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「 難 波 津 に 咲 く や こ の 花 冬 ご

も り  今 は 春 べ と 咲 く や こ の 花 」。

『 古 今 和 歌 集 』 仮 名 序 に 添 え ら れ

た 一 首 。 冬 を 耐 え 春 を 迎 え 咲 き 誇

る 梅 の 花 の 気 高 さ に 、 仁 徳 天 皇 の

姿 を 重 ね て 表 し た と い わ れ る 歌 で 、

仮 名 序 の 古 註 で は こ の 花 と は 梅 の

花 と さ れ て い る 。  
か く も 、 難 波 津 の 春 を 象 徴 す る

梅 の 花 。そ の 面 影 を 宿 す が ご と く 、

今 、 大 阪 城 梅 林 は 、 梅 の 盛 り で あ

る 。 2 月 か ら 3 月 に か け て 、 い つ

た ず ね て も 美 し い も の で は あ る が 、

私 は と り わ け 夕 刻 、 西 日 を 受 け て

輝 く 梅 林 を 背 に 帰 途 に つ く 群 衆 の

様 子 を 眺 め る の が 好 き だ 。 ど の 顔

も た い て い 和 や か で 、 夕 陽 を 浴 び

て 笑 み を た た え 、 足 取 り も 軽 そ う

に 見 え る 。  
こ れ ほ ど 多 く の 人 々 が 、 梅 の 花

を 目 指 し て 集 ま り 、 梅 の 花 を 愛 で

て 幸 せ を 感 じ る こ と が で き る 。 な

ん で も な い こ と の よ う で い て 、 何

世 紀 も か け て 培 わ れ て き た で あ ろ

う 、 素 朴 で か け が え の な い 心 性 に

触 れ る 思 い が す る の で あ る 。  
春 の 彼 岸 の 天 王 寺 を 舞 台 に し

た 能 『 弱 法 師 』 に も 、 難 波 津 の こ

の 花 こ と 梅 花 が 登 場 す る 。乞 食（ こ



つ じ き ） の 身 と な っ た 盲 目 の 主 人

公 「 弱 法 師 」 が 、 梅 の 香 に 心 躍 ら

せ 、 花 び ら を 袖 に 受 け 、 四 天 王 寺

の 縁 起 を 語 る 。 そ し て 、 難 波 津 に

沈 む 夕 陽 に 極 楽 浄 土 を 想 念 し 、 満

目 青 山 は 心 に あ り と 、 難 波 の 浦 の

致 景 の 数 々 を う た い あ げ て い く 。  
貴 賎 を 問 わ ず 普 く 人 々 を 包 み

込 む 、 難 波 津 の 春 の 景 色 の 中 に 描

き 出 さ れ た 豊 か な 心 性 こ そ 、 梅 花

や 夕 陽 と と も に 次 代 に 受 け 継 ぎ た

い 誇 る べ き 文 化 で は な い か 。 ■  
 

 


