
 

 

第 三 章  一 茶 句 と 近 世 民 謡 

 

    │ 一 茶 句 碑 の 調 査 に 基 づ い て │ 

 

 

一 は じ め に 、 句 碑 論 か ら 作 品 論 へ の 試 み 

 

 一 茶 の 発 句 を 論 じ 、 そ の 特 徴 を 検 証 し よ う と す る 時 、 真 っ 先 に 直 面 す る 問 題 が あ る 。 そ れ は 、 二

万 句 以 上 に 及 ぶ 膨 大 な 発 句 数 に 対 し て 、 ど れ だ け 客 観 的 な 整 理 法 に 基 づ い た 見 解 を 示 す こ と が で き

る か 、 と い う 問 題 で あ る 。 筆 者 も こ れ ま で の 研 究 に お い て （ １ ） 、 た と え ば 丸 山 一 彦 校 注 『 一 茶 俳 句

集 』 （ 岩 波 文 庫 ・ 一 九 九 〇 ） の 二 〇 〇 〇 句 の 中 か ら 統 計 を と っ た り 、 あ る い は 『 父 の 終 焉 日 記 』 成

立 当 時 の 俳 風 に 調 査 の 対 象 を し ぼ っ た り し た こ と が あ る 。 つ ま り 、 一 茶 研 究 は 、 一 研 究 者 の 主 観 的

な 抜 粋 に よ る 句 の 選 択 の し か た に 偏 っ た り 、 ま た は 一 茶 の 一 時 的 な 趣 向 に 目 が ゆ き す ぎ た り す る こ

と が 多 い 。 そ れ は 本 当 に や む を 得 な い こ と だ ろ う か 。 こ こ で は 、 一 つ の 試 案 と し て 、 二 〇 〇 二 年 末

ま で に 建 立 さ れ た 一 茶 の 句 碑 三 〇 六 基 （ ２ ） に 刻 ま れ た 作 品 を 対 象 に し て 、 新 し い サ ン プ ル に 基 づ い

た 一 茶 句 の 研 究 を す す め た い と 思 う 。 

 一 茶 の 句 碑 に つ い て 最 初 に 気 付 く と こ ろ は 、 全 三 〇 六 基 の う ち 、 二 二 五 基 （ 七 割 以 上 ） が 現 在 の

長 野 県 に 建 立 さ れ て い る と い う こ と で あ ろ う 。 と く に 、 信 州 の 風 土 や 生 活 と 密 着 し た 発 句 の 場 合 、

句 碑 は は じ め か ら 風 景 や 街 並 み （ 環 境 ） と マ ッ チ す る よ う に 想 定 さ れ 、 い わ ば 現 代 美 術 の “ 環 境 彫

刻 ” の よ う な オ ブ ジ ェ と し て み ら れ る こ と が 多 い 。 ま ず 一 基 だ け 、 例 を と り あ げ よ う 。 野 尻 湖 畔 （ レ

ー ク サ イ ド ホ テ ル ） の 碑 に 

  し ず か さ や 湖 水 の 底 の 雲 の 峰   （ 寛 政 句 帖 、 仮 名 遣 い は 句 碑 に 従 う ） 

と あ る が 、 こ の 句 碑 自 体 も 水 面 に 映 る よ う な 位 置 に 在 り 、 や は り 避 暑 地 の 閑 か さ を 象 徴 す る よ う な

オ ブ ジ ェ に な っ て い る の で あ る 。 ジ ャ ク リ ー ヌ ・ ピ ジ ョ ー 氏 に よ る と （ ３ ） 、 日 本 の 文 学 碑 は 、 （ 中

国 等 の そ れ ら と 異 な り ） ま わ り の 自 然 ・ 社 会 に 溶 け こ ん だ 複 雑 な 作 品 と し て み ら れ る も の で 、 そ れ

は 日 本 独 特 の 芸 術 観 に よ る も の だ と い う 。 同 氏 は 『 伊 勢 物 語 』 七 八 段 の 「 あ お （ を ） き 苔 を き ざ み て 」

で き た 山 科 宮 邸 の 歌 碑 を 取 り あ げ て 、 

こ の 碑 は 、 原 始 的 な 自 然 と 密 着 な 関 係 を 持 っ て い る よ う に 見 せ か け た い と い う 日 本 詩 歌 の 曖 昧 さ

の 結 晶 で あ る 。 （ 中 略 ） 自 然 の ま ま の 石 は 人 間 の 創 作 世 界 に 溶 け こ む よ う に さ せ ら れ て い る 

と 述 べ て い る 。 後 程 、 句 碑 に 刻 ま れ た 一 茶 句 の 特 徴 を 検 証 す る が 、 こ う し た “ 環 境 彫 刻 ” 的 な 句 碑

と い う 意 義 か ら す れ ば 、 そ こ で は 風 土 ・ 生 活 を 詠 ん だ 発 句 が 最 も 相 応 し い と い う こ と に な ろ う 。 

 次 に 、 建 碑 の 年 代 を 調 べ る と 、 一 茶 に は 古 碑 が 非 常 に 少 な い と い う こ と が 注 目 さ れ る （ ４ ） 。 年 代



ご と に 整 理 す る と 、 江 戸 末 期 に 三 基 、 明 治 に 三 基 、 大 正 に 三 基 の み あ り 、 昭 和 に は 一 三 八 基 、 そ し

て 平 成 の 一 四 年 間 だ け で 一 五 八 基 に の ぼ る と い う 数 字 に な っ て い る （ ５ ） 。 一 茶 句 碑 の 建 立 は 、 平 成

に 入 っ て か ら 急 増 し て い る と い う こ と が わ か る 。 昭 和 初 期 ま で 知 名 度 が 少 な か っ た 一 茶 句 の 評 論 史

的 背 景 が こ こ に も あ ら わ れ て い る の で あ ろ う 。 い う ま で も な い が 、 一 茶 に 比 べ て 、 芭 蕉 の 古 碑 の 方

が 全 国 的 に み て 圧 倒 的 に 多 く 残 っ て い る 。 『 俳 文 学 大 辞 典 』 （ ６ ） に よ る と 、 芭 蕉 の 句 碑 は 二 五 〇 〇

基 を 越 え 、 「 古 く は 、 翁 塚 （ 翁 墳 ） と い わ れ る 芭 蕉 塚 が あ り 、 遺 品 や 儀 仲 寺 の 芭 蕉 の 墓 の 土 を 埋 め

る 疑 似 墓 と し て の 碑 が 多 か っ た 」 だ と い う 。 同 辞 典 に よ る と 、 近 代 の 俳 人 で は 、 約 三 〇 〇 基 と い わ

れ る 高 浜 虚 子 が 圧 倒 的 に 多 く 、 碑 の 大 半 は 全 国 の 門 人 に よ っ て 建 て ら れ た も の で あ る こ と が 知 ら れ

る 。 つ ま り 、 芭 蕉 の 場 合 も 、 虚 子 の 場 合 も 、 句 碑 は も と も と 、 師 匠 の “ 分 身 ” 的 な モ ニ ュ メ ン ト と

し て 、 忠 実 な 門 人 に よ っ て 建 て ら れ る も の が 多 い と い え よ う 。 そ れ に 対 し て 、 一 茶 の 場 合 は 、 全 国

に 弟 子 が 少 な か っ た た め か 、 最 近 に な っ て 、 地 元 を 中 心 に 、 建 碑 が す す め ら れ る よ う に な っ た の で

あ る 。 し た が っ て 、 一 茶 の 場 合 は 、 刻 ま れ た 発 句 の 選 択 も 、 ほ と ん ど は 門 人 や 俳 人 や 俳 文 学 者 に よ

る も の で は な く 、 一 般 人 や 「 信 濃 町 碑 （ い し ぶ み ） の 会 」 の よ う な 一 茶 愛 好 家 の 会 の 趣 味 に よ る も の

が 圧 倒 的 で あ る 。 

 で は 、 一 茶 の 愛 好 家 た ち の 趣 味 に よ っ て 、 ど ん な 作 品 が 多 く 選 ば れ て い る の で あ ろ う か 。 こ の 愛

好 家 た ち に よ る 評 価 に は 、 一 茶 句 の ど ん な 特 徴 が 浮 か び 上 が る の で あ ろ う か 。 

 

 

二 「 小 動 物 」 と 「 家 族 」 と い う 題 材 

 

三 基 以 上 の 句 碑 に 刻 ま れ た 発 句 を 一 覧 し 、 そ の 題 材 を 考 え る こ と に す 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 ・ あ の （ 名 ） 月 を と っ て く れ ろ と 泣 子 哉 （ 七 番 日 記 ） 

  ・ 雪 と け て 村 （ 町 ） 一 ぱ い の 子 ど も 哉  （ 七 番 日 記 ） 

  ・ む ま そ う な 雪 が ふ う は り ふ は り 哉  （ 七 番 日 記 ） 

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

  ・ 苦 の 娑 婆 や 桜 が 咲 ば 咲 い た と て  （ 梅 塵 八 番 ） 

  ・ 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 』 ） 



 

二 基 の み に 刻 ま れ た 三 〇 句 に つ い て は 省 略 す る が 、 右 に あ げ た よ う な 最 も と ら れ る こ と の 多 い 一 〇

句 だ け を 観 賞 し て み よ う 。 小 動 物 （ 雀 三 句 、 蛙 二 句 、 蝸 牛 一 句 ） を 扱 う 作 品 が 計 六 句 と た い へ ん 多

く な っ て い る の で あ る 。 ま た 、 そ の 小 動 物 や 人 間 の “ 子 ” 、 つ ま り 一 般 的 な 親 子 関 係 を 詠 ん だ 作 品

（ 五 句 ） が 目 立 っ て い る の で あ る 。 事 実 、 こ の 二 種 類 の 題 材 は 、 句 碑 三 〇 六 基 に わ た っ て 、 一 貫 し

て 大 き な 割 合 を 占 め て い る こ と が 知 ら れ る 。 三 〇 六 基 の う ち 、 人 間 よ り も 小 さ な 動 物 を 扱 う 句 が 刻

ま れ た 句 碑 数 は 八 四 基 （ 約 二 七 ％ ） に 上 り 、 ま た 人 間 や 動 物 の 親 子 関 係 （ 「 親 」 、 「 父 」 、 「 母 」 、

「 子 」 ） を 題 材 に し た 句 の 句 碑 数 は 三 三 基 （ 約 一 一 ％ ） と な っ て い る の で あ る 。 先 に み た よ う に 、

日 本 の 句 碑 は そ の 環 境 と 密 着 な 関 係 を も っ て い る が 、 右 の 一 〇 句 の う ち 、 善 光 寺 を 詠 ん だ 「 開 帳 に 」

の 句 以 外 は 、 固 有 の “ 土 地 へ の 挨 拶 ” と い え る 発 句 が な い 。 ま た 、 本 来 が “ 座 の 文 学 ” で あ っ た 俳

諧 の 連 歌 か ら 独 立 し た も の と し て の “ 発 句 ” と い う ジ ャ ン ル で は 、 家 族 、 と り わ け 作 者 の 私 生 活 を

詠 ん だ 作 品 は す く な い 。 お そ ら く 自 己 を 強 調 す る よ う な も の は 、 あ ま り 好 ま れ な か っ た の で あ ろ う 。

例 え ば 、 先 の 

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

の 句 意 に は 、 “ 私 も 親 が い な い ” と い う 作 者 の 強 い 主 張 が 表 れ て お り 、 読 み 手 は つ い に 作 者 の 私 生

活 に 引 き 込 ま れ そ う な 印 象 が あ る 。 あ る 意 味 で 、 「 我 と 来 て 遊 べ や 」 と い う 呼 び か け 表 現 は 、 「 雀 」

の 後 ろ に た つ 読 者 自 身 に 向 か っ て い る と い え る の で は な い か 。 こ の 句 に お い て 一 茶 は 、 小 動 物 と い

う テ ー マ と 家 族 と い う テ ー マ の 両 者 を 巧 み に 用 い て 、 孤 児 で あ る “ 我 ” を 苦 し め て い る 社 会 に 向 か

っ て 、 呪 文 を 吐 く よ う に 叫 び か け た か た ち で 一 句 を 詠 ん で い る の で あ る 。 街 角 に 立 つ 句 碑 と な る と 、

呪 文 は 警 句 の よ う に 社 会 的 メ ッ セ ー ジ に 変 わ る の で あ る 。 『 お ら が 春 』 に み る こ の 句 の 前 書 き を 揚

げ て み よ う （ ７ ） 。 

「 親 の な い 子 は ど こ で も 知 れ る 、 爪 を 咥 （ く は ） へ て 門 に 立 」 と 子 ど も ら に 唄 （ う た ） は る ゝ も 心 細

く 、 大 か た の 人 交 （ ま じ は り ） り も せ ず し て 、 う ら の 畠 に 木 ・ 萱 （ か や ） な ど 積 （ つ み ） た る 片 陰 に 跼 （ か

が ま ） り て 、 長 の 日 を く ら し ぬ 。 我 身 な が ら も 哀 成 け り 。 

実 は こ こ で 、 子 供 の 頃 の 一 茶 が 他 の 子 供 達 に 聞 か さ れ て 淋 し い 想 い を し た と し て あ げ て い る 、 “ 唄 ”

は 、 近 世 民 謡 で あ り 、 小 野 恭 靖 氏 に よ る と （ ８ ） 『 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 。 

幼 稚 に 向 け た 教 訓 的 民 謡 で あ る 。 親 の な い 子 の 惨 め な 様 子 を 強 調 す る こ と に よ っ て 、 親 の 大 切

さ を 説 き 、 こ の 時 代 の 身 分 制 度 の 維 持 を 目 指 し た 儒 教 道 徳 の 暗 い 一 面 を 示 し て い よ う 。 

 「 親 の な い 子 は…… 」 の 歌 謡 は 、 ま さ に 近 世 日 本 の 社 会 が 生 ん だ 申 し 子 と も 言 う べ き も の で

あ る が 、 こ れ が 一 茶 の 句 作 の 一 契 機 と な っ た こ と は き わ め て 注 意 に 価 す る 事 実 で あ ろ う 。 

と 小 野 恭 靖 氏 は 述 べ て い る の で あ り 、 そ こ に は 一 茶 句 の 新 し い 読 み 方 が 示 さ れ て い る こ と に な る 。 

 



 

三 近 世 民 謡 と の か か わ り 

 

 一 茶 の 「 我 と 来 て 」 の 成 立 に 、 近 世 の 教 訓 的 民 謡 と の か か わ り が あ る こ と は 、 ほ ぼ 容 認 で き る と

考 え る 。 そ れ な ら ば 、 一 茶 の 句 全 般 に お い て 、 そ う し た 近 世 民 謡 の 影 響 を 見 と ど け る こ と が で き る

の で あ ろ う か 。 実 は 、 一 茶 の 得 意 と す る 「 小 動 物 」 と い う 題 材 自 体 が 、 近 世 民 謡 、 あ る い は 童 謡 な

ど に も 著 し く 多 く み ら れ る 題 材 な の で あ る 。 北 原 白 秋 編 『 日 本 伝 承 童 謡 集 成 』 （ ９ ） に 、 中 村 正 爾 氏

は 次 の よ う に 述 べ て い る 。 

動 物 に 於 い て は 、 そ の 類 歌 数 が 比 較 的 に 多 く 、 し か も 亦 児 童 の 日 常 生 活 と 環 境 に 最 も 近 い も の 、

す な は ち 、 蛍 ・ 蜻 蛉 ・ 蝶 等 の 昆 虫 類 を 初 め に 取 扱 ひ 、 つ ぎ に 爬 虫 類 ・ 魚 類 ・ 鳥 類 、 そ し て 獣 類

に 及 ぶ 。 

一 茶 の 「 親 の な い 雀 」 で は な い け れ ど も 、 「 親 の な い 山 雀 （ や ま が ら ） 」 を 扱 い 、 孤 児 が 誰 に も 相 手 に

し て く れ な い と い う こ と を な げ き か こ つ 近 世 童 謡 の 例 と し て 、 次 の 唄 が 指 摘 で き る 。 

寒 （ さ む ） や 小 寒 （ こ さ む ） や 山 雀 来 て も 親 ぢ や 無 け れ ば 茶 も 呉 れ ぬ 

     （ 『 日 本 歌 謡 集 成 』 伊 勢 国 三 重 郡 菰 野 村 （ １ ０ ） ） 

ま た 、 句 碑 に 非 常 に 多 い 題 材 で あ る 、 蛙 の 句 を 検 証 し て み よ う 。 四 基 に 刻 ま れ た 

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

に つ い て 、 和 歌 以 来 の 伝 統 的 な “ 蛙 の 声 ” で は な く 、 擬 人 化 さ れ た 姿 態 が 強 調 さ れ て い る こ と が 、

い か に も “ 一 茶 ら し い ” と こ ろ で あ る 。 こ の 点 は 同 じ よ う な 趣 向 の も の で 、 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 （ １ １ ）

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 

 さ て 、 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 も 、 驚 く ほ ど 民 謡 に 近 い 発 想 が あ る 。 「 芭 蕉 の 笑 い 、 一 茶 の 笑 い 」 に 、 堀 切 実 氏 は （ １ ２ ） 、 

夕 不 二 （ ゆ ふ ふ じ ） に 尻 を 並 べ て な く 蛙  （ 七 番 日 記 ） 

な ど を 取 り あ げ て 、 文 化 初 期 以 降 の 「 一 茶 の 笑 い 」 の 特 徴 と し て 、 「 大 と 小 ・ 美 と 醜 ・ 近 と 遠 な ど 、

対 象 の コ ン ト ラ ス ト を 誇 張 し た 表 現 法 」 が 著 し い と 指 摘 し て い る 。 た し か に 、 句 碑 の 多 い 一 〇 句 を

一 覧 す る と 、 少 な く と も │ 「 ゆ う ぜ ん と 」 、 「 雀 の 子 」 、 「 あ の 月 を 」 、 「 蝸 牛 」 の 四 句 に は こ

う し た 対 比 に よ る 笑 い を 認 め る こ と が で き る 。 そ し て 対 象 の コ ン ト ラ ス ト に よ る 笑 い も 、 近 世 民 謡

に よ く 見 か け る 技 法 で あ る 。 た と え ば よ く 知 ら れ て い る 一 茶 の 「 蝸 牛 そ ろ ／ ＼ 登 れ 富 士 の 山 」 （ 文

政 版 『 一 茶 発 句 集 』 ） の 句 に 対 し て は 、 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 （ １ ３ ） に 所 収 さ れ て い る 山 城 の 国 の 馬 士 唄

が あ げ ら れ よ う 。 

富 士 の 山 を ば 鳶 （ と ん び ） が さ ら ふ 奈 良 の 大 佛 蟻 が 曳 く 

さ ら に 、 従 来 一 茶 調 の 最 高 潮 期 （ 文 化 初 期 以 降 ） に 著 し く 多 い と さ れ て い る 小 動 物 を 擬 人 化 す る 句



法 に つ い て も （ １ ４ ） 、 民 謡 調 の 反 映 が み ら れ る 。 こ こ ま で あ げ た 民 謡 に 比 喩 表 現 や 見 立 て の 例 が 著 し

か っ た が 、 次 の 大 和 の 国 の 民 謡 （ １ ５ ） に お い て も 、 一 茶 句 と 非 常 に 近 い 擬 人 的 表 現 が あ る の で あ る 。 
恋 し ／ ＼ と 鳴 く 蝉 よ り も 鳴 か ぬ 蛍 は 身 を 焦 す 

こ れ は 一 茶 の 「 母 恋 し ／ ＼ と 蝉 も 聞 （ き こ ） ゆ ら ん 」 （ 文 化 五 ～ 六 年 句 日 記 、 柏 原 ・ 杉 山 浩 一 宅 に 句 碑

あ り ） と 類 似 し て い る 。 『 日 本 国 語 大 辞 典 』 や 『 角 川 古 語 大 辞 典 』 な ど を 調 査 し た 範 囲 で も 、 蝉 の

声 が 「 恋 し ／ ＼ 」 と 擬 人 化 さ れ た 例 は 他 に 見 出 せ な か っ た 。 角 川 書 店 の 『 俳 句 大 歳 時 記 』 （ 一 九 六

四 年 刊 行 ） を ひ い て も 、 「 蝉 」 と 「 恋 」 を 取 り 合 わ せ た 例 句 さ え 見 あ た ら な い の で あ る 。 と こ ろ で 、

一 茶 の 句 の 場 合 は 民 謡 の “ 恋 ” の 心 に 代 わ っ て 、 母 へ の 恋 に 転 し て 詠 ま れ て い る と こ ろ に そ の 独 創

性 が 表 れ て い る と い え る 。 

 一 般 に 全 く 別 の ジ ャ ン ル と し て 考 え ら れ て い る 俳 諧 と 近 世 歌 謡 で は あ る が 、 江 戸 中 後 期 に は 、 意

外 と 、 こ の 二 つ の ジ ャ ン ル の 間 に 交 流 が あ っ た の で は な い か と 思 わ れ る 。 

 「 春 風 馬 提 曲 の 源 流 」 に お い て （ １ ６ ） 、 潁 原 退 蔵 氏 は 中 興 俳 人 の 挑 戦 的 な 創 作 姿 勢 を 指 摘 し 、 近 世

歌 謡 の 作 者 ー そ こ で は 江 戸 の 座 敷 芸 で あ る 河 東 節 （ か と う ぶ し ） の 作 者 と 、 俳 人 と の 間 の 交 流 の 可 能

性 を 次 の よ う に 述 べ て い る （ １ ７ ） 。 

吉 原 に 関 す る 一 の 俳 文 集 と も い ふ べ き 『 洞 房 語 園 集 』 （ 元 文 三 年 刊 ） の 如 き も 、 従 来 の 分 類 と 同

様 な 序 ・ 賛 ・ 引 ・ 頌 ・ 説 ・ 記 等 の 名 目 に 従 っ て は い る が 、 実 は 必 ず し も そ れ ら の 名 目 に 捉 は れ な

い 自 由 な 態 度 が 見 ら れ る の で あ る 。 こ の 間 か ら 河 東 節 の 作 者 が 出 た り し て 居 る の も 、 あ る い は さ

う し た 曲 詞 に ま で 俳 諧 文 章 の 進 出 を 意 味 す る つ も り で あ っ た か も 知 れ な い 。 

ま た 、 潁 原 氏 は 、 月 渓 が 池 田 の 宿 に 滞 在 し た 際 、 土 地 の 名 物 を 題 材 に し て 、 饗 宴 用 の 歌 謡 ・ 催 馬 楽 （ さ

い ば ら ） を 模 倣 し た 「 池 田 催 馬 楽 」 と い う 作 品 を 残 し た こ と に 注 目 し て 、 天 明 俳 人 が 抱 い て い た 新 し い

詩 形 へ の 意 欲 を 明 ら か に し て い る の で あ っ た 。 

 一 茶 が 活 躍 し た 環 境 に 即 し て み れ ば 、 右 の 俳 人 の 分 脈 と は 全 く 異 な る が 、 当 然 、 信 州 在 住 の 時 期

や 西 国 紀 行 時 代 、 あ る い は 地 方 出 身 の 門 人 が 多 か っ た と い う 江 戸 の 葛 飾 派 の 人 脈 に お い て も 、 様 々

な 民 謡 を 耳 に す る 機 会 が あ っ た に 違 い な い 。 小 野 恭 靖 氏 は （ １ ８ ） 、 

近 世 民 謡 の 編 集 、 刊 行 は 十 八 世 紀 半 ば か ら 十 九 世 紀 半 ば に 至 る 約 百 年 間 に 集 中 す る （ 中 略 ） 第 一

の ピ ー ク に 成 立 し た 民 謡 集 に は 、 前 時 代 の 盤 珪 禅 師 の 教 訓 歌 謡 の 流 入 が 濃 厚 に 認 め ら れ る 

と い わ れ て い る 。 江 戸 中 後 期 に 普 及 し た 民 謡 に は 教 訓 的 な 要 素 が も っ と も 重 要 な 特 徴 で あ っ た と い

う 指 摘 は と く に 注 目 さ れ る 。 

 と こ ろ で 、 先 に 世 間 に 人 気 の 高 い 一 茶 句 に は 、 家 族 関 係 を 詠 ん だ 作 品 が 多 い こ と を 述 べ た 。 数 多

い 例 句 の 中 か ら 、 二 句 だ け を と り あ げ よ う 。 

① お や （ 親 ） と 云 （ い ふ ） 字 を 拝 （ お が む ） ら ん こ ろ も が え （ 八 番 日 記 ） 

        ( 信 濃 町 赤 渋 ・ 小 林 晴 信 宅 に 句 碑 あ り ） 

② 子 宝 が き や ら ／ ＼ 笑 ふ 榾 火 哉   （ お ら が 春 ） 

      （ 信 濃 町 古 間 ・ 小 林 昇 宅 に 句 碑 あ り ） 



こ の 二 句 と も 、 一 茶 晩 年 に よ く み る “ 家 族 愛 の 詩 ” と い う 趣 が あ り 、 さ ら に い え ば 道 徳 的 と 呼 び 得

る 発 想 が 感 じ ら れ る の で は な い か 。 実 は い ず れ の 句 に 関 し て も 、 安 永 五 年 （ 一 七 七 六 年 ） に 刊 行 さ

れ た 『 山 家 鳥 虫 歌 』 （ １ ９ ） に 、 こ れ ら に 近 い 発 想 の 民 謡 が み ら れ る の で あ る 。 

 

① 親 と 云 ふ 字 を 絵 に か い て な り と 肌 の 守 と 拝 み た や （ 摂 津 一 〇 一 ） 

② 野 に も 山 に も 子 無 き は お き や れ 万 の 蔵 よ り 子 は 宝 （ 対 馬 三 九 二 ） 

と い う 二 首 に は 、 小 野 恭 靖 氏 が い う よ う に 、 「 盤 珪 禅 師 の 教 訓 歌 謡 の 流 入 が 濃 厚 に 認 め ら れ る 」 と

み て よ い の で あ ろ う 。 そ し て 同 様 に 、 晩 年 の 一 茶 の 句 に は 、 親 孝 行 と い う テ ー マ や 教 化 的 な 趣 が し

ば し ば 見 あ た る の で あ る 。 句 碑 の あ る も の で 、 そ の 他 の 例 句 を と り あ げ る と 、 

こ と し 米 親 と 云 （ い ふ ） 字 を 拝 み け り   （ 八 番 日 記 、 二 基 ） 

な ま け る な い ろ は に ほ へ と 散 桜   （ 七 番 日 記 、 一 基 ） 

心 の 字 に 水 も 流 れ て 梅 の 花   （ 文 政 九 ・ 十 年 句 帖 写 、 一 基 ） 

な ど が あ る 。 こ う し た 一 茶 晩 年 の “ 教 訓 俳 諧 ” と も 呼 び 得 る 俳 風 に お い て も 、 間 接 的 に 盤 珪 禅 師 の

歌 謡 の 影 響 を み る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。 こ の 点 に つ い て 、 さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ ろ

う が 、 一 つ の 調 査 方 向 と し て 、 当 時 の 雪 中 庵 や 其 日 庵 に お け る 心 学 の 普 及 を 考 え る 価 値 が あ る か も

知 れ な い 。 た と え ば 、 蓼 太 門 で 武 蔵 の 国 の 俳 人 荘 丹 （ 享 保 一 〇 ー 文 化 一 二 ） の 著 書 に は 、 『 俳 心 学 』

と い う 俳 論 書 が あ り 、 近 世 中 期 以 降 の 俳 論 書 の 記 述 に 、 心 学 的 思 考 の 反 映 を 探 る こ と は 困 難 な こ と

で は な い と い え よ う 。 堀 切 実 氏 に よ る と （ ２ ０ ） 、 

心 学 普 及 の 最 大 の 貢 献 者 で あ っ た 堵 庵 は 、 そ の 著 『 座 談 随 筆 』 （ 明 和 八 年 刊 ） に お い て 、 盤 珪 の

説 を し ば し ば 引 用 し て 、 こ れ を 支 持 し 、 自 説 の 展 開 の 根 拠 と し て 用 い て い る の で あ っ た 。 

と 述 べ て い る 。 一 茶 が 所 属 し た 葛 飾 派 の 門 人 の 間 に も 、 盤 珪 の 教 訓 歌 謡 が 話 題 に な っ た り し た と い

え る か も 知 れ な い 。 

 

 

四 結 論 

 

 以 上 、 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 こ と が わ か っ た 。 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 つ け る 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 。 と き に 一 茶 は 教 訓 民 謡 に

み る 盤 珪 禅 的 思 想 の 裏 を 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 （ ２ １ ） 。 一 茶 は 、 単 純 で イ ン パ ク ト の 強 い 表 現 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 、 駐 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 （ ２ ２ ） 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 採 録 し 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 。 
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