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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 七 六 三 ～ 一 八 二 七 ） の 俳 人 小 林 一 茶 と 、 明 治 ・ 大 正 ・ 昭 和 初 期 （ 一 八

六 八 ～ 一 九 五 五 ） 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 。 

 事 実 、 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 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 方 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 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あ と が き 
 

本 論 文 に お け る 研 究 は 、 世 界 各 国 で 展 開 し て い る 俳 句 ・ ハ イ ク の 国 際 化 と 直 接 に は 関 係 し な い よ う

に 見 受 け ら れ る か も 知 れ な い 。 し か し 、 こ こ で 江 戸 後 期 の 俳 人 小 林 一 茶 と 近 代 の フ ラ ン ス 詩 人 ポ ー

ル ・ ク ロ ー デ ル と い う 両 詩 人 を 選 ん だ の は 、 決 し て 私 意 に よ る も の で は な い 。 こ の 二 人 は 、 俳 諧 と

西 洋 詩 と い う そ れ ぞ れ の ジ ャ ン ル に お い て 、 き わ め て 大 胆 な 表 現 法 に 挑 戦 し 、 そ れ に よ っ て 様 々 な

問 題 を 提 起 し た 詩 人 と い え る の で あ ろ う 。 

 今 日 、 俳 句 の 国 際 化 を 論 じ る 場 合 、 一 般 に は 「 季 語 」 「 切 字 」 と い っ た 俳 句 の 要 素 を ど の よ う に

他 言 語 に 翻 訳 さ れ 得 る か に つ い て 考 察 す る こ と は 第 一 の 課 題 で あ ろ う 。 し か し 、 本 来 、 俳 句 （ 少 な

く と も 俳 諧 ） の 「 真 髄 」 と 呼 べ る も の は 、 こ う し た 言 語 表 現 の 技 術 的 要 素 よ り も 深 い と こ ろ に あ る

の で は な い か 。 つ ま り 、 近 世 俳 諧 の 詩 学 的 分 析 を 試 み る こ と こ そ 、 国 際 ハ イ ク の 可 能 性 を 考 察 す る

こ と に な る の で は な い か 。 た と え ば 、 「 季 語 」 の 本 意 を ふ ま え る と い う 創 作 姿 勢 は 、 共 同 的 詩 作 法 

― 共 同 的 想 像 力 に よ る も の で あ り 、 ま た 「 切 れ 」 を と と の え る と い う 趣 向 は 、 連 俳 の 付 合 か ら 発

展 し た 表 現 意 識 で あ る と 思 え る の で あ ろ う 。 今 後 も 、 俳 句 の 国 際 化 を 進 め る に あ た っ て 、 近 代 以 前

の 俳 諧 の 詩 学 的 研 究 が 必 要 不 可 欠 で あ る と 確 信 し 得 る の で あ る 。 

 一 方 、 西 洋 詩 の 比 喩 表 現 や 押 韻 の 多 用 に 関 し て は 、 そ れ ら を 否 定 せ ず に 、 そ の 根 源 に あ る 美 意 識

と 日 本 詩 歌 （ 俳 諧 ・ 連 歌 ・ 和 歌 ・ 民 謡 な ど ） と の 接 点 を 追 う よ う な 研 究 も 重 要 で あ り 、 こ う し た 研

究 に よ っ て 俳 諧 と 西 洋 詩 と の 共 通 域 を 追 究 す る こ と が で き る の で あ ろ う 。 

 最 後 に 、 俳 諧 の 詩 学 的 研 究 の 必 要 性 を 教 え て 頂 き 、 当 初 か ら 終 始 一 貫 し て 親 し く ご 指 導 を 頂 い た

堀 切 実 先 生 を は じ め 、 近 世 文 学 の 魅 力 を 教 え て 頂 い た 中 嶋 隆 先 生 に 心 か ら 謝 意 を 捧 げ た い 。 ま た 、

日 本 学 の 方 法 を 教 え て 頂 い た ジ ャ ク リ ー ン ・ ピ ジ ョ ー 先 生 、 セ シ ル ・ サ カ イ 先 生 、 ク ロ ー デ ル 研 究

の 初 歩 を 導 い て 頂 い た 中 條 忍 先 生 、 内 藤 高 先 生 、 比 較 文 学 会 の 芳 賀 徹 先 生 、 川 本 皓 嗣 先 生 に 多 く の

学 恩 を 賜 っ た 。 理 想 的 な 研 究 生 活 を 可 能 に し て 頂 い た 文 部 省 の 奨 学 金 制 度 、 早 稲 田 大 学 国 際 セ ン タ

ー ・ 教 育 学 研 究 科 の 暖 か い サ ポ ー ト に も 謝 意 を 表 し た い 。 記 し て 厚 く お 礼 を 申 し 上 げ る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


