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伊 

藤 
 

洋 

「

猪

も

と

も

に

吹

か

る

る

野

分

か

な

」
 

元

禄

３

年

秋

、

琵

琶

湖

を

眼

下

に

見

下

ろ

す

滋

賀

県

大

津

市

石

山

寺

の

裏

山

・

国

分

山

麓

の

荒

れ

果

て

た

一

軒

家

「

幻

住

庵

」
に

居

を

構

え

た

折

の

芭

蕉

の

佳

句

で

あ

る

。

 

こ

の

句

の

作

句

動

機

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

場

所

で

書

か

れ

た

「

幻

住

庵

の

記

」

の

一

節

に

、

「

（

前

略

）
・

・

里

の

男

ど

も

入

り

来

た

り

て

、
『

猪

の

稲

食

ひ

荒

し

、

兎

の

豆

畑

に

通

ふ

』

な

ど

、
わ

が

聞

き

知

ら

ぬ

農

談

」

云

々

と

い

う

文

章

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

 

有

名

な

芭

蕉

を

見

よ

う

と

珍

し

い

も

の

好

き

の

近

在

の

農

民

が

庵

に

立

ち

寄

っ

て

は

、

イ

ノ

シ

シ

の

稲

作

被

害

や

ら

、

ウ

サ

ギ

に

よ

る

豆

の

食

害

な

ど

を

語

っ

て

い

っ

た

の

だ

ろ

う

。

そ

ん

な

折

や

っ

て

き

た

台

風

に

、

巣

穴

の

中

で

じ

っ

と

耐

え

て

い

る

イ

ノ

シ

シ

を

想

像

し

て

詠

ん

だ

の

が

冒

頭

の

句

で

あ

る

。

 

芭

蕉

の

詩

心

は

サ

ル

や

シ

カ

に

も

向

か

う

。

俳

諧

の

古

今

集

と

い

わ

れ

た

「

猿

蓑

」

の

へ

き

頭

を

飾

っ

た

芭

蕉

畢

生

の

名

句

「

初

時

雨

猿

も

小

蓑

を

欲

し

げ

な

り

」

は

、

芭

蕉

の

命

日

を

「

時

雨

忌

」

と

命

名

す

る

も

と

に

な

っ

た

ほ

ど

だ

が

、

句

の

主

人

公

は

サ

ル

だ

。

 

「

ぴ

い

と

啼

く

尻

声

か

な

し

夜

の

鹿

」

は

、

死

の

一

ヶ

月

前

、

元

禄

７

年

、

重

陽

の

節

句

の

夜

陰

に

聞

い

た

奈

良

公

園

の

シ

カ

の

声

だ

っ

た

。

こ

れ

も

、

芭

蕉

の

「

軽

み

」

を

体

現

し

た

名

句

と

し

て

後

世

激

賞

さ

れ

て

い

る

。

 

か

く

の

ご

と

く

秋

と

い

え

ば

、

シ

カ

・

イ

ノ

シ

シ

・

サ

ル

と

、

詩

情

溢

れ

る

獣

達

が

詩

歌

に

美

し

く

登

場

す

る

季

節

だ

が

、

現

実

は

こ

う

文

学

的

に

は

行

か

な

い

。

と

い

う

の

は

、
「

猪

の

稲

食

ひ

荒

し

、

兎

の

豆

畑

に

通

ふ

」

農

作

物

被

害

の

深

刻

さ

の

故

で

あ

る

。

実

に

味

気

な

い

話

だ

が

我

慢

し

て

、

山

梨

県

農

政

部

の

資

料

を

ひ

も

と

い

て

み

よ

う

。

 

２

０

０

６

年

度

に

お

け

る

獣

害

の

被

害

面

積

は

農

地

３

２

８

ヘ

ク

タ

ー

ル

に

及

ぶ

。

そ

の

内

訳

は

、

イ

ノ

シ

シ

１

８

４

ヘ

ク

タ

ー

ル

、

サ

ル

１

０

６

ヘ

ク

タ

ー

ル

、

シ

カ

２

５

ヘ

ク

タ

ー

ル

。

ち

な

み

に

そ

の

農

産

物

被

害

総

量

は

１

、

５

３

８

ト

ン

。

ま

た

、

被

害

金

額

は

２

億

３

千

７

百

万

円

に

及

ぶ

と

い

う

。

山

林

の

被

害

も

ま

た

十

分

に

深

刻



だ

が

、

こ

こ

で

は

詳

細

は

割

愛

す

る

。

た

だ

、

１

万

頭

近

く

い

る

と

い

わ

れ

て

い

る

ニ

ホ

ン

ジ

カ

に

よ

る

山

林

被

害

は

甚

大

で

、

高

山

植

物

の

宝

庫

で

あ

る

お

花

畑

に

進

出

し

て

、

こ

れ

を

絶

滅

さ

せ

る

勢

い

で

あ

る

。

レ

ッ

ド

デ

ー

タ

ブ

ッ

ク

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

キ

バ

ナ

ノ

ア

ツ

モ

リ

ソ

ウ

は

南

ア

ル

プ

ス

で

は

ほ

ぼ

消

滅

し

た

と

い

う

報

告

も

あ

る

。

 

丹

精

込

め

て

つ

く

っ

た

農

作

物

が

収

穫

直

前

に

獣

達

に

食

べ

ら

れ

て

し

ま

う

虚

し

さ

は

想

像

に

絶

す

る

も

の

が

あ

る

。

そ

の

結

果

、

就

農

意

欲

が

減

殺

さ

れ

、
離

農

が

進

む

、

地

域

全

体

が

限

界

集

落

化

す

る

と

い

う

お

決

ま

り

の

パ

タ

ー

ン

が

本

県

中

山

間

地

域

で

、

ま

た

全

国

各

地

で

頻

々

と

起

こ

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

日

本

の

山

野

の

獣

世

界

が

こ

ん

な

に

無

政

府

状

態

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

原

因

は

、

正

確

に

は

分

か

っ

て

い

な

い

。

た

だ

、

こ

れ

ら

獣

達

に

と

っ

て

最

大

の

天

敵

で

あ

っ

た

人

間

が

彼

ら

を

食

う

た

め

に

捕

獲

す

る

と

い

う

こ

と

が

な

く

な

っ

た

こ

と

。

オ

オ

カ

ミ

な

ど

の

高

位

の

肉

食

獣

が

い

な

く

な

っ

た

こ

と

。

奥

山

は

荒

ら

し

、

人

に

と

っ

て

も

獣

に

と

っ

て

も

豊

か

な

生

命

の

場

で

あ

っ

た

里

山

は

、

市

場

経

済

に

合

致

す

る

針

葉

樹

林

に

し

て

し

ま

っ

た

あ

げ

句

、

林

業

不

振

を

理

由

に

こ

れ

を

放

棄

し

た

こ

と

。

地

球

温

暖

化

の

た

め

に

生

息

環

境

が

拡

大

し

た

上

、

さ

ら

に

彼

ら

の

生

理

的

な

変

化

に

よ

っ

て

生

殖

個

数

と

回

数

が

増

加

し

た

こ

と

、

等

々

が

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

根

本

的

な

解

決

方

法

と

し

て

は

、

以

上

の

原

因

を

一

つ

ひ

と

つ

つ

ぶ

し

て

い

く

の

が

最

良

の

方

策

だ

が

、

こ

れ

は

言

う

べ

く

し

て

簡

単

で

は

な

い

。

そ

こ

で

仕

方

な

く

と

殺

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

本

県

で

昨

年

一

年

間

に

「

と

殺

」

し

た

特

定

鳥

獣

は

、

イ

ノ

シ

シ

が

３

，
９

０

３

頭

、

ニ

ホ

ン

ジ

カ

２

，
５

５

２

頭

、

サ

ル

６

７

２

頭

の

多

数

に

上

る

。

彼

ら

の

末

路

は

あ

わ

れ

で

、

そ

の

ほ

と

ん

ど

が

ゴ

ミ

と

一

緒

に

焼

却

さ

れ

る

か

、

埋

設

さ

れ

て

い

る

ら

し

い

。

い

や

し

く

も

こ

の

地

上

に

生

命

あ

る

も

の

と

し

て

生

ま

れ

て

き

た

動

物

が

、

人

間

へ

の

不

都

合

の

た

め

だ

け

に

殺

さ

れ

て

放

棄

さ

れ

る

の

は

忍

び

な

い

。

 

古

来

、

狩

猟

と

い

え

ば

自

然

界

に

生

息

す

る

獣

を

捕

獲

し

て

、

肉

を

食

べ

、

皮

を

生

活

の

具

に

し

て

き

た

。

現

代

で

は

食

品

衛

生

法

で

規

定

さ

れ

て

い

る

豚

・

鶏

・

牛

な

ど

だ

け

が

食

肉

と

思

わ

れ

て

い

る

が

、

そ

の

歴

史

は

古

く

は

な

い

。

欧

米

で

は

今

で

も

自

然

界

か

ら

捕

獲

し

て

き

た

獣

肉

を

「

ジ

ビ

エ

」

と

呼

ん

で

高

級

食

材

と

し

て

珍

重

し

て

い

る

。

獣

達

の

生

命

の

尊

厳

に

応

え

る

た

め

に

も

ジ

ビ

エ

流

通

が

望

ま

れ

る

。

ジ

ビ

エ

を

通

じ

て

、

中

山

間

地

農

業

と

食

糧

自

給

と

自

然

環

境

と

動

物

福

祉

と

地

域

再

生

を

ト

ー

タ

ル

に

考

え

る

よ

す

が

と

な

る

か

ら

で

あ

る

。

 


