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陸
奥
国
岩
代
に
生
ま
れ 

江
戸
俳
壇
で
最
大
勢
力
を
誇
□
た
俳
諧
師
が
お
り
ま
し
た
︒

そ
の
名
は
岸
本
調
和
︒ 

調
和
を
中
心
に
芭
蕉
や 

奥
州
俳
壇
の
中
心
的
人
物
︑
相
楽
等
躬
の 

お
話
を
や
さ
し
く
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク 

岸
本
調
和
︑
芭
蕉
︑
等
躬 

連
歌
か
ら
俳
諧
へ 

陸
奥
国
岩
代
に 

生
ま
れ
た 

元
禄
の
俳
人 

元
禄
時
代( 

一
六
八
八―

一
七
〇
三 )

は
︑ 

五
代
将
軍
︑
徳
川
綱
吉
の
時
代
︒ 

 

町
人
の
勢
力
が
台
頭
し
て
社
会
は
活
気
に
満

ち
︑
京
都
や
大
阪
を
中
心
に
文
学
︑
美
術
︑
歌
舞

伎
︑
浄
瑠
璃
な
ど
独
特
な
町
人
文
化
が
生
ま
れ
ま

し
た
︒ 

俳
諧
と
い
う
と
芭
蕉
の
活
躍
だ
け
が
印
象
に
残

り
ま
す
が
︑
実
際
に
は
多
彩
な
俳
人
が
活
躍
す
る

時
代
で
し
た
︒ 

「陸奥鵆」より （愛知県立大学長久手キャンパス図書館蔵） 

岸
本

き
し
も
と 

調
和

ち
□
う
わ     

一
六
三
八―

一
七
一
五 

 

本
名
︑
友
正
︒
別
号
︑
壺
瓢
軒
︵
こ
ひ
□
う
け
ん
︶・
土
斎
︒ 

江
戸
で
大
き
な
勢
力
を
持
ち
︑
芭
蕉
一
派
が
一
丸
に
な
□

て
も
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
□
た
︒
元
禄
期
江
戸
俳
壇
で

は
壺
瓢
軒
調
和
の
一
字
を
も
つ
門
人
が
百
人
を
越
え
て
い

た
ほ
ど
の
大
宗
匠
で
あ
□
た
︒
の
ち
時
流
を
洞
察
す
る
明

の
あ
る
芭
蕉
一
派
の
隆
盛
に
押
さ
れ
︑ま
た
門
下
の
大
名
・

旗
本
な
ど
の
武
士
階
層
の
減
少
に
よ
り
ふ
る
わ
ず
︑
前
句

付
点
点
者
へ
と
転
向
し
た
︒ 

 

講
師 

鈴
木
邦
子
先
生 

 

岸
本
調
和
の
歴
史
的
存
在
意
義
と

幾
つ
も
の
文
学
が
時
代
の
流
れ
の

中
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
等
を
や

さ
し
く
丁
寧
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
︒ 

元
禄
時
代
は
︑
芭
蕉
を
は
じ
め
多
彩
な
俳
人
が
活
躍
す
る
年
で
し
た
︒

相
楽
等
躬
を
は
じ
め
︑岸
本
調
和
ら
岩
代
に
生
ま
れ
た
俳
人
ら
を
中
心

と
し
た
諸
家
の
作
品
や
人
と
な
り
を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒ 

須賀川をはじめ桑折、伊達、福島、二本
松、本宮、日和田、守山、長沼、石川、
会津などの岩代でも俳諧が旺盛で、多
くの俳人が中央の俳人らと交流があ
り、経済活動も盛んでした。     



 
  
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
  

  
  

 
 

 
 
 
  
 
  
   

文化振興課  風流のはじめ館 HP 
公式 Instagram 

夏
休
み
こ
ど
も 

俳
句
教
室 

風
流
の
は
じ
め
館
か
わ
ら
版 

第
２
９
号 

 
 

 

編
集
・
発
行
／
須
賀
川
市
風
流
の
は
じ
め
館  

〒
９
６
２―

０
８
３
２ 

福
島
県
須
賀
川
市
本
町
８
１
番
地
４ 

電
話
０
２
４
８(

７
２)

１
２
１
２ 

 

﹁
す
か
が
わ
大
人
塾
﹂
開
催
し
ま
し
た
︒  

6/ 

第 1 回 
 

今
年
も
開
催
し
た
﹁
茶
道
教
室
﹂︒ 

茶
花
や
和
菓
子
と
同
様
に
︑
掛
物
も

四
季
の
情
景
や
禅
の
教
え
か
ら
学

び
得
ま
す
︒︿
一
期
一
会
︑日
々
是
好

日
︑
行
雲
流
水
﹀
を
各
回
の
テ
□
マ

に
︑
入
室
︑
着
席
︑
お
茶
の
飲
み
方
︑

お
菓
子
の
食
べ
方
︑
帛
紗
の
扱
い
方

等
の
所
作
︑
そ
し
て
相
手
を
思
い
敬

う
心
を
学
び
ま
し
た
︒
参
加
者
の
皆

さ
ん
も
背
筋
を
伸
ば
し
て
︑
ひ
と
時

を
愉
し
み
ま
し
た
︒ 

 

 

言
の
葉 

7/ 
 

20(金) 
4(金) 

 18(金) 

や
さ
し
い
は
じ
め
て
の
俳
句
教
室 

愉
し
く
︑美
味
し
く
︑季
節
の
茶
道
教
室 

7/31(木) 
８/1(金) 

端
居

は
し
い 

縁
側
の
端
の
方
の

風
通
し
の
よ
い
所
で

ひ
と
り
涼
む
こ
と
︒ 

今
年
６
年
目
の
は
じ
め
て
の
方
へ
の
や
さ
し
い
﹁
俳
句
教
室
﹂︒ 

俳
句
□
て
何
？
季
語
□
て
？
た
く
さ
ん
の
基
本
的
俳
句
用
語

や
句
会
の
進
め
方
な
ど
初
め
て
知
る
事
ば
か
り
で
し
た
︒ 

は
じ
め
は
緊
張
し
て
い
た
参
加
者
の
み
な
さ
ん
も
い
き
い
き

と
自
然
体
で
俳
句
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
︒ 

 
 

 

夏
雲
や
部
活
帰
り
の
田
圃
道 

今
日
の
こ
と
金
魚
に
話
し
消
灯
す 

ぬ
る
ぬ
る
と
闇
の
ま
と
わ
り
つ
く
金
魚 

講
師 

佐
藤
健
則
先
生 

︵
桔
槹
吟
社
同
人
︶ 

俳
句
ポ
ス
ト 

第
一
回 

投
句
〆
切 

 

＊企画展情報やイベント情報は当館公式 HP をご覧ください。 

文
化
講
演
会 

23(月) 
30(月) 

 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 
 

美
し
き
緑
走
れ
り
夏
料
理  

立
子 

 

爽やかな句です。「美しき」から吹い
てくる風が全体に行きわたり、「緑走
れり」と音韻の心地よさを感じます。
緑という語から想像すると青しそ、胡
瓜、それとも鮎をのせた笹というとこ
ろでしょうか。 
戦時中、戦後の厳しい時代を生き抜い
てきた作者は、何を「美しき緑」と詠
んだのでしょう。 

 

こ
た
え  

﹁
山
眠
る
﹂ 

 

虫 む
し

青 あ
お

色 い
ろ 

 

﹁
夏
虫
色
﹂
と
も
︒
玉

虫
の
翅
の
よ
う
な
暗

い
青
み
の
緑
色
︒ 

6/ 
7/ 

講師 
高橋宗翠先生 
(須賀川茶道連合会

表千家) 
２
日
目
の
お
菓
子
は[

好
日] 

ア
ド
バ
ン
ス
ク
ラ
ス 

ガ
チ
□
ガ
チ
□
俳
句
は
じ
め
ま
し
た
︒ 

 

お
し
ら
せ 

﹁
蛙
に
な
□
た
芭
蕉
翁
鶯
に
な
□
た
蕪
村
﹂ 

講師 
冨田鋼一郎先生 

(文芸文化教育研究家) 

芭
蕉
の
﹁
風
流
の
三
つ
物
懐
紙
﹂︑
蕪
村
の

作
品
な
ど
を
前
に
芭
蕉
と
蕪
村
の
関
係
︑俳

諧
芸
術
の
本
質
な
ど
に
つ
い
て
の
お
話
に

参
加
者
は
興
趣
が
尽
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒ 

9/1 
（月） 

山 や
ま

滴
し
た
た

る 

﹁
滴
る
﹂
に
は
﹁
美
し
さ
や
鮮
や
か
さ
が
あ
ふ
れ
る

ば
か
り
に
満
ち
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
︒ 

﹁
山
笑
う
﹂
は
春
︑ 

﹁
山
装
う
﹂
は
秋
の
季
語
︑
で

は
冬
は
な
ん
と
表
現
す
る
の
で
し
□
う
か
？ 


