
文
芸
評
論
家
山
本
健
吉
さ
ん
の
25
回
忌
法
要
が
５
月
７
日
㈪
無
量
寿
院
（
西
古
松
町
）
で
営
ま
れ
、

生
前
親
交
の
あ
っ
た
歌
手
の
さ
だ
ま
さ
し
さ
ん
が
急
き
ょ
東
京
か
ら
駆
け
付
け
、
山
本
さ
ん
が
大
好

き
だ
っ
た
と
い
う
「
防さ

き
も
り人
の
詩う

た

」
を
捧
げ
ま
し
た
。
法
要
に
参
列
し
た
約
１
０
０
人
は
、
さ
だ
さ
ん

の
語
る
山
本
さ
ん
の
思
い
出
や
歌
に
聞
き
入
り
、
故
人
を
偲
び
ま
し
た
。
山
本
健
吉
さ
ん
は
、
黒
木

町
出
身
の
文
芸
評
論
家
・
石
橋
忍
月
の
三
男
と
し
て
長
崎
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
同
じ
長
崎
市
出
身

の
さ
だ
さ
ん
と
は
家
族
同
然
の
付
き
合
い
を
し
、
さ
だ
さ
ん
の
楽
曲
を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。

　

山
本
先
生
と
は
同
じ
長
崎
市
出

身
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
我
が
子
の

よ
う
に
接
し
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
が
『
関

白
宣
言
』
の
歌
を
発
表
し
た
頃
は
い
ろ
ん
な
人
か

ら
「
軟
弱
だ
」
と
か
「
暗
い
」
な
ど
悪
口
を
言
わ

れ
ま
し
た
。『
防
人
の
詩
』
を
書
い
た
時
に
は
、
右

翼
的
だ
と
こ
ぞ
っ
て
た
た
か
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
と

き
に
山
本
先
生
は
、
新
潮
に
「
さ
だ
ま
さ
し
を
た

た
え
る
」
と
い
う
一
文
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
あ

の
山
本
健
吉
先
生
が
褒
め
て
く
れ
た
、こ
の
こ
と
が
、

ど
れ
だ
け
僕
の
背
骨
を
支
え
て
く
れ
た
こ
と
か
。

　

山
本
先
生
に
は
、
思
い
出
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。「
君
は
こ
こ
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
こ

と
を
歌
う
の
が
上
手
だ
ね
。死
ん
で
し
ま
っ
た
人
が
、

よ
み
が
え
っ
た
よ
う
に
目
の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
。

挽
歌
と
い
っ
て
死
ん
だ
人
を
讃
え
る
歌
は
、
日
本
の

詩
歌
の
伝
統
な
ん
だ
。
人
に
暗
い
だ
と
か
言
わ
れ

て
も
め
げ
る
こ
と
な
く
、
大
切
な
人
を
失
っ
た
ら

そ
の
人
の
歌
を
書
き
続
け
て
い
き
な
さ
い
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。「
防
人
の
詩
は
ね
、
必
ず
歴
史
に
残

る
か
ら
ね
。
信
じ
な
さ
い
、
僕
が
残
す
か
ら
ね
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
、
同
郷
と
い
う
だ
け
で

か
わ
い
が
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
暗
い
と
か
重
い
と

か
、
か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
山
本
先

生
の
そ
の
言
葉
か
ら
迷
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。ち
ゃ

ん
と
命
を
歌
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。

　

山
本
先
生
と
長
崎
市
内
を
散
策
し
な
が
ら
「
先

生
に
と
っ
て
故ふ

る

郷さ
と

と
は
何
で
す

か
。
長
崎
と
は

先
生
に
と
っ
て
ど

ん
な
街
で
す
か
、
と

尋
ね
た
ら
、
し
ば
し
考
え
、

空
を
見
上
げ「
母
の
街
」と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。「
僕
に
と
っ
て
長
崎
は
母
の
街
な
ん
だ
。

そ
し
て
故
郷
と
い
う
の
は
、
僕
が
そ
の
街
を
記
憶

し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
街
も
僕
を

覚
え
て
く
れ
て
い
る
、
そ
う
思
え
る
場
所
が
故
郷

じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

山
本
先
生
は
な
ぜ
か
さ
だ
ま
さ
し
の
歌
が
大
好

き
で
、
酒
を
飲
ん
だ
と
き
に
よ
く
『
防
人
の
詩
』

を
歌
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ご
詠
歌
の

よ
う
に
し
か
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
（
笑
）。

　　

25
年
目
の
法
要
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
の
で
、

あ
り
が
た
く
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

墓
前
で
遅
く
な
っ
て
す
み
ま
せ
ん
と
詫
び
ま
し
た
。

山
本
先
生
は
、
文
学
に
貢
献
し
た
、
俳
句
に
は
も

の
す
ご
い
力
を
注
が
れ
た
、
偉
大
な
文
学
者
で
す
。

あ
れ
だ
け
の
人
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
ら
ど

う
し
よ
う
と
の
恐
怖
心
が
あ
り
ま
し
た
。け
れ
ど
、

八
女
の
無
量
寿
院
と
い
う
立
派
な
お
寺
で
、
地
元

の
人
た
ち
が
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
ち
ゃ
ん
と
先

生
の
居
場
所
が
あ
る
こ
と
に
、
ほ
っ
と
し
て
い
ま

す
。
八
女
の
皆
様
に
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

信
じ
な
さ
い
、

僕
が
残
す
か
ら
ね

先
生
の
居
場
所
が
あ
る
こ
と
に
、

ほ
っ
と
し
て
い
ま
す

山
本
健
吉
を
偲
び

「
防
人の
詩
」を
捧
げ
る

さ
だ
ま
さ
し
さ
ん

さ
だ
ま
さ
し

さ
ん
が
語
る

山
本
健
吉
の

     

思
い
出
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広報やめ　2012.6.17

　文芸評論家。文芸評論家石橋忍月（黒
木町出身）の三男として長崎市に生まれ
る。本名は石橋貞吉。慶應義塾大学文科
予科に入学。在学中、教授であった折口
信夫（釈迢空）に感化を受ける。卒業後、
改造社に入社。雑誌「俳句研究」に携わり、
俳句批評に精進する契機となる。昭和14
年中村光夫らと「批評」を創刊。同詩に
連載したエッセーを集め、昭和18 年初め
ての評論集『私小説作家論』を刊行。
　戦後、京都日日新聞文化部長や角川書
店編集長などをしながら文筆を志す。昭
和 30 年『芭蕉』で新潮社文学賞受賞。
翌 31年『古典と現代文学』で読売文学
賞を受賞するなど、批評家としての地位
を確立。その後も古典文学に関するすぐ
れた評論を発表し、昭和 47 年日本文芸
家協会理事長に就任。昭和 58 年文化勲
章を受章。
　国文学の豊かな素養をもつ数少ない評
論家として、古典から現代まで鋭い評論
活動を展開した。俳句の研究でも知られ
る。代表作として『柿本人麻呂』（読売
文学賞受賞）や『詩の自覚の歴史』（日
本文学大賞受賞）『いのちとかたち』（野
間文芸賞受賞）などがある。昭和 63 年
5 月7日、81歳で死去。墓は浄土宗若泰
山光明寺無量寿院（八女市本町）にある。

ご
先
祖
以
来
の
八
女
市
へ
の
縁

を
大
事
に
さ
れ
る
山
本
健
吉

さ
ん
の
遺
族
の
ご
好
意
に
よ
り
、
平

成
３
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、一
般

資
料
４
６
９
４
点
、
書
籍
１
１
５
０

冊
、
写
真
資
料
６
４
６
４
点
の
総
数

１
万
２
３
０
８
点
が
八
女
市
に
寄
贈

さ
れ
ま
し
た
。
八
女
市
で
は
、
平
成

７
年

５
月

７
日

（
健
吉

の
命

日
）に

堺
屋

（
八
女

市
本
町

１
８
４
）
内
に

「
山
本
健
吉

夢
中
落
花
文
庫
」
を
開
館
し
ま
し
た
。

　
「
夢
中
落
花
」
と
は
、
平
安
時
代

末
期
の
歌
人
で
あ
る
西さ

い
ぎ
ょ
う行の

和
歌
集

「
山さ

ん

家か

集し
ゅ
う」

の
中
の
「
春
風
の
花
を
ち

ら
す
と
見
る
夢
は
覚
め
て
も
胸
の
さ

わ
ぐ
な
り
け
り
」
の
詞
書
き
に
あ
る

語
で
、
山
本
さ
ん
が
生
前
好
ん
で
書
か

れ
た
言
葉
で
し
た
。

　

館
内
は
１
階
に
山
本
健
吉
の
遺

愛
の
品
や
ノ
ー
ト
類
、
２
階
に
は
父・

石
橋
忍
月
に
関
す
る
資
料
や
妻
で
俳

人
の
石
橋
秀
野
に
関
す
る
資
料
な
ど

を
展
示
し
て
い
ま
す
。
文
庫
前
に
建

立
さ
れ
た
夫
婦
歌
碑
も
併
せ
て
ご
覧

く
だ
さ
い
。
入
場
無
料
。

　

石
橋
忍
月
・
山
本
健
吉
・
石
橋

秀
野
が
眠
る
『
石
橋
家
累
代
之
墓
』

の
清
掃
を
、
黒
木
町
文
化
連
盟
は

山
本
健
吉
の
命
日
で
あ
る
５
月
７

日
に
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。

　

石
橋
忍
月
と
三
男
の
山
本
健
吉

は
と
も
に
文
芸
評
論
家
。
黒
木
町

湯
辺
田
に
あ
っ
た
忍
月
の
生
家
は
、

学
び
の
館
（
黒
木
町
今
）
の
敷
地

内
に
移
築
さ
れ
、「
石
橋
忍
月
文
学

資
料
館
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。
同
文
化
連
盟
で
は
、「
八
女

市
に
縁
の
あ
る
石
橋
忍
月
と
山
本

健
吉
の
有
名
な
二
人
の
文
学
者
を

広
く
市
民
に
伝
え
て
い
き
た
い
」
と

心
を
込
め
て
清
掃
を
続
け
て
い
ま

す
。

「
こ
ぶ
し
咲さ

く 

昨き
の
う日

の

今き
ょ
う日
と 

な
り
しか
な
」
健
吉

「
蝉せ

み
し
ぐ
れ

時
雨 

児こ

は
擔た

ん
そ
う
し
ゃ

送
車
に 

追お

ひつけ
ず
」   

秀
野

 

今
も
息
づ
く「
夢む

ち
ゅ
う中
落ら

っ
か花
文ぶ

ん
こ庫
」

山本  健吉

寄り添う
夫婦句碑

　

堺
屋
内
に
は
、
山
本
健
吉
・
石
橋
秀
野

夫
妻
の
夫
婦
句
碑
が
あ
り
ま
す
。
建
立
に

は
全
国
か
ら
寄
付
金
が
寄
せ
ら
れ
、
さ
だ

ま
さ
し
さ
ん
は
健
吉
に
贈
る
歌
「
夢
し
だ

れ
」
を
作
詞
・
作
曲
し
ま
し
た
。
句
は
と

も
に
二
人
の
辞
世
の
句
で
す
。

石
橋
家
の
お
墓
を
守
る

黒
木
町
文
化
連
盟

展示されている山本氏の愛用品

堺屋内にある「山本健吉夢中落花文庫」

思い出の写真

（1907 ～ 1988）
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