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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 
 
 

一 は じ め に 

 

 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 （Paul Claudel, 1868-1955 ） 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 た こ と が あ る 。 日 本 滞 在 中 、 詩 人 大 使 と 呼 ば れ た ク ロ ー デ ル は 、 円 熟 の 才 能 を 生 か し 、

『 江 戸 内 壕 』 （La muraille intérieure de Tôkyô, 1923 ） や 『 朝 日 の 中 の 黒 い 鳥 』(L’oiseau noir dans le soleil levant, 

1927 ） を は じ め と し て 、 日 本 文 化 の 影 響 を 受 け な が ら 熱 心 に 詩 作 に 取 り 組 ん だ （ １ ） 。 そ 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) （ ２ ） と い う 作 品 は 最

も 日 本 的 な も の だ と い え よ う （ ３ ） 。 

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

ク シ ミ リ や 注 釈 （ ４ ） 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 い 。 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 長 を 分 析 す

る こ と に す る 。 

 

 

二 作 品 紹 介 

 

  そ も そ も 、 『 百 扇 帖 』 に 収 め ら れ た 一 七 二 章 の う ち 、 四 章 は 『 四 風 帖 』(Souffle des quatre souffles)

と し て 、 一 九 二 六 年 十 月 二 十 五 日 に 東 京 麹 町 の 山 濤 書 院 か ら す で に 刊 行 さ れ て い た 。 ク ロ ー デ ル の 筆 書

き の 短 詩 に 、 画 家 の 富 田 渓 仙 に よ る 染 筆 が 加 え ら れ 、 合 わ せ て 六 枚 の 扇 面 と い う 風 変 わ り な 形 で 出 さ れ

た も の で あ る 。 ま た 、 『 四 風 帖 』 に つ づ い て 、 一 ト 月 あ ま り 後 に は 、 ク ロ ー デ ル 自 筆 の 短 詩 十 六 章 、 富

田 渓 仙 の 染 筆 十 六 扇 、 両 者 の 合 作 四 扇 、 計 三 十 六 扇 に 増 補 さ れ た 『 雉 橋 集 』(Poèmes du Pont-des-Faisans)

が 、 日 仏 芸 術 社 に 出 版 さ れ た 。 

 さ ら に 一 九 二 七 年 に 出 版 さ れ た 『 百 扇 帖 』 の 初 版 は 、 一 七 二 章 か ら 成 り 、 扇 面 印 刷 に は な っ て い な い



が 、 経 本 仕 立 て の 三 冊 本 （ 五 七 章 、 五 七 章 、 五 八 章 ） と し て 刊 行 さ れ た 。 刊 行 さ れ た 時 期 に つ い て は 、

ク ロ ー デ ル が 駐 米 フ ラ ン ス 大 使 と し て 離 日 し た 一 九 二 七 年 二 月 十 二 日 の 数 ヶ 月 後 と さ れ て い る( ５ ） 。 第

一 巻 の 表 紙 に は た だTokyô,1927 と 書 か れ て い て 、 最 初 の ペ ー ジ に はMaison Koshiba de Tokyô （ メ ゾ ン 小

柴 ） と い う 出 版 元 が み ら れ る 。 ま た 、 第 一 巻 の 最 後 の ペ ー ジ に は 、 「 二 百 部 が 印 刷 さ れ た 」 と フ ラ ン ス

語 で 書 か れ て い る だ け で あ る 。 

 『 百 扇 帖 』 の 初 版 に は 、 以 前 の 『 四 風 帖 』 や 『 雉 橋 集 』 と 同 様 に 、 ク ロ ー デ ル の 筆 書 き に よ る 独 特 な

文 字 の 配 列 が み ら れ る 。 一 七 二 番 目 の 短 章 を 除 け ば 、 一 ペ ー ジ に 短 章 が 三 つ ず つ 書 か れ て い る 。 ま た 、

フ ラ ン ス 語 の 詩 の 横 に 、 有 島 生 馬 氏 に よ る 二 文 字 を 各 短 章 に そ え て い る 。 詩 の 横 に 書 か れ た そ の 二 つ の

漢 字 は 、 山 内 義 雄 氏 や 吉 江 喬 松 氏 が 短 章 の 意 味 に 関 連 す る よ う に 選 ん だ も の で あ る と 、 初 版 の 一 ペ ー ジ

目 に 説 明 が 書 か れ て い る 。 

 

 

三 下 書 き に み る 連 関 性 に 対 す る こ だ わ り 

 

 ト リ ュ フ ェ 氏 の 調 べ に よ る と 、 フ ラ ン ス 国 立 図 書 館 に 所 蔵 さ れ て い る 『 百 扇 帖 』 の 下 書 き は 主 に 四 点

か ら 成 り 立 っ て い る 。 最 も 古 い も の は 、 日 光 の 金 谷 ホ テ ル の 便 箋 二 枚 に 三 六 の 短 章 が 書 か れ て い る （ 以

下 「 下 書 き ① 」 と よ ぶ ） 。 ク ロ ー デ ル の 日 記 に よ る と 、 こ の 下 書 き は 一 九 二 六 年 六 月 六 日 と 八 日 と の 間 、

日 光 近 辺 で 書 か れ た と い う こ と が わ か る （ ６ ） 。 こ の 下 書 き ① に は 、 そ れ ぞ れ の 短 章 の 順 序 を 示 す よ う

な 番 号 が 付 い て い な い 。 も う 一 つ の 下 書 き は 、 七 ペ ー ジ 、 九 八 の 短 章 に 増 補 さ れ 、 最 後 の 部 分 に は 「 東

京 、 六 月 八 日 」 と 記 さ れ て い る （ 以 下 「 下 書 き ② 」 と よ ぶ ） 。 こ の 下 書 き ② に は 、 そ れ ぞ れ の 短 章 に 番

号 が 丁 寧 に 振 っ て い る 。 ま た 、 一 一 三 章 を 収 め た 別 の 下 書 き が あ り 、 日 付 は 「 東 京 、 六 月 」 と 書 か れ て

い る 。 こ ち ら に も 短 章 に 番 号 が 付 い て い る 。 最 後 に は 、 一 九 二 七 年 の 初 版 と ほ と ん ど 同 じ 内 容 の 下 書 き

が 残 っ て い て 、 一 七 二 章 に そ れ ぞ れ 番 号 が つ い て い る の で あ る 。 つ ま り 、 一 九 二 七 年 の 初 版 に は 番 号 が

現 れ て い な い が 、 下 書 き の 段 階 で は 、 最 初 の 草 稿 を 除 け ば 、 ク ロ ー デ ル の 手 に よ っ て 、 短 章 の 順 序 を 示

す よ う な 番 号 が 書 か れ る こ と が わ か る 。 た と え ば 冒 頭 の 二 〇 章 に つ い て 、 こ れ を 下 書 き に 捜 す と 、 下 書

き ① に は ど れ も 存 在 し な い で 、 下 書 き ② に は 二 〇 章 と も 書 か れ て い る 。 一 三 番 と 一 四 番 の 短 章 の 順 序 は

逆 に な っ て い る が 、 そ の 一 点 を 除 け ば 、 下 書 き ② か ら 初 版 ま で 同 じ 順 序 が 守 ら れ て い る と い う こ と が 注

目 さ れ る 。 実 際 、 作 品 全 体 を み て も 、 そ の 下 書 き ② に 書 か れ て い る 九 八 の 短 章 の う ち 、 七 二 の 短 章 も 初

版 と 同 じ 付 合 に な っ て い る の で あ る 。 つ ま り 、 ク ロ ー デ ル は 、 詩 集 を 九 八 の 短 章 か ら 一 七 二 の 短 章 ま で

拡 大 さ せ て も 、 で き る だ け 下 書 き の 順 序 を 守 ろ う と し た の で あ ろ う 。 初 版 に は 、 審 美 的 な 配 慮 に よ っ て

各 章 の 番 号 記 載 が 削 除 さ れ た だ ろ う が 、 そ れ 以 前 の 三 つ の 下 書 き に は は っ き り と 記 さ れ て い た こ と は 、

作 者 の 、 作 品 の 順 序 立 て と そ の 連 関 性 に 対 す る こ だ わ り を 語 っ て い る と い え よ う 。 

 さ て 、 冒 頭 二 〇 章 に 焦 点 を 絞 っ て 、 そ の 連 関 性 の 特 徴 を 考 え た い 。 

 



 

四 『 百 扇 帖 』 に み る 付 合 に つ い て 

 

 こ こ で 、 日 本 の 連 句 論 の 分 類 に し た が っ て 、 『 百 扇 帖 』 に み る 連 関 性 を 分 析 す る こ と に す る 。 前 提 と

し て 、 フ ラ ン ス 語 と 日 本 語 と の 発 想 の 相 違 に も 留 意 す べ き か と 思 わ れ る が 、 フ ラ ン ス の 詩 学 に は 作 品 同

志 の 関 連 性 を 分 析 す る 理 論 が 存 在 し な い こ と か ら 、 日 本 の 連 句 論 に お け る 一 般 的 な 分 類 を 実 践 す る こ と

を 試 み た （ ７ ） 。 一 般 的 な 定 義 と し て 、 た と え ば 一 九 四 六 年 に 刊 行 さ れ た 伊 東 月 草 氏 の 『 連 句 大 概 』 に

よ る と （ ８ ） 、 連 句 に お け る 二 句 の 付 け 方 を 、 “ 物 付 ” 、 “ 心 付 ” 、 “ 匂 付 ” と い っ た 三 種 類 に 分 け る

こ と が で き る と い う 。 “ 物 付 ” は 前 句 の 言 葉 に た よ り 、 前 句 の 言 葉 に 応 じ て 付 け て 行 く 付 け 方 で 、 “ 詞

付 ” と も い う 。 物 付 の 例 と し て 、 伊 藤 月 草 氏 は 次 の 句 を 取 り 上 げ て い る 。 

   弓 矢 ぞ 国 の を さ め と は な る 

  案 山 子 立 つ 秋 の 山 田 を 刈 り 上 げ て 

こ こ で は 「 弓 矢 」 に 対 し て 「 案 山 子 」 、 「 を さ め 」 に 対 し て 「 刈 り 上 げ 」 と 応 じ て 、 付 句 は 前 句 の 言 葉

に 直 接 に 頼 っ て い る と い う 。 

 “ 心 付 ” と は 前 句 の 言 葉 に は か か わ り は な い が 、 前 句 の 内 容 、 即 ち 意 味 に す が っ て つ け る と い う 付 け

方 で 、 “ 意 味 付 ” と も い う 。 た と え ば 、 次 の 句 が 揚 げ ら れ る 。 

   春 や 昔 の き の ふ の 空 に 

  少 年 の も と の 身 に し て 目 は 霞 み 

こ の 二 句 の 陰 に は 「 月 や あ ら ぬ 春 や 昔 の 春 な ら ぬ 我 身 一 つ は も と の 身 に し て 」 と い う 古 歌 が ふ ま れ て い

る と 伊 藤 月 草 氏 は 指 摘 し て い る 。 こ れ を 「 本 歌 取 」 と い い 、 「 心 付 」 の 一 つ で あ る 。 

 最 後 に 、 “ 匂 付 ” と は 、 芭 蕉 以 降 の 連 句 に み ら れ る 付 け 方 で あ り 、 伊 東 月 草 に よ る と 、 

芭 蕉 は 、 さ う い ふ 言 葉 の 縁 や 意 味 の 連 絡 、 故 事 や 古 歌 を ふ ま へ る 付 け 方 を 綺 麗 さ っ ぱ り と

離 脱 し ま し て 、 前 句 の 余 韻 余 情 、 即 ち 前 句 の 気 分 、 情 緒 を さ ぐ っ て そ こ へ 付 け て ゆ く 付 け

方 を 発 見 し た の で あ り ま す 。 

と い う 。 そ の 例 と し て 、 

    一 輪 咲 き し 芍 薬 の 窓 

   碁 の 工 夫 二 日 と ぢ た る 目 を 明 け て 

が 、 気 分 や 情 趣 の 上 で の 深 い 関 係 を 持 っ て い る 二 句 で あ る と い え よ う 。 い つ の 間 に か 咲 い た 芍 薬 の 大 輪

と う い う 題 材 は 、 何 と な く 崇 高 で 、 け だ か い 感 じ が す る 。 そ れ に 対 し て 、 二 日 間 の 苦 心 を 重 ね て よ う や

く 碁 の 妙 手 を 考 え 出 し 、 目 を 開 い た そ の 瞬 間 は 、 同 じ く 高 尚 で す が す が し い 感 じ が す る の で あ ろ う 。 

 お お む ね 、 現 在 の 『 俳 文 学 大 辞 典 』 な ど の 解 説 も 、 こ れ に 順 じ て い る 。 

 ま た 、 一 般 的 に は 、 物 付 ・ 心 付 の よ う な 付 合 を “ 親 句 的 ” と い い 、 匂 付 の よ う な 付 合 を “ 疎 句 的 ” と

い う の で あ る 。 で は 、 こ の 分 類 の し か た に よ っ て 、 冒 頭 二 〇 章 の 付 け 方 を 調 べ て 、 以 下 の 別 表 に ま と め

た 。 



 
 

冒 頭 二 〇 章 の 付 け 方 、 一 覧 表 

 

群 初 版
の 順

序 

原 文 （ 注 ９ を 参 照 ） 付 け 方 付 け

方 の

分 類 

主 な 題 材 日 本 語 訳 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ 注 １ ０ を 参 照 ） 

 

 １ Tu m’appelles la Rose 

dit la Rose 

mais si tu savais mon vrai nom je 

m’effeuillerais aussitôt 

  植 物 

（ 薔 薇 ） 

薔 薇 が 言 う 

君 は わ た し を 薔 薇 と 呼 ん で い る 

し か し 君 が わ た し の ほ ん と う の 名 を 知 る な ら 

わ た し は た ち ま ち 崩 れ る だ ろ う 

一 ２ Au cœur de la pivoine 

ce n’est pas une couleur mais le 

souvenir d’une couleur 

ce n’est pas une odeur mais le 

souvenir d’une odeu r 

薔 薇 ↓

牡 丹 

物 付 植 物 

（ 牡 丹 ） 

白 牡 丹 の 芯 に あ る も の  
そ れ は 色 で は な く 

色 の 思 い 出 

そ れ は 匂 で は な く 

匂 の 思 い 出 

 ３ Glycines  Il n’y aura jamais 

assez de fleurs pour nous  

empêcher de comprendre ce 

solide de nœud de serpents 

牡 丹 ↓

藤 

物 付 植 物 （ 藤 ） 藤 よ 

お ま え が ど ん な に た く さ ん の 花 を つ け た と し て

も 

わ た し た ち は そ の 固 い 蛇 の 絡 み 合 い を 

認 め ざ る を 得 な い 

 ４ Glycines   Cèdre 

Enlacé par ses milles bras au 

tronc du colosse funèbre   

l’hydre de la vie escalade et 

remercie la mort 

藤 ↓ 同 繰 り

返 し 

植 物 （ 藤 ） 藤 と 杉   

千 の 手 で 死 の 巨 人 に 結 ば れ た 命 の ヒ ド ラ は 

よ じ 登 り 死 に 感 謝 す る 

 

二 

５ Jizô sur son piédestal 

ferme les yeux comme un homme 

en plein midi  

qui ferme les yeux à cause 

d’une lumière trop grande  

 匂 付

風 

宗 教 

（ 地 蔵 ） 

石 の 台 座 の 地 蔵 尊 

真 昼 の 激 し す ぎ た 光 に 目 を 閉 じ た 男 の よ う に 

目 を 閉 じ て い ら っ し ゃ る 

 ６ Une pauvre prière 

fragile comme une pierre 

en équilibre sur la tête de Jizô 

地 蔵 ↓

同 

繰 り

返 し 

宗 教 

（ 地 蔵 ） 

貧 し い 折 り 

地 蔵 の 頭 の 上 に 釣 合 を と っ て の せ ら れ た 石 の よ

う に 



お ぼ つ か な く 

 

三 

７ Comme un tisserand 

par le moyen de ma baguette 

magique j’unis un rais de soleil 

avec un fil de pluie 

 匂 付

風 

天 象 

（ 太 陽 ） 

降 物 （ 雨 ） 

織 物 師 の よ う に 

わ た し は 魔 法 の 杖 を も っ て 

太 陽 の 光 線 と 雨 の 糸 と を 結 び つ け る 

 ８ Une grenouille saute dans l’étang 

et là haut dans le ciel  

O tzukisama se met à rire si fort 

qu’elle est obligée de s’essuyer le 

coin de l’œil avec un mouchoir de 

soie 

太 陽 ↓

月 
太 陽 ・ 雨

↓ 空 
物 付 

逆 付 

天 象 （ 月 ） 

 

お 月 様 よ 

一 匹 の 蛙 が 池 に 飛 び こ む 

す る と   

高 い 空 で 

月 は 笑 い 

笑 い す ぎ て 

眼 が し ら を 絹 の ハ ン カ チ で ふ い て い る 

 ９ Tas de pierres sur la tête de Jizô   

le dernier caillou 

que ce ne soit pas un aveugle qui 

soit chargé de le mettre 

 匂 付

風 

宗 教 

（ 地 蔵 ） 

地 蔵 尊 の 頭 の 上 に 山 積 み さ れ た 石 

そ こ に 最 後 の 小 石 を の せ る も の は 

盲 人 で は な い よ う に 

 １ ０ La nuit  approche ta joue de ce 

bouddha de pierre et ressens 

combien la journée a été brûlante 

地 蔵 ↓

仏 

小 石 ↓

石 

物 付 宗 教 （ 仏 ） 夜 

石 の 仏 に 頬 寄 せ て 

昼 の う ち の 炎 熱 を 

感 じ て ご ら ん 

 

四 

１ １ La journée a été brûlante et 

maintenant approche  

sens un dieu chaud 

昼 の う

ち の 炎

熱 

↓ 同 

繰 り

返 し 

宗 教 （ 神 ） 今 

昼 の う ち の 炎 熱 を 

暑 い 神 に 身 を 近 づ け て 

感 じ て ご ら ん 

 １ ２ Approche ton oreille et sens 

combien au fond de la poitrine 

d’un dieu l’amour est long à 

s’éteindre 

近 づ い

て ↓ 同 

繰 り

返 し 

宗 教 （ 神 ） 耳 を 寄 せ て 感 じ て ご ら ん 

神 の 胸 の 熱 愛 が 消 え る ま で 

ど ん な に 時 間 が か か る か 

 １ ３ Ce n’est pas la glycine dit Dieu  

qui est capable de me garrotter  

c’est la vigne et le raisin 

神 ↓ 神

様 

物 付 宗 教 神 様 が 言 う 

藤 は お の れ を い ま し め る こ と が で き な い 

そ れ が で き る の は 葡 萄 と 葡 萄 の 実 だ け 

 １ ４ La pivoine et cette rougeur en 

nous qui précède la pensée 

 匂 付

風 

植 物 

（ 牡 丹 ） 

牡 丹 花 

わ た し た ち の 心 の う ち で 

思 考 に 先 だ つ 



真 紅 の い ろ 

 

五 

１ ５ Cette nuit il a plu du vin 

Je le sais il n’y a pas moyen 

d’empêcher les roses de parler 

真 紅 ↓ 

葡 萄 酒 

牡 丹 ↓

薔 薇 

物 付 植 物 

（ 薔 薇 ） 

夕 べ 葡 萄 酒 が 降 っ て き た 

仕 方 が な い 

薔 薇 た ち は そ の こ と を 語 り つ づ け る 

 １ ６ Cette nuit dans mon lit 

je vois que ma main trace une 

ombre sur le mur 

La lune s’est levée 

今 夜 ↓

同 

繰 り

返 し 

天 象 （ 月 ） 今 夜 

床 に つ い て 

見 る と 

わ た し の 手 は 壁 に も の の 影 を え が い て い る 

月 が 出 た 

 １ ７ Cette ombre que me confère la 

lune comme une encre 

immatérielle 

月 ・ 影 ↓

同 

繰 り

返 し 

天 象 （ 月 ） 月 に 頂 い た 

あ の 影 
無 体 物 と な る 

墨 の よ う に 

 １ ８ Je suis venu du bout du monde 

pour savoir ce qui se cache de 

rose au fond des pivoines 

blanches de Hasédéra 

 匂 付

風 

植 物 

（ 牡 丹 ） 

わ た し は 世 界 の 涯 か ら 来 た 

長 谷 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 

六 １ ９ Rougeur   Le sang 

qui pénètre la chair 

et l’esprit qui pénètre l’âme 

淡 紅 ↓

紅 

物 付 植 物 ？

（ 紅 ） 

紅 

肉 に し み 入 る 血 の い ろ 

霊 に し み 入 る 思 念 の い ろ 

 ２ ０ Seule la rose est assez fragile pour 

exprimer l’Eternité   

魂 ↓ 永

遠 

紅 ↓ ば

ら の 花 

物 付 植 物 

（ ば ら ） 

（ 以 下 ２ ６

番 ま で 「 花 」

が 題 材 ） 

ば ら の 花 だ け は 

永 遠 を 表 す ほ ど に 

脆 い も の で あ る 

   

 二 〇 章 の 構 造 を み る と 、 そ れ ら は い わ ゆ る “ 物 付 ” 的 に 密 接 に つ な が っ て い る グ ル ー プ と し て の 六 群

か ら 成 り 立 っ て い る と い う こ と が 指 摘 さ れ る 。 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 。 最 初 の 一 群 は 様 々 な 夏 の 花 を 詠 ん だ 四 章 が つ づ き 、 二 群 で は 、 地 蔵 を 詠 ん だ 二 章 、 そ れ か ら

三 群 で は 天 象 （ 「 太 陽 」 と 「 月 」 ） の 二 章 、 さ ら に 四 群 の 宗 教 を 詠 ん だ 五 章 と つ づ く 。 そ の 次 、 五 群 は 、

植 物 と 天 象 と い う 二 つ の 題 材 が 二 章 ず つ 入 っ て い る が 、 植 物 か ら 天 象 へ の 推 移 は 、 同 じCette nuit （ 今

夜 、 夕 べ ） と い う 詞 の 繰 り 返 し に よ っ て 、 強 い 付 合 で 結 び つ い て い る 。 ま た 、 そ の 後 の 一 六 番 と 一 七 番

の 短 章 を み る と 、 下 書 き ② の 段 階 で は 、 両 作 品 が も と も と 一 篇 の 詩 に な っ て い た と い う こ と も わ か る 。



し た が っ て 、 五 群 目 に お い て も 強 い 統 一 性 が 認 め ら れ る 。 最 後 に 、 六 番 目 の 群 を み る と 、 再 び 牡 丹 や ば

ら の 花 を 題 材 に し た 作 品 が 、 実 際 二 六 番 目 の 短 章 ま で つ づ く の で あ 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 、 そ れ ら を 連 続 的 に 読 む こ と が で き る も

の と み て も よ か ろ う 。 し か も 、 『 百 扇 帖 』 の 一 七 二 章 を 最 後 ま で み て も 、 こ う し た グ ル ー プ ご と の ま と

ま り 方 は 、 全 篇 に わ た っ て つ づ く の で あ る 。 

 さ て 、 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 で 、 一 見 で は つ

な が り が な い よ う に み え る か も 知 れ な い 。 た と え ば 、 四 番 目 と 五 番 目 の 短 章 を 検 討 し て み よ う 。 

 

（ ４ ）  藤 と 杉   

  千 の 手 で 死 の 巨 人 に 結 ば れ た 命 の ヒ ド ラ は 

  よ じ 登 り 死 に 感 謝 す る 

   

（ ５ ）  石 の 台 座 の 地 蔵 尊 

  真 昼 の 激 し す ぎ た 光 に 目 を 閉 じ た 男 の よ う に 

  目 を 閉 じ て い ら っ し ゃ る 

 

 こ こ で は ま ず 、 ４ と ５ は 物 付 的 な 付 け 方 に な っ て い な い と い え よ う 。 し か も 、 明 解 な 心 付 的 な つ な が

り も み あ た ら な い 。 近 世 の 連 句 作 者 が 座 右 に 置 い た 『 俳 諧 類 舩 集 』 を 引 い て も 、 死 と 藤 や 杉 な ど と の 付

合 は 出 て 来 て い な い 。 む し ろ 、 「 死 に 感 謝 す る 」 と 「 激 し す ぎ た 光 に 目 を 閉 じ た 」 と い っ た 二 つ の 表 現

に は 余 情 的 隣 接 性 、 す な わ ち 匂 付 風 の も の が 指 摘 さ れ る か も 知 れ な い 。 た し か に 、 空 に 向 か っ て 杉 の 幹

を 登 る 藤 と 、 悟 り に 至 っ て 「 目 を 閉 じ て い ら っ し ゃ る 」 地 蔵 と の 間 に は 余 情 的 な つ な が り が 感 じ ら れ る 。

ど ち ら も 、 貴 い 雰 囲 気 の 短 章 で あ り 、 ど ち ら も 忘 我 を 讃 え る よ う な 発 想 の 現 れ で あ る 。 

 次 に 、 二 番 目 の 群 と 三 番 目 の 群 の 移 り を 検 討 し よ う 。 つ ま り 、 六 番 目 と 七 番 目 の 短 章 の 付 合 を う か が

っ て み よ う 。 

 

（ ６ ）  貧 し い 折 り 

  地 蔵 の 頭 の 上 に 釣 合 を と っ て の せ ら れ た 石 の よ う に 

  お ぼ つ か な く 

 

（ ７ ）  織 物 師 の よ う に 

  わ た し は 魔 法 の 杖 を も っ て 

  太 陽 の 光 線 と 雨 の 糸 と を 結 び つ け る 

 

こ こ で は 、 「 地 蔵 」 と い う 題 材 か ら 「 太 陽 」 や 「 雨 」 の よ う な 天 象 の 題 材 に 移 っ て き て い る 。 全 体 的 に 、



ど ち ら の 短 章 に も 、 不 安 定 な 雰 囲 気 が 漂 っ て い る と い え る 。 お ぼ つ か な い 人 間 の 祈 り 、 そ れ か ら 、 日 照

り 雨 の よ う な 天 気 。 ま た 、 魔 法 の 杖 を も っ た 織 物 師 と い う 部 分 は 、 筆 を も っ た 詩 人 を な ぞ ら え て 表 現 し

た の で あ ろ う が 、 祈 り は 詩 と 同 種 類 の も の で あ る と 感 じ る こ と も で き よ う 。 先 の ４ 番 と ５ 番 と の 付 合 よ

り も さ ら に 、 間 接 的 で 、 余 情 的 で 、 洗 練 さ れ た 付 合 で あ る と い え る か も 知 れ な い 。 

 さ て 、 三 群 と 四 群 の 移 り 方 は ど う い う ふ う に な っ て い る だ ろ う か 。 

 

（ ８ ）  お 月 様 よ 

  一 匹 の 蛙 が 池 に 飛 び こ む 

  す る と   

  高 い 空 で 

  月 は 笑 い 

  笑 い す ぎ て 

  眼 が し ら を 絹 の ハ ン カ チ で ふ い て い る 

 

（ ９ ）  地 蔵 尊 の 頭 の 上 に 山 積 み さ れ た 石 

  そ こ に 最 後 の 小 石 を の せ る も の は 

  盲 人 で は な い よ う に 

 

 今 ま で の 短 章 と 対 照 的 に 、 ど ち ら の 短 章 も 軽 妙 な エ ス プ リ に 溢 れ た 作 品 で あ る 。 月 を 俳 聖 芭 蕉 に 見 立

て た り 、 ま た は 日 本 の 宗 教 的 習 慣 の 中 の 意 外 な ア ク シ デ ン ト を 想 像 し た り し て 、 ど ち ら の 短 章 に も 、 神

聖 な 題 材 を 笑 い も の に す る と い う 傾 向 が 印 象 的 で あ る 。 滑 稽 に よ る つ な が り 以 外 の 直 接 な 付 合 は な く 、

こ れ こ そ “ 気 分 ” で つ な が っ た 二 章 で あ る と い え る 。 

 つ づ い て 、 四 番 目 の 群 と 五 番 目 の 群 と の つ な が り を 分 析 し て み よ う 。 

 

（ １ ３ ）  神 様 が 言 う 

  藤 は お の れ を い ま し め る こ と が で き な い 

  そ れ が で き る の は 葡 萄 と 葡 萄 の 実 だ け 

 

（ １ ４ ） 牡 丹 花 

  わ た し た ち の 心 の う ち で 

  思 考 に 先 だ つ 

  真 紅 の い ろ 

 

 こ の 短 章 の 共 通 点 は 、 哲 学 的 な 余 韻 と 植 物 的 な 題 材 で あ る と い え よ う 。 「 藤 」 と 「 牡 丹 」 と い っ た 題



材 の 隣 接 性 を 考 え る と 、 物 付 的 な 付 合 に 近 い と こ ろ が あ る と い え る か も 知 れ な い 。 し か し 、 １ ３ の 「 神

様 が 言 う 」 と い う 部 分 は 、 １ ４ の 「 思 考 に 先 だ つ 真 紅 の い ろ 」 と い っ た 部 分 と 響 き 合 い 、 ど ち ら も 形 而

上 学 的 な 考 察 に 基 づ く も の で あ る 。 ま た 、 下 書 き ② を み る と 、 も と も と は こ の 二 つ の 短 章 の 順 序 が 逆 に

な っ て い た と い う こ と が わ か る 。 し か し 、 前 の 順 序 で は 、 宗 教 に 関 す る 四 章 の 後 、 一 端 「 牡 丹 」 の 一 章

に 移 っ て 、 そ れ か ら ま た 宗 教 に 戻 る と い う こ と に な っ て い た 。 し た が っ て 五 番 目 の グ ル ー プ の 統 一 性 が

な く な っ て い た 。 そ こ で 、 群 の 統 一 性 を 保 つ た め に ク ロ ー デ ル の 推 敲 が あ っ た も の と み ら れ る 。 た だ し 、

こ の 展 開 は 、 植 物 と い う 共 通 の 題 材 が 目 立 っ て い て 、 物 付 的 で も あ り 、 匂 付 的 で も あ る と み て も よ か ろ

う 。 

 最 後 に 、 五 番 目 の 群 と 六 番 目 の 群 の 間 の 付 け 方 を み よ う 。 

  

（ 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 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 」 ー 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 。 や は り 、 蕉 風 の 連 句 論 で は 匂 付 と よ ば れ て い る

付 合 に 非 常 に 近 い も の が あ る と い え る 。 共 通 の 題 材 も な く 、 全 く 違 っ た 意 味 の 作 品 で あ り な が ら 、 そ の

非 論 理 的 、 余 情 的 な と こ ろ に 、 は っ き り と し た 付 合 の 意 識 が 感 じ ら れ る 。 

  

 

 

五 結 論 ― “ 連 詩 ” の 可 能 性 に つ い て 

 

 以 上 、 『 百 扇 帖 』 冒 頭 の 二 〇 章 を 検 証 し た と こ ろ 、 六 つ の 群 に よ る 構 造 を 認 め る こ と が で き た 。 一 つ

の 群 に 集 ま っ て い る 短 章 の 数 は 決 ま っ て い な い が 、 同 じ よ う な 題 材 を 扱 っ て い る 短 章 が つ づ き 、 親 句 的

な 付 合 が 群 の 中 で は 一 般 的 で あ る 。 実 際 、 作 品 全 体 を 見 渡 し て も 、 同 じ 運 び 方 を 認 め る こ と が で き る （ １

１ ） 。 さ ら に 、 群 の 間 の 付 合 を み る と 、 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 も の が 一 般 的 で あ る 。 日 本 の 連 句 で は 、 こ う し



た 付 合 の 種 類 を 匂 付 と よ ん で 、 蕉 風 連 句 の 特 長 と さ れ て き た 。 ク ロ ー デ ル は 、 連 句 と い う 日 本 特 有 の ジ

ャ ン ル に つ い て 、 ど れ だ け 知 識 が あ っ た か は 不 明 で あ る 。 し か も 、 没 後 に 目 録 が 作 ら れ た ク ロ ー デ ル 所

蔵 の 書 物 に は 、 連 句 を 取 り 上 げ た 書 物 が 入 っ て い な か っ た と い う こ と が 知 ら れ る （ １ ２ ） 。 ま た 、 明 治 大

正 時 代 の 日 本 で は 、 連 句 が あ ま り 盛 ん で は な か っ た こ と を 考 え る と 、 ク ロ ー デ ル は 日 本 滞 在 中 に 蕉 風 連

句 の 付 合 論 を さ ほ ど 学 ぶ 機 会 は な か っ た の で あ ろ う 。 む し ろ ク ロ ー デ ル 自 身 が 、 長 編 の 作 詩 に 慣 れ て い

た の で （ １ ３ ） 、 お の ず と 詩 集 の 連 関 的 展 開 を 考 え た の だ と み る べ き で あ ろ う 。 そ し て 、 自 ら 蕉 風 連 句 の

匂 付 に 非 常 に 近 い 付 け 方 を 発 見 し た の で あ る （ １ ４ ） 。 し か も 、 ク ロ ー デ ル は 、 物 付 的 な も の と 匂 付 的 な

も の を 交 互 に 連 関 さ せ て ゆ く こ と に よ っ て 、 匂 付 的 な 部 分 を さ ら に 目 立 た せ る こ と に 成 功 し て い る の で

あ る 。 や は り 、 あ い ま い な 意 味 を も つ 自 由 律 の 短 詩 の 場 合 は 、 作 品 全 般 に わ た っ て 匂 付 的 な も の だ け で

統 一 す る と 、 付 合 的 な 意 図 が 読 者 に 伝 わ ら な い と い う 危 険 が 生 ず る の で あ る 。 

 最 近 で は 、 日 本 語 の 自 由 律 の 連 詩 に つ い て も 、 大 岡 信 氏 は 同 じ 問 題 を 指 摘 し て い る 。 

引 き 出 す こ と の で き る 一 つ の 結 論 は 、 定 型 律 や 種 々 の 約 束 事 を む し ろ 不 断 に ジ ャ ン ピ ン グ

ボ ー ド と す る こ と の で き る 古 典 的 な 連 句 形 式 に よ る 以 外 に は 、 一 行 ず つ で 長 短 不 定 の 詩 句

の 付 合 は ほ と ん ど 成 り 立 ち え な い だ ろ う 、 と い う こ と で す 。 （ １ ５ ） 

 こ れ に 対 し て 大 正 時 代 に す で に 、 ク ロ ー デ ル は 、 グ ル ー プ ご と に 短 詩 の 付 合 を ま と め る こ と を 考 え て 、

連 詩 の 基 本 的 な 問 題 を 解 決 し た と い え る 。 そ し て 、 グ ル ー プ ご と に 匂 付 的 な 付 合 を 整 っ た 『 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 い え る 。 日 本 や 外 国 に

お け る 連 詩 の 様 々 な 試 み よ り 半 世 紀 も 早 く 、 『 百 扇 帖 』 は 初 め て 連 詩 の 可 能 性 を 開 い た 作 品 で あ る と み

る こ と が で き る 。 

 

 

 

 

 

 

 

註 

（ １ ） こ の 時 期 の 作 品 に つ い て は ブ ザ ソ ン 大 学 (Université de Besançon, Faculté de lettres, Centre Jacques 

Petit) の 研 究 を 参 照 。 

・Œuvre poétique, éd S. Fumet et J.Petit, Paris, Gallimard, coll. Bibiothèque de la Pléiade, 1967. 

・Le poëte et le Shamisen et autres dialogues, édition critique et commentée, par Michel Malicet, Les Belles-Lettres, 

Paris, 1970  

そ の 他 、 

 ・Paola d’Angelo, Lyrique japonaise de Paul Claudel, Thèse de doctorat, U.F.R. de littérature française, littérature 



comparée, Université de Paris IV - Sorbonne 
日 本 語 で は 、 

・ 『 朝 日 の 中 の 黒 い 鳥 』 内 藤 高 訳 （ 講 談 社 学 術 文 庫 、 講 談 社 ・ 一 九 八 八 ） 

・L’oiseau noir, Revue d’Études Claudeliennes, I ～ XI 、 日 本 ク ロ ー デ ル 研 究 会 （ 元 上 智 大 学 ク ロ ー デ

ル 研 究 会 、 研 究 誌 は 奇 数 年 発 行 ） 、 一 九 七 七 ～ 二 〇 〇 一 

等 を 参 照 。 

（ ２ ）Cent phrases pour éventails, Maison Koshiba, Tôkyô, 1927. 

ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル 及 び 有 島 生 馬 の 自 筆 に よ る 版 本 、 二 〇 〇 部 印 刷 、19cm ×10cm 、 経 本 立 て の

三 冊 本 （ 五 七 章 、 五 七 章 、 五 八 章 ） 、 金 粉 蒔 地 の 箱 付 き 。 

（ ３ ） 『 百 扇 帖 』 に 関 す る 日 本 語 の 研 究 は 、 当 時 ク ロ ー デ ル の 案 内 役 を つ と め た 山 内 義 雄 氏 の

部 分 訳 の ほ か 、 ク ロ ー デ ル 研 究 誌L’oiseau noir や 芳 賀 徹 氏 の 研 究 が あ る だ け で 、 日 本 語 に よ る 全

般 の 翻 訳 や 注 釈 は 未 だ 存 在 し な い の で あ る 。L’oiseau noir の 第 八 号 か ら 、 連 載 で 栗 村 道 夫 氏 に よ る

注 釈 が 刊 行 さ れ 、 一 一 号 で は 六 〇 番 目 の 短 章 に 至 る 。 

・ 『 山 内 義 雄 訳 詩 集 』 （ 角 川 文 庫 ・ 一 九 五 四 ） 

・ L’oiseau noir, Revue d’Études Claudeliennes, IV, VI, VIII, IX, XI ク ロ ー デ ル 研 究 誌 、 一 九 八 三 ― 二

〇 〇 一 

・ 芳 賀 徹 『 詩 の 国 、 詩 人 の 国 』 （ 筑 摩 書 房 ・ 一 九 九 八 ） 

・ 芳 賀 徹 「 ク ロ ー デ ル の 日 本 短 唱 集 か ら 」 （ 『 淡 交 』 、 一 九 九 七 ・ 一 、 二 、 三 、 四 ） 

を 参 照 。 

詩 集 の 連 関 性 を 中 心 に 扱 う 研 究 は 日 本 語 で 発 表 さ れ て い な い 。 

（ ４ ） 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 

（ ５ ）Les Nouvelles littéraires, 7 mai 1927 、 ク ロ ー デ ル の イ ン タ ー ビ ュ ー に 次 の 発 言 が あ る 。 

私 は 扇 子 の た め の 短 章 一 八 〇 篇 を 書 き ま し た 。 （ 中 略 ） そ の 本 は 現 在 日 本 で 印 刷 中 で す が 、

初 版 は お そ ら く 非 売 品 に し ま す 。 私 の 友 人 の た め に と っ て お き た い も の で す 。 

（ ６ ） ク ロ ー デ ル の 日 記 （ 上 、 一 九 〇 四 年 ～ 一 九 三 二 年 ） 、Journal I, éd par J.Petit et F. Varillon, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1968 を 参 照 。 

（ ７ ） ト リ ュ フ ェ 氏 の 研 究 に も 、 詩 集 の 連 関 性 に 関 し て は 明 解 な 解 釈 が み ら れ な い 。 （ ４ ） の

ｐ ・ ４ ７ に は 、 

“ 空 隙 ” の あ る 連 関 性 に よ っ て 一 七 二 の 短 章 が 形 成 さ れ 、 読 者 に と っ て 、 と き に は 連 続 的

に 、 と き に は 非 連 続 的 に シ ー ク エ ン ス が 続 き 、 交 差 し た り す る の で あ る 。 

Une discursivité “lacunaire” régit notre lecture qui organise les soixante-douze poèmes brefs en diverses 

séquences, continues ou discontinues, qui s’entrecroisent et s’articulent. 



と 述 べ て い る が 、 連 句 的 な 解 釈 に は 言 及 し な い 。 
（ ８ ） 伊 東 月 草 『 連 句 大 概 』 （ 朋 文 堂 ・ 一 九 四 六 ） 、 ｐ ・ ８ ～ １ ３ 

（ ９ ） 『 百 扇 帖 』 の 初 版 に は 独 特 な 文 字 の 配 列 が み ら れ る 。 こ の 点 に つ い て 、 『 百 扇 帖 』 の 視

覚 的 次 元 は た と え ば ア ポ リ ネ ー ル の 『 カ リ グ ラ ム 』 等 よ り も さ ら に 前 衛 的 な 試 み で あ る と い え

よ う 。 す な わ ち 、 以 前 の 扇 面 に 書 か れ た 短 章 と 同 様 に 、 ク ロ ー デ ル は 筆 で フ ラ ン ス 語 の 文 字 を

書 き 、 度 々 不 思 議 な 言 葉 の 切 り 方 や 改 行 を 行 う 。 こ こ で は 紙 幅 の 関 係 で そ の レ イ ア ウ ト を 尊 重

す る こ と が で き な い 。 比 較 的 に 手 に 入 り や す い ガ リ マ ー ル 版 （Cent phrases pour éventails, nrf Poésie 

/ Gallimard, 1942, 1996 ） を 参 考 に し て い た だ け ば 幸 甚 で あ る 。 

（ １ ０ ） 今 回 、 口 語 訳 を 試 み 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 十 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 こ と

の 意 味 は 、 わ か っ て い た だ け る も の と 確 信 し て い る 。 

 山 内 義 雄 氏 の 和 訳 に は 、 原 文 のla Rose （ 薔 薇 の 花 ） が 「 牡 丹 」 と 訳 さ れ て い る 。 ま た 、 初 版 に

お い て 短 章 の 左 横 に 書 き 込 ま れ た 有 島 生 馬 の 書 も 「 牡 丹 」 と な っ て い る が 、 そ の 訳 語 の 選 択 も

主 に 山 内 義 雄 氏 に よ る も の で あ る 。 し か し 、 フ ラ ン ス 語 で は 、 詩 人 が 牡 丹 の こ と をla Rose （ 薔 薇 ）

と 間 違 え て 呼 ぶ の は 考 え ら れ な い こ と で あ る 。 た し か に 、 一 七 二 の 短 章 の 中 で 、 「 牡 丹 」（la pivoine) 

と 「 薔 薇 」 （la Rose ） を 続 け て 詠 ん で い る 作 品 が 多 い （ た と え ば 、 短 章 の 一 番 と 二 番 、 ま た は 二

九 番 と 三 〇 番 ） 。 そ の た め か 、 山 内 氏 はla pivoine もla Rose も 同 じ 場 で 詠 ま れ た も の と 推 定 し て 、

す べ て を 「 牡 丹 」 に 翻 訳 し よ う と し た の で あ ろ う 。 ク ロ ー デ ル は 、 一 九 二 六 年 五 月 上 旬 に 、 奈

良 県 の 長 谷 寺 を 訪 れ た こ と も あ り 、 そ こ で 見 ら れ た 牡 丹 の 花 の 思 い 出 が 、 そ の 後 、 多 く の 短 章

の 発 想 と な っ た に 違 い な い 。 し か し 、 改 め て い う と 、 ク ロ ー デ ル の よ う な 大 詩 人 が 、 牡 丹(pivoine)

の つ も り で 薔 薇(rose) と 書 い た と は 、 ど う し て も 考 え ら れ な い こ と で あ る 。 ク ロ ー デ ル は 、 短 章

の 意 味 を 考 え た 上 で 、 「 牡 丹 の 花 」 と 「 薔 薇 の 花 」 を 使 い 分 け た の で あ ろ う 。 西 洋 文 化 に お け

る ば ら の 花 と い う キ ー ワ ー ド は 非 常 に 複 雑 で 深 み が あ る 。 と く に ク ロ ー デ ル の 場 合 は 、 多 く の

作 品 に ば ら の 花 が 現 れ 、 そ の 意 味 は は か な さ と 女 性 的 な 愛 と い う イ メ ー ジ を 越 え て 、 聖 マ リ ア

の 神 秘 的 存 在 を 表 す 場 合 が 多 い （J. de Lambriolle, “Le thème de la rose dans l’œuvre de Paul Claudel”, Revue 

des lettres modernes, Paul Claudel, 3, 1966, p.65-103 を 参 照 ） 。 や は り 、 短 章 に 薔 薇 が 神 秘 的 な 愛 の イ

メ ー ジ と し て 詠 ま れ て い る 場 合 、 ク ロ ー デ ル は 「 牡 丹 」 で は な く 、 あ え て 「 薔 薇 」 を 題 材 に し

た か っ た の で あ ろ う 。 栗 村 道 夫 氏 も 、 ク ロ ー デ ル が rose と pivoine を 使 い 分 け た こ と に 何 ら か の

意 義 を 認 め て い る （L’oiseau noir, Revue d’Études Claudeliennes, VIII, p. 2 ） 。 最 後 に 、La Rose と い う

言 葉 で ク ロ ー デ ル は 愛 人 の Rosalie Šcibor-Rylska の 名 前 を 仄 め か す 意 思 が あ っ た と 指 摘 さ れ る だ

ろ う （Thérèse Mourlevat, La passion de Claudel - La vie de Rosalie Šcibor-Rylska, Éditions Pygmalion, Paris, 

2001, p.232 を 参 照 ） 。 今 回 の 私 訳 で は 、 小 文 字 で 書 か れ たla rose を 「 ば ら の 花 」 と 訳 し 、 大 文 字



のla Rose を 「 薔 薇 」 と 訳 す こ と に し た 。 
（ １ １ ） 作 品 全 体 を 検 証 す る と 、 一 七 二 章 は お よ そ 三 十 六 群 か ら 成 り 立 っ て い る こ と が わ か

る 。 し か し 三 回 は 一 群 が 一 章 に 限 る と こ ろ が あ る （ た と え ば 二 七 番 目 短 章 は そ う で あ ろ う ） 。

ま た 、 お よ そ 三 〇 箇 所 、 群 を つ な げ る 匂 付 的 な 付 合 を 確 認 す る こ と が で き た 。 

（ １ ２ ）Catalogue de la bibliothèque de Paul Claudel, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Les 

belles lettres, Paris, 1979 を 参 照 。 

（ １ ３ ） フ ラ ン ス の ク ロ ー デ ル 研 究 者 ベ ル ナ ー ル ・ ユ ー 氏 も 、 ク ロ ー デ ル 詩 作 に お け る 短 詩 形

の 異 例 性 を 指 摘 し て い る 。 の ち 聖 書 釈 義 に 専 念 し た ク ロ ー デ ル は 、 晩 年 の 短 詩 集 『 百 扇 帖 』 や

『 都 々 逸 』(Dodoitzu, Gallimard, 1945) に お い て 新 し い 詩 的 表 現 を 試 み た の で あ ろ う (Bernard Hue, 

Littératures et arts de l’Orient dans l’œuvre de Claudel, Publications de l’Université de Haute-Bretagne VIII, 

Librairie C. Klinksieck, 1978, pp 368-372) 。 し た が っ て ク ロ ー デ ル は 短 詩 形 と い う 表 現 法 に 未 だ 慣 れ

て い な か っ た か ら こ そ 、 作 品 全 体 の 連 関 性 を 整 え た の だ と い う 説 が 成 り 立 ち え る 。 ま た 、 書 物

で あ り な が ら 芸 術 的 な オ ブ ジ ェ で も あ る 『 百 扇 帖 』 の 初 版 は 、 物 質 的 な 一 体 性 の 上 、 意 味 的 な

一 体 性 が 好 ま し か っ た に 違 い な い 。 た と え ば 、 （ 出 版 社 に 対 し て ク ロ ー デ ル の 指 示 が あ っ た か

ど う か は 不 明 だ が ） 最 終 章 「 も し わ た し を 日 本 か ら 切 り 離 す な ら 金 の 砂 子 を も っ て し て お く れ 」

の 意 味 は 、 初 版 の 三 冊 を 包 む 金 粉 蒔 地 の 箱 と の 関 連 が 明 ら か で あ ろ う 。 ま た 、 ク ロ ー デ ル の 筆

書 き に よ る 独 創 的 な 字 の 配 列 は 、 作 品 の 意 味 と そ の 形 体 と の 統 一 性 を 目 差 し 、 あ る 意 味 で は 肉

体 と 精 神 と の 一 致 を 象 徴 し て い る も の と み て も よ か ろ う 。 も ち ろ ん 、 ク ロ ー デ ル が 連 句 や 連 歌

と い う ジ ャ ン ル の 存 在 を 意 識 し て 、 そ の 影 響 を 受 け た と い う 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 し か し 、 日

本 人 の 知 り 合 い 等 に す す め ら れ て 連 句 ま た は 連 歌 を 巻 い た こ と が あ っ た と す れ ば 、 当 時 の 日 記

に も 記 載 が 残 っ て い な い の は 不 自 然 で あ る と い え よ う 。 

（ １ ４ ） 一 般 的 な 視 点 か ら み た 、 ク ロ ー デ ル 晩 年 の 詩 風 と 匂 付 的 な 発 想 と の 隣 接 性 に つ い て は

稿 を 改 め る こ と と す る 。 例 と し て 、 一 九 二 六 年 秋 の 作 品 『 ジ ュ ー ル ― 二 本 の ネ ク タ イ を 絞

め た 男 』 （Le poëte et le Shamisen et autres dialogues, édition critique et commentée, par Michel Malicet, Les 

Belles-Lettres, Paris, 1970, p.160 ） に 、 ク ロ ー デ ル は 自 分 の 詩 作 の 理 想 を 次 の よ う に 述 べ て い る 。 

私 が 指 摘 し た い 詩 作 と い う の は 、 詩 の 澱 の よ う な も の を 引 き 出 し 、 光 景 を 明 確 に す る 方

法 で あ る 。 単 に 次 か ら 次 へ と 続 く 言 葉 は 浮 島 の よ う で あ り 、 し か も 下 の 海 が な く て 、 思

考 の 空 白 の よ う な 明 る い も の が そ れ ら を 支 え て い る 。 （ 中 略 ） 全 体 の つ な が り は 、 内 奥

の “ 言 語 ” や 基 本 的 な 連 絡 よ っ て 整 え ら れ て 、 精 神 の 奥 を よ り ど こ ろ に す る の で あ る 。 

  Je parle d’un poème qui s’obtiendrait par une espèce de décantation, de soutirage du site. Rien qu’un petit mot 

de temps en temps qui fasse que ces îles n’aient plus assise sur la mer mais sur une espèce de matière radieuse 

et de vide intellectuel. [...] Tout ne tient plus ensemble que par ce mot secret, par cette communication 

élémentaire, tout est suspendu au sein de l’esprit. 

（ １ ５ ） 大 岡 信 『 連 詩 の 愉 し み 』 （ 岩 波 新 書 ・ 岩 波 書 店 ・ 一 九 九 一 ） ｐ ・ １ ３ ３ 



連 詩 の 例 （ ｐ ・ １ ２ ６ ） ： 

落 葉 を 掻 い て  炊 く 兎 鍋   
息 子 二 人 去 り  三 人 去 り  峠 を 動 か ぬ 善 の 寿 の 髭 も じ ゃ 

湯 麺 啜 り な が ら  群 論 読 ん で る 二 浪 

大 岡 信 氏 に よ る と 、 連 句 の 様 々 な 約 束 事 （ 韻 律 、 月 花 の 定 座 、 季 題 や 題 材 の 展 開 法 、 季 語 の 本

意 、 俳 枕 、 古 歌 ・ 名 句 ・ 俳 論 の 意 識 な ど ） を 土 台 に し な い 自 由 詩 に は 色 々 な 作 品 理 解 が 許 さ れ

る 分 、 付 合 が 困 難 に な っ て し ま う と い う こ と で あ ろ う 。 一 行 詩 の 場 合 、 物 付 的 な も の 以 外 は 付

合 が ほ と ん ど 成 り 立 た な い が 、 二 行 詩 以 上 の 長 さ を 基 準 に す る と 意 味 付 的 な 付 合 は 考 え ら れ る

と 述 べ て い る 。 た だ し 、 現 在 に 至 っ て 連 詩 に 匂 付 的 な 付 合 は ほ と ん ど み あ た ら な い 。 ク ロ ー デ

ル の よ う に 短 詩 の 付 合 を グ ル ー プ （séquence ） ご と に ま と め て 、 匂 付 的 な 付 合 を 徹 底 的 に 使 用 し

た 詩 集 は 他 に 例 が な い と い え る の で あ ろ う 。 

 


