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７月になりました。寺中地区青少年育成委員会の
てらちゆう ち く せいしようねんいくせい い いんかい

皆さんが、今年も七夕のお飾りを飾ってくださいまし
みな こ とし たなばた かざ かざ

た。近くの三輪里稲荷の宮司さんがいらっしゃって、
ちか み わ さといな り ぐう じ

これはとてもいいとおっしゃっていました。ありがた

いですね。さあ、夏休みまであと３週間！ 蒸し暑
なつやす しゆうかん む あつ

い日が続きますが、７月も元気にがんばりましょう！
ひ つづ げん き

今月は日数も少ないため、少し短めの課題を選んでみました。これまでにも課題にし
こんげつ につすう すく すこ みじか か だい えら か だい

た清少納言の『 枕 草子』、鴨 長明の『方丈記』とならんで、日本の「３大随筆」の一
せいしよう な ごん まくらのそう し かものちようめい ほうじよう き に ほん さんだいずいひつ ひと

つといわれる、吉田兼好の『徒然草』の出だしの一節です。
よし だ けんこう つれづれぐさ で いつせつ

作者の吉田兼好（兼好法師）はどんな人でしょう？
さくしや よし だ けんこう けんこうほう し ひと

鎌倉時代末期から南北朝時代のころというのは、日本の歴史の中でも際だった動乱の時
かまくら じ だいまつ き なんぼくちよう じ だい に ほん れき し なか きわ どうらん とき

でした。そんな時代の中で、世間の人たちから離れたところから人々や時代の様子を思い
じ だい なか せ けん ひと はな ひとびと じ だい よう す おも

つくままに書き記したものが『徒然草』という作品になりました。
か しる つれづれぐさ さくひん

また、この出だしの部分「つれづれなるままに…」というのが、「随筆」という文学作品
で ぶ ぶん ずいひつ ぶんがくさくひん

のジャンルの特徴をよく表していると言われていることでも有名です。
とくちよう あらわ い ゆうめい

（「随筆」とは、ある題目をめぐって，親しみやすい散文で筆のおもむくままに語るとい
ずいひつ だいもく した さんぶん ふで かた

う形式で書かれた文章。「エッセー」とも呼ばれる。出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）
けいしき か ぶんしよう よ

兼好法師（吉田兼好）

1283〜 1350？
鎌倉末期・南北朝時代の随筆家・歌人
かまくらまつ き なんぼくちよう じ だい ずいひつ か か じん

兼好法師ともいう。俗名卜部兼良。京都吉田神社の神官の子。北面の武士で
けんこうほう し ぞくみよううら べ かねよし きよう と きつ た じんじや しんかん こ ほくめん ぶ し

あったが出家し，晩年京都 双 岡 に住む。二条派の頓阿 と親しく，和歌四
しゆつ け ばんねんきよう と ならびのおか す に じよう は と ん あ した わ か し

天王の一人に数えられた。歌は人事を詠んだものが多い。『徒然草』の作者とし
てんのう ひと り かぞ うた じん じ よ おお つれづれぐさ さくしや

て有名。
ゆうめい

（旺文社日本史事典 三訂版より）


