

す

ず

し
け
れ

昭
和
51
年
作

林
火
先
生
に
、
こ
の
句
は
無
欲
の
境
地
だ
と
い
わ
れ
た
。
ぽ
っ
と
ん
ぽ
っ
と
ん

と
い
う
雨
垂
れ
の
音
、
青あ

お

苔ご

け

の
つ
い
た
形
の
よ
い
石
を
頭
の
中
に
浮
か
べ
た
。
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