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父

 

大

岡

信

に

献

ぐ

 
 

 
 

 

 

「

こ

と

ば

の

海

」

を

生

き

た

父

 

  

日

々

を

彩

る

四

季

の

め

ぐ

り

が

、

気

づ

け

ば

い

つ

の

ま

に

か

、

夏

を

連

れ

て

き

た

よ

う

で

す

。

樹

木

の

緑

滴

る

な

か

を

鳥

や

虫

が

躍

動

し

、

時

お

り

、

夕

立

ち

に

洗

わ

れ

る

街

。

そ

ん

な

時

な

ぜ

か

私

は

、
そ

こ

か

し

こ

に

父

が

居

る

と

感

じ

る

こ

と

が

あ

る

の

で

す

。

今

年

の

桜

が

晴

れ

や

か

に

、

沁

み

入

る

よ

う

に

咲

い

て

い

た

春

の

朝

、

八

十

六

年

間

と

も

に

歩

ん

だ

肉

体

を

大

地

に

還

し

、

父

は

魂

の

ふ

る

さ

と

へ

住

み

処

を

移

し

ま

し

た

。

そ

れ

は

ま

る

で

、

生

前

に

好

ん

だ

西

行

の

う

た

「

願

は

く

は

花

の

下

に

て

春

死

な

む

そ

の

き

さ

ら

ぎ

の

望

月

の

こ

ろ

」

に

倣

う

か

の

よ

う

で

、

私

は

、

父

の

追

悼

特

集

が

組

ま

れ

た

雑

誌

に

発

表

し

た

、

父

を

送

る

短

歌

五

首

の

詞

書

に

、

そ

の

感

慨

を

「

あ

は

れ

（

天

晴

れ

）
」

と

記

し

ま

し

た

。

父

親

を

亡

く

し

た

ば

か

り

の

娘

の

言

葉

と

し

て

、
「

天

晴

れ

」

は

ふ

さ

わ

し

く

な

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

け

れ

ど

、

青

年

の

日

に

心

に

刻

ん

だ

天

命

を

全

う

す

る

た

め

、

生

涯

を

か

け

て

懸

命

に

存

分

に

生

き

た

で

あ

ろ

う

父

だ

か

ら

こ

そ

、

ま

た

、

あ

ら

ゆ

る

も

の

の

源

に

無

事

に

迎

え

入

れ

ら

れ

た

だ

ろ

う

と

思

っ

た

か

ら

こ

そ

、

言

祝

ぐ

気

持

ち

が

湧

い

た

の

で

し

た

。

そ

の

、

ひ

と

の

生

の

根

源

に

触

れ

る

感

覚

が

、
「

そ

こ

か

し

こ

に

父

が

居

る

」

と

私

に

思

わ

せ

る

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

 

 

父

の

こ

と

は

、

長

い

あ

い

だ

新

聞

に

連

載

し

て

い

た

、
『

折

々

の

う

た

』

と

い

う

コ

ラ

ム

の

著

者

と

し

て

ご

存

知

の

方

が

お

い

で

だ

と

思

い

ま

す

。

採

り

あ

げ

る

作

品

は

短

歌

と

俳

句

に

限

定

し

な

い

、

と

い

う

条

件

で

連

載

を

引

き

受

け

た

の

で

、

短

詩

型

文

学

以



外

の

作

品

も

た

く

さ

ん

紹

介

し

て

い

る

の

で

す

が

、

当

然

な

が

ら

短

歌

と

俳

句

は

圧

倒

的

に

多

い

こ

と

か

ら

、
父

を

詩

人

で

は

な

く

、

「

日

本

の

古

典

文

学

研

究

者

」

と

思

っ

て

お

ら

れ

る

方

も

あ

る

よ

う

で

す

。

そ

の

た

め

か

、
「

お

父

さ

ん

は

、

家

で

は

着

物

を

着

て

い

る

の

？

」

と

聞

か

れ

た

こ

と

も

一

度

な

ら

ず

あ

り

ま

す

。

実

際

の

と

こ

ろ

、

着

物

を

着

る

の

は

特

別

な

時

で

、

年

間

３

６

５

日

働

く

と

い

う

実

態

に

即

し

た

仕

事

着

と

し

て

は

、

体

を

楽

に

保

て

る

せ

い

か

、

着

古

し

た

ジ

ー

ン

ズ

を

い

つ

も

着

用

し

て

い

ま

し

た

。

 

 
 

父

の

人

生

は

、

広

く

て

深

い

「

こ

と

ば

の

海

」

を

泳

ぎ

ま

わ

っ

て

全

貌

を

理

解

し

た

い

、

そ

れ

を

誰

か

と

分

か

ち

合

い

た

い

、

た

だ

一

途

に

、

そ

の

思

い

で

歩

ん

だ

も

の

だ

っ

た

と

思

い

ま

す

。

ま

た

、

父

に

と

っ

て

「

こ

と

ば

」

と

は

、

い

わ

ゆ

る

「

言

語

」

に

限

っ

た

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

お

そ

ら

く

、

絵

画

や

音

楽

な

ど

、
あ

り

と

あ

ら

ゆ

る

も

の

の
「

こ

と

ば

」
、
言

い

換

え

る

と
「

そ

の

も

の

が

発

す

る

意

味

の

波

動

」

に

共

振

し

て

し

ま

う

た

め

、

興

味

の

範

囲

は

文

学

に

留

ま

ら

な

か

っ

た

の

で

す

。

父

親

で

あ

る

大

岡

博

が

窪

田

空

穂

門

の

歌

人

で

、

歌

誌

『

菩

提

樹

』

を

創

刊

、

主

宰

し

て

い

た

こ

と

に

よ

り

、

父

は

幼

い

頃

か

ら

短

歌

、

ひ

い

て

は

日

本

の

伝

統

的

文

芸

に

親

し

ん

で

い

ま

し

た

が

、

終

戦

後

、

海

外

の

文

芸

に

接

し

て

か

ら

は

、

シ

ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

の

文

学

や

絵

画

に

傾

倒

も

し

ま

し

た

。

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

詩

集

と

新

古

今

和

歌

集

を

併

読

す

る

よ

う

な

学

生

時

代

だ

っ

た

の

で

す

。

 

の

ち

に

外

報

部

記

者

と

し

て

新

聞

社

に

勤

め

て

い

た

時

は

、

詩

や

批

評

な

ど

の

執

筆

活

動

を

す

る

ほ

か

、

現

代

美

術

を

扱

っ

て

い

た

『

南

画

廊

』

の

展

覧

会

カ

タ

ロ

グ

に

寄

稿

す

る

こ

と

が

度

々

あ

り

ま

し

た

。

そ

こ

で

育

ん

だ

交

友

関

係

は

、

国

内

外

を

問

わ

ず

、

詩

人

や

画

家

、

音

楽

家

を

は

じ

め

様

々

な

ジ

ャ

ン

ル

の

人

た

ち

に



及

び

、

そ

の

結

果

、

版

画

作

品

に

詩

を

提

供

し

た

り

、

立

体

作

品

や

版

画

の

制

作

を

画

家

と

と

も

に

手

が

け

た

り

、

作

曲

家

に

よ

っ

て

詩

に

曲

が

つ

け

ら

れ

た

り

な

ど

、

他

者

と

一

緒

に

制

作

を

す

る

と

い

う

こ

と

に

も

繋

が

っ

て

い

き

ま

し

た

。

 

 

父

は

後

年

、

同

人

誌

『

櫂

』

の

仲

間

と

と

も

に

、

連

歌

か

ら

着

想

を

得

た

「

連

詩

」

を

始

め

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

そ

の

理

由

の

大

き

な

も

の

と

し

て

、

古

来

、

日

本

の

伝

統

的

文

芸

に

は

当

た

り

前

に

存

在

し

た

、

複

数

の

人

が

和

し

て

作

品

を

紡

ぐ

と

い

う

「

他

者

に

対

し

て

開

か

れ

た

在

り

方

」

が

、

当

時

の

現

代

詩

に

は

見

受

け

ら

れ

な

い

、
と

い

う

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。
ご

存

知

の

よ

う

に

、

連

歌

や

連

句

で

の

「

合

わ

す

」

と

い

う

姿

勢

に

は

、

単

に

「

和

し

て

楽

し

く

一

緒

に

作

品

を

作

る

」

の

で

は

な

く

、

お

互

い

の

こ

と

ば

を

正

確

に

理

解

し

合

い

、

と

き

に

は

批

評

も

し

、

そ

の

う

え

で

相

手

も

自

分

も

生

か

す

と

い

う

こ

と

を

求

め

ら

れ

ま

す

。
い

わ

ば

、

実

作

者

と

読

者

と

い

う

両

方

の

役

割

を

場

に

い

る

全

員

が

担

う

わ

け

で

す

が

、

現

代

詩

は

と

き

に

、

読

者

を

置

き

去

り

に

し

て

い

る

よ

う

で

も

あ

り

、

そ

の

現

実

は

父

に

と

っ

て

、

絶

望

と

い

っ

て

よ

い

ほ

ど

の

不

安

感

を

抱

か

せ

る

も

の

で

し

た

。

予

見

さ

れ

て

い

た

の

は

、

自

ら

が

生

き

る

場

と

し

て

選

ん

だ

、

現

代

文

学

の

一

端

を

担

っ

て

い

る

は

ず

の

道

の

終

息

で

も

あ

っ

た

か

ら

で

す

。
そ

し

て

、

そ

こ

か

ら

の

救

い

の

一

環

と

し

て

、

連

歌

に

倣

う

形

で

連

詩

と

い

う

も

の

を

始

め

た

わ

け

で

す

が

、

今

に

な

っ

て

振

り

返

れ

ば

、

画

廊

を

中

心

に

し

て

始

ま

っ

た

多

く

の

友

人

関

係

も

、

他

者

と

「

合

わ

す

」

こ

と

か

ら

得

ら

れ

る

有

形

無

形

の

も

の

を

父

に

教

え

て

い

た

だ

ろ

う

と

思

い

ま

す

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

父

の

生

活

の

一

切

は

「

こ

と

ば

」

の

た

め

に

あ



り

ま

し

た

。

人

と

人

を

繋

ぐ

も

の

、

過

去

と

現

在

を

結

ぶ

も

の

、

現

実

と

空

想

に

橋

を

か

け

る

も

の

と

し

て

、

こ

と

ば

が

持

つ

力

は

計

り

し

れ

ま

せ

ん

。

そ

の

恵

み

を

分

か

ち

合

う

た

め

の

水

路

を

、

父

は

弛

む

こ

と

な

く

作

っ

て

い

た

よ

う

な

気

が

し

ま

す

。
ま

る

で

、

一

秒

で

も

多

く

の

時

間

を

、
「

こ

と

ば

」

と

そ

の

恵

み

の

た

め

に

捧

げ

た

い

よ

う

で

し

た

。

最

後

に

、

そ

れ

を

物

語

る

出

来

事

を

ご

紹

介

し

ま

す

。

 

新

聞

社

に

勤

め

て

十

年

目

の

春

、

パ

リ

駐

在

員

と

し

て

の

渡

仏

を

目

前

に

、

執

筆

活

動

に

軸

足

を

移

す

た

め

、

父

は

退

職

し

た

の

で

す

。

退

職

の

理

由

は

ほ

か

に

も

あ

り

、

そ

の

決

断

に

は

首

肯

し

ま

す

が

、

当

時

の

我

が

家

に

は

、

四

歳

の

兄

と

、

生

ま

れ

た

ば

か

り

の

私

が

い

ま

し

た

。

も

し

か

す

る

と

、

乳

飲

み

子

を

抱

え

な

が

ら

、

定

職

か

ら

去

る

夫

に

文

句

ひ

と

つ

言

わ

な

か

っ

た

母

の

あ

り

よ

う

も

ま

た

、
「

天

晴

れ

」

と

い

え

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『

短

歌

往

来

』
２

０

１

７

年

８

月

号

掲

載

） 


