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新 潟県 民 性を語る

い け

池
まさ　　　　え い

政 　　栄
＊

風土 と県民 性

　 人間 は ，自分 の 生 まれ る 「
時」 と 「所 」 を，自分で 選 ぶ

こ とは で きない 。す べ て投げ出 され る の で ある．そ の 場合，

　「所 」 に は，政治上 の 枠 があ る。い わ ゆ る 国 や 県 な どの 行

政的枠で あ る。

　 い ま国 や 県 とい う人 間を包 む環境 （Environment ）を ，

比喩的 に
一

種 の 土壌 と考え る な ら，そ こ に 投げ出 され る住

民 と い う名 の 種 子 は，そ の 土 壌 に育 て られ ， その 土壌の 上

に，他の 土壌 で育 っ た もの と は区別 で きる花を咲か せ る 。

　 こ の 土壌 を 風 土 と呼び，風土 は 自然条件と歴 史条件 を 持

っ 。国 の 風 土 に 花開 く国民 の 意識傾向 は ， 国民性 で あ り，

県 と い う風 土 に 花開 く意識傾向 は，県民性で あ る 。

　我が国
脚
ま ， 同

一
言語 を使用 す る 民 族 国 家 で あ りな が ら，

1 都 1 道 2 府 43県 の 歴 吏的，地形的 な行政 上 の 枠に分 か れ

て い る た め ， 住民 は 都道府県 そ れぞ れ独特な思惟傾向と行

動傾向を持 つ に 至 る 。私 の い ま 取 り上 げ る の は，歴史的 に

も地 形的 に も一つ の ま と ま り とな っ て い る新潟県 の 風土 で

あ り， そ の風土 に 育 て られ た新潟県民性 で あ る。

　昔 か ら各県民性 の 発 生 基盤 と して の 風 土 を説 明 す る に ，

無数 の 要囚 が 存在 し た 、

　地形，地質，災害，日照，目出，日没，気温，湿度 ， 風，

雪，雨 ，霧 オ ゾ ン ， 電磁気，動物，植生 ， 資源，風景

美等々 の 自然条件， そ れ に行政 の 歴史過程，生 産力 ， 生産

様式，地 主制度 ， あ る い は 家族制度，女性の 地位，エ ジ ゴ

（ツ グ ラ ， イ ヅ ミ）等 に み る 生活様式，風 俗，習慣，さ らに

教育の 伝統 ， 学問系統，宗教 の 影響，伝承 ， 民話 ， 民謡，

同郷出身 の 偉 人，有名 人 の 業績，流通 す る 諺，揶揄 の 類 ま

で 含 む 歴史条件。そ れ ば か りで な い
。 各県 に 住 ん で い た古

代民族 の 体質人類学的考察，県民 の 血 液型 まで 持 ち出す に

至 っ て い る．

　こ の よ うな 環境の 条件に よ っ て ，住民 の 行動（Behavior）

が 規制 され，特徴 を持 つ に 至 る と考 え る。

　た だ し環境 に 包 まれ る住民 も ， 環境 に 適応 しつ つ
， 可能

な 限 り環境の 修正 を続けて い る こ とは い うま で も な い。

　新潟県 は昔か ら災害 の 多い 地域 で あ っ た。豪雪，な だ れ，

地すべ り，集中豪雨 に よ る 破堤，農作物収穫時 に 通過す る

台風等は ， 常に 大きな 被害を与えた。

　ま た
一
村の 移転 を 余儀な くさせ る飛砂， 高波，海岸決壊

凄
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等 もあ っ て，対策 は容 易で な か っ た。そ の うえ本県 は 昭和
39年の 新潟地震 以前， 大小 さ まざま な 地震に 襲 わ れ て い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぎ よ か い

る
。 しか し 災害 の 二 大巨魁 とい っ た ら，本県で は 当然 「雪 」

と 「
川」 の 害 で あ る 。 こ の 二 つ は 毎年 の よ うに県民 を苦 し

め，本県 の 後進性脱却を妨げ て い た の で あ る 。

　い ま 県民性 に影響 を及 ぼ す ほ とん ど無数 の 自然条件 の う

ち ， 特 に雪 と海 （日本海） と川 に つ い て述 べ て み る。

雪国の か な しみ

　世界 で最も多雪 の 地域 は我 が国 で あ り，我 が国 で 最 も多

雪 の 地域は ， 本県 の 山間部 で あ る 。 昭和 2 年 2 月23日，本

県 の 板倉町 で は ， 8．　15m の 積雪 を み た。暖国人 の 想像を絶

す る積雪 で あ る。

　江 戸 時代 の 塩沢町出身鈴木牧之 は 「北越雪譜」 で 雪 ，こ対
　 　 　 　 　 　 　 ぐ　 ち

して次の よ うな愚痴 を述べ る。

　厂む か し よ り今年 に 至 るま で こ の 雪，
こ の 国 に 降 ら ざ る

こ とな し。されば暖国の 人 の ご と く初雪を観て，吟詠遊興

の た の しみ は夢に も知 らず。今年 も又 こ の 雪中に あ る こ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

へん きよ う

か と雪をか な しむ は ， 辺郷の 寒国に 生 まれ た る 不幸 と い ふ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は ん　か

べ し。雪 を観て楽 しむ人 の 繁花の 暖地 に生 ま れ た る 天 幸 を

うらや ま ざ らん や」

　現代 の 本県 詩 人 た ち も， 雪 に 対す る 憤懣 を自嘲的 に歌 う。

　
「 しむ 　しむ 　しむ　音 の な い 夜は気 をつ け ろ　夜が明

ければ穴 ん 中　雪 の ふ とん がず っ し りと　骨身 に こ た え る

雪国 ぐ ら し　雪 の け　雪掘り　雪下 し　半年あ ま り も穴倉

で　た だ耐 え る こ とを　忘れ て耐え る　犬猫熊 と入間の く

ら し」 （中村千枝 子 　わ た し の 風紋）

　雪国 の 住民 は，暖国人 に対 して ばか りで な い
， 都会人 に

新潟県 の 豪雪
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対 し て も複雑な感情 を もつ
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は て

　「都の 暇人 よ　 雪見に来 ま せ 　越路 の 涯 の 山里 へ 　風流

心 で来 る もよ し　ス キ
ー
担 い で 来 る もよ し　今が見頃 の 雪

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い ん が

二 丈 だ　雪 に 埋 れ た 部落の 底で 　k 着の 衆の 因果 を肴 に
　 　 　 　 　 く

雪見酒 な ど酌む もよ し　話 の 種 に は な るだ ろ う　雪 の 下 な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て ん じ よ りお もて

る人 の 棲 み家は　奈落 の よ うに暗 い け ど　天 井 表が雪地
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま む し

獄 な ら こ こ は一
先ず極楽だ ろ 端 で 味 わ う熊の 肉や 蝮

の 燻製な ど もま た 乙 な もの 　塩漬 けの 山菜もあ る し　腐れ

卵が匂 うよ うな五 右衛門風 呂も立 っ よ　里 唄 な ど と気 の 利

い た もの は な い が 奈落 の 揺 れ る ろ うそ く囲ん で 　誦ず る

和讃 の
一

つ も　都への 土 産代 りに覚 え て ゆき やれ 　雪 の ス

リル を味 わ い た くば　ス キ
ー

で 山 へ 行 くもよ し　雪女に だ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぼうだら

っ て 逢 え る だ ろ う　そ れに 迷 うて 吹雪 か れ て棒鱈 み た い に
こ ご 　　　　　　　　　　　　　せつ 　ぴ

凍 え て み た り　 雪庇 で 谷 へ 落ち こ ん だ り　 まん だ足 りなき

や 雪崩もある よ　死 の と生きよ と　雪山 の　恥 は掻 き捨て

雪供養　雪見 に 来 ませ 　越路の 涯 の 山里 へ 　暦 は立春　丁

度見頃 の 雪二 丈だ」 （小柳俊郎　雪見招歌）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ゆ う u

　本県北魚沼 郡出身 の 歌人宮柊二 （昭和61年没）は故郷を

偲 ん で 歌 う。

　　　 空 ひ び き土 ひ び き して 雪吹 ぶ く

　　　　 さび しき国ぞ わ が 生まれぐに

　積雪 地帯の 住民 は ，暖国 へ 出稼，あ る い は移住 を 余儀 な

く され る。冬 で も水 を扱 い ，早期 に 起 きて 重労働 とい えば，

　 　 　 　 　 　 　 　 ンお が　 し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　 じ

豆腐屋，風呂屋，魚河岸の 従業員 ， 酒造 りの 杜氏 な どで あ

る。本県人 は，こ の よ うな 下 積 み 肉体労働 に 従事 して ，そ

れ を黙々 と こ な す 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か げ し

　積雪 は，住民の 思惟 と行動 に翳を与 え る。本県人 が沈欝

で あ る の も ， そ の 歌 う民謡 の 暗 い の も，山 間地域 に 老人自

殺 の 多い の も， こ の 翳 と関係 が あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん ，f　L ）tL ．　じ

　江戸時代，豪雪地帯十 日町 に 発生 し た 「新保広大寺」 と

い う民謡 は ，越後 の 盲 目 の 遊芸人 ゴ ぜ や ， 越後出身 の 遊女

な ど に よ っ て 上州 に 伝え られた。そ の メ P デ ィ
ーは哀調を

帯び た もの で あっ たが，い っ たん 目照度の 高い
， 農業構造

もち が う群馬県人 に 歌 わ れ る と ，

「八木ぶ し」 と い う景気

の い い 賑や か な民謡に 変 っ て し ま っ たの で あ る 。

カ リス マ を生む日本海

　佐渡お よび 越後 の 海岸線地 帯 は ， 山 間部 に比 べ 降雪 が 少

ない 。し か し冬の 日本海は ， 鉛色 の 雲が低 くた れ こ め，砂
　 　 　 し　ぶ 　き

ま じ り飛沫ま じ りの 寒風 が横 な ぐりに 吹きつ け，お どろ お

ど ろ の 海鳴 り と共 に ケ モ ノ の キバ の よ うな 白浪 が 休む こ と

なく押し寄せ る。

　柏崎市出身の 創価学会創立者牧 口常三 郎 は，そ の 著 「人

生地 理 学」 で ， 海水 の 大量 とそ の 威力 は，人間を先ず恐怖

させ ，そ の 恐怖が去 る と， 海 の 壮宏雄大 は 人間 を宗教的 に

感化す る ， とい っ て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ リ スマ
　本県 の 海 に 臨む 部落 か らは，教祖 （charisma ）あ る い は

Io

教祖的な人 々 が 出 て い る が，海， 特 に冬 の 海 の 人間心理 に

及 ぼ す影響を否定す る わ け に は い か ない 。

　前記牧 口 常三 郎，出雲崎 か らは 良寛，間瀬 か らは右手 に

ハ ン マ ー，左 手 に バ イ ブル を持っ て 受刑者更 正 教育 に 情熱

を傾けた熱烈 キ リス ト者本間俊平 ， 佐渡 の 両津か らは 二 ・

二 六 事件の 指導者 で 法華経信者の 北
一

輝等 々 。

　北の 海は ， 民謡な ど に も哀調 を 与 え る 。 九州 の 海 の 騒ぎ

唄 で あ る 「は ん や ぶ し」 が 日本海の 白浪に揉 まれ る と哀調

切々 た る 「お け さぶ し」 と変化す る。本県 の 海港，川港の

ほ とん どす べ て の 港 に 地名 の っ い た 「お け さぶ し」 が ある

が ， すべ て 哀調 をお び て い る 。

　賑やか な 「三 原 ぶ し 」 や 「阿 波 お ど り」 も，や は り 「は

ん や ぶ し」 に 起原 を もっ が， そ れが
一

たん波お だや か で 物

産豊富 な 瀬戸 内海に入 る と， 「お けさぶ し 」 とは 逆 さ に 喧

騒 さ を増す 。 民謡を比較 して み て も，日本海 の 荒涼さを 思

わ ず に は い られ な い 。

　そ れ は 「越後追分 」 に っ い て も あ て は ま る。「越後追分」

は ， の ん び り した 信州馬 子 唄 の 「追分 」 が越 後に 伝わ っ て ．

陸上 の 唄か ら海上 の 唄 とな っ た もの で ある 。 海 上 の 唄 とな

っ て 日本海航行 の 船頭 た ち に 歌 わ れ る と， メ ロ デ ィ
ー

は 哀
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ　 　　 　ttt

調 を帯 び，歌詞 まで 「櫓 も櫂 も浪 に と られ て 身 は捨小舟 ど
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た tt

こ へ とりつ く島もない 」 など と悲愁を湛 えた もの に な る の

で あ っ た 。

窮迫 の どん底

　本県 は 日本 の 穀倉 で あ る 。 し か し 河川 工 事 の 発達 し な い

こ ろ ， 信濃川 ， 阿賀野川 の よ うな大河 は しば し ば 氾濫 を起

こ し，水田耕作 の 百姓 た ちに 「田植 は あ っ て も稲刈 な し 」

の 歎 き を させ る の で あ っ た。

　信濃川 の 破堤 は，江戸時代86回，明治時代18回，大正 時

代 3 回 の 計 107 回 あ り，阿 賀野川も大破堤 と呼ばれ た もの

だ け で も文政 3年， 安政 3 年， 明治大正 時代4 回 を数え る

こ とがで き る 。

　信濃川破堤 の 脅威は ， 大 正 11年大河津分水工 事完成ま で

消 え な か っ た 。 破堤 の 結果 ， 住 民 は窮乏 の どん 底 に呻吟す

る 。 そ の 窮状を 宝暦 8年 の 「横田切 れ くど き」 は次 の よ う

新潟 県の 洪 水

土 と基礎，35− 10（357）
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に描写す る 。

　　「三 度四 度に及 び し水 に，薪飯米味囀塩 ま で も，貰 い

　　集 め る手 だ て も尽 きて ，近所村 々 袖 乞 い 風情，昨 日今

　　 日 まで 人なみ 世なみ ， 肩 を並べ し百 姓衆の ，婦や娘が

　　笠
一蓋 で，伊勢 の 京 の と因 幡 の 峯よ，男 の 子 供 は江 戸

　　三 界 に，泣 い て 別 る る哀れ の か らす」

　大洪水 に 遭 っ て の
一
家離散は ， 決 して 珍 し い こ とで は な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し　 L　 　 　 こ

い ．い た い け な男の 子 た ちが，獅子 の 子 と し て 訓練を受 け，

江戸 の 地 で演技を して みせ る 「角兵衛獅 子 」 な どの 本揚 は ，

や は り洪水 の 害に し ば しば見舞わ れ る 川筋の 村で あ っ た。

　女 の 子 は，水 害 に 遭 っ た り， 家族 に病気 が 出 た りす る と ，

や む を えず身を売 っ て ， 中山道， 北国街道 ， 奥州街道な ど
　 　 　 　 　 　 　 　 　 み し も llお ん に

の 宿場に身を沈 め て 「飯盛女 」 と な る。い わ ゆ る 宿場女郎

で，薄幸 に 泣 き つ っ ，短命 で 終 る 者 が 多 か っ た。

　世 に 貧 よ りっ らい もの は ない 。越後 の 慢性的飢餓状態 が，

ど ん な に 越後人 の 思惟 と行動 を規制 した こ と か 。

　浄土 真宗の 流行地 帯

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ 　 もtt／，
　新潟 ，富 山，石 川 ， 福井 の 北陸 4県 は ， 浄 土 真宗 （御門

と

徒）の 流行地 帯 で ある 。

　本娯の 浄土真宗寺院 の 数は， 1200 寺 を超 え，か つ て は

住民 の 精神生活 を支配 し て い た。

　昔 か ら浄土真宗信者 は，他宗 の 信者 か ら「門徒物知 らず」

と嘲笑 され て い る が，そ れ は 「門徒物忌 み 知 らず」 の 略 さ

れ た もの で あ る 。

　物忌 み 知 らず とは ， 既成 の 宗教的行事や宗教的慣習 に従

わ な い こ とを い う。 しか もそ の 態度 は ， 宗祖親鸞 の 教え る

と こ ろ で あ っ た。
　 　 　 　 　 　 　 　 ぐ 　と ぐ　ひ たん ご めつか い わ さ ん

　親鸞は そ の 著 「愚禿悲歎述懐和讃 」 に 今 まで の 日本仏教
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 げ どう

が本来 の 仏教 か ら外れ ，外道 に 堕落 し た 証拠 は 「か な し き
　 　 　 　 　 　 rt ようじぎ ちじつ　　 　 　 　　 　 　 　 て ん し ん ち 　 マ

か なや道俗 の 良時吉 目 え らば しめ，天 神地祗 を あ が つ つ
，

ぼくせん さい し

ト占祭祀 つ とめ とす」 と い う点 に あ り と した 。

　そ の た め門 徒宗 は，う らな い
， ま じ な い ，お ふ だ，お み

　 　 か 　 t　 き　 と う

ず ， 加 持祈疇を拒否 し ろ ， 拒否 して ひ た す ら念仏 だ けを申
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ く　 び

せ と僧侶か ら指導 され ，吉日や悪 日 も問題 に し な い。

　 こ の よ うな門徒信者 を非難 し て 厂門徒物 知 らず」 とい う

の で あ る 。 本県お よび 北陸 の 門徒宗 は，既成 の 迷信 を信 じ

な い
一

種 の 合理 主義的思考 の 傾向が あ る の で あ る。

　本県出身 の 浄土真宗二 大学者 と呼 ば れ る 大谷大学 の 曾我
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い 　あんじん

量深 と金子大栄 は，信仰問題 につ い て
一

時異安心 とし て，
　 　 　 か く し ¢ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

大学 を馘首 され た 事 が あ る。本 県 門徒学者 の 生 ま じ め さか

ら発する 合 理 主義傾向 が
， 非難され た結果 で あ っ た ろ う。

　門徒宗信者 は，家庭内 に安置す る 仏壇 だ け は豪勢な も の

を購 入 しよ う とす る が，冠 婚葬祭 は 全国 的 に み て ，質素 な

もの で あ る
。 そ れ とい うの も門徒宗の 信心第一主義 の 影響

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ
’
）／tく

と思 わ れ る。そ の 質素さが，県 民 の 経済的逼 迫 と結び っ い

て ， 本県住民 の 家庭行事 な ど は ， 簡易的 な もの が多い 。

　こ の よ うな宗教上 の 合理 主 義と簡易主義 は ， 県民性を特
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徴 づ けて い る D

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こう　 　 　 　 　 　 ぎ

　門徒宗僧侶 は，最近 「お講」
「お座」　とい う説教活動を

あま りや らな くな っ た が，か っ て は 寺院に お い て は も ち ろ

ん，名家庭 に 出張 して 布教 した も の で あ る 。 そ の 際 ， 僧侶

は 人間 の 欲望処理 の 考え方 と し て 「下 を み れ ば キ リが な い 。

上をみ ればホ シ ばか り」 な ど と教え た 。 す なわ ち要求水準

を低く持 っ た方が，人 の 世で は幸せ だ と教 え る の で あ っ た。

そ の 結果 は ， 本県人 の 現状肯定傾向 と な っ て 今 に現 れ る 。

　昭和53年 8月 の NHK 放送世論調査所 に よ る全国県民意

識調査 にお い て 「今 の 目本 は ま あい い 社会 だ 」 とい う選択

肢 に否定的 な選択を した 県 に は ， 高知県，岩手県，秋 田県

な どが あ っ た が，本県 ， 富 山 県，石川県 な どの 浄土真宗流

行地 帯 の 県 民 の 多 くは， 「そ う思 う」 と肯定的な応答を し

て い る の で ある 。 特 に本県民 は ，
「そ う思 う」 と答えた率

が全国第一位な の で あ る。

県 民 の 沈欝性

　戦前の 政治家永井柳太郎 （石川県出身） は，北陸 3 県を

ヨ ーロ ッ パ の 露 ・独 ・仏 に た とえ 「新潟県 は地主 制度の 点

で ロ シ ア ，富山県 は薬品工業が発達 して い る か ら ドイ ツ ， 石

川県 は芸術 の 優秀 さで フ ラ ン ス 」 と演説 を した こ とが あ る c 、

　地主制度， 積雪 とい う点 で は ， た しか に本県 は ロ シ ア で

あ り， さ らに無 口 ・沈欝 とい う県民傾向か ら い っ て もま さ

に ロ シ ア で は あ る 。

　 無 口 ， それ は考 え深げ に見 え る が ， また 何 を考えて い る

か わ か らな い と非難 され る こ と もあ る。

　本県民 は ，会議な どで 積極 的に 発言す る こ と が 少 な い 。

お し ゃ べ り屋 が 少ない こ とは ，木県内 を走 る ロ ーカ ル 線や

パ ス 内 の 静粛 さで よ く分 か る。他県 の よ うに乗客が大声を

発 した り，高笑 い を し た り し な い の で あ る。

　高校生や 中学生 の 態度が全国的 に比較され る の は ， 修学

旅行 な ど の 際で あ る。本県 の 生徒は，京都・奈良な どの 旅館

に 宿泊 して も，他県 の 生 徒 に 比 べ て 旅館に 注 文 を っ けた り，

器物 を破壊 した りせ ず， 非常 に静粛で ある との 定評 が あ る c

　無 口 は 沈欝さ にっ な が る 。沈欝 さは 入 間を内省的 に す る 。

本県 に井 上 円了 ， 曾我 量 深，金 子 大栄 を は じ め 多 く の 仏教

学者 が輩出 した の は ， 内省的 に哲 理 を 追及す る人 の 多 い こ

と を示す。

　 しか し沈欝さ は ， 胸 に 欝屈 す る もの を解消す る こ と が で

きず ， 欝々 と もの ご と を考 え させ やす い。自殺者が本県 に

多い の は そ の た め で あろ う。昭和 61年度 の 本県 自殺 者 は

704名 で あ っ た。特 に老人 自殺 と呼 ば れ る 60歳以上 の 自殺

が 顕著 で あ る a

　本県人 は社交 下 手 で，人 と積極的 に 交渉 した り，自己 を

相手 に 印象づ け た り， 売 り込 ん だ りす る 事 が上手 と は い え

な い 。 150 年前 に 没 し た良寛 の 性格 に 似 て い る 県民 が 多 い。，

良寛歌 っ て い わ く 「世 の 中に ま じ らぬ と に は あ らね ど もひ

と り遊び ぞ わ れ は ま さ れ る」

u
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　 12世紀 の 西 行 と19世紀越後 の 良寛。そ の 活躍年代 に 650

年 の 隔た りは あ る もの の ，い ずれ も出家 で あ り，い ずれ も

文芸 人 で あ る 。

　西 行 の 和歌 の 主 題 は，ほ とん ど 「
花 」 で あ り 「月 」 で あ

っ て ， 華々 しい も の で あ る 。 そ れ に比 べ
， 日本海 の 荒波押

し 寄せ る 出雲崎に生 ま れ ， 雪 の 越後に 生 を終え る良寛 の 漢

詩 ， 和歌 に頻繁 に 出 て く る文字は 「夜 」，「
雨 」，「孤 」 で あ

り，「乞食」 で あ り 「児童」 で あ る 。

　 い ま 良寛 の 七 言絶旬
一

首 を挙げ ， 拙訳 をつ けて み よ う。

良寛 の 詩 に は，こ の 詩 の よ うな 沈欝な もの が 多 い 。

回 首 五 十 有余年

人間是非
一

夢中

山 房 五 月 黄梅雨

半夜蕭々 灑虚窓
　 　 　 　 L　 ｛ 　 ，：
　（訳）

首 ヲ 回 ラ セ バ 五 十有余年
　 　 　 ぜ 　 ヒ
人間 ノ 是非

一
夢 ノ 中

　 　 　 　 　 コウバイ

山 房 ノ 五 月黄梅 ノ 雨
　 シ 9’）　 　　 　 　 　 　 　 　 キ ヨソ ウ　 　 　ソ y

半夜蕭々 トシ テ 虚窓 二 灑 グ

五 十路 の 山越 え

ふ りか え る

人 の 世 の い い の わ る い の
　 　 は か な

そ りゃ 儚 い もの よ

山 の 庵室さみ だ れ ど き で

夜中の 雨 が窓 ぬ らす

　新潟市生まれ の 歌人 で 書家 の 会津 八
一

は，　 「天 地 モ ト ヨ

．
リ寥廓タ リ」 と人 生 の 寂 し さを強調 した が，詩経 に 出て く

　 　 ど くこう　 く　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ろくめいゆ うゆi

る 「独行躡 々 」 （た っ た ひ と ！で み を ゆ く），「鹿鳴呟 々 」

（しか が む せ び な く）などの 言葉を愛 し，そ の 歌集を 「鹿

鳴集 」 と呼 ん だ。また その 他 の 歌集 に も 「寒燈集」 な ど孤

高 を思 わ せ る 名 を付 け て い る。

しか な き て 　か か る 　 さび し き　 ゆふ ぺ 　と も

　し らで 　ひ と もす 　な ら　の 　 ま ちび と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （鹿鳴集）

ひ か り　 なき　 と こ よ 　 の 　の べ 　の 　 は て 　 に して

　な ほ 　か 　き く　 らむ 　や ま ば と　 の 　こ ゑ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （寒 燈 集）

　新潟県出身 の 文 学者に は ，
二 つ の 共通傾向 が 見 られ る 。

長 編 を もの す る持続力 の あ る 点 ， そ れ に作 品内容 に暗 さが

多い 点 。

　 目本の ア ン デ ル セ ン と呼 ば れ た 上 越市出身 の 小川未明の

作品 に は ， 薄暗 い 風 土 が影響 し，沈欝とい うか 哀調 とい う

か 寂 し さが 底流す る 童話 が多い 。

　未明 の 童 話 は，登 場 人 物 が す で に 暗 い 。夫 の い な い 貧 し

．い
， しか も 口 の 不 自由な女 （牛女），七 歳 で 亡 くな っ て し

ま う病み 上 が りの 少年 （金 の 輪）， よ わ よ わ し い 目の 見え

な い 男の 子 （港 に つ い た 黒 ん ぽ）等 々 e そ の うえ童話 の 結

末もハ ッ ピー
エ ン ドで 終 ら な い もの が 多 く見 られ る 。

J2

　暗 さとい えば，大逆事件の 弁護で有名な新潟市出身弁護

士 平出修 の 小説 「夜烏」 な どは ，貧村 の 貧農の 女房が主 人

公 で あ り， そ の 亭主 は，窃盗罪 で 逮捕され て い る と い う設

定 で あ る。雑誌 「
明生 」 の 創刊に努力 す る歌 人 平出修 も，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お まヨ
い ざ小説 を書 く とな る と， 暗 さが全編を覆 っ て い て，ま る

で プ ロ レ タ リア 小 説 を思 わ せ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ ザ む

　長 岡市出身 で 夏目漱 石 の 弟 子 松岡譲 の 小説
「
法城を護 る

人 々 」 な ど も，長編で 暗 い とい う二 条件を備 え て い る。未

発表 の 「兄を殺 した 少年」 は ，
ロ シ ア の ドス トエ フ ス キ

ー

の 作品 を連想 させ る暗 い もの で ある 。

　戦後
一

躍 文 壇 で 有名 に な っ た 新潟市出身 の 作家坂 口 安吾

の 「母 を殺 し た 少年」 は，殺人 強盗 な ど兇悪犯罪が少 な い

か わ りに 暗 い 尊族殺傷 の 起 こ りや す い 県民性 を暗示 す る と

い っ て い い 。

　安吾 の 「吹雪物語」 は 800枚 の 長編 で あ る が， 吹雪 の 新

潟市 を舞 台に ，ど の く らい 孤 独，絶望 ， 暗澹，落莫 とい う

文 字が出 て く る こ とか 。 こ の 作品 を一
読 し ， 暗欝な住民 の

心象を追体験す る と， や りきれ な くな るで あ ろ う。

　文 学者にお け る沈欝傾向 は ， 絵画 の 匱界 で も指摘す る こ

とが で き る。

　安宅安五 郎，佐藤哲 三 ，小 野 宋，横山操，富岡惣
一

郎等

々 の 本県出身画 家 ら は 啼 い モ チ
ー

フ を暗 い 色彩，あ る い は

黒 と 白だ け で 表現 し た 点 に 共 通 性 を もつ
。

　県民 の 多 くが信 じて い る浄土真宗は ， 同宗中興 の 祖 とい
　 　 　 れ ん に よ　　　　　　　　　　　　　　 お 　 み 　 み

わ れ る蓮如 の 手 紙 形 式 の 「
御文 章 」 な ど を繰 り返 し読 み 聞

か せ る こ と に よ っ て ， 信者 に深刻 な る 無常観を抱 か せ た こ

とは まちが い ない 。
　 　 　 　 はつニつ　 　 　 S5　 み 　 み

　特 に 「白骨 の 御文章」 の 「我や さ き ， 人 や さ き ， 今 日と

も知 らず，あす と も知 らず ， お くれ さ き だ つ 入 は ， も との
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ し た

しつ く，すえの 露よ りも し げ し とい え り。され ば朝 に は 紅
　 　 　 　 ゆ うぺ
顔 あ りて ， 夕 に は 白骨 と な れ る 身 な り」 を荘重な音声 で 聞

か され る 揚合，土葬 で な く火葬 の 本県風習 と 相 ま っ て ， 県

民 は，暗い 無常思想 を与 え られ た。

県 民 の実直性

　他県 か ら本県 に 転 住 し た人 は ， た い て い 「
新潟県人 は 無

口 だ が親切だ 」 とい う。 前記 NHK の 調査 に お け る次の 問

い に対す る 応答な ど も，人情県 民性 を裏付 け て い る と い え

よ う。

　「
あな た の （都道府）県 で 特 に 好き な点 を 次の リス トか

ら一つ だ け選 べ 」 と い うの に 対 し，本県住民 が 全国で 最高

に 選 ん だ の は ，「人 情」 と い う徳 目的 な 項 目 で あ っ た。そ

の こ とが 暗示 して い る よ うに ， 県民 は 実直 とい うか 誠実 と

い うか ，とに か くま じ め な の で あ る。

　（リス ト）

史や文化財

物や特産品

な い

1 気候　2 自然 の 風 景や 名称　3 人惰　4 歴

5 伝統行事や郷土芸能，お国こ とば　6 食べ

7新 しい 文化　 8 経済的活気　 9 そ の 他　10

土 と基礎，35− 10（357）
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 c ら tV

　伝統的 に 越後人 が律儀 で あ っ た こ とは
「
頼 まれ れば越後

か ら米搗 きに」 の 言葉 が 示 して い る よ うに，約束があ りさ

えすれ ば，遠距離や 重労働など問題 に せ ず働 こ うとす る の

で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きゆう

　越後人 の 律儀 さに っ い て，天保 8年越後 で の 刊行物 「救
こ う

荒孫之 杖 」 は 次 の よ うな エ ピ ソードを伝 え て い る。

　「そ れ は宝暦飢饉 の と き で あ っ た 。 加茂 町 の 近在 に 50歳

位の 独身農夫が餓死 して しま っ た。検死 の 役人 が調査す る

と ， 死体 の 側 に 米 2俵 が キ チ ン と並 べ られ ， 俵 の 上 に は地

主あて に 『
御収納米 二 俵』 と書かれ た札が立 っ て い た 。 死

に瀕す る 農夫は ，地 主 に納め る 米だ け は，遺 して置 い た の

で ある 」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い つ ち よ う ま え 　 　 い ら に ん ま え

　越後の 農民 が，一
家 の 亭主 と して

一
丁前 ，

一人前で あ る

に は 四 っ の 義務 を履行す る こ とが必 要で あ っ た 。

12nj4上納を怠 ら な い こ と

先代 の 年忌法
’
事をや る こ と

せ が れ

伜 に 嫁 を貰 うこ と
　 　 　 tr　　　　　 か

屋 根 の 葺 き替え をす る こ と

　新潟県 は ， 戦後 の 農地解放ま で は ，一千町 歩地主 5 家，

50町歩以上 所有 の 地 主 258 を数 え る 地 主 王 国 で あ っ た。こ

れ ら の 地 主 に 対 し小 作人 で あ る水呑み 達が， 地 主 へ の 上納

を怠 らぬ こ と を第
一

と す る 実直 さ を持ち続け て い た た め ，

ま さ に地主天 国 で あった の で あ る 。

　江戸時代 の 越後農村 の 窮 亡 原因は 種 々 あ る が ， 大きな理

由 の
一

つ に 入 口 の 過剰 が あ る。そ の 過剰に な っ た 理 由は，
　 　 　 　 ±　び き

越後人 が岡引 をし な か っ た た め で あ る とい う。周知 の よ う

に ，貧窮
一

家 の 家族 が 生 き 残 る た め に は ，生 ま れて きた嬰

児 の 生 命 を奪 っ て も致 し方 な し とす る 間 引 の 風 習 は，全 国

的 に広 が っ て い た。と こ ろ が越後だ け は
， そ の 風 習を持た

なか っ た とい う。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え　 ぞ 4 ち し る べ

　越後出身の 経世学者本多利明 は，そ の 著 「蝦 夷道知辺 」

で 「雪国の 内 に も，や は り間引す る国 々 多 し。そ の 内，越

後に は今に間引す る 悪癖 な し。い か な る 貧民 に て も，出生

の 子 あ り次第に幾人 も養育す 」 と断言 し て い る。

　生活 が苦しい に も拘 わ らず間引 しな い 理由 に は，宗教上

の 慈悲心 も あ げ られ る が，何よ りも越後女性 の 実直さが そ

うさせ て い る の で は な か ろ うか 。

　越後 の 女性 は ， 素直と い うか ， 運命に従順 とい うか ， 裏

表 が な い とい うか ，置 か れ た 状況 をそ の ま ま に 受 け取 っ て

働 きに働 くの で あ っ た。

　江戸時代 ， 貧窮 の た め花柳界や宿揚町 に働く女性にっ い

　 　 　 　 　 　 　 　 ま

て 「越後女 は 三 割増 し 」 とい う評価が行 わ れ て い た 。

一割

は他国女性 よ り色 白で ある こ と ， 次 の 一割は ど こ の 女性 に

比 べ て も素直 で 主人 の 言 い 付 け に よ く従 うこ と， 最後の
一

割は，好 きな男性 が で きて も，情死や 逃走を しな い こ とな

の で あ る 。 郷 里 に い る 家族 ｝こ金銭上 の 迷惑 の か か る の を恐

れ，情 死 な ど し ない の だ とい う。

　そ の 伝統的素直 さ は，現在 で も本県勤労女性 の 気質の 中
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に 見 られ る 。 新幹線車内 に お け る物晶販売員 と して本県高
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ttげ ひ ぼ た

校卒の 女性を採用す る と，陰目向の な い 働き を し ， 接客態
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ざ く さ く

度 も指導 さ れ た 通 りに 実行す る の で 好評嘖 々 で あ る。た め

に本県 と関係 の な い 東海道新幹線 な どで も， 新潟県高校卒

採用者を回 して くれ ，と の 要請 が あ る とい う。

　戦国時代 の 武将 で ，皇室，将軍，公卿 の すべ て か ら信用

され た 者 は 誰 か。そ れ は越後 の ．上杉謙信 で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お 　ぎ ま ら

　謙信 の 表裏 の ない 誠実な行動 は，後奈良天皇．正 親町天
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I キつぐ

皇，将 軍 足 利義輝 お よび 義昭，そ れ に 関自近衛前嗣な ど か

ら絶大 な る信用 を獲得 した の で ある。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ ン
　謙信 は 「筋 目ヲ 守 ッ テ ，分 二 非 ル コ トヲ 致サ ズ」 をモ ッ

トーと し， 出陣 の 際は 天地神 明 に 正 義 の 行動 を誓 い，降服
　 　 　 　 ガ る

す る者は宥 し，戦 い に勝 っ て も領土 を奪 うよ うな こ とを し

な か っ た。

　 こ の 一
種 の マ ジ メ 越後 人 の 代表上 杉謙信は，県民 か ら偉

人 と して 敬慕 され，男性行動 の 模範 と仰がれ て い る 。 した

が っ て 県民 の 誠実 さの 助長 に 大 き な 役割を果 た して い る。

　天 下 の 大勢 を知 らぬ とい え ば そ れ ま で だ が ， 最後 ま で態
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 トE　 し s

度 を変 え ず信義 を守 っ た とい う点 で ， 戊辰戦争 にお け る越
　 　 　 　 　 　 　 　 　 つぎ

後長1司藩 の 指導者河井継之助 な どは 誠 実人 の 好倒 と され て

い る。

　河井 は，今ま で 支配を受 け て い た徳川幕府 に義理 をた て

て 裏切 らず，怒濤 の よ うに 押 し寄せ て く る官軍 と死闘す る

こ と 4 か月 ，遂 に敗北 した。戦争 の 結果，長岡藩お よ び住

民 は 大損害を受け たが ， 戊辰 戦争に
一

貫 し た態度を取 り続

け た と い う点 で，県 民 は誇 り を持 っ て い る、，そ の 誇 りは 機

会 ある ご とに持 ち 出 され ， 信義宣揚に役立 っ て い る。

　謙信 は もち ろ ん の こ と，敗北 した とは い え長岡藩 も越後

人か ら な る 精兵 を擁 し て い た 。

　精兵 の 条件 は，勇敢 で あ り，職分 に忠実 で あ る とい うこ

と で あ る。明 治 の 日清，口露 の 戦争 で も大 正 の シ ベ リア 出

兵 にお い て も ， 本県人 は精兵ぶ りを発揮 した。与え られ た

職分 を，生命を賭 して 堅 持 す る 点 で，定評 があ っ たの で あ る。

　精兵 ぶ りは ，満州事 変以 後太平 洋戦争 の 終末 ま で 発揮 さ

れ，その た め多くの 戦死者を 出 し た
。

い わ ゆ る 15年戦争で

本県人 は ，35万人 動員 され約 7万 入 が戦 死 した。戦 死者の

パ ー
セ ン テ

ージ が 高 い の は ， ノ モ ン ハ ン ，ガ ダル カ ナ ル ，

イ ン パ ール 等激戦地 に 出動 させ られ た た め も あ ろ うが
， な

ん とい っ て も，与 え られ た 任務を遂行 しよ う とす る県民 の

実直 さ に 依 る こ とが 多 い 。

　成 田 空港開設反対騒 ぎで デ モ 隊 に 囲 ま れ ， 火炎 ビ ン の 犠

牲 に 最初 に なっ た の は ，本県 出身の 応援警察官で あ っ た 。

こ の よ う に 自己 の 職務 に 忠実 な た め ，殉職す る 人 々 の 多 い

現象は，本県教育界 に も見 られ る こ と で あ る 。 本県教育史

を ひ も ど くと，小中学校 の 教師 で ，生徒 を救お うと して 自

己の 生命 を失っ て し ま っ た殉職記事 が い か に多 い こ とか 。

　本県人 の 実直さを示 す事例 とし て よく挙げ られ る の は ，

本県がNHK 加 入 率第
一

とい う事実 で あ る。ご ま化す よ う
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な事を き ら うた め で あ る 。 な お本県入 は， ロ
ー

ン など借用

の 揚合，返済を先ず考え，満額を借 りまい とす る 傾向 が あ

る とい わ れ て い る 。

県民の持続性

こ の 道 の ほ か に行 くべ き道 は な し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b　し た

　が まん が ん ば り今 目 も明 日 も

　 い か に も越後人的発想 の 歌 で あ る。努力 を しろ ，そ れ を

継続 しろ，そ こ に こ そ 栄冠 が あ る とい う教訓歌 で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 すいた い
　作者 は，脳神経学 の 「錐体外路系 の 研究 」 で 目本学士 院

賞 を受賞し，京都大学総長 も務め た医学博士平沢興 で あ る。

本県に は，多く の 平 沢賛美者が あ り，平沢 イ ズ ム の 影響は

大 き い 。

　農村出身 の 博士 は ， 農民 伝統 の 汗第
一

主義，持続力発 揮

主義の 実践者で あ り，提唱者で もあ る。博士 は そ の 箸書 で ，

先ず 人 間 に無 限 の 可 能性 の あ る こ と を認 め， 「努力 さえ す

れ ば ， だ れ に も幸運 の 扉は 開 か れ る」 と し， 「天 才 とは 1

％ の 思 い っ き との 99％ の 汗 で あ る 」 とい うエ ジ ソ ン の 言菓

に 同感を示 し， 「何 よ り も大切 な こ とは ，

…
度 や ろ う と決

心 し た こ と は 必ずや り通す こ と」 と努力継続主義 を強調 し

て い る。（山は む ら さ き）

　新潟県人 の 継続力 を説明す る 場合，絶好 の 例 と し て 挙 げ
　 　 　 　 　 　 t の

られ る の が，粂幸太郎41年 目の 仇討 で あ る。

　幸太 郎 の 父 が碁 の トラ ブル で 殺 害 され た の は，文 化 14年

幸太郎 7 歳の とき で あ っ た e 封建社会 の 道徳に 従 っ て 仇討

を覚幅 させ られ た そ の 時か ら， 元 号 は 文 化，文 政，天保，

弘化，嘉永 ， 安政 と変 っ た が ， 父 の 仇 を追 跡す る 幸太 郎 の

志 は ，
い さ さ か も変 らな か っ た 。 恐 る べ き継続力 で あ り，

執念 で は ある。

　 安政 4 年 8 月，幸太郎 は つ い に 仇討 を成就す る。幸太郎

は，父 が 殺され て か ら41年 目に 目的を達成 し た の で あ る。

曾我十郎五 郎 の 仇討 は，16年 目で あっ た が，幸太郎 は，そ

れ を越 す こ と25年で あ り，我 が 国仇討史上 の レ コ ードホ ル

ダーで あ る。

　先に 長編 を もの す る 新潟県文学，そ れ に 反 す る群馬 県 文

学 と指摘 した とお り，群馬県 は詩 や 短 編に すぐれ て い る か

わ り長編は あ ま り見 られ な い 。有名文学者と して詩人 山村

暮鳥，萩原朔太郎，高橋元吉や 短編作家 で あ っ た 田 山 花袋，

うぶ か ヒ

生方敏郎等を挙 げ え て も長編作家 で は な い
。

　本県小出町出身の 作家山 岡荘入 、 そ の 歴史小説 「徳川家

康 」 は 全 26巻 ， 足 か け 18年の 長年月 をか け た も の で あ る 。

山岡 は「織 田信長 」，
「豊臣秀吉 」，

厂源頼朝 」，
「独眼竜政宗 」

なども発表 し て い る が ， すべ て 並 々 な らぬ 継続力 を必要 と

す る 長編 で あっ た。

　 本県人 の 持続力 は，辞典辞書類 の 編纂 に 遺憾な く発揮 さ

れ る。

　 本県佐渡 の 司馬凌海 は，早 くも明治 5 年「和訳独逸辞典．、
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　 　 　 　 　 　 　 　 こ や
t
＃．ぎ　し 　 げ　 た

を，西 蒲原郡出身の 小 柳司気太 は，大正 5 年 「詳解漢和大

字典 」 を刊行 した。こ の よ うな根気 の い る 仕事 は，石 を
一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ／te き　　 こi

つ
一

つ 積む よ うな努力を続け ， 最後に 「累石 の 功」 を み る

の で あ る 。

　本県の 生 ん だ 兄弟史家吉田東伍 と高橋義彦。兄吉田 東伍

の 越後人 と して の 本領 は 「大 目本 地 名辞書 」 の 編纂に発揮

され た 。 彼 は 心血 を注 ぐこ と13年 ，
つ い に大冊 3段組全 5

巻 1 万 ペ ージ を超え る 辞書 を完成 し た の で ある 。

　弟高橋義彦 は ，越後 と佐渡 に 閧す る 古文書，文献を広 く

収録 し， 前人未踏 の 「越佐史料 」 を昭和 6 年第6 巻刊行ま

で こ ぎつ けた。大正 6 年 に 兄 と相談 し で 編纂決意を し て か

ら，第 6 巻刊行まで 足 か け16年 の 努力 で あっ た。

　文化勲章を受賞 し た 文学博士 諸橋轍次 （昭和57年没，99

歳） は，本県南蒲原 郡 の 出身 で あ る。そ の 著「大漢和辞典」

13巻 は，驚異的大作で ペ ージ に し て 約 1 万 5 千 ペ ージ，漢

字 の 「一
」 と い う文字 の 解説 だ け で も，4 段組 72ペ ー

ジを

費や して い る ほ どで あ る 。

　諸橋博 士 は，越後人 的根気を遺憾 な く発揮 した 。太平洋

戦争前後 35年，編纂 に心 ［虹を 注 ぎ続 け た の で あ る。そ の 間

編纂関 係 者 は 44名 も死 亡 し，昭 和 20年 2 月 に は，戦災 に よ

り組置 き原 版
一
切焼 失 の 不 運 も あ っ た が屈 しな か っ た の で

あ る。

　 こ の 匿 界 的 文 化 財 産 を 活字 に し よ う と，会桂は も ち ろ ん

3人 の 男 の 子 の 運 命 ま で 賂け て 努力 した 書店大修館主 鈴木

一
平氏 も偉い が，同氏 か ら次 の よ うな感謝の 言葉を捧げ ら

れ て い る 博 士 の 態度 も，新潟県 人 的信義実践 の 模範例 と し

て し ば し ば取 り上 げ られ て い る 。出版後記 で 鈴木氏 い わ く

「戦災 に よ っ て 私 の 再 起 を不可能 と見 て 他 よ り出版の 交渉

が あ っ た 時，諸橋先生 は 泰然 と し て 動 ぜ ず，こ の 出版 は 私

以 外 に は完成 で き な い こ とを信 じ，そ の 申出を退 けられ た 。

そ れ ば か りで な く，私 を 鞭撻 くだ され……
」

　新潟県 人 の ネバ リ強さ とは ， 換言すれ ば， もの ご と に 飽

きが こ な い と い う こ とで あ る。

　 こ れ は 推測 で あ る が ， 本県人 は 離婚統計 な どな か っ た 時

代 で も，最近 と同 じ くい っ た ん 結婚 した ら離婚 し なか っ た

の で は ある ま い か。今 も昔 も新 潟県夫婦 は，耐忍力が あっ

て 破局 に 至 ら な い の で あ る。げ ん に 昭和61年度 の 本県離婚

率 は全国最低 に 近 く46番 R。昭和53年度な どは全国最低 で

あ っ た。

　本県 人 の 持続力は ， す で に 定評 と な っ て い て ，小説上 の

イ メージ構成に ま で役立 っ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 おんしウう　 か な 　た

　菊池寛 の 小 説 に 「恩讐 の 彼方 」 とい うの が あ る。九州 の

耶馬渓 に青 の 洞 門 を掘る物語 で あ る が
， 主人公 の 市九 郎僧

と な っ て の 了海は ， 越後柏崎 の 出身と い うこ とに な っ て い

る ， 越 後人 イ ク オール 忍耐強 い とい うイ メ
ージ の 裏付 け が，

黙 々 と21 年間 ノ ミ を振 り続け る 了海な る 人物 に 迫真性 を与

え て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （原稿受理 　1987．7．13）
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