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自由
じ ゆ う

律
りつ

俳人
はいじん

･尾崎放哉は大正
たいしょう

１４年(１９２５年)８月２０日、西
さい

光
こう

寺
じ

奥
おく

の院
いん

『南郷
みなんご

庵
あん

』に入庵
にゅうあん

しました。その日を記念
き ね ん

し、風鈴
ふうりん

を記念館
きねんかん

敷地内
しきちない

に飾
かざ

ります。

風鈴は７７個
こ

。小豆島で作
つく

った句
く

の中
なか

から７６句、学生
がくせい

時代
じ だ い

に作
つく

った定
てい

型
けい

俳
はい

句
く

を１句付
つ

けています。 

放哉は自由律を始
はじ

める前、学生時代から定型俳句を詠
よ

んでいました。その

当時
と う じ

は俳号
はいごう

も『放哉』ではなく、『梅史
ば い し

』や『芳
ほう

哉
さい

』などが使
つか

われています。今回
こんかい

はその中から１句を選
えら

びました。どの風鈴に定型俳句がついているのか⁉ぜひ

探
さが

してみてください。その当時の俳号も記載
き さ い

しています。 

縁側
えんがわ

で、俳句と風鈴の音色
ね い ろ

をお楽しみください♬♪～ 

※定型俳句は尾崎放哉全句集
ぜんくしゅう

（筑摩
ち く ま

書房
しょぼう

／編
へん

・村上
むらかみ

護
まもる

）にも掲載
けいさい

されています。 

6 月１６日(金)、土庄小学校 2 年生約
やく

９０名が記念館を訪
おとず

れました。『迷路
め い ろ

のまち』

とその周辺
しゅうへん

を散策
さんさく

するという事
こと

で、迷路のまちボランティアガイドさんが案
あん

内
ない

され

ていました。３クラスがそれぞれのコース（エンジェルロードや土淵
ど ぶ ち

海峡
かいきょう

など）を廻
まわ

り、自分
じ ぶ ん

たちの暮
く

らす地域
ち い き

について楽
たの

しく学
まな

んでいました。まだ俳句
は い く

を習
なら

っていない

ので、これから少
すこ

しでも興味
きょうみ

を持
も

ってもらえたらと思
おも

います。 

休憩
きゅうけい

時間
じ か ん

も兼
か

ねていたため、ダンゴムシを触
さわ

ったり井戸
い ど

のポンプを   

一生懸命
いっしょうけんめい

押
お

してみたり。いつもは静
しず

かな記念館周辺に賑
にぎ

やかな声
こえ

が響
ひび

   

きました(*^_^*) 
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●放哉だより発行日  

□記念館休館日 □資料館休館日 

入
にゅう

庵
あん

記念
き ね ん

日
び

(20 日)は入 館 料
にゅうかんりょう

無料
むりょう

です｡ 

【期 間】 令和５年８月８日（火）～９月３日（日） 

【時 間】 終日
しゅうじつ

 ※開館
かいかん

時間外
じかんがい

でもご覧
らん

いただけます。 

【場 所】 小豆島尾崎放哉記念館敷地内 ※天候
てんこう

により､変更
へんこう

する場合
ば あ い

があります。 

【問合せ】 小豆島尾崎放哉記念館 62-0037（水曜日休館） 

子(

児)

が
連
想
さ
れ
る
放
哉
句 

児
に
草
履
を
は
か
せ
秋
空
に
放
つ 

栗
が
落
ち
る
音
を
児
と
聞
い
て
居
る
夜 

松
原
児
等
を
帰
ら
せ
て
暮
れ
居
る 

児
に
木
箱
つ
く
つ
て
や
る
眼
の
前 

児
を
お
ぶ
っ
て
お
嫁
さ
ん
の
顔
見
に
出
る 

た
く
さ
ん
あ
る
児
が
め
い
め
い
の
本
を
よ
ん
で
る 

お
祭
り
赤
ン
坊
寝
て
ゐ
る 

草
花
た
く
さ
ん
咲
い
て
児
が
留
守
番
し
て
ゐ
る 

絵
の
書
き
た
い
児
が
遊
び
に
来
て
居
る 

赤
ン
坊
の
な
き
ご
ゑ
が
す
る
小
さ
い
庭
を
掃
い
て
る 


