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

一 は じ め に 、 フ ラ ン ス に お け る 一 茶 句 の 評 価 

 

 

 

 お よ そ 百 年 前 か ら 欧 米 の 日 本 学 者 は 日 本 の 俳 文 学 を 理 解 し よ う と 、 様 々 な 見 解 や 解 説 を 発 表 し て き た 。

中 で も 初 代 の 日 本 学 者 の 一 人 、 フ ラ ン ス の ポ ー ル ＝ ル イ ・ ク ー シ ュ ー は 一 九 〇 三 年 に 二 四 歳 と い う 若 さ

で 初 来 日 し 、 一 九 〇 六 年 に 俳 句 ・ 川 柳 に 関 す る 論 文 「 ハ イ カ イ ー 日 本 の 詩 的 エ ピ グ ラ ム Ⅰ ～ Ⅳ 」 （ １ ）

を 発 表 し た 。 フ ラ ン ス の 日 本 学 の 出 発 点 と も い え る こ の 研 究 書 に は 、 一 五 五 句 が 翻 訳 ・ 解 説 さ れ 、 日 本

の 俳 諧 一 般 に 関 す る 論 が 試 み ら れ て い る 。 し か し 意 外 に も そ こ に 最 も 多 く 登 場 す る 俳 人 は 蕪 村 （ 六 四 句 ）

で あ り 、 次 位 の 芭 蕉 の 作 品 は 一 四 句 に 限 ら れ る の で あ る 。 た と え ば 、 蕪 村 の 

春 雨 や も の が た り ゆ く 蓑 と 傘 

を 取 り 上 げ て 、 ク ー シ ュ ー は 次 の よ う に 述 べ て い る 。 

こ う し た 事 物 を 見 る と き の 特 別 な 見 方 、 と い う か 、 自 然 に 対 す る 独 自 の 感 情 、 つ ま り 、 画 家 の 才 能

に 恵 ま れ た 国 民 の 観 察 眼 の 習 癖 や 憧 憬 の 傾 向 と い っ た も の を 私 た ち に 教 え て く れ も す る 

ク ー シ ュ ー は 、 日 本 の 俳 諧 の 発 句 を 主 に 瞬 間 の 観 察 詩 と し て 定 義 し た と い え よ う （ ２ ） 。 ま た 、 ク ー シ ュ

ー は 一 茶 の 一 句 だ け を 取 り 上 げ て 、 

露 の 世 は 露 の 世 な が ら さ り な が ら 

に つ い て 

俳 人 は 実 体 の な い 現 世 の は か な い 姿 を じ っ と 見 つ め る 、 し か も そ の 姿 を 眺 め る こ と を 不 快 と は 思 わ

な い 。 

と 説 明 し 、 ま っ た く 『 お ら が 春 』 の コ ン テ ク ス ト に ふ れ ず に 、 改 め て 日 本 の 俳 人 に よ る 観 察 力 だ け を 強

調 す る の で あ る 。 事 実 、 こ の 俳 句 観 は 百 年 後 の 今 日 に 至 っ て も な お 根 強 く 西 洋 の 学 会 や 詩 壇 に 大 き な 影

響 を 与 え 続 け て い る の で あ る 。 英 米 に お け る 俳 文 学 の 受 容 に つ い て 、 シ ラ ネ ・ ハ ル オ 氏 は 次 の よ う に 述

べ て い る 。 

俳 句 は 主 と し て 、 も の ＝ 対 象 （ と り わ け 小 さ い も の ） の 詩 、 「 感 覚 」 の 詩 、 瞬 間 の 詩 で あ る と 考

え ら れ て き た 。 ま た 俳 句 を 精 神 的 な コ ン テ ク ス ト や 、 自 伝 的 ・ 個 人 的 な と ら え 方 か ら 解 釈 す る 、

と り わ け 「 俳 句 的 経 験 」 と し て 見 る 傾 向 が つ よ い 。 英 語 に よ る ハ イ ク は 、 イ マ ジ ス ト や 二 十 世 紀



初 頭 の 盛 期 モ ダ ニ ス ト 詩 人 た ち の 文 学 的 信 条 を 引 き 継 い で い る … （ ３ ） 

こ う し た 日 本 の 俳 文 学 に 対 す る 見 方 を 、 そ し て ま た 一 茶 に 対 す る 見 方 を 画 期 的 に 改 め た の は 、 一 九 三 〇

年 代 の 日 本 学 者 、 フ ラ ン ス の ジ ョ ー ル ジ ュ ・ ボ ノ ー で あ る 。 哲 学 専 攻 の 学 生 で あ っ た ク ー シ ュ ー に 対 し

て 、 ボ ノ ー は も と も と 象 徴 詩 の 詩 学 の 専 門 家 で あ り 、 パ リ 大 学 や 京 都 帝 国 大 学 の 文 学 博 士 で あ り 、 京 都

帝 国 大 学 教 授 や 京 都 日 仏 学 院 の 院 長 な ど を 勤 め た 一 流 学 者 だ っ た と い え よ う 。 一 九 三 五 年 に 出 版 さ れ た

『 日 本 詩 歌 選 集 』 に 、 ボ ノ ー は 広 義 の 日 本 の 詩 歌 三 〇 六 篇 を 紹 介 し 、 翻 訳 す る （ ４ ） 。 そ の う ち 、 「 ど ど

い つ 」 は 一 一 六 首 （ た だ し 、 実 際 そ の 大 部 分 は 都 々 逸 節 で は な く 、 『 山 家 鳥 虫 歌 』 等 か ら 引 い た 近 世 諸

国 の 民 謡 で あ る ） 、 短 歌 は 一 〇 五 首 、 俳 句 は 五 四 句 、 新 体 詩 は 三 一 篇 と い う 構 成 の ア ン ソ ロ ジ ー で あ る 。

こ こ で は 、 最 も 頻 繁 に 登 場 す る 作 者 は 、 芭 蕉 と と も に 一 茶 で あ り 、 両 者 と も 二 五 句 ず つ が 翻 訳 さ れ て い

る 。 芭 蕉 は と も あ れ 、 な ぜ 一 茶 が こ ん な に 重 視 さ れ て い る の で あ ろ う か 。 こ の 書 の 序 文 に ボ ノ ー は 次 の

よ う に 述 べ て い る 。 

わ れ わ れ フ ラ ン ス 人 は （ 俳 句 に つ い て ） よ く 勘 違 い を す る の だ 。 一 茶 と い う 名 の 百 姓 が 奇 跡 的 な 人

情 の 厚 さ を も っ て 最 も 感 動 的 な 俳 句 を 残 し て い な か っ た ら 、 （ 俳 句 に は ） い つ ま で も 大 し た 人 間 性

が 表 れ る こ と も な か っ た の で あ ろ う 。      

一 茶 の 発 句 に み る 農 民 的 な 「 人 情 の 厚 さ 」 を 高 く 評 価 し 、 そ れ ま で に な か っ た 俳 句 観 を 主 張 す る と と も

に 、 ボ ノ ー は フ ラ ン ス に お け る 一 茶 研 究 の 出 発 点 を 示 し た の で あ る 。 そ の 後 、 と く に 戦 後 フ ラ ン ス で は 、

多 く の 一 茶 選 集 が 翻 訳 さ れ る こ と に な っ た が 、 そ こ に も ボ ノ ー の 影 響 を う か が う こ と が で き よ う （ ５ ） 。

ま た 、 最 も 最 近 の も の と し て は 、 リ ヨ ン 大 学 の ジ ャ ン ・ シ ョ レ ー 氏 の 翻 訳 集 が あ り 、 そ の 序 文 に よ る と （ ６ ） 、 

一 茶 の 大 量 の 作 品 を 調 べ る と 、 い た る と こ ろ に 一 瞬 の 喜 び 、 あ る い は 一 時 の 悲 し み 、 怒 り 、 孤 独 な

ど 、 感 情 に 導 か れ た 発 句 を 常 に 目 に す る こ と が で き る 。 『 七 番 日 記 』 の 頃 か ら 、 作 品 の 意 味 や そ の

深 み を 理 解 す る に は 特 別 な 判 読 能 力 が 必 要 で は な い 。 一 茶 は 芭 蕉 と 同 じ よ う に 芯 か ら の 日 本 人 で あ

り な が ら 、 そ れ と と も に 、 自 分 の 国 の 習 性 を は る か に 超 越 し た 、 全 人 類 に 通 用 す る 詩 人 に な る こ と

に 成 功 し た と い え る の で あ る 。     

と 述 べ て 、 叙 情 性 と 分 か り や す さ に よ る 一 茶 句 の 国 際 性 を 注 目 す る 。 ま た 、 こ れ を 受 け て 、 『 ル ・ モ ン

ド 』 紙 の 日 本 駐 在 員 フ ィ リ ッ プ ・ ポ ン ス 氏 は 、 フ ラ ン ス の 一 般 読 者 の 視 点 か ら 、 一 茶 に 対 す る 関 心 の 深

さ を 次 の よ う に 表 示 し た （ ７ ） 。 

こ の 日 本 の 詩 人 は 古 典 の 印 象 派 的 な エ ピ グ ラ ム に 庶 民 的 な 色 合 い を 添 え る こ と が で き た 。 （ 中 略 ）

芭 蕉 没 後 、 蕉 風 を 書 き 換 え る よ う な 作 者 が 続 い た が 、 俳 諧 は 下 り 坂 を 歩 ん で い た 。 そ の 中 で 小 林 一

茶 だ け が 、 芭 蕉 と 比 肩 で き る よ う な 作 者 だ っ た と い え る だ ろ う 。 

      

 

 

二 日 本 詩 歌 の 音 調 に つ い て 

 



 日 本 の 定 型 詩 の 色 々 な 仏 訳 を 調 べ て み る と 、 ボ ノ ー の 頃 か ら シ ョ レ ー 氏 の 研 究 ま で 、 ほ と ん ど の 翻 訳

者 が 、 フ ラ ン ス 語 を 用 い て も 、 五 ・ 七 ・ 五 や 五 ・ 七 ・ 五 ・ 七 ・ 七 等 の 韻 律 を 守 っ て い る こ と が 注 目 さ れ

る 。 こ の 点 に つ い て 、 ボ ノ ー は 日 本 詩 歌 に お け る 音 調 を 次 の よ う に 説 明 し て い る （ ４ ） 。 

な ぜ 詩 歌 が 詩 歌 で あ っ て 、 散 文 と 違 う も の で あ ろ う か 。 そ れ は 言 語 に 含 ま れ て 、 し か し 単 語 そ の ま

ま の 意 味 を 超 越 し た 特 質 が あ る か ら こ そ 、 つ ま り こ と ば に バ ラ ン ス 、 リ ズ ム 、 イ メ ー ジ 、 ひ び き が

加 え ら れ て い る か ら こ そ 、 詩 歌 が 生 ま れ る の で あ ろ う 。 （ 中 略 ） 実 は 、 日 本 語 の 音 調 的 技 法 は （ フ

ラ ン ス 語 の 音 調 的 技 法 と ） 同 様 の も の で あ る 。 さ ら に い え ば 、 日 本 詩 歌 の す べ て の 作 品 を フ ラ ン ス

語 に 訳 す こ と が で き る 筈 な の だ 。 な ぜ な ら ば 、 

① 「 ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ 、 カ ・ キ ・ ク ・ ケ ・ コ 」 な ど と い っ た 日 本 語 の 基 本  

的 な 発 音 は ほ ぼ 全 音 フ ラ ン ス 語 に も 含 ま れ て い る 。 

② 日 本 詩 歌 の 音 律 は 音 節 の 数 に 基 づ い て お り 、 強 弱 ア ク セ ン ト な ど と の 関 わ り が な い 。 と こ ろ で 、

ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 の 中 で は 、 フ ラ ン ス 語 だ け が （ 日 本 語 と ） 同 じ よ う に 対 等 な 音 節 を 並 べ て い る の

で あ る 。 一 方 、 他 の ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 に よ る 詩 歌 は み な 音 節 の 長 さ や 強 弱 に 基 づ い て 作 ら れ て い る

の で あ る 。 

③ し た が っ て 、 フ ラ ン ス 詩 歌 と 日 本 詩 歌 は 同 じ よ う な 技 法 に 拠 る こ と に な っ た の で あ る 。 

△ 子 音 頭 韻 

例 ： 「 鳴 く 声 聞 け ば 」 、 「 鳴 り に し 奈 良 の 」 （ 例 の 中 略 ） 

△ 母 音 頭 韻 （ 明 る く て 鋭 い 母 音 は 「 ア ・ イ ・ エ 」 で 、 鈍 く て 暗 い 母 音 は 「 ウ ・ オ 」 で あ る ） 

例 ： 「 浅 草 雁 が 」 、 「 お ぼ ろ 月 夜 の 」 

△ 短 い 単 語 の 連 続 に よ る 加 速 効 果 

例 ： 「 色 を も 香 を も 」 、 「 お 茶 の 茶 の 茶 の 茶 の 木 の 元 で 」 

△ 語 呂 あ そ び 

例 ： 「 川 端 通 れ ば か わ ず あ ぐ ら か い て 」 

△ 反 復 

例 ： 「 臼 よ 回 れ よ 回 れ よ 臼 よ 晩 の 夜 び き に 回 り あ う 」 

△ 最 後 に 、 あ る 意 味 で は 脚 韻 に 似 た 音 の く り 返 し を み と め る こ と も で き よ う 。 

例 ： 「 … 雪 の 新 潟 吹 雪 に 暮 れ る 佐 渡 は 寝 た か や 日 が 見 え ぬ 」 

 つ ま り 、 日 本 詩 歌 に お い て も 韻 に 準 ず る か た ち の 音 調 的 技 法 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て お り 、 そ の 技 法

に 関 し て は フ ラ ン ス 詩 歌 と の 共 通 点 が 著 し い と い う こ と に な ろ う 。 し か し 、 従 来 の 日 本 文 学 観 に よ る と 、

日 本 詩 歌 に は 韻 が 存 在 し な い と い わ れ て い る 。 ボ ノ ー の 見 解 は 単 な る フ ラ ン ス 中 心 主 義 に よ る 偏 見 で あ

ろ う か 。 

 日 本 詩 歌 に み る 韻 に つ い て 、 パ リ 大 学 の ジ ャ ク リ ン ・ ピ ジ ョ ー 氏 は 『 日 本 詩 学 の 問 題 』 （ ８ ） に 、 次 の

よ う に 述 べ て い る 。 

日 本 上 代 詩 歌 に は 母 音 頭 韻 が 多 用 さ れ て い た に も か か わ ら ず 、 平 安 時 代 の 和 歌 の 頃 か ら 韻 の 使 用 が



次 第 に 否 定 さ れ て い っ た の は 何 故 で あ ろ う か 。 そ の 理 由 は 、 中 国 定 型 詩 に 韻 の 使 用 が た い へ ん 重 要

視 さ れ て い た か ら で は な い か 。 

換 言 す れ ば 、 平 安 時 代 の 歌 人 た ち は 、 中 国 の 詩 と 自 分 達 の 詩 歌 と の 区 別 を は っ き り さ せ る た め に 、 な る

べ く 韻 の 使 用 を 避 け よ う と し た 、 と い う こ と に な ろ う 。 そ う 考 え る と 、 韻 の 使 用 は 、 必 ず し も 日 本 語 の

本 来 の 音 調 と 矛 盾 し な い と う こ と が い え よ う 。 そ し て 、 と も か く 、 ボ ノ ー に よ る と 、 日 本 詩 歌 の す べ て

の ジ ャ ン ル に は ー 近 世 民 謡 、 短 歌 、 俳 句 、 新 体 詩 を 問 わ ず ー 脚 韻 、 反 復 、 語 呂 あ そ び 、 短 い 単

語 の 連 続 、 母 音 頭 韻 や 子 音 頭 韻 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る と い う の で あ る 。 さ て 、 ボ ノ ー が と く に 評

価 し た 一 茶 の 発 句 の 場 合 、 そ れ ら の 音 調 的 技 法 は 本 当 に 効 果 的 に 使 用 さ れ て い る だ ろ う か 。 

 

 

三 一 茶 句 の 音 調 に つ い て 

  

 は じ め に 脚 韻 の 点 か ら 考 え て み た い 。 ま ず 、 一 般 的 な 観 点 か ら 、 日 本 語 に よ る 脚 韻 使 用 の 可 能 性 に つ

い て 検 討 す る こ と に し よ う 。 事 実 日 本 語 で も 、 支 考 が 創 始 し た 俳 詩 と い う ジ ャ ン ル に は 、 漢 詩 に 習 っ て

脚 韻 の 使 用 が 試 み ら れ た こ と が あ る 。 し か し 、 松 本 義 一 氏 （ ９ ） に よ る と 、 そ の 俳 詩 に お い て も 、 同 母 音

（ 同 じ ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ の 段 ） の 脚 韻 が 認 め ら れ た も の の 、 一 音 節 以 上 の 脚 韻 （ 「 万 葉 韻 」 、 「 二 字

韻 」 な ど ） は 、 煩 瑣 で し つ こ い 表 現 と み な さ れ た と い う 。 ま た 、 小 林 路 易 氏 は 、 『 掛 詞 の 比 較 文 学 的 考

察 』 （ １ ０ ） に お い て 、 俳 詩 が 必 ず し も 流 行 し な か っ た と い う 事 実 を 述 べ 、 そ の 理 由 と し て 日 本 語 の 文 法 が

脚 韻 の 使 用 に 向 か な い と 主 張 し て い る の で あ る 。 な ぜ な ら ば 日 本 語 で 脚 韻 を 踏 も う と す る と 、 句 末 に 同

じ よ う な 用 言 の 語 尾 や 接 尾 詞 が 続 出 す る と い う 傾 向 が 避 け ら れ な い か ら で あ る 。 多 様 な 脚 韻 を 可 能 に す

る 中 国 語 や ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 の 文 法 と 、 日 本 語 や 朝 鮮 語 の よ う な 文 法 と の 間 に 、 決 定 的 な 違 い が あ る と

い え る の で あ る 。 

 た し か に 、 「 て に を は 」 な ど を 語 尾 に つ け る 日 本 語 で は 、 二 句 が 同 じ 音 節 で 終 わ る と い う 表 現 は 、 ど

ち ら か と い う と 単 調 で 散 文 的 な 印 象 を 与 え る こ と に な ら ざ る を 得 な い と い え る か も し れ な い 。 た と え ば 、

一 茶 の 発 句 に 同 じ 音 節 で 韻 を 踏 む 例 句 を 捜 す と 、 

梅 さ け ど 鶯 な け ど ひ と り 哉     （ 享 和 句 帖 ） 

手 枕 や 年 が 暮 よ と く れ ま い と    （ 文 政 句 帖 ） 

大 の 字 に 寝 て 涼 し さ よ 淋 し さ よ   （ 七 番 日 記 ） 

な ど が あ る 。 そ う い う 例 句 が 著 し く 多 い と は い え ま い が 、 右 の 三 句 を 読 ん で わ か る よ う に 、 用 言 の 語 尾

や 接 尾 詞 の く り 返 し が 目 だ ち 、 文 体 の 単 調 な こ と や こ と ば の ひ び き の 単 調 さ が 感 じ ら れ る 。 こ れ ら の 三

句 は い ず れ も 、 そ の 単 調 な 表 現 を も っ て 、 か え っ て 一 茶 は 窮 屈 な 気 分 を 巧 み に 表 現 し て い る と い う 点 を

注 目 す る こ と も で き る 。 つ ま り 、 一 茶 の 発 句 の 場 合 、 同 音 節 の 脚 韻 の 使 用 は 表 現 の 並 行 体 を し つ こ く 強

調 す る き ら い が あ り 、 独 特 な コ ン テ ク ス ト に お い て し か 成 功 例 を 見 出 す こ と が で き な い よ う に み え る の

で あ る 。  



 ま た 、 同 じ 母 音 を ふ む 脚 韻 の 例 句 に つ い て も 、 一 茶 の 作 品 に 多 数 は 見 あ た ら な い 。 あ え て 取 り 上 げ れ

ば 、 

寒 月 や 喰 （ く ひ ） つ き さ う な 鬼 瓦   （ 七 番 日 記 ） 

雉 う ろ ／ ＼ ／ ＼ 門 を 覗 く ぞ よ   （ “ ） 

と い っ た 種 類 の 発 句 が ま れ に み ら れ る だ け で あ る 。 実 際 、 二 句 目 に は 脚 韻 だ け で は な く 、 擬 態 語 の 反 復

に よ る 音 調 的 効 果 も 伴 っ て い る と 指 摘 さ れ る 。 結 局 、 五 つ の 母 音 し か も た な い 日 本 語 で は 、 発 句 の よ う

な 短 詩 の 場 合 、 上 五 ・ 中 七 ・ 下 五 の 三 句 と も 同 じ 母 音 で 終 わ る と い う 表 現 に し か 音 調 的 効 果 が 感 じ ら れ

な い の で あ ろ う 。 と も か く 、 一 茶 の 発 句 の 場 合 、 ボ ノ ー が 指 摘 し た よ う な 、 脚 韻 に 似 た 音 の く り 返 し を

み と め る こ と は 困 難 で あ る と い え よ う 。 

 次 に は 、 一 茶 句 に み る 反 復 表 現 の 使 用 に つ い て 考 え て み た い 。 脚 韻 と は 対 照 的 に 、 こ の 表 現 法 が 大 変

頻 繁 に 使 用 さ れ て い る こ と に 気 づ く の で あ る 。 代 表 句 だ け を み て も 、 

露 の 世 は 露 の 世 な が ら さ り な が ら   （ お ら が 春 ） 

 む ま そ う な 雪 が ふ う は り ふ は り 哉  （ 成 美 評 一 茶 句 稿 ）  

 大 蛍 ゆ ら り ／ ＼ と 通 り け り     （ お ら が 春 ）  

な ど が る 。 中 で も 、 オ ノ マ ト ペ （ 擬 音 語 ・ 擬 声 語 ・ 擬 態 語 ・ 擬 情 語 ） の 反 復 が と く に 多 い こ と が 注 目 さ

れ る 。 た と え ば 「 ふ う は り と 」 や 「 ゆ ら り と 」 と い っ た 擬 態 語 の 反 復 に よ っ て 、 オ ノ マ ト ペ の 部 分 が 発

句 の 十 七 音 の う ち 、 七 音 以 上 を 占 め る こ と に な り 、 表 現 の 冗 長 を も た ら し て い る の で は な い か と 思 え る 。

こ の こ と に つ い て 、 丸 山 一 彦 氏 は 次 の よ う に 述 べ て い る （ １ １ ） 。 

一 茶 の 場 合 は 、 擬 態 語 や 擬 声 語 の 使 用 そ の も の が 一 句 の 感 興 の 中 心 に 置 か れ る 傾 き が あ る 。 そ の 用

法 は ま こ と に 軽 妙 自 在 で は あ る が 、 そ の 口 誦 性 に 軽 く 興 ず る 姿 勢 が 主 で あ り 、 詩 的 内 容 は 意 外 に 希

薄 で 、 余 韻 や 余 情 に 乏 し い の で あ る 。 

し か し 、 非 常 に 単 純 な 詩 的 内 容 で も 、 一 茶 の 反 復 表 現 に は は っ き り と 句 作 上 の 主 体 的 な 意 識 が み ら れ る

の で は な い か 。 「 露 の 世 は 」 の 句 に は 、 二 重 の 反 復 に よ る 感 情 的 効 果 は 確 か な も の で 、 長 女 “ さ と ” の

死 後 呆 然 と し て 言 葉 を 失 っ た 一 茶 の 心 情 を 明 解 に あ ら わ し て い る だ ろ う 。 同 じ よ う に 、 

 亡 き 母 や 海 見 る 度 に 見 る 度 に   （ 七 番 日 記 ） 

と い う 無 季 の 句 に 、 反 復 表 現 が 風 景 の 空 白 や 作 者 の 喪 失 感 を 力 強 く 詠 っ て い る と い え る だ ろ う 。 た し か

に 「 む ま そ う な 」 の 句 は 、 

惟 然 坊 が 洒 落 に お ち 入 ら ん 事 、 お そ る ゝ 也  （ 成 美 評 一 茶 句 稿 ） 

と 成 美 か ら 批 判 を 受 け た こ と も 知 ら れ て い る が 、 惟 然 の 「 水 さ つ と 鳥 よ ふ は ／ ＼ ふ う は ふ は 」 の 句 と 比

し て 、 こ の 一 茶 の 反 復 表 現 「 ふ う は り ふ は り 」 は 動 作 の く り 返 し 、 延 々 と つ づ く 重 た げ な 春 の 雪 片 の 波

を 適 切 に あ ら わ し て い る と い え る 。 ま た 、 先 の 「 大 蛍 」 の 句 で は 、 動 作 の く り 返 し で は な い が 、 動 作 の

緩 慢 性 が 巧 み に 出 て い る と い え る 。 さ ら に 、 

 団 栗 の ね ん ／ ＼ こ ろ り ／ ＼ 哉   （ 七 番 日 記 ） 

と い う 句 も 、 上 五 を 「 瓜 西 瓜 （ う り す い か ） 」 や 「 夕 霰 」 と す る 類 句 が み ら れ る が 、 い ず れ も 子 守 歌 の リ ズ



ム を 真 似 た 反 復 表 現 こ そ 、 一 句 の 感 興 の 中 心 に な っ て 、 独 創 的 で あ る と い え よ う 。 堀 切 実 氏 （ １ ２ ） の こ と

ば を 借 り る と 、 

く り 返 し を 意 識 的 に 使 用 す る こ と は 、 “ う た ” の 根 源 に あ る 非 日 常 的 な 音 の 呪 性 を と り 戻 す こ と に

も つ な が る の で あ り 、 そ れ は 究 極 的 に 、 芸 術 表 現 の 働 き と し て 、 創 造 的 営 為 で も あ る わ け で あ る 。

（ 中 略 ） 一 般 に 、 省 略 が 表 現 の 冗 長 度 を 低 め る 効 果 を も つ の に 対 し て 、 反 復 は そ の 逆 の よ う に と ら

れ や す い が 、 必 し も そ う は な ら な い の で あ る 。 

と い う こ と に な る 。 

 次 に 、 ボ ノ ー が 指 摘 し た 音 調 的 技 法 の 中 に は 、 短 い 単 語 の 連 続 に よ る 加 速 効 果 も あ る 。 一 茶 句 に 例 を

捜 す と 、  

下 々 も 下 々 下 々 の 下 国 の 涼 し さ よ  （ 七 番 日 記 ） 

雀 の 子 そ こ の け そ こ の け 御 馬 が 通 る   （ お ら が 春 ） 

な ど が 有 名 で あ る 。 「 下 々 も 下 々 」 の 句 は 、 「 ゲ 」 と い う “ 固 い ” 音 の 早 い く り 返 し に よ っ て 、 不 快 か

つ 落 ち 着 き の な い 雰 囲 気 を 作 り 上 げ て 、 下 の 句 の 「 ス ズ シ サ ヨ 」 を さ ら に さ わ や か に 感 じ さ せ る 効 果 を

与 え て い る と い え よ う 。 ま た 、 「 雀 の 子 」 の 句 で は 、 「 そ こ 」 と 「 の け 」 と い っ た 短 い 単 語 を 二 度 く り

返 す こ と に よ っ て 、 せ わ し な く 急 い で い る さ ま が よ く 伝 わ っ て く る の で あ る 。 し か も そ の 焦 っ て い る 心

境 と は 対 照 的 に 、 「 オ ウ マ ガ ト ホ ル 」 と い う 下 の 句 で は 二 字 の 字 余 り に よ っ て 音 が 延 ば さ れ て 、 大 名 行

列 の 長 々 し い 姿 を う か が う こ と も で き よ う 。 つ ま り 一 茶 の 発 句 に は 、 短 い 単 語 の 連 続 に よ る 加 速 効 果 だ

け で は な く 、 逆 に 長 い 単 語 、 ま た は 延 音 の 入 っ た 単 語 に よ る 減 速 効 果 を 巧 み に 使 う こ と も み ら れ る の で

あ る 。 延 音 に つ い て い え ば 、 先 の 

む ま そ う な 雪 が ふ う は り ふ は り 哉   （ 成 美 評 一 茶 句 稿 ）  

大 蛍 ゆ ら り ／ ＼ と 通 り け り    （ お ら が 春 ）  

な ど も 、 減 速 効 果 を あ げ て い る 例 で あ る 。 も ち ろ ん 、 延 音 の 逆 で あ る 促 音 （ っ ） や 撥 音 （ ん ） の 使 用 に

も 独 自 の 効 果 が あ り 、 そ れ を 使 用 す る 一 茶 の 例 句 も 少 な く な い 。 沼 波 瓊 音 氏 （ １ ３ ） も 、 

 語 勢 を 強 め ん が 為 に は 、 促 音 と 撥 音 と の 有 効 な る 場 合 多 し 、 （ 中 略 ） 

  や せ 蛙 ま け る な 一 茶 こ れ に あ り 

 も し こ の 俳 人 の 名 、 「 い ち さ 」 と よ む べ き な ら む に は 、 そ の 処 だ れ て 調 和 を 欠 く べ し 。 

と 指 摘 し て を り 、 改 め て 一 茶 句 に み る 音 調 の 重 要 性 を 知 る こ と が で き る 。 

 と こ ろ で 、 一 茶 句 の 中 に 語 呂 あ そ び に 近 い も の も 多 い 。 た と え ば 、 

が り ／ ＼ と 竹 か ぢ り け り き り ゛ ／ ＼ す  （ 七 番 日 記 ） 

さ ぼ て ん の さ め は だ 見 れ ば 夜 寒 か な   （ “ ） 

に み ら れ る よ う に 、 一 茶 は 一 句 の 中 の 音 を 第 一 に 優 先 し て 考 え る こ と も あ る の で あ る 。 「 が り が り 」 と

い う オ ノ マ ト ペ の あ と 、 き り ぎ り す の 羽 音 を 連 想 さ せ る よ う に 「 か ぢ り け り 」 と い う 動 詞 が 語 呂 の 動 き

を 効 か せ て 選 ば れ て い る の だ ろ う 。 ま た 、 「 さ ぼ て ん 」 の 句 に 関 し た は 、 こ の 句 は 文 化 八 年 や 文 化 一 一

年 の 『 七 番 日 記 』 に 重 出 し て い る が 、 『 我 春 集 』 （ 文 化 八 ） に み る 初 案 は 「 さ ぼ て ん の さ め は だ 見 れ ば



秋 の 風 」 で あ っ た の で 、 音 調 を 考 え た 上 で 再 案 さ れ て き た こ と が 明 ら か に な る 。 一 茶 は 「 サ 」 と い う 音

の く り 返 し を 重 ね る こ と で 寒 さ を 強 調 し よ う と 、 オ ノ マ ト ペ で は な い 単 語 で も 、 オ ノ マ ト ペ と 同 じ よ う

に 、 主 に 音 の 働 き の た め に 使 用 し て い る の で あ る 。 

 ボ ノ ー が 指 摘 し た 音 調 的 技 法 と し て は 、 他 に 頭 韻 と い う 表 現 法 の 問 題 が 残 っ て い る 。 頭 韻 と い う の は 、

句 頭 ま た は 語 頭 に く り 返 さ れ る 韻 の こ と を い う 。 た と え ば 、 同 じ 子 音 の く り 返 し に よ る 頭 韻 と い え ば 、

一 茶 の 

耕 さ ぬ 罪 も い く ば く 年 の 暮    （ 文 化 句 帖 ）  

雲 を 吐 く 口 つ き し た り 引 が え る   （ お ら が 春 ）  

が こ の 種 の 例 で あ る 。 一 句 目 で は 、 一 茶 は タ 行 の 音 の く り 返 し を も っ て 悔 し さ と 憂 鬱 な 気 持 ち を 強 調 し

て い る の で あ ろ う 。 ま た 、 二 句 目 の 咽 音 子 音 の 連 続 は 、 ご つ ご つ と し た ひ き が え る の 姿 を お の ず か ら 想

わ せ る 音 調 で あ る と い え よ う 。 さ ら に 、 母 音 に よ る 頭 韻 の 例 を 取 り 上 げ よ う 。 

花 の 陰 あ か の 他 人 は な か り け り   （ お ら が 春 ） 

祝 ひ 日 や 白 い 僧 達 白 い 蝶   （ 七 番 日 記 ） 

名 月 や 寝 な が ら お （ を ） が む 体 （ て い ） た ら く （ “ ） 

順 々 と う ご き 出 し け り 雲 の 峰   （ “ ） 

お れ が 坐 （ 座 ） も ど こ ぞ に た の む 仏 達   （ “ ） 

す で に ふ れ た よ う に 、 ボ ノ ー の 『 日 本 詩 歌 選 集 』 の 序 文 に は 「 明 る く て 鋭 い 母 音 は 「 ア ・ イ ・ エ 」 で 、

鈍 く て 暗 い 母 音 は 「 ウ ・ オ 」 で あ る 」 と い う 指 示 が あ る 。 た し か に 、 最 初 の 三 句 と 最 後 の 二 句 の 母 音 の

使 い 方 に 反 映 さ れ る 雰 囲 気 は 対 照 的 で あ る 。 た と え ば 、 ア 段 ば か り の 花 見 の 句 に は 明 る い ひ び き が あ り 、

他 方 は 重 々 し い オ 段 が つ づ く 五 句 目 に は 不 安 が 漂 う 感 じ が す る 。 や は り 一 茶 の 発 句 に お い て は 、 脚 韻 の

使 用 よ り も 、 頭 韻 の 使 用 の 方 が 著 し く 多 く み ら れ る と い え る の で あ る 。 ま た 、 同 音 節 の 頭 韻 も 頻 繁 に 出

現 す る の で あ り 、 し か も そ の 効 果 を あ げ て い る 。 た と え ば 、 

け し 提 げ て ケ ン 嘩 の 中 を 通 り け り   （ 文 政 句 帖 ） 

露 の 玉 つ ま ん で 見 た る わ ら べ 哉    （ 八 番 日 記 ） 

と い う 二 句 を 鑑 賞 す る と 、 “ 険 し い ” 「 ケ 」 の 音 節 が 続 く 一 句 目 と 、 繊 細 な 「 つ 」 の 音 節 が く り 返 さ れ

る 二 句 目 は 、 対 照 的 な 印 象 を 与 え て い る 。 ど の 句 に も 一 茶 は 、 発 句 の 意 味 に 合 わ せ て 適 切 な 音 調 を と と

の え 、 表 現 力 を 強 め る こ と に 成 功 し て い る と い え よ う 。 こ の 音 調 は 、 一 茶 が 意 識 的 に 整 え た も の で あ る

か 、 感 覚 的 で 自 然 の 発 想 に よ る も の な の か は 不 明 だ が 、 表 現 上 、 頭 韻 の 使 用 が 確 か に 重 要 な 役 割 を 果 た

し て い る と い う 事 実 を 否 定 す る こ と は で き な い だ ろ う 。 そ し て 、 以 上 の 例 句 の ほ と ん ど の 場 合 、 頭 韻 が

句 頭 に 置 か れ て い る と い う こ と も 注 目 さ れ る の で あ る 。 

 

四 一 茶 句 に み る 句 頭 韻 の 多 用 に つ い て 

 

 こ こ で 、 頭 韻 の 位 置 が 句 中 で は な く 、 句 頭 に 位 置 す る も の を 句 頭 韻 と よ ぶ こ と に す る 。 表 現 上 で は 、



こ の 句 頭 韻 の 特 徴 と し て 、 詩 の ひ び き を と と の え る 効 果 に 限 ら ず 、 詩 の 句 切 り を 明 解 に 示 す 、 い わ ば 韻

律 的 な 効 果 も あ る と い え る 。 た と え ば 、 

き り き り し や ん と し て さ く 桔 梗 哉   （ 七 番 日 記 ） 

と い う 名 句 の 場 合 、 上 五 と 中 七 と の 句 跨 （ く ま た が ） り に よ っ て 、 韻 律 が 不 安 定 に な る 危 険 が あ る も の の 、

桔 梗 の 「 キ 」 と い う 句 頭 韻 の お か げ で 、 下 五 の 始 ま り が 明 解 に 聞 こ え る と い う 効 果 が あ る 。 ま た 、 

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

と い う 発 句 の 場 合 、 ア 段 三 音 が 句 頭 に 位 置 す る こ と に よ っ て 、 中 七 の 中 切 れ 「 や 」 が あ る に も 関 わ ら ず 、

容 易 に 五 ・ 七 ・ 五 の 韻 律 を 感 じ 取 れ る の で あ る 。 

 さ ら に 、 一 茶 に 、 句 頭 韻 使 用 へ の 積 極 的 な 意 思 が あ っ た こ と は 、 一 茶 に 多 い 類 想 句 の 推 敲 過 程 が こ れ

を よ く 示 し て い る 。 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 、 句 頭 韻 を と と の え て い る 。 ま た 、 

し な の ぢ は そ ば 咲 け り と 小 幅 綿 （ こ は ば わ た ） （ 文 化 句 帖 、 文 化 元 年 ） 

と い う 発 句 の 題 材 を 少 し だ け 変 え て 、 最 高 潮 期 の 一 三 年 後 、 

し な の ぢ や そ ば の 白 さ も ぞ っ と す る   （ 七 番 日 記 、 文 化 一 四 ） 

そ ば 咲 や そ の 白 さ ゝ へ ぞ っ と す る    （ 七 番 日 記 、 文 化 一 四 ） 

と 、 明 ら か な 句 頭 韻 を と と の え 、 奥 信 濃 に 咲 く 蕎 麦 の 花 の 冷 や や か な 要 素 を 音 調 的 に 強 調 し て い く の で

あ る 。 

 と こ ろ で 、 同 時 代 の 俳 人 と 比 べ て 、 一 茶 は ほ ん と う に 句 頭 韻 を 頻 繁 に 使 用 し て い た と い え る の だ ろ う

か 。 そ こ で 、 こ の 点 を 考 え て ゆ く 一 つ の 参 考 資 料 と し て 、 統 計 を 取 っ て み る こ と に し た 。 比 較 す る 句 の

出 典 と し て は 、 蕪 村 の 『 蕪 村 句 集 』 （ １ ４ ） 、 一 茶 の 師 匠 素 丸 の 『 素 丸 発 句 集 』 （ １ ５ ） 、 一 茶 の 俳 友 成 美 の

『 成 美 家 集 』 （ １ ６ ） 、 そ し て 丸 山 一 彦 校 注 『 一 茶 俳 句 集 』 （ １ ７ ） の 四 編 を 選 ん だ 。 最 も 明 解 な 句 頭 韻 だ け

を 数 え る こ と に し た 。 つ ま り 、 上 五 ・ 中 七 ・ 下 五 そ れ ぞ れ の 三 句 に み る 句 頭 韻 （ 母 音 、 ま た は 子 音 ） の

あ る も の 、 あ る い は 同 じ く 二 句 以 上 に み る 同 音 節 に よ る 句 頭 韻 の あ る も の を 調 査 し て み た 。 計 算 上 は 当

然 、 二 つ の カ テ ゴ リ ー に 所 属 す る も の も あ り 、 た と え ば 、 

煤 さ は （ わ ） ぎ す む や 御 堂 の 朱 蝋 燭 （ し ゅ ら う そ く ） （ 文 政 句 帖 ） 

雛 見 世 の 灯 を 引 （ ひ く ） こ ろ や 春 の 雨   （ 蕪 村 句 集 ）  

と い う よ う な 句 に は 、 三 句 に わ た る 同 子 音 （ サ 行 、 ハ 行 ） の 句 頭 韻 と 、 二 句 に わ た る 同 音 節 （ 「 ス 」 、

「 ヒ 」 ） の 句 頭 韻 を み と め る こ と が で き る 。 

 ま た 、 

い く ば く の 人 の 油 よ 稲 の 花    （ 八 番 日 記 ） 

ふ る 家 や 売 （ う り ） そ こ な ふ て 梅 の 花  （ 成 美 家 集 ）   



と い う よ う な 句 に は 、 三 句 に わ た る 同 母 音 （ イ 段 、 ウ 段 ） の 句 頭 韻 と 、 二 句 に わ た る 同 音 節 （ 「 イ 」 、

「 ウ 」 ） の 句 頭 韻 を み と め る こ と が で き る 。 

 同 語 の く り 返 し に つ い て も 、 そ れ が 韻 に 準 ず る か た ち で リ ズ ム を と と の え る 効 果 が あ る と い う 理 由 に

よ っ て 、 こ れ も 句 頭 韻 の 一 種 と み な す こ と に し た （ １ ８ ） 。 た と え ば 、 

大 根 引 大 根 で 道 を 教 へ け り    （ 七 番 日 記 ） 

捨 た る も の 捨 た ら ぬ 御 代 の か ゝ し 哉   （ 素 丸 発 句 集 ） 

の よ う な 句 も 計 算 に 入 れ る こ と に し た わ け で あ る 。 調 査 の 結 果 を 左 の 別 表 に ま と め る と 、 次 の よ う に な

る 。 

 

左 の 句 頭 韻 型 式

の い ず れ か を 用

い た も の 

（ 句 数 ・ 百 分 率 ） 

  １ ％ 

  ９ ０ 

    １ 

    約 

  １ ％ 

  ９ ０ 

  １ １ 

    約  

  ８ ％ 

  ６ １ 

    １ 

    約  

  ９ ％ 

  １ ６ 

  ３ １ 

    約  

母 音 句 頭 韻 

（ 三 句 ） 

  ８ 

  ３ 

  ７ 

  ７ 

  ２ 

  ３ 

  ８ 

  ３ 

  １ 

子 音 句 頭 韻 

（ 三 句 ） 

  ０ 

  １ 

  ２ 

  ２ 

  ７   ８ 

  ２ 

同 音 節 句 頭 韻 

（ 二 句 以 上 ） 

  ７ 

  ５ 

  ２ 

  ２ 

  １ 

  ３ 

  ４ 

  ４ 

  ６ 

  １ 

全 句 数   ８ 

  ６ 

  ８ 

  ８ 

  ７  

  ８ 

  １ 

  ５ 

  ３ 

  ６ 

  ０ 

  ０ 

  ０ 

  ２ 

 『 蕪 村 句 集 』  『 素 丸 発 句 集 』 『 成 美 家 集 』  『 一 茶 俳 句 集 』 

 

 つ ま り 、 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 が 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 信 さ れ る 。 事 実 、 『 蕪 村 句 集 』 に も 、 『 素 丸 発 句 集 』 に も 、 『 成 美 家 集 』 に も 、 

あ ち ら む き に 鴫 も 立 た り 秋 の 暮   （ 蕪 村 句 集 ） 

琵 琶 と て も 調 べ 及 ば じ 鹿 の 声   （ 素 丸 発 句 集 ） 

さ み だ れ て わ が 宿 な が ら な つ か し き  （ 成 美 家 集 ） 



と い っ た 発 句 が あ っ て も 、 
寝 ぐ ら し や ね ぶ ち よ 念 仏 （ ね ぶ ち ） 合 歓 の 花  （ 八 番 日 記 ） 

と い っ た 一 茶 句 に み る よ う な 、 非 常 に 明 解 な 句 頭 韻 を 踏 む よ う な 作 品 が 見 あ た ら な い の で あ る 。 

 

 

五 結 論 、 日 本 の 民 族 音 楽 と の か か わ り 

 

 従 来 い わ れ て い る よ う な オ ノ マ ト ペ の 多 用 に 限 ら ず 、 一 茶 は 音 調 的 技 法 を 大 変 重 要 視 し て い た と い う

こ と は 間 違 い な い 。 フ ラ ン ス の 日 本 学 者 ジ ョ ル ジ ュ ・ ボ ノ ー が 指 摘 し た 音 調 的 技 法 の 中 で も 、 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 い え よ う 。 音 調 的 技 法 を 多 用 す る と 、 た と え 貧 し い

詩 的 内 容 で あ っ て も 、 そ こ に 非 日 常 的 な 音 調 を 加 え る こ と に よ っ て 、 発 句 の 韻 文 性 を 保 つ こ と が で き る

の で 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 い た の で あ っ た 。 小 林

路 易 氏 は 次 の よ う に 述 べ て い る （ １ ９ ） 。 

日 本 古 典 文 学 で の 〈 韻 〉 の 主 流 は 、 最 も 常 識 的 な 詩 句 の 末 尾 に 置 か れ る 〈 脚 韻 〉 で は な く 、 詩 句 の

頭 に 置 か れ る 〈 句 頭 韻 〉 で あ る 。 （ 中 略 ） 日 本 の 〈 韻 〉 が 句 末 で は な く 句 頭 に 置 か れ る と い う 彼 我

の 大 き な 差 か ら 、 句 末 で は な く 、 句 頭 の 〈 拍 〉 に 時 折 微 妙 な ズ レ の 扱 い が 生 じ る 。 

 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 る 。 小 泉 文 夫 氏 に よ る と （ ２ ０ ） 、 

日 本 の 民 族 音 楽 （ わ ら べ う た 、 民 謡 、 郷 土 芸 能 の 音 楽 な ど ） で は 、 一 つ の ま と ま り を も つ フ レ ー ズ

の 中 で 、 第 一 拍 か ら 緊 張 が お こ り 、 緊 張 か ら 弛 緩 へ の 解 放 点 は 、 フ レ ー ズ の 最 後 の 音 （ ま た は 歌 詞

の 最 後 の シ ラ ブ ル ） が 発 音 さ れ た 瞬 間 で あ る 

と い わ れ て お り 、 同 氏 は 次 の 例 を 取 り 上 げ て い る （ ２ １ ） 。 

た と え ば 、 「 箱 根 八 里 は 馬 で も 越 す が … 」 の 四 つ の ま と ま り に 分 れ た 各 フ レ ー ズ で は 、 フ

レ ー ズ ご と に 、 最 初 に 言 葉 を 発 音 し 、 そ れ が つ ぎ に 音 を 持 続 さ せ る 要 素 に 引 き 継 が れ 、 最 後 に 旋 律

に メ リ ス マ を 与 え る 要 素 が 加 わ っ て ひ と つ の ま と ま り を 生 む 。 

 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 。 最 後 に 、 以 下 の 四 句 を 鑑 賞 し た い 。 

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    （ “ ） 

川 雰 （ き り ） の ま く し か け た り 茶 つ み 唄  （ “ ） 

諏 訪 湖 

米 負 （ お う ） て 小 唄 で 渡 る 氷 哉   （ “ ） 

こ こ で は 、 句 頭 韻 や 反 復 表 現 の 使 用 以 外 に も 、 句 の 内 容 か ら も 、 民 族 音 楽 に 対 す る 一 茶 の 関 心 の 深 さ を



う か が う こ と が で き る 。 今 後 の 研 究 で は 、 音 調 論 の 視 点 だ け で は な く 、 レ ト リ ッ ク （ ２ ２ ） や 題 材 な ど に つ

い て も 一 茶 の 発 句 と 近 世 民 謡 と の 関 係 を 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え る 。 
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（ ２ ） こ の 点 に つ い て 、 佐 藤 和 夫 、 「 チ ェ ン バ レ ン と ク シ ュ ー 」 『 海 を 越 え た 俳 句 』 （ 丸 善 ラ イ

ブ ラ リ ー 、 一 九 九 一 ） を 参 照 。 

（ ３ ） ハ ル オ ・ シ ラ ネ 『 芭 蕉 の 風 景 文 化 の 記 憶 』 （ 衣 笠 正 晃 訳 ・ 角 川 書 店 ・ 二 〇 〇 一 、 ｐ ・ ９

７ ） 

（ ４ ）Georges BONNEAU, Anthologie de la poésie japonaise, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1935 、

『 日 本 詩 歌 選 集 』 （ グ ー ト ネ ル 社 、 一 九 三 五 ） （ マ ブ ソ ン 訳 、 括 弧 内 は 筆 者 ） 

（ ５ ） 一 九 七 〇 年 代 以 降 、 一 茶 だ け を 扱 う フ ラ ン ス 語 の 翻 訳 集 で は 、 次 の も の が あ る 。 

・Le Voleur de fleurs / Issa , illustré de 16 eaux-fortes de Abdallah Benanteur, Publication A. Benanteur, Ivry-sur-Seine, 

1974 、 『 花 盗 人 ー 一 茶 』 （ ベ ナ ン ト ゥ ル の 版 画 付 き ） 

・Alain GOUVRET & Nobuko IMAMURA, Issa : Sous le ciel de Shinano, Arfuyen, Paris, 1984 

、 『 一 茶 ー 信 濃 空 』 

・CHENG Wing fun & Hervé COLLET, Et pourtant, et pourtant, Moundaren, Millemont, 1991 

、 『 さ り な が ら 』 

・Joan TITUS-CARMEL, Haïku - Issa, Verdier, Paris, 1994 、 『 ハ イ ク ー 一 茶 』 

・Jean CHOLLEY, En village de miséreux, choix de poèmes de Kobayashi Issa, Connaissance de l’Orient, 

Gallimard, 1996 、 『 貧 乏 村 に て ー 小 林 一 茶 発 句 選 集 』 

（ ６ ）Jean CHOLLEY, En village de miséreux, choix de poèmes de Kobayashi Issa, Connaissance de l’Orient, 

Gallimard, 1996, p.19 、 『 貧 乏 村 に て ー 小 林 一 茶 発 句 選 集 』 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ ７ ） Philippe Pons, Le “haiku” version Kobayashi, Le Monde des livres, in Le Monde, 6/12/1996 、 日 刊 紙

『 ル ・ モ ン ド 』 （ 新 刊 特 集 、 一 九 九 六 年 一 二 月 六 日 ） （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ ８ ）Jacqueline PIGEOT, Questions de poétique japonaise, Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p.13 、

ジ ャ ク リ ー ン ・ ピ ジ ョ ー 著 『 日 本 詩 学 の 問 題 』 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ ９ ） 松 本 義 一 「 続 ・ 俳 詩 」 （ 『 獅 子 吼 』 （ 連 載 ） 一 九 五 七 （ 昭 和 三 二 ） ・ 六 ） 

（ １ ０ ） 小 林 路 易 『 掛 詞 の 比 較 文 学 的 考 察 』 （ 早 稲 田 大 学 出 版 部 、 二 〇 〇 一 、 ｐ ・ ６ ７ ４ ） 

（ １ １ ） 丸 山 一 彦 「 一 茶 の 表 現 」 （ 『 一 茶 と そ の 周 辺 』 、 花 神 社 、 二 〇 〇 〇 、 ｐ ・ ４ ４ ） 



（ １ ２ ） 堀 切 実 『 表 現 と し て の 俳 諧 ー 芭 蕉 ・ 蕪 村 ・ 一 茶 』 （ ぺ り か ん 社 、 一 九 八 八 、 ｐ ・ １

８ ４ ） 

（ １ ３ ） 沼 波 瓊 音 『 俳 諧 音 調 論 』 （ 新 声 社 、 明 治 三 三 、 ｐ ・ ５ ４ ） 

（ １ ４ ） 尾 形 仂 校 注 「 蕪 村 句 集 」 （ 岩 波 文 庫 、 一 九 八 九 ） に よ る 。 

（ １ ５ ） 「 素 丸 発 句 集 」 （ 『 一 茶 全 集 』 別 巻 、 信 濃 毎 日 新 聞 社 、 一 九 七 八 ） に よ る 。 

（ １ ６ ） 石 川 真 弘 編 「 成 美 家 集 」 （ 『 夏 目 成 美 全 集 』 、 和 泉 書 院 、 一 九 八 三 ） に よ る 。  

（ １ ７ ） 丸 山 一 彦 校 注 『 一 茶 俳 句 集 』 （ 岩 波 文 庫 、 一 九 九 〇 ） に よ る 。 

（ １ ８ ） こ の 点 に つ い て 諸 説 が 異 な り 、 た と え ば 小 林 路 易 氏 に よ る と 、 同 じ 位 置 に 定 ま っ た 反 復

表 現 を 韻 の 一 種 と み な す こ と が で き な い の で あ る が （ 注 （ １ ０ ） ｐ ・ ６ ８ ７ ） 、 一 方 、 こ う し た

反 復 表 現 を フ ラ ン ス の 詩 学 で は 同 語 韻 （rime identique) と よ び 、 韻 の 一 種 と み と め る こ と が 一 般 的 で

あ る 。 

（ １ ９ ） 注 （ １ ０ ） ｐ ・ ７ ５ ２ ～ ７ ５ ４ 

（ ２ ０ ） 小 泉 文 夫 、 「 風 土 と リ ズ ム 」 （ 『 音 楽 の 根 源 に あ る も の 』 、 青 土 社 、 一 九 七 七 ／ 平 凡 社 、

一 九 九 四 ） 

（ ２ １ ） 小 泉 文 夫 「 リ ズ ム 」 （ 『 新 訂 標 準 音 楽 辞 典 』 、 音 楽 之 友 社 、 一 九 九 一 ） 

（ ２ ２ ） 一 茶 の レ ト リ ッ ク に み る 農 村 的 世 界 観 に つ い て 、 本 論 文 第 Ⅰ 部 第 二 章 を 参 照 。 

          

 


