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楽

に

寄

せ

て

佐

伯

一

麦

歌

曲

集

「

冬

の

旅

」

よ

り

春

の

夢

（

シ

ュ

ー

ベ

ル

ト

作

曲

）

に

寄

せ

て

春

に

な

る

と

、

歌

曲

―

―

こ

と

に

リ

ー

ト

が

、

親

し

い

も

の

に

感

じ

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ひ

ば

り

が

囀

り

だ

す

よ

う

に

、

人

も

春

の

喜

び

を

思

い

切

り

晴

れ

や

か

に

歌

い

上

げ

た

く

な

る

と

い

う

よ

う

な

。

前

回

触

れ

た

北

海

道

へ

の

一

人

旅

を

終

え

て

高

校

の

教

室

へ

戻

っ

た

私

は

、

授

業

中

に

小

説

を

濫

読

し

た

り

、

と

き

に

は

習

作

を

試

み

る

よ

う

に

な

っ

た

。

高

校

は

進

学

校

だ

っ

た

が

、

自

分

は

大

学

へ

は

行

か

な

い

と

決

め

て

、

受

験

勉

強

以

外

の

知

識

を

得

る

こ

と

に

励

ん

だ

。

そ

ん

な

や

り

方

に

、

協

力

し

て

く

れ

る

教

師

も

僅

か

だ

が

い

た

。

生

物

を

教

え

て

い

た

Ｗ

先

生

と

倫

理

社

会

の

Ｎ

先

生

が

そ

う

だ

っ

た

。

金

曜

日

の

放

課

後

、
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「

金

曜

セ

ミ

ナ

ー

」

と

銘

打

っ

て

生

物

教

室

で

自

主

講

座

を

開

い

た

り

し

た

。

講

師

に

頼

ん

だ

教

師

が

、

普

通

の

授

業

中

よ

り

も

数

段

生

き

生

き

と

し

た

表

情

で

、

か

つ

て

専

門

に

学

ん

だ

学

問

の

話

を

し

て

く

れ

る

こ

と

も

あ

り

意

外

だ

っ

た

。

一

面

か

ら

だ

け

見

て

人

を

評

価

し

て

は

い

け

な

い

こ

と

を

、

私

は

そ

の

時

の

経

験

か

ら

学

ぶ

こ

と

が

出

来

た

。

Ｎ

先

生

は

、

「

作

家

に

な

る

に

は

、

別

に

大

学

に

い

く

必

要

は

な

い

だ

ろ

う

が

、

大

学

に

い

か

な

い

と

語

学

に

コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

を

持

つ

よ

う

に

な

っ

て

し

ま

う

心

配

が

あ

る

」

と

言

い

、

ド

イ

ツ

語

を

習

い

に

い

ら

っ

し

ゃ

い

、

と

声

を

か

け

て

く

だ

さ

っ

た

。

そ

れ

で

私

は

、

週

に

一

度

、

夕

食

後

に

自

転

車

を

飛

ば

し

て

Ｎ

先

生

の

自

宅

に

通

う

こ

と

に

な

っ

た

。

一

通

り

簡

単

に

文

法

を

済

ま

せ

る

と

、

Ｎ

先

生

は

専

門

の

ニ

ー

チ

ェ

の

原

文

を

テ

キ

ス

ト

に

講

義

し

た

。

生

き

た

文

章

を

読

む

の

が

、

い

ち

ば

ん

の

早

道

だ

、

と

先

生

は

し

ば

し

ば

口

に

し

た

。
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そ

れ

か

ら

、

私

が

音

楽

好

き

な

の

を

知

る

と

、

ド

イ

ツ

語

の

歌

の

歌

詞

を

覚

え

る

こ

と

を

す

す

め

て

く

れ

た

。

ド

イ

ツ

語

は

母

音

の

数

が

そ

ん

な

に

多

く

な

い

し

、

フ

ラ

ン

ス

語

や

英

語

の

よ

う

に

、

綴

り

と

発

音

が

食

い

違

う

こ

と

が

な

い

の

で

、

単

語

を

読

む

こ

と

は

初

歩

の

規

則

を

覚

え

さ

え

す

れ

ば

す

ぐ

出

来

る

よ

う

に

な

る

。

そ

う

し

て

、

「

（

菩

提

樹

）

」

も

L
in

d
e

n
b

a
u

m

「

（

野

ば

ら

）

」

も

、

そ

れ

か

ら

第

H
e

id
e

n
rö

sle
in

一

曲

目

に

挙

げ

た

「

（

楽

に

寄
A

n
d

ie
m

u
sik

す

）

」

も

、

次

々

と

気

の

済

む

ま

で

歌

っ

て

い

る

う

ち

に

、

単

語

だ

け

で

な

く

、

ド

イ

ツ

語

特

有

の

様

々

な

言

い

回

し

も

ど

ん

ど

ん

頭

の

中

へ

入

っ

て

い

っ

た

。

例

え

ば

、

ゲ

ー

テ

作

詩

の

『

野

ば

ら

』

を

覚

え

な

が

ら

、

“

”

と

い

う

言

葉

と

出

会

い

、

M
o

rg
e

n
sc

h
ö

n

M
o

rg
e

n
sc

h
ö

n

（

朝

）

と

い

う

言

葉

と

（

美

し

い

）

と

い

う

言

葉

の

二

つ

を

い

き

な

り

く

っ

つ

け

て

一

つ

に

し

て

し

ま

っ

た

こ

と

に

驚

く

、

と

い

っ

た

具

合

に

。

「

朝

そ

の

も

の

の

美

し

さ

」

と

で

も

訳

す

る

の

だ

ろ



- 4 -

う

か

、

と

思

い

な

が

ら

、

あ

り

ふ

れ

た

言

葉

も

ま

っ

た

く

違

う

使

い

方

を

す

る

こ

と

で

、

朝

の

す

が

す

が

し

さ

の

よ

う

な

新

鮮

さ

で

息

づ

く

と

い

う

こ

と

を

私

は

知

っ

た

の

だ

っ

た

。

高

校

を

出

て

上

京

し

た

私

は

、

や

が

て

電

気

工

を

し

な

が

ら

、

小

説

を

書

く

よ

う

に

な

っ

た

。

あ

る

日

、

心

地

よ

い

春

の

陽

射

し

を

浴

び

て

、

ビ

ル

の

屋

上

の

高

架

水

槽

で

仕

事

を

し

て

い

た

。

高

い

と

こ

ろ

で

仕

事

に

熱

中

し

て

い

る

と

、

足

元

へ

の

注

意

が

疎

か

に

な

っ

て

、

ふ

っ

と

青

空

に

吸

い

込

ま

れ

て

し

ま

い

そ

う

な

不

思

議

な

気

分

に

な

る

こ

と

が

あ

る

。

そ

ん

な

不

思

議

な

気

分

に

誘

わ

れ

な

い

よ

う

に

、

私

は

よ

く

歌

を

口

ず

さ

み

な

が

ら

作

業

を

し

た

。

『

春

の

想

い

』

（

）

や

『

き

け

、

F
rü

h
lin

g
sg

la
u

b
e

き

け

、

ひ

ば

り

』

（

）

な

H
o

rc
h

,h
o

rc
h

,d
ie

L
e

rc
h

ど

の

歌

は

、

そ

の

頃

の

私

の

最

上

の

友

達

で

、

よ

く

呼

び

出

し

て

は

一

緒

に

仕

事

を

し

た

。

シ

ュ

ー

ベ

ル

ト

の

歌

曲

集

『

冬

の

旅

』

の

中

の

「

春

の

夢

」

（

）

も

そ

ん

な

歌

の

F
rü

h
lin

g
stra

u
m
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一

つ

だ

っ

た

。

歌

詞

の

意

味

は

、

花

は

咲

き

、

鳥

は

歌

う

五

月

の

野

を

夢

み

て

い

た

が

、

鶏

の

声

に

め

ざ

め

る

と

寒

く

暗

い

冬

の

朝

だ

っ

た

と

い

う

、

実

際

は

悲

し

い

幻

滅

の

歌

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

仕

事

の

厳

し

さ

辛

さ

と

も

重

な

る

よ

う

だ

っ

た

。

だ

が

、

そ

の

頃

の

私

は

、

幻

滅

の

向

こ

う

に

は

、

不

動

の

春

の

夢

が

輝

く

と

信

じ

て

い

た

の

だ

ろ

う

か

。

と

こ

ろ

で

そ

の

日

、

高

架

水

槽

か

ら

屋

上

へ

と

鉄

の

ス

テ

ッ

プ

を

「

春

の

夢

」

を

朗

々

と

歌

い

な

が

ら

降

り

た

私

は

、

次

の

瞬

間

、

咄

嗟

に

歌

声

を

止

め

、

赤

面

す

る

羽

目

に

陥

っ

た

。

誰

も

い

な

い

と

思

っ

て

い

た

屋

上

に

、

人

が

、

そ

れ

も

若

い

女

性

が

、

昼

休

み

の

陽

な

た

ぼ

っ

こ

を

し

に

や

っ

て

き

て

い

た

の

で

あ

っ

た

。


