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は じ め に

  与 謝 蕪 村 は 、 私 が い ち ば ん 好 き な 俳 ⼈ で あ る 。 そ の 理 由
は 、 中 学 校 の 国 語 の 教 科 書 に 載 っ て い た 次 の 句 に 感 動 し た
か ら で あ る 。

春の海終⽇のたりのたりかな

  私 は 本 州 最 南 端 の 町 、 串 本 町 潮 岬 の ⽣ ま れ で 海 を み て
育 っ て き た が 、 春 の 海 の 情 景 を こ れ ほ ど ⾒ 事 に 詠 ん だ 作 家
は 他 に い な い 。

海 は 天 候 に よ っ て 表 情 を 変 え る が 、 春 の 海 に ⾒ る ⼈ の ⼼ を
駘 蕩 と さ せ る 情 景 を 五 七 五 の ⼗ 七 ⽂ 字 で 表 現 す る の は 並 ⼤
抵 で は な い 。 そ れ を い と も 簡 単 に 表 現 し て い る 技 量 に 驚 嘆
し た 。

こ れ は 蕪 村 4 7 歳 の 作 で あ る が 、 円 熟 し た ⼒ 量 を 感 じ さ せ
る 。

  次 に ⾼ 校 時 代 に 出 会 っ た 句 に 、

憂いつつ丘にのぼれば花茨

と い う の が あ っ た 。 こ れ も 教 科 書 に 載 っ て い た の で あ る
が 、 ⾼ 校 時 代 に し ん ね り む っ つ り し た ⼼ 境 の ⽇ 々 を 送 っ て
い た 私 に と っ て 、 ⾃ 分 と お ん な じ や と 思 っ た の で あ る 。

学 業 や 家 族 、 友 ⼈ 関 係 な ど へ こ む こ と が 多 か っ た ⾃ 分 は 、
丘 に 登 っ て 空 を 眺 め る こ と と 読 書 し か ⽅ 策 が な か っ た 。
鬱 々 と し な が ら 、 憂 い つ つ 丘 に の ぼ れ ば と ⼝ ず さ み な が ら
ぼ ん や り 流 れ ゆ く 雲 を ⾒ て い た 。

⾦ も ガ ー ル フ レ ン ド も い な い 侘 び し い ⾼ 校 ⽣ 活 で あ っ た
が 、 読 書 だ け は 数 少 な い 喜 び で あ り 、 蕪 村 の 句 で 慰 め ら れ
た 。

  和 歌 ⼭ ⼤ 学 に 進 学 し た 私 は 寮 ⽣ 活 を 始 め た が 、 福 井 県 出
⾝ の Ｍ 君 が ⽂ 学 趣 味 の 持 ち 主 で 蕪 村 天 才 説 を ぶ っ て い た 。
か れ は 、 蕪 村 は 近 代 詩 の 先 駆 者 で あ り 、 ⽇ 本 の 近 代 詩 は 蕪
村 を 源 流 と す る と い う 論 を た て て い た 。



私 に は さ っ ぱ り 分 ら ず 、 と り あ え ず 『 蕪 村 全 集 』 を 借 り て
読 ん だ 。 そ の な か で 『 春 風 ⾺ 堤 曲 』 に 惹 か れ た 。 な ん と い
う 教 養 と 表 現 ⼒ だ ろ う か 、 若 い 娘 と ⽼ い ⼈ と の 交 流 が 、 淀
川 の 風 景 を バ ッ ク に し て 巧 み に 描 か れ て い た 。

蕪 村 に 傾 倒 し た 私 は 、 こ と あ る ご と に 蕪 村 を 賛 美 し て 周 囲
を 閉 ⼝ さ せ 「 か ぶ ら 」 と い う か ん ば し く な い あ だ 名 を 献 上
さ れ た 。 私 に 蕪 村 を 紹 介 し た Ｍ 君 は 、 そ の 後 作 詞 に 熱 中
し 、 部 屋 に 籠 も る よ う に な っ た 。 神 経 衰 弱 気 味 の 彼 を ⼼ 配
し た わ た し た ち は 、 彼 の ⽗ 上 に 連 絡 し て 郷 ⾥ に 連 れ 帰 っ て
い た だ い た 。

そ の 後 、 復 学 し 教 職 に つ い た と の こ と で あ る 。

  私 が ⼤ 学 3 年 の と き 、 ⼤ 学 紛 争 が 勃 発 し た 。 全 共 闘 の ⼤ 学
封 鎖 に 反 対 し た 私 た ち は 、 授 業 再 会 を 唱 え て 「 ⾰ 命 の 敵 」
と し て 糾 弾 さ れ た 。

⼤ 学 は ⾰ 命 の 砦 で は な く 、 学 問 ⽂ 化 を 学 び 継 承 す る 場 で あ
る と い う 、 ま っ と う な 主 張 が 「 反 ⾰ 命 」 と さ れ た の で あ
る 。 角 材 を 握 っ て 迫 る 彼 ら に 「 暴 ⼒ 反 対 」 と 叫 ん で 、 殴 ら
れ な い よ う に 逃 げ 惑 う と い う 情 け な い 状 態 で あ っ た 。

授 業 再 開 を 迫 る 私 た ち に 対 し て 、 当 時 の ⼤ 学 当 局 は こ れ を
無 視 し 「 ⾰ 命 理 論 」 を 振 り 回 し た 全 共 闘 を ⽀ 持 す る 始 末 で
あ る 。 ⼤ 学 教 授 の お 粗 末 さ に 失 望 し た 。

教 育 学 部 は 授 業 を 続 け た が 、 経 済 学 部 は 封 鎖 を 続 ⾏ し た 。
ま と も な 教 養 を 持 た ず に 卒 業 し た わ れ ら 団 塊 世 代 は 、 社 会
⼈ と な っ て 企 業 戦 ⼠ と な り 、 ⾼ 度 成 ⻑ の 尖 兵 と な っ た 。

管 理 職 に な る と バ ブ ル を 演 出 し 、 ⾦ 融 危 機 へ と 経 済 を 陥
れ 、 退 職 後 は 両 親 の 介 護 に 追 わ れ て い る 。 溜 息 が 出 る 思 い
だ が 、 こ れ が 私 た ち の 世 代 の 役 割 な の で あ ろ う 。

  わ た し は 1 9 7 0 年 か ら 教 職 に 導 き 、 僻 地 の 中 学 校 で 国 語
教 師 と な っ た 。 ⼭ 村 の ⼦ ら と 鮎 釣 り や 蕨 と り に 興 じ な が
ら 、 教 職 ⽣ 活 を 楽 し ん で い た 。

夏河を越すうれしさよ⼿に草履

と 、 い っ た 光 景 で あ っ た 。 よ く 川 で 鮎 を 釣 っ た 。 休 ⽇ に は
⽣ 徒 た ち と 遊 び 、 下 宿 で 飯 を ⾷ っ た 。 教 師 と し て は 、 満
⾜ 、 充 実 し た 暮 ら し で あ っ た 。



地 域 住 ⺠ の 間 に は ⽂ 学 活 動 が 盛 ん で 、 俳 句 や 短 歌 の 結 社 が
あ り 、 私 も 仲 間 に ⼊ れ て い た だ い て へ ぼ 句 や へ ぼ 短 歌 を 詠
ん だ 。 と く に 、 宮 ⼝ さ ん と 気 が 合 い 、 近 藤   芳 美 ⽒ に ⼼ 酔
し て い た 彼 か ら 短 歌 を 教 え て い た だ い た 。

  2 0 0 8 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ⼤ 島 中 学 校 を 退 職 し た 私 は 、 1 9 9 3 年 か
ら 始 め て い た 熊 野 古 道 の 独 歩 ⾏ と 熊 野 の 地 域 社 会 の ⺠ 族 の
調 査 の ま と め に と り か か っ た 。

熊 野 の 地 域 社 会 の ⺠ 族 調 査 の 中 で 、 多 く の ひ と び と に お 話
を 伺 っ た 。 そ の と き の 感 慨 を 俳 句 や 短 歌 に し た た め て 備 忘
録 に ⽇ 記 替 わ り に 書 き 始 め た 。

ま た 、 学 級 通 信 に 詩 歌 の 紹 介 の コ ラ ム を 載 せ た 。 し か し 、
し ん ね り む っ つ り し た 句 風 や ⾃ 由 律 に な じ め な か っ た 私
は 、 地 域 の 結 社 に 属 せ ず に 、 新 聞 投 稿 を 続 け て い た 。

  2 0 0 8 年 1 2 ⽉ 、 た ま た ま ⼿ に し た 朝 ⽇ 新 聞 ⽂ 化 欄 に ⼋ ⽊
  健 会 ⻑ の 滑 稽 俳 句 協 会 の 紹 介 記 事 を 読 ん で 、 同 感 だ と 、
思 っ た 。 ⾃ 分 が 考 え て い た 俳 句 論 と 同 じ で あ り 、 さ っ そ く
会 員 に 応 募 し た 。

⼈ ⽣ に は 転 機 が あ り 、 そ れ ぞ れ 貴 重 な 出 会 い が あ る が 、 蕪
村 、 Ｍ 君 、 宮 ⼝ さ ん 、 ⼋ ⽊ 会 ⻑ が わ た し の 詩 歌 ⼈ ⽣ の 師 匠
で あ る 。 余 ⽣ を 滑 稽 俳 句 の 普 及 に 尽 ⼒ し た い と 希 望 し て い
る 。

    

   蕪村句の発想の滑稽さ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             

【 困   惑 】

尼寺や⼗夜にとどくさねかづら

  元 ⽂ 2 年 （ 1 7 3 7 年 ） の 蕪 村 2 2 歳 の 時 の 句 で あ る 。
宰 島 と 名 乗 っ て い た 頃 の 句 で あ る 。

尼 寺 は 鎌 倉 の 東 慶 寺 を 意 味 し 、 縁 切 寺 と し て 有 名 で あ っ
た 。 夫 と の 離 縁 を 願 っ て 、 東 慶 寺 に 出 家 し た ⼥ 性 の 元 に 、
そ ろ そ ろ 還 俗 だ ネ と 髪 の ⼿ ⼊ れ ⽤ の さ ね か づ ら が 友 ⼈ か ら
届 い た 。

し か し 、 そ の ⽇ は 宗 門 の 男 ⼥ が 群 集 し て 、 念 仏 法 要 を 催 す
⼗ 夜 の ⽇ で あ っ た 。
尼 さ ん に さ ね か づ ら は 不 要 だ が 、 そ れ が 届 け ら れ た ⽇ が 念
仏 法 要 の ⽇ で あ る こ と に 意 外 性 が あ る 。 届 け ら れ た さ ね か



づ ら を 前 に 困 惑 し て い る ⽐ 丘 尼 の 姿 が 目 に 浮 か ぶ 。

思 わ ず 、 苦 笑 い を し て し ま う 。

【 羞 恥 ⼼ 】

去られたる⾝を踏込んで⽥植哉

  こ れ は 宝 暦 8 年 （ 1 7 6 0 年 ） の 4 5 歳 の 時 の 作 品 で あ る 。
⽥ 植 え は 農 村 の 共 同 作 業 で あ る 。
結 い の 労 働 ⼒ は 独 ⾝ ⼥ 性 が 中 ⼼ で あ っ た 。 狭 い 地 域 の こ と
で あ る か ら 、 離 縁 さ れ た 婚 家 の ⽥ 植 を も 、 ⼿ 伝 う の で あ
る 。

  羞 恥 ⼼ 、 悲 し み 、 未 練 、 恨 み な ど が ⼊ り 混 じ っ た 複 雑 な
感 情 を 断 ち 切 っ て 婚 家 の ⽥ 植 え に 向 か う ⼥ 性 の 決 意 に 共 感
す る 。

し か し 、 そ れ は ど こ か 滑 稽 で も あ る 。
踏 み 込 ん で と 決 意 し た ⼥ 性 の 姿 は 迫 ⼒ を 伴 い 、 思 わ ず 頑 張
れ と 声 を か け た く な る 。 今 も 昔 も ⼥ は 強 い な あ 。

【 凝   視 】

伐りたをす⽊はそのままの落葉哉

  伐 り 倒 し た ⽊ は 、 そ の ま ま の 姿 で 地 上 に 倒 れ て お り 、 そ
の 輪 郭 の ま ま 落 葉 が 散 り 敷 い て い る 。
情 景 を 凝 視 し て こ そ 初 め て 描 け る 作 品 で あ る 。

⽊ の 形 を 動 物 、 ひ と 、 物 と 広 げ て い く と ⾃ 然 の つ く る 美 術
作 品 に は る の で は な い か 。
し か し 、 そ れ は Ａ 級 作 品 で は な く 、 Ｂ 級 作 品 で あ る こ と に
ユ ー モ ア を 感 じ る 。

  現 代 で は 、 降 り 注 ぐ の が 落 葉 で な く て 放 射 能 や 花 粉 や ⻩
砂 に な り 、 ブ ラ ッ ク ユ ー モ ア に な っ て し ま う の が 残 念 で あ
る 。 科 学 の 進 歩 も ⾃ 然 と 調 和 し て 初 め て 価 値 を 持 つ の で は
な い か 。

【 合   点 】

⽔桶にうなづきあふや⽠茄



  ⽠ や 茄 は 形 が お も し ろ い 。
下 膨 れ や 楕 円 で み て い る だ け で ユ ー モ ラ ス で あ る が 、 凛 と
し た 爽 や か さ を も た な い 。

い つ も ブ ツ ブ ツ と 不 平 を い っ て い る よ う な つ ま ら ん 存 在
だ 。 し か し 、 そ の し ん ね り む っ つ り さ ん た ち が 、 話 が 合 っ
た の だ ろ う 。 頷 き あ っ て い る 。
居 酒 屋 で 城 址 の 悪 ⼝ を い い な が ら 、 溜 飲 を 下 げ て い る サ ラ
リ ー マ ン 諸 侯 に 重 な り 合 っ て お も し ろ い 。

  上 句 は 元 ⽂ 2 年 の 作 で 、 蕪 村 は 2 2 歳 で あ っ た 。

【 変 ⾝ ・ 変 ⼼ 】

秋のくれ仏に代る狸かな

  こ れ も 上 句 と 同 時 期 の 作 品 で 、 若 き 蕪 村 の 作 で あ る が 、
⺠ 話 で は 狸 は い た ず ら 者 で さ ん ざ ん ⼈ を 化 か し て い る 。

私 の 住 ん で い る 潮 岬 で は 、 磯 釣 り に い っ た 釣 り ⼈ が 、 ⼤ 漁
で 舞 い あ が り 、 家 に 帰 っ て ⿂ 籠 を み る と ⽊ の 葉 だ っ た と い
う 話 が 残 っ て い る 。
釣 り ⼈ に 聞 く と 、 実 際 釣 っ た ⿂ を 狸 が 忍 び 寄 っ て こ っ そ り
盗 む ら し い 。
し ら ん ま に 無 く な っ て い る と い う 。
し か し 、 狸 と ⼈ と が 共 存 共 栄 を 図 っ て い く の が 望 ま し い 。
獲 物 を 分 け 合 え ば 、 狸 は あ た ん し な い 。

  か く て 、 ⼈ を 化 か し 続 け た 狸 も 、 年 貢 の 納 め 時 が き た よ
う だ 。 死 ん で 仏 に 化 け た の で あ る 。

お も し ろ う て や が て 哀 し き 狸 殿 で あ る が 、 昨 今 の 不 況 で は
復 活 し て 1 万 円 札 に 化 け て 欲 し い と 、 願 っ て い る ⼈ も 多 い と
思 う が ・ ・ ・

【 軽   侮 】

⽼武者と⼤根あなどる若菜かな


