
  も う す ぐ 節 分 。 冬 か ら 春 へ

の 変 わ り 目 を 示 す「 節 分 」は 、

一 年 の 循 環 の 中 で 最 も 心 に な

じ む 節 目 の 一 つ だ 。  

  「 鬼 は 外 、 福 は 内 」 の 豆 ま

き に 代 表 さ れ る よ う に 、 古 来

節 分 に は 、 災 い の な い 豊 か な

季 節 の 到 来 を 願 っ て 、 さ ま ざ

ま な 行 事 が 行 わ れ て き た 。 豆

ま き に は 、 邪 鬼 を 払 う と と も

に 、 恵 み を 分 け 合 い 無 用 な 争

い を 避 け る 意 味 が 込 め ら れ て

い る と い う 。  

  節 分 の 夜 に 、 絵 馬 を 掛 け る

風 習 を モ チ ー フ に し た 能 「 絵

馬 」 も あ る 。 午 年 の 今 年 、 運

良 く 大 阪 能 楽 会 館 で 、 こ の 能

を 見 る 機 会 に 恵 ま れ た 。  

  伊 勢 の 斎 宮 を 舞 台 に 、 老 翁

と 姥 が そ れ ぞ れ 白 と 黒 の 絵 馬

を 持 っ て 現 れ 、物 語 が 始 ま る 。

姥 は 雨 露 の 恵 み を 受 け る 黒 の

絵 馬 を 掛 け よ う と 主 張 す る 、

一 方 老 翁 は 太 陽 の 恵 み を 受 け

る 白 の 絵 馬 を 掛 け な け れ ば と

反 論 す る 。  

  そ こ で 二 人 が 導 き 出 す 結 論

が い い 。“ こ ん な ふ う に 互 い

に 争 っ て い て は 、 い っ こ う に

埒 が 明 か な い 。 こ こ は 二 つ の

絵 馬 を 掛 け て 、雨 を も 降 ら し 、

日 を も 待 っ て 、 万 民 が 楽 し む

こ と の で き る 世 に し よ う ”と 、

例 年 一 つ 掛 け て い た 絵 馬 を 、

こ の 年 始 め て 二 つ 掛 け る こ と

に す る の で あ る 。  

  一 見 単 純 な ス ト ー リ ー だ が 、

二 つ の 価 値 観 を 持 ち 寄 っ て 争

い な が ら 、 や が て そ の 両 方 を

受 け 入 れ て い く 過 程 が 、 象 徴

的 に 描 か れ て い る 。  

  白 か 黒 か で は な く 、 白 も 黒

も あ る こ と が 幸 せ な の だ と い

う 価 値 観 へ と 昇 華 す る 様 は 、

今 、 と も す る と 一 つ の 価 値 観

で 勝 ち 負 け を 決 し よ う と す る

時 代 の 中 で 、 第 三 の 道 の 知 恵

を 思 い 起 こ さ せ て く れ る 。  

  節 分 の 夜 、 未 来 を 思 っ て 、

老 翁 や 姥 、 あ る い は 鬼 の 気 持

ち に な っ て み る の も い い 。  

  （ 大 阪 ガ ス エ ネ ル ギ ー ・ 文

化 研 究 所 客 員 研 究 員 ）  


