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は じ め に 

 本 論 文 は 一 茶 と ク ロ ー デ ル の 作 品 そ の も の を 扱 い 、 俳 諧 と 西 洋 詩 と い う 二 つ の ジ ャ ン ル の 境 界 ・

共 通 域 に つ い て 考 察 し た も の で あ る 。 

 西 洋 韻 文 学 で は 比 喩 表 現 （ メ タ フ ァ ー な ど ） や 音 調 的 技 法 （ 押 韻 、 強 弱 ア ク セ ン ト な ど ） の 使 用

は た い へ ん 重 要 視 さ れ て き た の で あ っ た 。 で は 、 こ う し た 表 現 法 は 、 俳 諧 に お い て も 中 心 的 な 役 割

を 果 た す こ と が で き た の だ ろ う か 。 そ の 一 例 と し て 、 一 茶 句 の 音 調 と 『 父 の 終 焉 日 記 』 の 文 体 に み

る 比 喩 表 現 を ま ず 論 ず る こ と に し た 。  

 一 方 、 近 世 俳 諧 の 作 者 に と っ て 、 最 も 問 題 に さ れ て き た 文 学 的 要 素 は 、 季 語 や 切 字 の 使 用 よ り も 、

「 風 雅 」 と い う 美 学 と 「 座 」 と い う 作 者 の 共 同 体 に 相 応 し い 表 現 法 を 誠 実 に 守 る こ と で あ っ た の で

は な い か と 考 え ら れ る 。 実 は 、 風 雅 の 最 高 峰 の ひ と つ 、 芭 蕉 が 発 見 し た と さ れ て い る 「 匂 付 」 す な

わ ち 「 余 情 付 」 と い う 作 法 は 、 西 洋 韻 文 学 に お い て も 使 用 さ れ る こ と が 可 能 で あ っ た と み ら れ る 。

ま た 、 「 座 の 文 学 」 を 土 台 と し た 共 同 的 詩 作 は 、 西 洋 の 詩 人 に も 受 入 れ ら れ る こ と が 可 能 で あ っ た

の で あ る 。 す な わ ち 、 こ こ で は 、 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の 『 百 扇 帖 』 や 『 日 本 短 詩 集 』 と い う 晩 年 の

作 品 を と り 扱 い 、 こ れ ら の 点 を 検 証 し た 。 

 本 論 文 で は 、 江 戸 後 期 （ 一 九 世 紀 前 半 ） の 俳 人 小 林 一 茶 と 、 大 正 ・ 昭 和 初 期 （ 二 〇 世 紀 前 半 ） の

詩 人 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル に 対 象 を 限 定 し た が 、 両 者 と も 俳 諧 と 西 洋 詩 と い う 二 つ の ジ ャ ン ル の 共 通

域 を 示 す よ う な 表 現 が 著 し い も の と み ら れ 、 こ れ に つ い て 俳 諧 の 比 較 詩 学 の 基 礎 研 究 を 試 み た の で

あ る 。 な お 、 関 連 論 文 と し て 、 実 作 者 の 視 点 か ら み た 一 茶 句 の 評 論 と 現 代 に お け る 国 際 ハ イ ク に 関

す る 試 論 を 補 足 し た 。 

第 Ⅰ 部  一 茶 俳 諧 の 詩 学 

第 一 章 一 茶 句 の 音 調 論 │ フ ラ ン ス 詩 学 の 視 点 か ら │  

 本 章 で は 、 従 来 か ら 指 摘 さ れ て い る よ う な オ ノ マ ト ペ の 多 用 に 限 ら ず 、 一 茶 が 音 調 的 技 法 を 大 変

重 要 視 し て い た と い う こ と を 確 認 す る こ と を 試 み た 。 は じ め に 、 フ ラ ン ス に お け る 一 茶 句 の 評 価 ・

研 究 史 に ふ れ て 、 フ ラ ン ス に お け る 一 茶 研 究 の 創 始 者 と い え る 日 本 学 者 ジ ョ ル ジ ュ ・ ボ ノ ー の 音 調

論 を 紹 介 し た 。 ジ ョ ル ジ ュ ・ ボ ノ ー が 指 摘 し た 音 調 的 技 法 （ 子 音 頭 韻 、 母 音 頭 韻 、 単 語 の 長 短 に よ

る 音 調 的 効 果 、 語 呂 あ そ び 、 反 復 、 脚 韻 ） の 中 で も 、 と く に 句 頭 韻 や 反 復 表 現 の 多 用 が 一 茶 句 に 最

も 著 し い 特 徴 で あ る と み ら れ る の で あ る 。 近 い 時 代 の 俳 人 と 比 較 し て み る と 、 蕪 村 、 素 丸 、 成 美 の

場 合 、 明 解 な 句 頭 韻 の 使 用 が 全 発 句 の 約 一 〇 パ ー セ ン ト 前 後 に と ど ま る の に 対 し て 、 一 茶 の 場 合 は 、

約 一 六 パ ー セ ン ト と い う 数 字 に な っ て い る の で あ る 。 す な わ ち 、 一 茶 句 に み る 句 頭 韻 の 多 用 は 明 確

な の で あ り 、 改 め て 一 茶 が 発 句 の 音 調 に 対 す る 特 別 な こ だ わ り を も っ て い た と い う こ と が 確 認 さ れ

る 。 ま た 、 一 茶 は 音 調 を 意 識 し て 句 作 に 取 り 組 ん だ こ と も あ る と い う 事 実 を 推 敲 課 程 か ら う か が う

こ と が で き た 。 た と え ば 、 一 茶 は 初 案 の 

御 祝 義 （ 儀 ） に 雪 も 降 也 ど ん ど や き   （ 七 番 日 記 、 文 化 一 三 年 ） 

と い う 句 を 改 め て 、 二 年 後 、 



ど ん ど 焼 ど ん ど ゝ 雪 の 降 り に け り  （ 七 番 日 記 、 文 政 元 年 ） 

と 、 題 材 を ほ と ん ど 変 え ず に 、 明 ら か な 句 頭 韻 を と と の え て い る 。 そ れ に よ っ て 、 奥 信 濃 に 降 る 春

雪 の 重 た さ を 音 調 的 に 強 調 し て い く の で あ る 。 丸 山 一 彦 氏 に よ る と 、 右 の よ う な 音 調 的 技 法 は 詩 的

内 容 を 希 薄 に す る 傾 向 が あ る と い わ れ て い る 。 し か し 、 発 句 の 音 調 を 調 え る こ と で 、 た と え 詩 的 内

容 が 多 少 ま ず し く と も 、 そ の 非 日 常 的 な 音 調 の 働 き に よ っ て 、 発 句 の 韻 文 性 を 保 つ こ と が で き る と

い う 面 が あ る 。 そ し て 、 そ の 音 調 に よ っ て 詩 歌 の 表 現 力 が 高 め ら れ て ゆ く の で あ る 。 じ つ は 、 日 本

古 典 詩 歌 に お い て は 、 一 貫 し て 句 頭 韻 が 意 外 に 頻 繁 に 使 用 さ れ て き た の で あ っ た （ 小 林 類 易 『 掛 詞

の 比 較 文 学 的 考 察 』 早 稲 田 大 学 出 版 部 等 を 参 照 ） 。 ま た 、 句 頭 韻 の 使 用 に よ る 句 頭 の 〈 拍 〉 と い

う リ ズ ム パ タ ー ン は 、 日 本 の 民 族 音 楽 の リ ズ ム パ タ ー ン と 同 様 の も の で あ る と い う こ と も 知 ら れ て

い る （ 小 泉 文 夫 『 音 楽 の 根 源 に あ る も の 』 平 凡 社 等 を 参 照 ） 。 

 句 頭 韻 や 反 復 表 現 に よ る 一 茶 の リ ズ ム 感 は 、 日 本 民 族 音 楽 の リ ズ ム パ タ ー ン の 影 響 を 受 け て い る

と い え る か も し れ な い 。 た と え ば 、 左 の 二 句 ― 

投 節 や 東 海 道 を 投 頭 巾     （ 七 番 日 記 ） 

藪 陰 や た っ た 一 人 の 田 植 唄    （ 同 ） 

な ど で は 、 句 頭 韻 や 反 復 の 使 用 以 外 に 、 民 族 音 楽 に 対 す る 一 茶 の 関 心 の 深 さ を 窺 う こ と が で き る 。 

第 二 章 『 父 の 終 焉 日 記 』 の 文 体 に み る 比 喩 表 現 

 従 来 、 『 父 の 終 焉 日 記 』 に 関 す る 研 究 は 、 一 茶 の 伝 記 的 背 景 に 基 づ く も の が 多 か っ た 。 し か し 、

こ の 作 品 に お け る 一 茶 の 文 学 的 作 意 と は 別 に 、 そ の 文 体 を 窺 う 必 要 も あ る と み ら れ よ う 。 
 堀 切 実 氏 の 「 一 茶 の 比 喩 表 現 」 （ 『 表 現 と し て の 俳 諧 』 ） を み る と 、 一 茶 の 発 句 の 比 喩 表 現 の 場

合 、 人 間 を 喩 義 に し た 比 喩 表 現 ― と く に 擬 人 的 表 現 が 目 立 っ て 多 い と い う こ と が わ か る 。 
 『 父 の 終 焉 日 記 』 に 限 っ た 場 合 は 、 人 間 よ り も 無 生 物 の 喩 義 の 方 が 大 分 多 く な っ て い る こ と が 、

一 番 大 き な 違 い で あ る 。 比 喩 表 現 の 本 義 を 調 べ る と 、 今 度 は 人 間 が 非 常 に 多 い と い う こ と に 気 づ く

（ 全 体 の 比 喩 表 現 の 約 八 十 五 ％ ） 。 つ ま り 、 比 喩 表 現 の 大 部 分 は 、 人 間 を 、 そ の 他 の 生 物 ・ 無 生 物

に た と え る ー い わ ば 擬 物 法 で あ る ― と い う こ と が わ か る 。 し か も そ の う ち 、 人 間 を 物 体 に た と え る 、

い わ ば 結 晶 法 と 呼 ば れ る 表 現 が 全 体 の 比 喩 表 現 の 四 割 を 越 え て い る こ と が と く に 注 目 さ れ る 。 
 し か し 、 擬 物 法 の 多 用 を 特 徴 と し た 『 父 の 終 焉 日 記 』 の 文 体 は 、 そ れ に よ っ て た だ 悲 観 的 な 人 間

観 を 伝 え よ う と し て い る だ け の も の で は な い 。 む ろ ん 自 然 主 義 小 説 の 先 駆 的 な 作 品 と み る べ き も の

で も な く 、 そ の 主 題 も 相 続 問 題 に 関 す る 自 己 主 張 に 限 ら れ る も の で は な い 。 
 一 茶 の 発 句 に み ら れ る 擬 物 的 表 現 を 時 代 別 に 整 理 し て み る と 、 こ う し た 擬 物 法 の 多 用 は 一 茶 晩 年

に 著 し い 俳 風 の 特 徴 で も あ る 、 と い え る の で あ る 。 
 一 方 、 フ ラ ン ス の 農 村 史 の 研 究 を み る と 、 擬 物 的 表 現 は 、 擬 人 的 表 現 と 合 わ せ て 農 村 地 帯 の 方 言

に み る 特 徴 と し て 指 摘 さ れ て い る 。 ま た 、 人 間 と そ の 他 の 生 物 ・ 無 生 物 と の 区 別 を な く す よ う な 表

現 は 、 共 生 的 な 世 界 観 の 現 れ で あ る 。 一 茶 晩 年 の 文 学 的 姿 勢 も 、 農 村 的 な 感 性 に 基 づ く も の で あ る

こ と を 示 す と と も に 、 国 境 や 文 学 の ジ ャ ン ル の 枠 を 越 え た 共 生 的 な 世 界 観 の 現 れ だ と み る こ と が で



き よ う 。 そ し て 、 一 茶 が そ の よ う な 感 性 を 持 つ よ う に な っ て い く 第 一 歩 を 、 『 父 の 終 焉 日 記 』 の 表

現 ― そ の 擬 物 法 や 擬 人 法 の 表 現 に 見 出 す こ と が で き る の で あ る 

第 三 章 一 茶 句 と 近 世 民 謡 │ 一 茶 句 碑 の 調 査 に 基 づ い て │  

 全 国 の 句 碑 に 反 映 さ れ た 一 茶 句 の 作 風 を 調 べ た と こ ろ 、 小 動 物 や 家 族 を 題 材 に し た 作 品 が 圧 倒 的

な 人 気 を 集 め て い る と い う 事 が 分 か っ た 。 三 基 以 上 の 句 碑 に 刻 ま れ た 句 は 、 次 の よ う に な っ て い る 。 

 ▽ 一 四 基 ・ 痩 （ や せ ） 蛙 ま け る な 一 茶 是 （ こ れ ） に 有 （ あ り ） （ 七 番 日 記 ） 

 ▽ 四 基  ・ ゆ う ぜ ん と し て 山 を 見 る 蛙 哉  （ 七 番 日 記 ） 

  ・ 雀 の 子 そ こ の け ／ ＼ 御 馬 が 通 る  （ 八 番 日 記 ） 

 ▽ 三 基 ・ 我 と 来 て 遊 べ や 親 の な い 雀   （ お ら が 春 ） 

  ・ 開 帳 に 逢 ふ や 雀 も お や 子 連   （ だ ん 袋 ） 

  ・ 蝸 牛 そ ろ ／ ＼ 登 れ 富 士 の 山  （ 文 政 版 『 一 茶 発 句 集 』 ） （ 他 四 句 省 略 ） 

小 動 物 の 扱 い 方 に 関 し て は 、 一 茶 句 に は 擬 人 化 や 見 立 て 、 そ し て 対 象 の コ ン ト ラ ス ト を 誇 張 す る よ

う な 発 想 が 著 し く 、 近 世 民 謡 ― と り わ け 童 謡 に も ほ ぼ 同 じ 題 材 の 扱 い 方 を 見 出 す こ と が で き た 。

ま た 、 「 家 族 」 と い う 題 材 を 扱 う 発 句 に は 、 近 世 後 半 に 普 及 し た 教 訓 民 謡 と 同 じ よ う な 思 想 や 表 現

を 認 め る こ と が で き た 。 た と え ば 、 『 お ら が 春 』 に み る 「 我 と 来 て 」 の 句 の 前 書 き は 

親 の な い 子 は ど こ で も 知 れ る 、 爪 を 咥 （ く は ） へ て 門 に 立 … 

と い う 文 句 で 始 ま る 。 実 は こ れ は 、 『 絵 本 倭 詩 経 』 （ え ほ ん や ま と し き ょ う ） （ 明 和 四 年 刊 行 ） の 二 番 歌 な

ど に み る 「 孤 （ お や の な い こ ） は 目 か け て 遣 （ や り や ） れ 爪 を 咬 （ く は へ ） て 門 に た つ 」 の 類 歌 な の で あ

っ た （ 小 野 恭 靖 「 近 世 民 謡 と 一 茶 」 『 近 世 歌 謡 の 諸 相 と 環 境 』 ・ 笠 間 書 院 ・ 一 九 九 九 を 参 照 ） 。

事 実 、 題 材 だ け を み て も 、 近 世 民 謡 を 思 わ せ る よ う な 一 茶 句 が 少 な く な い 。 た と え ば 、 『 日 本 歌 謡

類 聚 』 （ 博 文 館 ・ 明 治 三 一 ） に 、 羽 後 の 飽 海 郡 酒 田 の 次 の よ う な 近 世 民 謡 が 出 て い る の が 注 目 さ れ

る 。 

雨 の 降 る 時 川 端 通 れ ば 蛙 あ ぐ ら か い て 後 生 願 ふ 

こ れ は 小 布 施 町 龍 雲 寺 の 一 茶 句 碑 に み る 

な む ／ ＼ と 口 を あ け た る 蛙 か な   （ 七 番 日 記 ） 

に 、 驚 く ほ ど 近 い 発 想 で あ る と い え よ う 。 本 章 に お い て 、 こ う し た 例 句 を 紹 介 し 、 小 野 恭 靖 氏 の 研

究 を ふ ま え な が ら 、 一 茶 と 近 世 の 教 訓 民 謡 と の 関 係 を 考 察 し た 。 

 と き に 一 茶 は 教 訓 民 謡 に み る 盤 珪 禅 的 思 想 を 裏 返 し て 詠 ん だ り 、 軽 妙 な ズ レ を 生 か し て 自 分 の 私

生 活 を 語 っ た り し て い る こ と も あ る の で あ る 。 し か し 、 晩 年 一 茶 句 に よ く み る 「 家 族 」 と い う 題 材

の 扱 い 方 に は 、 教 訓 民 謡 と い う 背 景 の 重 み を ぬ き に し て は 考 え ら れ な い 面 が あ る 。 俳 諧 史 的 な 観 点

か ら み て も 、 一 茶 が 所 属 し た 葛 飾 派 の 門 人 の 間 で 、 民 謡 が 発 句 の 発 想 源 に さ れ た と い う 可 能 性 は 充

分 に 考 え ら る 。 ま た 、 子 供 の こ ろ 信 州 の 寺 小 屋 な ど で 教 え ら れ た 童 謡 や 日 常 生 活 で 唄 わ れ て い た 教

訓 民 謡 な ど に 、 一 茶 は 関 心 を 持 っ て い た は ず で あ る 。 音 調 の 観 点 か ら み て も 、 一 茶 句 に は 歌 謡 の リ

ズ ム パ タ ー ン の 影 響 が み と め ら れ る で あ る （ 第 一 章 を 参 照 ） 。 一 茶 は 、 単 純 で イ ン パ ク ト の 強 い 題



材 を 求 め る 中 で 、 と き に は メ ル ヘ ン 的 で あ り 、 と き に は 社 会 性 に あ ふ れ る 晩 年 の 一 茶 調 の 確 立 ま で 、

近 世 民 謡 の 影 響 を 大 い に 受 け た と 思 え る の で あ る 。 

 と こ ろ で 、 一 茶 没 百 年 後 、 注 日 フ ラ ン ス 大 使 を 務 め た フ ラ ン ス の 詩 人 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル は 、 一

九 三 六 年 に 『 日 本 短 詩 集 』Petits Poèmes japonais （ 本 論 文 第 Ⅱ 部 第 二 章 を 参 照 ） と い う 日 本 詩

歌 の 翻 案 集 を 出 版 し た 際 、 驚 く ほ ど の 文 学 的 な セ ン ス を 生 か し て 、 近 世 ・ 近 代 民 謡 二 五 首 に 、 一 茶

の 「 蝸 牛 」 の 句 一 句 だ け を 併 せ て 編 集 を し て い る の で あ っ た 。 こ う し た 一 茶 句 の 民 謡 的 性 格 は 、 句

碑 を 建 て た 日 本 の 一 般 国 民 の 趣 味 に も 反 映 し て い る の で あ り 、 お そ ら く 一 茶 の 愛 好 家 も 海 外 の 大 詩

人 も 同 じ よ う な 一 茶 観 を 示 し て い る と み て よ い の で あ ろ う 。 

第 四 章 句 碑 研 究 ・ 翻 訳 

 第 一 節 全 国 一 茶 句 碑 の 最 新 リ ス ト （ 三 〇 四 基 ） フ ラ ン ス 語 訳 、 出 典 

 本 節 に お い て 、 初 め て 本 格 的 に ま と め た と 思 わ れ る 全 国 の 一 茶 句 碑 の 調 査 結 果 を 紹 介 し て い る 。

ま た 、 一 茶 句 碑 に 刻 ま れ た 句 の 出 典 を 査 し 、 出 典 不 明 の 発 句 四 句 と 俳 諧 歌 二 首 を 除 い て そ の 全 出 典

を あ げ て い る 。 第 三 章 に 述 べ た よ う に 、 句 碑 に 刻 ま れ た 発 句 の 特 徴 を 検 証 す る こ と に よ っ て 、 一 茶

句 の 一 種 の “ 読 者 論 ” が 成 立 す る と 考 え ら れ る の で あ る 。 な お 、 こ う し た 角 度 か ら み た 一 茶 句 ― 

と り わ け “ 多 次 元 的 環 境 彫 刻 ” と し て の 日 本 の 文 学 碑 に 対 す る 関 心 に 応 え て 、 本 節 の 内 容 は 単 行 本

と し て 日 本 と フ ラ ン ス で 同 時 出 版 さ れ る こ と に な っ て い る 。 

 句 碑 の 発 句 の 翻 訳 に つ い て は 、 ボ ノ ー 訳 や シ ョ レ ー 訳 に な ら っ て 、 な る べ く 五 ・ 七 ・ 五 の 音 律 を

守 る よ う に し た 。 フ ラ ン ス 語 は 日 本 語 と 同 様 に イ ン ト ネ ー シ ョ ン の な い 、 い わ ば 単 調 な 言 語 で あ り 、

音 節 を 数 え て 詩 を 作 る の は 昔 か ら 主 流 で あ っ た 。 英 語 や 多 く の ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 の よ う な 強 弱 ア ク

セ ン ト が な い た め 、 五 ・ 七 ・ 五 の 、 波 の よ う な リ ズ ム が フ ラ ン ス 語 で も 非 常 に つ く り や す い と い う

こ と に な る 。 

 第 二 節 『 父 の 終 焉 日 記 』 フ ラ ン ス 語 訳 （ 全 文 ） 

 初 め て の 父 の 終 焉 日 記 の フ ラ ン ス 語! で あ る 括 弧! の 番! は 拙 稿 父 の 終 焉 日 記 の 文 体

に み る 比 喩 表 現 本 論 文 第Ⅰ 部 第 一 章 第 一 節 で 扱 っ た 比 喩 表 現 を 指 す た と え ば 五 月 六

日 の 文 で は 一 茶 の 文 体 は き わ め て 感 情 的 な も の と な っ て い て 多 く の 比 喩 表 現 を 披 露 し て い る

の で あ る そ の フ ラ ン ス 語! を 次 の よ う に つ く っ た  

J'avais passé vingt cinq années éloigné, sans cet amour paternel plus profond que les neiges éternelles du Mont 

Fuji [22], plus indélébile qu'un double bain de teinture écarlate [23] ! [Vingt cinq années s'étaient écoulées] 

aussi vite qu'une roue dévalant une pente [25] et moi, j'avais passé mon temps à divaguer tout comme ces 

nuages qui se trouvent à l'ouest quand on les cherche à l'est [24]. En mon for intérieur, je me repentais d'avoir 

tant tardé à revoir mes parents, d'avoir attendu que mes cheveux blanchissent comme du givre [26].  

ま た 第Ⅰ 部! 第 一 章 の 一! 表 に! え ば 括 弧! の 比 喩 表 現 の 原 文 は 次 の よ う に な っ て い る  

※ [22] 夏 の 消 や ら ぬ 不 二 の 雪 よ り 厚 く… 父 の 恩  ※ [23] 紅 ゐ の 二 入 よ り 深 き 父 の 恩 

※ [24] 只 う か め る 雲 の ご と く 、 東 に あ る か と 思 へ ば 西 に さ す ら ひ  ※ [25] 坂 上 に 輪 を こ ろ



が す ご と く 、 今 と し 廿 五 年 に な り ぬ   ※ [26] 首 は 白 霜 を い た ゞ く 

父 の 終 焉 日 記 に お い て 俳 文 的 な 要 素 は こ う し た 比 喩 表 現 に! っ て い る 部 分 が 多 い と 思 わ れ る

し た が っ て フ ラ ン ス 語! に お い て も 一 茶 俳 文 の 具 体 的 で ハ ッ キ リ と し た 比 喩 表 現 の 多 用 は フ

ラ ン ス の 詩 的 散 文 prose poétique の! 統 を 思 わ せ る ほ ど フ ラ ン ス の 一 般! 者 に と っ て 通 じ や す

い も の に な っ て い る と い え る の で あ る  

第 Ⅱ 部  ク ロ ー デ ル 晩 年 の 俳 諧 的 表 現 

第 一 章 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の 『 百 扇 帖 』 │ 西 洋 詩 に お け る 「 余 情 」 の 可 能 性 │  

  第 一 節 詩 集 の 付 合 的 な 連 関 性 

 フ ラ ン ス の 詩 人 、 劇 作 家 、 ま た 外 交 官 で あ っ た ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル （ 一 八 六 八 ー 一 九 五 五 ） は 、

駐 日 フ ラ ン ス 大 使 と し て 一 九 二 一 年 か ら 一 九 二 七 年 ま で 、 あ い だ に 約 一 年 の 休 暇 帰 国 を は さ ん で 、

四 年 以 上 日 本 に 滞 在 し て い る 。 そ し て 日 本 滞 在 中 に ま と め て こ ら れ た 作 品 の 中 で も 、 日 本 の 俳 句 の

よ う な 短 章 一 七 二 項 を 集 め た 『 百 扇 帖 』(Cent phrases pour éventails, 1927) と い う 作 品 は 最 も 日 本 的

な も の だ と い え よ う 。 

 本 章 で は 、 フ ラ ン ス の ク ロ ー デ ル 研 究 者 ミ シ ェ ル ・ ト リ ュ フ ェ 氏 が 発 表 し た 一 九 二 七 年 初 版 の フ

ァ ク シ ミ リ と 注 釈 （Michel Truffet, Cent phrases pour éventails, édition critique et commentée avec la 

reproduction en fac similé de l’édition japonaise, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 310, Les 

belles lettres, Paris, 1985 ） を 基 に し て 、 こ の 詩 集 に み ら れ る 付 合 的 な 展 開 法 に つ い て 検 証 し た 。 そ し

て 、 具 体 的 に は 、 作 品 冒 頭 の 二 〇 章 を と り あ げ 、 ク ロ ー デ ル 特 有 の 付 合 的 発 想 に つ い て 、 そ の 特 徴

を 分 析 す る こ と に し た 。 従 来 、 一 篇 ず つ し か 研 究 さ れ て い な か っ た 短 詩 集 で あ る が 、 本 章 の 分 析 に

よ っ て 全 体 の 構 造 が 浮 か び 上 が っ た の で あ る 。 た と え ば 、 最 初 の 八 章 の 展 開 の し か た を 以 下 の 図 式

で 示 す こ と が で き る （ 論 文 に お い て 、 二 〇 章 目 ま で 正 確 に 示 し て い る ） 。 

群 番 号 原 文 （ 冒 頭 の み ） 付 け 方 付 け 方 の 分 類 主 な 題 材 日 本 語 訳 （ 冒 頭 の み ） 

 １ Tu m’appelles la Rose.   植 物 （ 薔 薇 ） 薔 薇 が 言 う … 

一 ２ Au cœur de la pivoine 薔 薇 ↓ 牡 丹 物 付 植 物 （ 牡 丹 ） 白 牡 丹 の 芯 に あ る も の … 

 ３ Glycines  牡 丹 ↓ 藤 物 付 植 物 （ 藤 ） 藤 よ … 

 ４ Glycines   Cèdre 藤 ↓ 同 繰 り 返 し 植 物 （ 藤 ） 藤 と 杉 …   

 

二 

５ Jizô sur son piédestal  匂 付 風 宗 教 （ 地 蔵 ） 石 の 台 座 の 地 蔵 尊 … 

 ６ Une pauvre prière 地 蔵 ↓ 同 繰 り 返 し 宗 教 （ 地 蔵 ） 貧 し い 折 り … 

 

三 

７ Comme un tisserand   匂 付 風 天 象 （ 太 陽 、 雨 ） 織 物 師 の よ う に … 

 ８ Une grenouille saute  太 陽 ↓ 月 

太 陽 ・ 雨 ↓ 空 

物 付 

逆 付 

天 象 （ 月 ） お 月 様 よ … 



 す な わ ち 、 冒 頭 二 〇 章 の 構 造 を み る と 、 い わ ゆ る “ 親 句 ” 的 に ― “ 物 付 ” 的 に 密 接 に 繋 が っ

て い る グ ル ー プ と し て の 群 六 つ か ら 成 り 立 っ て お り 、 し か も 、 同 じ 群 の 中 で は 、 題 材 に お け る 強 い

統 一 性 も う か が え る 。 結 局 、 付 合 か ら み て も 題 材 か ら み て も 、 一 つ の 群 を 、 ま と ま っ た 一 つ の 詩 篇

と し て 扱 い な が ら 、 連 続 的 に 読 む こ と が で き る の で あ る 。 さ ら に 、 各 群 の 相 互 の 展 開 の し か た を 検

証 し て み る と 、 そ の 関 連 性 は い わ ば “ 疎 句 ” 的 ― 蕉 風 で い う “ 匂 付 ” 的 な 展 開 を し て い る こ と

が 注 目 さ れ る 。 た と え ば 、 

（ １ ７ ）  月 に 頂 い た あ の 影 

  無 体 物 と な る 墨 の よ う に 

（ １ ８ ）  わ た し は 世 界 の 涯 か ら 来 た 

  初 瀬 寺 の 白 牡 丹 の 奥 底 に 隠 れ て い る 

  淡 紅 の な に か を 見 る た め に 

 こ の 二 章 は 、 ま っ た く 異 な っ た 題 材 と い っ て も よ い が 、 同 じ よ う な 神 秘 的 な 余 情 が 感 じ ら れ る 。

「 無 体 物 」 で あ る 月 の 影 、 長 谷 寺 の 白 牡 丹 の 奥 底 に 隠 れ て い る 淡 紅 の 「 な に か 」 ― ど ち ら も 繊

細 で 、 美 し く て 、 し か も 掴 み づ ら い 自 然 物 を 題 材 に し て い る 短 章 で あ る 。 つ ま り 、 二 番 目 以 下 の 群

の 最 初 の 短 章 は 、 前 の 群 の 最 後 の 短 章 の 余 韻 ・ 余 情 を 受 け て 、 そ れ に 応 ず る よ う な 付 け 方 に な っ て

い る の で あ る 。 し か も 、 『 百 扇 帖 』 の 一 七 二 章 を 最 後 ま で 通 し て み て も 、 こ う し た 運 び 方 は 全 篇 に

わ た っ て つ づ く の で あ る 。 『 百 扇 帖 』 は 、 い わ ば “ 独 吟 ” の 作 品 で あ り な が ら 、 現 代 の “ 連 詩 ” 発

生 の 萌 芽 に な っ て い る と も い え る 。 現 代 に お け る 連 詩 の 様 々 な 試 み よ り 半 世 紀 も 早 く 、 『 百 扇 帖 』

は す で に 連 詩 の 可 能 性 を 開 い た 作 品 で あ る と い っ て も 過 言 で は な い 。 

  第 二 節 冒 頭 二 〇 章 の 注 釈 

前 節 の 論 を 補 足 す る 役 割 を 果 た す 注 釈 で あ り 、 緊 密 に 作 品 の 成 立 過 程 （ 下 書 き ・ 重 出 ） を 追 究 し た

う え で 、 前 節 の 結 論 を 裏 付 け る 注 釈 研 究 と な っ て い る 。 ま た 、 ク ロ ー デ ル が 日 本 の 連 句 論 に お け る

「 二 花 三 月 」 の 規 則 を 意 識 し て い た か ど う か 、 ま た 比 較 神 話 学 の 視 点 や フ ラ ン ス 象 徴 詩 と の 関 わ り

な ど を 検 証 し 、 栗 村 道 夫 氏 の 注 釈 （ 『L’oiseau noir 』 八 〜 一 二 ） と 違 っ た 観 点 で 詩 集 の 冒 頭 を 分 析

し て い る 。 

  第 三 節 『 百 扇 帖 』 日 本 語 訳 （ 全 文 ） 

 初 め て の 日 本 語 全 訳 と な る 。 翻 訳 の 文 体 に 関 し て は 、 口 語 調 を 選 び 、 な る べ く 原 詩 に 近 い 日 本 語

訳 に し た 。 ク ロ ー デ ル の 文 体 に 関 し て は 、 現 在 の フ ラ ン ス 語 と 全 く 変 わ ら な い 言 葉 で 、 古 め か し い

語 彙 や 文 語 調 の フ ラ ン ス 語 が ど こ に も 見 あ た ら な い 。 一 方 、 『 百 扇 帖 』 が 書 か れ た 大 正 一 〇 年 と い

え ば 、 日 本 語 の 自 由 律 の 詩 に お い て も 、 言 文 一 致 体 が 確 立 し た 時 代 で あ る 。 し た が っ て 、 山 内 義 雄

氏 の 文 語 訳 に 対 し て 、 こ こ で は あ え て 口 語 調 で 翻 訳 し た の で あ る 。 

 ま た 、 作 品 番 号 の 後 「 ー ー 」 と 記 し た 三 十 五 箇 所 に お い て 、 日 本 の 連 句 論 で い う 「 匂 付 」 風 の 付

合 が 認 め ら れ る こ と が 指 摘 さ れ る こ と か ら 、 こ こ で は 改 め て 作 品 構 成 に つ い て の 試 論 を 提 示 し た 。

こ の よ う に 作 品 群 を 明 記 し て 、 全 作 品 を 検 証 す る と 、 以 前 の 第 一 節 と 第 二 節 で 述 べ た 研 究 結 果 が 裏



付 け ら れ て く る の で あ る 。 

第 二 章 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の 『 日 本 短 詩 集 』(Petits Poèmes japonais ） │ 共 同 的 詩 作 の 可 能 性 │  

 第 一 節 『 日 本 短 詩 集 』 に み る ク ロ ー デ ル の 創 作 姿 勢 

 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル は 、 ク ロ ー デ ル は 一 九 三 六 年 一 一 月 一 五 日 刊 行 のLa Revue de Paris と い う 文

学 誌 にPetits Poèmes japonais （ 私 訳 『 日 本 短 詩 集 』 ） と 題 し て 、 日 本 近 世 ・ 近 代 歌 謡 二 五 首 と 小 林

一 茶 作 の 一 句 を “ 翻 案 ” し 、 自 作 と し て 発 表 し た の で あ っ た 。 の ち ク ロ ー デ ル に は そ の 詩 集 に 訂 正

を 加 え 、 一 九 四 五 年 に 単 行 本 と し て 再 版 し た も の も あ る 。 ガ リ マ ー ル 社 に よ る そ の 刊 本 は 、

DODOITZU と 題 し て 四 一 二 五 部 も 刷 ら れ 広 く 流 通 し 、 現 在 に 至 っ て よ く 知 ら れ て い る 。 

 本 章 で は 、 ま ず 、 初 版 のPetits Poèmes japonais を 紹 介 し 、 ク ロ ー デ ル の 創 作 姿 勢 を 考 え る こ と に

し た 。 ク ロ ー デ ル が “ 翻 案 ” し た 日 本 の 原 作 品 に 関 し て は 、 フ ラ ン ス の 初 期 の 日 本 学 者 ジ ョ ウ ル ジ

ュ ・ ボ ノ ー に よ る 『 日 本 詩 歌 選 集 』 （BONNEAU Georges, Anthologie de la poésie japonaise, Paul 

Geuthner, Paris, 1935 ） に お い て 、 全 て の 作 品 の 日 本 語 原 文 を 確 認 す る こ と が で き た 。 さ ら に 、 江 戸

時 代 や 明 治 ・ 大 正 期 に 刊 行 さ れ た 多 数 の 民 謡 集 な ど に 基 づ い て 、 出 典 研 究 を い っ そ う 深 め る こ と も

で き た 。 

 ク ロ ー デ ル は 様 々 な 技 法 を 使 い な が ら 日 本 の 原 作 品 を フ ラ ン ス 語 の 詩 に 置 き 換 え よ う と し た の

で あ る 。 そ の 技 法 と し て 、 ① ク ロ ー デ ル の 文 学 的 感 覚 に 導 か れ た 原 作 品 の 選 択 、 ② 日 本 歌 謡

の 音 調 （ 頭 韻 ） に 代 わ る フ ラ ン ス 語 の 脚 韻 の 使 用 、 ③ 農 民 的 性 格 を 強 調 す る よ う な 比 喩 表 現 の 使

用 （ と く に 擬 人 化 と 擬 物 化 ） ④ “ 本 歌 取 的 ” な 内 容 変 化 な ど を み と め る こ と が で き た 。 

 こ れ ら の 例 と し て 、 『 日 本 短 詩 集 』 に 所 収 さ れ た 一 茶 の 発 句 の “ 翻 案 ” を と り あ げ て み る 。 原 文

の 出 典 は 、 一 茶 没 直 後 に 刊 行 さ れ た 文 政 十 二 年 版 『 一 茶 発 句 集 』 に 記 載 さ れ て い る 。 

（ ▼ は 元 の 日 本 語 の 出 典 作 品 を 指 す 。 ▽ は ボ ノ ー が 翻 訳 し た 、 ▼ の フ ラ ン ス 語 訳 を 指 す 。 ○ は ク ロ ー デ

ル の 作 品 で 、 ▽ を 踏 ま え て い る も の を 指 す 。 ● は 筆 者 に よ る 、 ○ （ ク ロ ー デ ル 作 ） の 日 本 語 訳 を 指 す 。 ） 

二 六 、 ▽ TÉNACITÉ 

Escargot,     ▼ 蝸 牛  

Tout doux, tout doux, va, monte  そ ろ ／ ＼ 登 れ  

Le Fuji !     富 士 の 山 

  ←     

○ L’ESCARGOT ALPINISTE  ● 登 山 家 か た つ む り

L’escargot à l’escalade   山 を 登 る か た つ む り 、 

Sac au dos s’est mis en campagne  リ ュ ッ ク を 背 負 っ て 遠 征 へ 出 か け た 。 

L’escargot à l’escalade   山 を 登 る か た つ む り 、 

Va digérer la montagne !          山 を 食 み 尽 く す の だ ！ 

こ う し た 一 茶 調 の 典 型 的 な 表 現 法 や 題 材 （ 小 動 物 ） の 扱 い 方 を み と め る こ と が で き 、 蝸 牛 を 登 山 家

に 見 立 て た よ う な 作 品 に な っ て い る の で あ る 。 そ れ が 、 ク ロ ー デ ル の 手 に 渡 る と 、 も と も と 単 純 に



見 立 て に と ど ま っ て い た 表 現 は 大 胆 な 擬 人 化 に 発 展 し 、 一 つ だ け で は な く 三 つ の 擬 人 的 表 現 に 発 展

し て し ま う の で あ る 。 ま た 、 ク ロ ー デ ル 作 で は 脚 韻 を ふ ん で い る こ と が 注 目 さ れ る 。 

 『 日 本 短 詩 集 』 に み る ク ロ ー デ ル の 創 作 姿 勢 は 、 原 作 品 の 性 格 に 応 じ て 、 と き に は 控 え 目 で あ り 、

と き に は 大 胆 な 発 想 を 吐 露 し て い る 。 こ の よ う な 詩 作 法 は 、 い わ ば 共 同 的 創 作 に よ る も の で あ り 、

日 本 の 文 学 的 伝 統 、 た と え ば 和 歌 に お け る 本 歌 ・ 本 説 取 の 伝 統 と 共 通 の 発 想 に よ る も の で あ ろ う 。

だ が 一 方 、 西 洋 の 韻 文 学 に お い て は 、 こ れ は 本 来 、 詩 人 の 創 作 と し て 認 め ら れ て い な い 姿 勢 で あ る

と い え よ う 。 五 年 近 く 日 本 に 在 住 し た ク ロ ー デ ル は 、 日 本 の 題 材 だ け で は な く 、 日 本 の 詩 人 の 創 作

姿 勢 か ら も 、 影 響 を 受 け た と 考 え る こ と も で き る 。 ま た 、 外 交 官 の 閲 歴 を 終 え た ば か り の ポ ー ル ・

ク ロ ー デ ル が 、 第 二 次 世 界 大 戦 の 直 前 、 日 本 の 農 民 と 座 を 組 む よ う な 創 作 に 取 り 組 ん だ こ と に 、 文

学 と い う の 枠 を 越 え た 、 歴 史 的 な 意 味 が あ る と み ら れ る の で あ る 。 

  第 二 節 『 日 本 短 詩 集 』 の 出 典 研 究 ・ 全 訳 付 き 

フ ラ ン ス や 日 本 の ク ロ ー デ ル 研 究 者 が 永 年 問 題 に し て き た 、 『 日 本 短 詩 集 』 の 出 典 に つ い て 、 七 番

歌 と 九 番 歌 を 除 い て 、 二 四 篇 の 作 品 出 典 を 検 証 す る こ と が で き た 。 つ ま り 、 ク ロ ー デ ル は 同 時 代 の

日 本 学 者 ボ ノ ー の 『 日 本 詩 歌 選 集 』 に 基 づ い て 翻 案 を つ く っ た こ と は 確 実 で あ る が 、 ク ロ ー デ ル に

よ る 日 本 の 作 品 の 選 択 の し か た を 理 解 す る に は 、 も と も と の 民 謡 の 発 祥 地 や 種 類 を 調 査 す る 必 要 が

あ っ た こ と に な る 。 多 数 の 民 謡 集 に つ い て 調 べ た と こ ろ 、 原 作 品 の 多 く は 以 下 の 六 点 に 出 版 さ れ て

い る も の で あ る と 確 認 す る こ と が で き た 。 本 節 で は 、 民 謡 の 発 祥 地 、 種 類 な ど を 細 か く 記 し た が 、

農 民 的 性 格 に 溢 れ た 労 働 歌 や 素 朴 な 恋 愛 を 詠 ん だ 盆 踊 歌 が 作 品 の 大 部 分 を 占 め て い る と い え る の

で あ る 。 

・ 『 山 家 鳥 虫 歌 』 （ 一 七 七 六 年 刊 行 ） （ 一 一 首 ） 

・ 大 和 田 建 樹 編 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 （ 下 ） （ 博 文 館 ・ 明 治 三 一 ） （ 一 四 首 ） 

・ 文 部 省 刊 行 『 俚 謡 集 』 （ 国 定 教 科 書 共 同 販 売 所 ・ 大 正 三 ） （ 三 首 ） 

・ 湯 朝 竹 山 人 編 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 （ 辰 文 館 ・ 大 正 四 ） （ 一 〇 首 ） 

・ 高 野 辰 之 編 『 日 本 歌 謡 集 成 』 第 六 巻 （ 春 秋 社 ・ 昭 和 三 ） ＆ 第 十 二 巻 （ 春 秋 社 ・ 昭 和 四 ） （ 一 〇 首 ） 

< 付 １> 一 茶 句 試 論 

 Ａ ・ “ 無 国 籍 俳 人 ” 小 林 一 茶 

一 茶 の 発 句 を 鑑 賞 し 、 伝 記 的 な 背 景 を 前 提 に し な い 句 評 を 試 み た 。 五 つ の テ ー マ に 分 け て 、 一 茶 調

の 特 色 、 と く に 西 洋 文 芸 の 趣 味 と 通 用 す る と こ ろ を 究 明 し た 。 （ 一 ） 童 心 に 帰 る （ 二 ） 人 間 と い

う 物 （ 三 ） マ ザ ー ネ ー チ ャ ー （ 四 ） 鶯 も な く 我 も な く （ 五 ） 一 茶 の サ ウ ン ド ス ケ ー プ 

 Ｂ ・ 菜 畑 の 一 服 ― 近 世 の 愛 煙 と 一 茶 ―  

『 一 茶 全 集 』 に 所 収 さ れ て い る 「 た ば こ の 句 」 は 一 〇 〇 句 近 く に の ぼ る 。 そ の 創 作 時 期 に つ い て 、

す べ て 文 化 七 年 以 降 の 作 で あ る と 注 目 さ れ る 。 文 化 時 代 に は 、 一 茶 は ま だ 他 人 の 喫 煙 を 詠 ん だ も の

が 多 く 、 「 社 交 場 の た ば こ 」 と い う 扱 い 方 が 一 般 的 で あ り 、 次 第 に 「 自 慢 の た ば こ 」 と い う や や ダ

ン デ ィ ー な 趣 向 も 現 れ 、 歳 晩 年 に は 農 村 生 活 の 中 の 一 服 と い う タ バ コ の 新 し い 扱 い 方 が 印 象 的 で あ



る 。 つ ま り 、 「 た ば こ 」 と い う 題 材 の 扱 い 方 を 通 じ て 、 一 茶 俳 諧 の 変 化 を 明 解 に 捉 え る こ と が で き

る の で あ ろ う 。 
< 付 ２> 国 際 ハ イ ク に つ い て 

 Ａ ・ フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 壇 の 多 様 性 に つ い て 

フ ラ ン ス 語 の 音 調 的 ・ 文 法 的 特 色 に ふ れ た 後 、 フ ラ ン ス 語 ハ イ ク の 多 様 性 に つ い て 考 察 し た 。 フ ラ

ン ス 語 圏 の 国 々 の 地 理 的 な 多 様 性 も あ り 、 フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 人 た ち は 「 個 性 ・ 地 域 性 」 を 重 視 し 、

組 織 に 束 縛 さ れ る こ と を 好 ま な い が 、 そ の 分 、 日 本 と の 交 流 が 難 し く な っ て い る と い え る の で あ る 。 
 Ｂ ・ 北 ア メ リ カ の ハ イ ク を 読 む 

英 語 圏 と フ ラ ン ス 語 圏 に 分 か れ て い る 地 域 で あ る の で 、 北 ア メ リ カ は 英 語 ・ フ ラ ン ス 語 間 の ハ イ ク

の 比 較 文 学 に 適 し た 対 象 で あ ろ う 。 本 節 で は 句 作 に お け る 、 英 ・ 仏 ・ 日 本 語 の 、 そ れ ぞ れ の 特 質 を

考 え 、 言 語 と 俳 句 と の 関 係 に つ い て 論 じ て い る 。 
 Ｃ ・ 俳 句 か ら ハ イ ク へ 、 そ し て 再 び 俳 句 へ 

す で に 一 世 紀 の 歴 史 を 持 つ 、 西 洋 の 「 ハ イ ク 」 と い う ジ ャ ン ル と 、 日 本 の 俳 句 と の 関 係 を 考 察 し た

試 論 で あ る 。 そ の 二 つ の ジ ャ ン ル が 次 第 に 分 離 し て ゆ く と い う 見 方 が 多 い 今 日 、 逆 の 説 を 採 り 、 現

代 に お け る 越 境 の 俳 人 ・ ハ イ 人 の 作 品 を と り あ げ た 。 い ず れ は 「 俳 句 」 と 「 ハ イ ク 」 と い う 表 記 の

区 別 も 必 要 で は な く な る だ ろ う 。 ロ ー マ 字 の 言 語 で は す で に 両 者 と も 同 じ haiku で あ る と い う 事

実 を 忘 れ て は な ら な い だ ろ う 。 

む す び に 

 以 上 、 一 茶 の 俳 諧 作 品 の 表 現 法 を 考 察 し た と こ ろ 、 西 洋 韻 文 学 に み る よ う な 音 調 の 重 視 や 比 喩 表

現 の 多 用 を 俳 諧 に も み と め る こ と が で き た 。 そ の 背 景 に 、 一 茶 俳 諧 と 近 世 民 謡 と の 関 わ り が 大 き な

要 因 に な っ て い る と い え る か も 知 れ な い 。 一 方 、 俳 諧 の 「 余 情 付 」 （ 匂 付 ） や 共 同 的 詩 作 と い っ た

姿 勢 に 近 い も の が 、 ク ロ ー デ ル 晩 年 の 短 詩 に 著 し い と い う こ と が わ か っ た 。 つ ま り 、 西 洋 の 韻 文 学

に 近 い 俳 諧 も あ れ ば 、 俳 諧 に 近 い 西 洋 詩 も あ り 得 る と い う こ と に な ろ う 。 日 本 の 俳 諧 は 、 特 種 な 定

型 詩 の 伝 統 や 言 語 的 背 景 に 頼 っ て い る 面 が あ る に も か か わ ら ず 、 本 質 的 に は 俳 諧 と 西 洋 詩 と の 相 違

は 必 ず し も ハ ッ キ リ と し た も の で は な く 、 む し ろ 両 者 に 共 通 す る 接 点 を 見 出 す こ と に お い て こ そ 、

日 本 の 俳 人 と 西 洋 詩 人 と の 対 等 な 交 流 の 場 を 認 め る こ と が で き る と い う こ と に な ろ う 。 

 近 ・ 現 代 俳 句 に 関 し て は 、 そ の 基 盤 を 異 に す る と い う 考 え が あ る か も 知 れ な い が 、 近 世 俳 諧 が 近

代 俳 句 の 母 胎 で あ る と い う こ と は 否 定 で き な い だ ろ う 。 近 ・ 現 代 俳 句 に お い て も 、 引 き 続 き 「 余 情 」

の 問 題 が 盛 ん に 論 じ ら れ て き た の で あ る 。 ま た 、 連 俳 や 本 歌 ・ 本 句 取 を 敬 遠 す る よ う に な っ た 近 ・

現 代 俳 句 に お い て も 、 「 俳 句 会 」 と い う 日 本 特 有 の 詩 的 共 同 体 が 未 だ に 重 要 な 組 織 と し て 働 い て い

る こ と は 事 実 で あ る 。 芭 蕉 曰 く 「 俳 諧 は な く て も あ り ぬ べ し 。 た だ 世 情 に 和 せ ず 、 人 情 に 達 せ ざ る

人 は 、 是 を 無 風 雅 第 一 の 人 と い ふ べ し 」 （ 『 続 五 論 』 ） 。 つ ま り 、 日 本 の 近 ・ 現 代 俳 句 に お い て も 、

芭 蕉 以 降 の 近 世 俳 諧 に 通 用 す る よ う な 「 余 情 」 や 「 共 同 的 詩 作 」 と い っ た 特 色 が 未 だ に 重 要 な 要 素

で あ る と 考 え ら れ 、 今 回 の 考 察 の 結 果 を 、 現 代 俳 句 ・ 現 代 西 洋 詩 ・ 現 代 ハ イ ク に も 適 用 し て み る 必



要 が あ る と 確 信 し て い る の で あ る 。 


