
 

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 
 

 

一 は じ め に 、  作 品 紹 介 

 

 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 、 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル は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 作 品 が あ る 。 の ち ク ロ ー デ ル 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 を さ せ た （ １ ） 。 フ ラ ン ス 大 手 出 版 社 ガ リ マ ー ル 社 に よ る そ の 再 版 は 、

DODOITZU と 題 し て 四 一 二 五 部 も 刷 ら れ 広 く 流 通 し 、 ク ロ ー デ ル 全 集 （ ２ ） な ど に 所 収 さ れ 、 今 日

に お い て も よ く 知 ら れ て い る も の で あ る 。 再 版 に は わ ず か な （ 主 に 句 読 的 な ） 修 正 が お こ な わ れ た

う え 、 一 茶 の 一 句 が 取 り 除 か れ 、 代 わ り に 歌 謡 一 首 が 増 補 さ れ た 。 お そ ら く ク ロ ー デ ル は 詩 集 の 統

一 性 を 配 慮 し 、 唯 一 口 唱 文 学 （ 歌 謡 ） で は な か っ た 一 茶 の 発 句 を 排 除 し た の で あ ろ う 。 訂 正 を 経 た

再 版 が 『 日 本 短 詩 集 』 で は な く 『 ど ど い つ 』 と 改 名 さ れ た の も 、 ジ ャ ン ル の 統 一 性 に 対 す る 配 慮 を

示 し て い る も の と い え よ う 。 ま た 、 再 版DODOITZU に お い て 、 二 六 篇 の 作 品 順 序 が 大 き く 変 え ら

れ 、 英 語 の 部 分 訳 や ハ ラ ダ ・ リ ハ ク （ ３ ） に よ る 挿 し 絵 が 添 え ら れ た 。 

 本 節 で は 、La Revue de Paris 誌 の 初 版Petits Poèmes japonais を 使 う こ と に し 、 ク ロ ー デ ル の 創 作

姿 勢 を 考 え る こ と に す る 。 

 ク ロ ー デ ル は 『 日 本 短 詩 集 』 の 一 ペ ー ジ 目 に （ ４ ） 、 作 品 の 成 立 過 程 を 次 の よ う に 説 明 し て い る 。 

こ れ ら の 詩 は 、 東 京 日 仏 学 院 教 授 ジ ョ ー ル ジ ュ ・ ボ ノ ー 氏 が 出 版 し た 大 変 貴 重 な 詩 集 の 中 か ら 、

“ ど ど い つ ” と い う 農 民 の 詩 作 に も と づ い て 、 あ く ま で も 自 由 に 翻 案 を 考 え た り 、 ま た は 発 想

を 貰 っ た り し て 出 来 た も の で あ る 。 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

こ こ で ク ロ ー デ ル が い う ジ ョ ー ル ジ ュ ・ ボ ノ ー 氏 の 「 詩 集 」 と は 、 あ の 有 名 な 『 日 本 詩 歌 選 集 』 の

こ と 、 フ ラ ン ス に お け る 初 期 日 本 学 の 翻 訳 集 を 指 す の で あ る （ ５ ） 。 ジ ャ ッ ク ・ プ テ ィ ー 氏 の 注 釈 に

よ る と （ ６ ） 、 作 品 成 立 は 一 九 三 六 年 の 夏 と さ れ て い る 。 ク ロ ー デ ル は ボ ノ ー の 翻 訳 集 の ペ ー ジ の 欄

外 に 草 稿 を 書 き 込 ん だ り 、 ま た は 紙 切 れ を ペ ー ジ の 間 に 挟 ん だ り し て 、 日 本 の 歌 謡 二 六 篇 と 一 茶 の

句 一 句 の フ ラ ン ス 語 訳 か ら 発 想 を 貰 い な が ら 詩 作 に 取 り 組 ん だ と い う の で あ る 。 



 な ぜ 晩 年 の ク ロ ー デ ル は こ の よ う な 詩 作 法 を 選 ん だ の か 。 そ の 詩 作 の し か た は 、 老 詩 人 の “ 涸 れ

た 発 想 ” を 補 う た め の 文 学 的 戦 略 だ っ た の か 。 そ れ と も 、 ク ロ ー デ ル の “ 翻 案 ” に は 、 独 創 的 な も

の が あ る の か 。 『 日 本 短 詩 集 』 の 作 品 と 、 元 に な っ た 日 本 の 作 品 （ 日 本 語 文 や ボ ノ ー 訳 ） と の 関 係

を 中 心 に 、 ク ロ ー デ ル の 創 作 姿 勢 を う か が う こ と に す る 。 

 

 

二 原 作 品 の 選 択 に つ い て 

 

 『 日 本 短 詩 集 』 の 発 想 源 と な っ た ボ ノ ー 編 『 日 本 詩 歌 選 集 』 に 所 収 さ れ て い る 作 品 は 、 「Dodoitsu 」

と 呼 ば れ て い る 作 品 一 一 六 首 、 短 歌(Tanka) 一 〇 五 首 、 俳 句(Haiku) 五 四 句 、 新 体 詩(Shintaishi) 三 一 篇 、

合 計 日 本 詩 歌 三 〇 六 篇 と い う 構 成 に な っ て い る 。 「Dodoitsu 」 の 部 に 関 し て は 、 実 際 、 以 前 の ボ ノ

ー の 別 の 選 集 『 日 本 民 話 に お け る 詩 的 表 現 』 （ ７ ） の 三 冊 本 か ら 抜 粋 し た も の で あ る 。 た だ し 、 『 日

本 詩 歌 選 集 』 に は ロ ー マ 字 に よ る 日 本 語 原 文 が 記 載 さ れ て い る に 対 し て 、 『 日 本 民 話 に お け る 詩 的

表 現 』 に は 原 文 が 日 本 語 の 文 字 （ 旧 仮 名 遣 い ） で 載 っ て い る 。 内 容 に 関 し て は 、 い わ ゆ る 「 都 々 逸

節 」 の 歌 詞 は ほ と ん ど な く 、 七 七 七 五 調 の 近 世 民 謡 が そ の 大 部 分 で あ る 。 端 唄 ・ 小 唄 な ど も み ら れ

る 。 つ ま り 「Dodoitsu 」 と い う 選 集 の 項 目 名 は 相 応 し く な い と い わ ざ る を 得 な い の で あ る 。 し か し

学 者 ボ ノ ー の フ ラ ン ス 語 訳 （ 以 下 ▽ と 記 す ） は 大 変 正 確 な も の で 、 直 訳 に 近 い と い っ て も よ い だ ろ

う （ 以 下 日 本 語 原 文 を ▼ と 記 す ） 。 ク ロ ー デ ル は ボ ノ ー の フ ラ ン ス 語 訳 に 基 づ い て 、 た と え ば 次 の

よ う な 作 品 「 一 っ と び で 」 を 創 っ て い る （ 以 下 ク ロ ー デ ル の 作 品 を ○ と 記 し 、 筆 者 に よ る そ の 日 本

語 訳 を ● と 記 す ） 。 

 

二 〇 、 ▽ L’AMOUR AVEUGLE 

Parce que je vous aime,   ▼ こ な た 思 へ ば  

Plaines, torrents, montagnes,   野 も せ も （ ８ ） 山 も 

Brousailles, forêts,    や ぶ も 林 も 

Sans rien voir, je suis venue.   知 ら で 来 た 

  ←     

○ D’UN SEUL BOND   ● 一 っ と び で   

Je t’aime je suis venue   君 が 好 き で 私 は 来 た 。 

Les torrents et les montagnes   激 流 も 山 も 

Les forêts et la campagne   森 も 野 原 も 

Je ne m’en suis pas aperçue !   な に ひ と つ 目 に 入 ら ず に 。 

 

こ こ で 、 ク ロ ー デ ル の 作 品 は 原 作 品 の 意 味 に 非 常 に 近 い と 注 目 さ れ る 。 日 本 語 の 原 文 は 『 山 家 鳥 虫



歌 』 （ さ ん か ち ょ う ち ゅ う か ） （ 一 七 七 六 年 刊 行 ） と い う 近 世 民 謡 集 の 「 山 城 国 風 」 （ や ま し ろ く に ぶ り ） の 部 、 二

一 番 歌 に 出 て い る 。 ボ ノ ー は 近 畿 地 方 の 歌 と し て 、 こ れ を 『 日 本 民 話 に お け る 詩 的 表 現 』 の 一 一 八

番 歌 に 載 せ て い る 。 こ の 民 謡 は 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 （ 大 和 田 建 樹 編 ・ 博 文 館 ・ 明 治 三 一 ） の 下 巻 、 山

城 国 、 盆 歌 の 項 に も み ら れ る の で 、 ボ ノ ー が ど の 出 典 に よ っ た か は 不 明 で あ る 。 ボ ノ ー の 翻 訳 は 大

変 忠 実 だ が 、 原 文 に な い 題 「 恋 は 盲 目 」 （L’AMOUR AVEUGLE ） を 付 け る こ と に よ っ て 、 作 品 の

意 味 を 説 明 し て い る 。 芳 賀 徹 氏 が す で に 指 摘 し た よ う に （ ９ ） 、 ク ロ ー デ ル も 題 を 付 け る が 、 「 一 っ

と び 」 （D’UN SEUL BOND ） と 改 め て 、 詠 み 人 の 熱 心 さ を 強 調 す る の で あ る 。 そ の 他 、 ク ロ ー デ

ル の “ 翻 案 ” は ボ ノ ー の 訳 文 を ほ と ん ど 変 え て い な い と い え よ う 。 こ の 作 品 に つ い て 芳 賀 徹 氏 は 、

「 そ こ に は 『 旧 約 聖 書 』 の な か の 、 パ レ ス チ ナ 高 地 の 民 謡 を 素 材 に し た と い う 「 雅 歌 」 の 一 節 の 味

わ い さ え あ る 」 （ １ ０ ） と し て い る 。 あ る い は ク ロ ー デ ル は ヴ ェ ル レ ー ヌ の 「 グ リ ー ン 」 を 連 想 し な

が ら 、 こ の 歌 の 翻 案 を 作 ろ う と 思 っ た の で は な い か 。 そ の 名 作 の 堀 口 大 学 訳 を 思 い 起 こ し て み よ う 。 

朝 の 風 冷 た く も わ が 前 髪 に 玉 な せ と 結 び や し け ん 

野 の 露 に 総 （ そ う ） の 身 ぬ れ て わ れ は 来 ぬ 。 

許 せ 、 わ が 疲 れ 、 君 が 褥 （ し と ね ） の 裾 の 端 に 憩 い つ つ 

や が て 来 （ こ ） ん 安 ら け き 甘 き 時 を ば 夢 見 る を 。 （ １ １ ） 

い ず れ に せ よ 、 西 洋 の み や び な 恋 愛 詩 の 伝 統 に 既 存 す る 感 性 が 、 明 ら か に こ の 民 謡 に も あ る と い え

よ う 。 つ ま り 、 ク ロ ー デ ル が 『 日 本 詩 歌 選 集 』 所 収 の 歌 謡 一 一 六 首 の う ち 、 こ の 民 謡 を 選 ん だ の は

偶 然 と は い え ま い 。 そ し て こ の 場 合 、 ク ロ ー デ ル は ボ ノ ー の 翻 訳 を ほ と ん ど 変 え な く て も 、 美 し い

四 行 詩 （quatrain ） に 案 じ か え る こ と に 成 功 し て い る の で あ る 。 

 日 本 語 の 原 作 品 を 一 覧 す る と 、 恋 の 歌 と い え ど も 、 素 朴 で 爽 や か な 発 想 の 民 謡 が 多 い こ と に 気 づ

く の で あ ろ う （ １ ２ ） 。 事 実 、 ク ロ ー デ ル は 当 代 の 都 々 逸 特 有 の 好 色 趣 味 な ど は ほ と ん ど み ら れ な い

労 働 歌 や 盆 踊 歌 を 主 に 選 択 し た の で あ る （ １ ３ ） 。 

 こ こ で 、 ク ロ ー デ ル の 、 優 れ た 文 学 的 感 覚 に よ る 原 作 品 の 選 択 ・ 編 集 に は 、 作 家 活 動 に お け る 独

創 性 を 認 め て よ い の か と い う 問 題 が 残 る （ １ ４ ） 。 た と え ば 、 先 の フ ラ ン ス 語 の 詩 「 一 っ と び 」 は 、

ク ロ ー デ ル の 才 能 に よ る も の な の か 、 そ れ と も 日 本 の 民 謡 の も と も と の 美 し さ に 頼 る も の な の か 。

シ ラ ネ ・ ハ ル オ 氏 に よ る と 、 個 人 的 な 想 像 力 の 「 非 制 約 的 な 可 能 性 は 、 西 洋 の 伝 統 に お い て き わ め

て 高 く 評 価 さ れ て い る も の で あ る 」 （ １ ５ ） と い わ れ て い る が 、 『 日 本 短 詩 集 』 に ク ロ ー デ ル の 個 人

的 な 想 像 力 は 働 い て い る だ ろ う か 。 

 た し か に 先 の 「 一 っ と び 」 の 場 合 、 ク ロ ー デ ル に よ る 原 作 品 の 鋭 い 選 択 の し か た は 、 個 人 的 な 想

像 力 に は 頼 ら な い が 、 『 旧 約 聖 書 』 や ヴ ェ ル レ ー ヌ の 詩 の 連 想 を 起 こ す こ と に よ っ て 、 原 作 品 よ り

も 深 い 意 味 合 い を 表 現 す る こ と に 成 功 し て い る と い え る の で は な い か 。 つ ま り 、 異 な っ た 詩 歌 伝 統

に 置 き 換 え ら れ る だ け で 、 日 本 民 謡 の 一 部 は お の ず か ら 西 洋 詩 に 生 ま れ 変 わ る こ と が で き る と い こ

と に な る 。 

 さ ら に 、 原 作 品 （ 日 本 語 文 ま た は ボ ノ ー 訳 ） に な か っ た 音 調 的 要 素 ― と く に 脚 韻 の 使 用



（venue/aperçue, montagnes/campagne ） ― を と と の え て 、 ク ロ ー デ ル は フ ラ ン ス 語 特 有 の 韻 文 性 を

強 調 し て い る こ と も 注 目 さ れ る の で あ ろ う 。 

 

 

三 音 調 の 変 換 に つ い て 

 

 こ こ で 、 脚 韻 の 使 用 に つ い て 、 も う 一 篇 を と り あ げ て み よ う 。 

 

二 二 、 ▽ UNIONS 

Sur le prunier, le rossignol ;   ▼ 梅 に う ぐ い す 

Le cerf au pied de l’érable ;   紅 葉 に 鹿 よ 

Et vous et moi mêlés comme   私 と お 前 は 

Poisson et eau !    魚 と 水 

  ←  

○ POISSON    ● 魚

Le cerf parmi le mélèze   落 葉 松 （ か ら ま つ ） の 中 に は 牡 鹿 、 

Le pinson dans le bouleau   白 樺 の 中 に は 花 鶏 （ あ と り ） が 、 

Et nous tous les deux mêlés   そ し て 私 た ち 二 人 

Comme un poisson dans l’eau   魚 と 水 の よ う に 、 結 ば れ た 。 

 

日 本 語 の 原 作 品 の 出 典 に 関 し て は 、 こ れ も 近 世 民 謡 で 、 一 八 〇 七 年 刊 行 の 『 潮 来 風 』 （ い た こ ぶ り ） 、

二 五 四 番 歌 （ 『 近 世 文 芸 叢 書 』 一 一 巻 『 俚 謡 』 所 収 ） に 記 載 さ れ て い る も の で あ る 。 そ の 原 作 品 の

一 句 目 に 明 解 な 頭 韻 「 ウ メ ニ ウ グ イ ス 」 と い う 音 調 的 技 法 が み ら れ る 。 そ し て 、 四 句 目 の 「 ウ ヲ と

ミ ズ 」 に は 再 び 「 ウ 」 と い う 頭 韻 が 使 用 さ れ て い る 。 小 林 路 易 氏 に よ る と 、 「 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 」 （ １ ６ ） と い わ れ て い る 。 ボ ノ ー の 訳 文 を 検 証 す る と 、 音 調 的 技 法 が ま っ た く 使 用 さ れ て い

な い こ と が わ か る 。 そ れ に 対 し て 、 ク ロ ー デ ル の 作 品 で は 、 明 解 な 脚 韻 （mélèze/mêlés, bouleau/dans 

l’eau ） を み と め る こ と が で き る 。 「mélèze 」 の 語 尾 「ze 」 を 除 け ば 、 完 全 な 交 差 韻(rime croisée) の 四

行 詩 と な っ て お り 、 ま た 全 て の 句 末 が 同 じ 流 音 （voyelle liquide ） の “ ｌ ” （lèze/lés, leau/l’eau ） を 使

用 す る と い う 技 法 が 注 目 さ れ る 。 ク ロ ー デ ル は 交 差 韻 や 流 音 を 使 用 し 、 「 魚 と 水 の よ う に 結 ば れ

た 」 恋 人 の 歌 に 最 も 相 応 し い 、 し な や か な 音 調 を 選 ん だ も の に 違 い な い 。 じ つ は 『 日 本 短 詩 集 』 の

二 六 篇 の う ち 、 二 三 篇 に は 明 ら か な 脚 韻 を み と め る こ と が で き る 。 ク ロ ー デ ル は 、 ボ ノ ー の 『 日 本

詩 歌 選 集 』 に 記 載 さ れ て い る 日 本 の 原 作 品 の ロ ー マ 字 読 み を ど れ だ け 参 考 に し た か は 不 明 で あ る が 、

老 詩 人 の 手 に よ っ て 、 頭 韻 を 多 用 す る 日 本 の 原 作 品 の 音 調 は 変 身 し 、 脚 韻 を 重 要 視 す る フ ラ ン ス の



詩 歌 伝 統 に 置 き 換 え ら れ て い る の で あ る 。 脚 韻 を と と の え る た め に ク ロ ー デ ル は 語 彙 や 語 順 を 若 干

変 え て い る が 、 先 の 詩 篇 の 場 合 、 梅 の 木 は 落 葉 松 （ か ら ま つ ） に 、 紅 葉 の 木 は 白 樺 に 、 鶯 は 花 鶏 （ あ と り ）

に 変 わ っ た だ け で 、 著 し く 発 想 が 改 ま っ た と い え ま い 。 

 つ ま り こ こ で ク ロ ー デ ル の 創 作 の 工 夫 は 主 と し て 音 調 的 な 面 に 限 る の で 、 語 彙 や 語 順 の 変 更 に は

明 解 な 作 意 を 認 め る こ と が で き な い だ ろ う 。 た だ 、 詩 の 意 味 は 交 差 韻 や 流 音 の 使 用 と 見 事 に マ ッ チ

し て い て 、 そ こ に こ そ 大 詩 人 の 才 能 が ひ そ か に あ ら わ れ て い る と い え る 。 

 

 

四 比 喩 表 現 の 多 用 に つ い て 

 

 『 日 本 短 詩 集 』 の 発 想 源 と な っ た 原 作 品 に つ い て 、 と く に 民 謡 を 中 心 と し た 歌 謡 二 五 首 を 一 覧 す

る と 、 和 歌 ・ 俳 句 と い う 短 詩 形 に 比 べ て 比 喩 表 現 の 多 用 が 目 立 っ て い る と い え よ う （ １ ２ ） 。 と り わ

け 人 間 と そ の 他 の 生 物 ・ 無 生 物 を 比 較 す る よ う な 表 現 が 著 し く 多 い の で あ る 。 た と え ば 、 先 に と り

あ げ た 『 潮 来 風 』 の 民 謡 の 表 現 に 関 し て 、 恋 人 を 魚 と 水 に た と え た 表 現 、 い わ ば 擬 人 化 の 逆 の 関 係

に な る “ 擬 物 化 ” と い う 比 喩 表 現 が 印 象 的 で あ る 。 擬 物 化 に 関 し て 、 ボ ノ ー の 『 日 本 詩 歌 選 集 』 と

ク ロ ー デ ル の 『 日 本 短 詩 集 』 の 表 現 を 比 較 し て み る と 、 二 六 篇 の う ち 、 ボ ノ ー の 翻 訳 集 に 使 用 さ れ

た 擬 物 的 表 現 は 六 箇 所 、 ク ロ ー デ ル の 詩 集 に は 八 箇 所 と な っ て い る 。 つ ま り 、 ク ロ ー デ ル 作 に は 、

こ う し た 擬 物 的 表 現 を さ ら に 増 や そ う と す る 傾 向 が あ る と い え る だ ろ う 。 例 を み よ う 。 

 

一 二 、 ▽ CONFIDENCE     

Là-bas, ce que vous voyez,   ▼ あ れ に み ゆ る は 

C’est la maison de amant :   殿 御 の 屋 方 

Et chère m’est la fumée   煙 立 つ の が 

Qui s’en élève.    な つ か し い 

  ←     

○ FUMÉE    ● 煙 

Cette fumée là-bas qui fume   あ そ こ に 立 ち 上 が る 煙 は 

C’est mon amant qui se consume  燃 え て い る 我 が 恋 人 だ 。 

 

原 文 の 出 典 に 関 し て い え ば 、 『 日 本 歌 謡 集 成 』 第 十 二 巻 （ 高 野 辰 之 編 ・ 春 秋 社 ・ 昭 和 四 ） 埼 玉 県 の

童 謡 の 部 と 山 口 県 大 里 群 の 雑 謡 の 部 に 同 じ 歌 が 記 載 さ れ て い る 。 原 文 に も ボ ノ ー の 訳 文 に も 「 煙

立 つ の が な つ か し い 」 （Et chère m’est la fumée Qui s’en élève. ） と あ り 、 ク ロ ー デ ル の “ 翻 案 ” に

お い て は 、 一 篇 が す っ き り と 省 略 化 し て 表 現 さ れ て お り 、 煙 そ の も の が 「 燃 え て い る 我 が 恋 人 だ 。 」

（C’est mon amant qui se consume ） と 断 言 さ れ 、 新 し い 比 喩 性 、 は っ き り と し た 擬 物 化 が 生 じ て て い



る 。 

 次 に 擬 人 化 の 使 用 を 比 較 し て み よ う 。 二 六 篇 の う ち 、 ボ ノ ー の 翻 訳 集 に 使 用 さ れ た 擬 人 的 表 現 は

六 箇 所 、 ク ロ ー デ ル の 詩 集 に は 一 〇 箇 所 に の ぼ る 。 擬 人 化 の 場 合 は ク ロ ー デ ル に よ る 比 喩 表 現 の 増

加 が さ ら に 明 ら か に な っ て い る 。 例 と し て 、 『 日 本 短 詩 集 』 に 所 収 さ れ た 唯 一 の 発 句 を 観 賞 し た い 。 

 

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 ！ 

 

原 文 の 出 典 は 、 一 茶 没 直 後 に 刊 行 さ れ た 文 政 十 二 年 （ 一 八 二 九 年 ） 版 『 一 茶 発 句 集 』 （ １ ７ ） に 記 載

さ れ て い る 。 富 士 塚 の 富 士 詣 を 題 材 に 句 作 さ れ た も の と 思 わ れ る 。 『 文 政 句 帖 』 に 「 蝸 牛 と も ど も

不 二 へ 上 る 也 」 （ 文 政 六 年 ） や 「 蝸 牛 気 永 に 不 二 へ 上 る 也 」 （ 文 政 八 ） と い う 類 句 が あ り 、 一 茶 晩

年 ら し い 作 品 で あ る と い え よ う 。 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 る ” よ う な 作 品 に な っ て い る の で あ る 。 そ こ で 、 ク ロ ー デ ル の

手 に 渡 る と 、 も と も と 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 が 生 ま れ て し ま う の だ 。 事 実 、 擬 人 化 ・ 擬 物 化 の 使 用 は 、 ど ち ら も 人 間 と そ の 他 の 生

物 ・ 無 生 物 と の 境 を な く す よ う な 表 現 と し て 、 農 村 的 表 現 の 著 し い 特 徴 で あ る と み ら れ て い る の で

あ る 。 た と え ば 、 フ ラ ン ス 農 村 史 論 風 土 の 臨 終 に ウ ジ ェ ン! ヴ ェ バ! 氏 は フ ラ ン ス の 農 村 地!

に お け る 比 喩 表 現 の 多 用 を と り あ げ て い る  

農 民 の 言 語 表 現 は 大 変 鮮 や か な も の で 、 エ ス プ リ や 叙 情 性 に 溢 れ て い る も の で あ る 。 た と え ば

ヴ ァ ン デ ー 地 方 の 田 園 地 帯 で は 、 小 牧 場 の こ と を “ 牛 の ハ ン カ チ ”(mouchoirs à bœufs) と よ ん で

い た 。 ま た 、 シ ャ ン パ ー ニ ュ 地 方 で ぶ ど う 栽 培 で 暮 ら し て い た 小 作 農 た ち は 、 村 に 住 ま な い 大

地 主 を 、 つ ま り 自 分 た ち の 雇 用 者 の こ と を “ 豆 の さ や ”(cosses) と よ ん で い た 。 ニ エ ー ヴ ル 地 方

で は 、 慌 て て 何 か を 実 行 す る と い う の を “ 人 を 噛 み つ く 犬 よ う に や る ”(comme les chiens mordent 

les gens) と 言 っ た り し て い た の で あ る 。 （ １ ８ ） 

農 民 出 身 の 俳 人 小 林 一 茶 の 俳 諧 に つ い て も 、 擬 人 法 の 多 用 が 明 治 期 か ら 指 摘 さ れ て い る 。 擬 人 化 と

と も に 、 擬 物 化 の 多 用 も 、 『 父 の 終 焉 日 記 』 以 降 の 一 茶 の 作 品 に 、 大 変 目 だ っ て い る こ と が 特 徴 的



で あ る （ １ ９ ） 。 

 と も か く ク ロ ー デ ル は 、 民 謡 の 翻 案 に お い て も 、 一 茶 の 発 句 の 翻 案 に お い て も 、 擬 人 化 や 擬 物 化

を 増 や し た り 、 そ れ を 強 調 し た り し て い る の で あ る 。 そ の 理 由 は 、 西 洋 詩 人 が 伝 統 的 に 比 喩 表 現 を

重 要 視 し て き た と い う 背 景 に か か わ る も の で あ る か も 知 れ な い が 、 農 民 的 な 表 現 を 強 調 し よ う と い

う 作 意 も あ っ た と 思 え る 。 ま た 、 民 謡 を 中 心 と し た 原 作 品 の 中 に 、 あ え て 一 句 だ け 地 方 俳 人 小 林 一

茶 の 作 品 を 選 ん だ こ と 、 そ し て そ の 一 句 の 擬 人 的 表 現 を 大 き く 強 調 し た こ と に は 、 ク ロ ー デ ル の 一

茶 に 対 す る 深 い 理 解 を う か が う こ と が で き る に 違 い な い 。 

 

 

五 本 歌 取 的 な 創 作 に つ い て 

 

『 日 本 短 詩 集 』 に は 、 原 作 品 の 題 材 を 数 語 だ け 残 し て 、 “ 元 う た ” の 意 味 全 体 を 改 め る も の が 、 少

な く と も 三 箇 所 （ 三 、 七 、 八 番 歌 ） に み ら れ る 。 例 と し て 、 三 番 歌 を と り あ げ よ う 。 

 

三 、 ▽ AUX DANSES DE LA FÊTE DES MORTS... 

Aux danses de la Fête des Morts,  ▼ 盆 の を ど り に  

Pour ne pas danser, faudrait être  踊 ら ぬ や つ は  

Bouddha de bois, bouddha de fer,  木 佛 金 佛  

Bouddha de pierre !    石 ぼ と け 

  ←    

○ A LA FÊTE DES MORTS  ● 死 者 の 日 に 

Bon dieu de bois  bon dieu de fer  木 の 神 様 よ 、 鉄 の 神 様 よ 、 

 Bon dieu de pierre !   石 の 神 様 よ ！ 

 ― A la fête des morts  「 死 者 の 日 に 

 Tu n’iras pas danser !  踊 り に 行 く な 」 と 

 ― A la fête des morts  だ れ に 言 わ れ て も 

 Qui peut m’en empêcher ?  「 私 は 死 者 の 日 に 踊 る の よ ！ 」 

― Bon dieu de bois  bon dieu de fer   木 の 神 様 よ 、 鉄 の 神 様 よ 、 

 Bon dieu de pierre meulière !  石 臼 の 神 様 よ ！ 

 

原 作 品 の 出 典 は 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 常 陸 国 の 部 、 ま た は 下 総 国 の 盆 唄 の 部 と な っ て い る 。 詩 の 大 意

に 関 し て 、 一 方 の 原 作 品 で は お 盆 に 踊 ら な い 人 々 の 描 写 、 他 方 の ク ロ ー デ ル の “ 翻 案 ” で は 「 佛 」

（Bouddha ） は 「 神 様 」 （Bon dieu ） に 代 わ り 、 諸 聖 人 の 祝 日 に 反 抗 す る 不 信 心 な 若 者 の 歌 に も き

こ え る で あ ろ う 。 つ ま り 、 原 作 品 や ボ ノ ー 訳 で は 、 人 は み な 踊 る べ き だ と い う 大 意 だ が 、 ク ロ ー デ



ル の “ 翻 案 ” で は 、 キ リ ス ト 教 的 な 発 想 に よ っ て 、 ま っ た く 逆 の 意 味 と な り 、 踊 る べ き で は な い 死

者 の 日 に 踊 り た い と い う 要 求 の 歌 に な っ て し ま う の で あ る 。 も ち ろ ん ク ロ ー デ ル は ボ ノ ー の 訳 文 を

読 ん で 、 原 作 品 の 本 意 を 理 解 し て い た は ず で あ る 。 し か し こ こ で は あ え て 共 通 の 語 彙 を 使 い な が ら

も 、 全 く 逆 の 意 味 の 詩 を 創 ろ う と し た の で あ る 。 手 法 と し て 日 本 詩 歌 に よ く み ら れ る 「 本 歌 取 」 と

同 じ よ う に 、 題 材 の 一 部 を 流 用 し な が ら 、 全 く 新 し い 意 味 合 い を そ の 題 材 に 与 え る と い う 踏 ま え 方

な の で あ る 。 ジ ャ ク リ ー ヌ ・ ピ ジ ョ ー 氏 に よ る と 、 

本 歌 取 り と い う 技 法 の 普 及 に よ っ て 、 歌 人 は 他 の 歌 人 た ち が 既 に 開 拓 し た 領 域 に 入 り 、 そ こ で

自 分 の 想 像 力 を 働 か せ な が ら 他 人 の 題 材 ・ イ メ ー ジ ・ 語 彙 を 自 分 の も の に す る よ う に す す め ら

れ て い る の で あ る 。 （ 中 略 ） そ れ は 単 な る 解 説 と は 違 い 、 古 人 た ち と 競 う よ う な 、 古 人 の 領 域

か ら 出 発 し た 自 分 だ け の 独 創 的 な 物 の 見 方 を 発 展 さ せ る こ と で あ る （ ２ ０ ） 。 

こ う し た 共 同 的 詩 作 法 は 『 日 本 短 詩 集 』 に も 使 わ れ て お り 、 ク ロ ー デ ル が 日 本 か ら 学 ん だ も の と み

る こ と が で き る か も 知 れ な い 。 

 

 

六 結 論 ― ク ロ ー デ ル の 共 同 的 詩 作 の 意 味 に つ い て 

 

 『 日 本 短 詩 集 』 に お い て 、 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 の 詩 に

置 き 換 え よ う と し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 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 の し か た 、 ② 脚 韻 の 使 用 に よ る 音 調 の 変 換 、 ③ 原 詩 の 農 民 的 な 性 格 を 強 調 す る

よ う な 比 喩 表 現 の 多 用 、 ④ 本 歌 取 的 な 題 材 の 流 用 を み と め る こ と が で き た 。 『 日 本 短 詩 集 』 に み る

ク ロ ー デ ル の 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 も の で あ る 。 こ の よ う な 詩 作 法 は 、 本 来 、 西 洋 の 韻 文 学 に お い て は 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 。 事 実 、 ク ロ ー デ ル の こ の 試 み が 行 わ れ る ま で 、 こ れ ほ ど 複 雑

な 相 互 影 響 に よ る 共 同 的 詩 作 は 、 フ ラ ン ス で 発 表 さ れ た こ と は な か っ た の で あ る 。 し か も ク ロ ー デ

ル は 一 九 三 六 年 以 降 も 、 同 じ 作 法 に 頼 っ て 『 中 国 語 に よ る 短 詩 集 』 （Petits poèmes d’après le chinois ）

や 『 続 ・ 中 国 語 に よ る 詩 集 』 （Autres poèmes d’après le chinois ） を 発 表 し て い る （ ２ １ ） 。 や は り 『 日

本 短 詩 集 』 は 、 老 詩 人 の 詩 的 発 想 力 の 衰 え を 補 う も の と し て の 試 み で は な か っ た 。 逆 に 、 新 し い 詩

作 法 の 可 能 性 を 試 す た め の 作 品 で あ っ た と み ら れ る 。 ク ロ ー デ ル の 創 作 は 、 日 本 の 原 作 品 の “ 西 洋

化 ” と も よ び 得 る も の が 多 い が 、 そ の 基 本 的 な 創 作 姿 勢 は 西 洋 詩 学 で は 考 え ら れ な い ほ ど 共 同 体 的

な も の で あ り 、 日 本 韻 文 学 に よ く み ら れ る よ う な 詩 作 法 で あ る （ ２ ２ ） 。 ま た 、 ひ と り 詩 人 の 主 体 性

を 超 越 し た よ う な 共 同 的 文 学 創 作 こ そ 、 晩 年 ク ロ ー デ ル が 目 差 し た と い わ れ て い る 「 聖 徒 の 交 わ

り 」 の 精 神 に ふ さ わ し い 創 作 で あ っ た に 違 い な い 。 た と え ば ク ロ ー デ ル は 「 聖 ベ ネ デ ィ ク ト 頌 歌 」

の 一 節 に 共 同 体 の 唱 和 を 次 の よ う に 称 え て い る 。 

互 い に 声 を 出 し 合 っ て 謳 お う 。 全 体 の 調 和 の 回 復 に 必 要 な 声 を そ れ ぞ れ 出 し 合 っ て 。 （ 栗 村 道



夫 訳 ） （ ２ ３ ） 

 つ ま り 、 日 本 の 本 歌 ・ 本 説 取 の 直 接 的 影 響 が 、 晩 年 の ク ロ ー デ ル の こ う し た 作 風 を 導 い た も の で

あ る か ど う か は 明 ら か で は な い が 、 外 交 官 の 閲 歴 を 終 え た ば か り の 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 共 同 的 詩 作 に 取 り 組 ん だ こ と に 、 西 洋 文 学 の 固 定 概 念 を 遥 か

に 超 越 し た も の で 、 歴 史 的 な 意 味 が あ る と み ら れ る の で あ る 。 

 

註 

（ １ ）DODOITZU, Dodoitsu de Paul Claudel, Gallimard, 15/5/1945 

（ ２ ） た と え ば プ レ イ ア ド 版 を 参 照 。Paul Claudel, Œuvre poétique, Bibliothèque de la Pléiade, 

Gallimard, 1967, pp. 766-783 

（ ３ ） 筆 者 の 知 る 限 り で は 、Rihakou Harada （ 原 田 リ ハ ク ？ ） の 経 歴 は 不 明 で あ る 。 お そ ら

く 当 時 パ リ で 留 学 を し て い た 日 本 人 画 家 で あ ろ う 。DODOITZU の 挿 し 絵 三 〇 点 を 観 賞 す る

と 、 作 風 は 和 風 の 素 朴 な 水 彩 画 と 思 わ れ る 。 

（ ４ ）Petits Poèmes japonais in La Revue de Paris, 15 nov 1936, p.261 

Ces poëmes sont très librement adaptés ou inspirés de compositions paysannes dites Dodoitsu, dont M. 

Georges Bonneau, professeur à l’Institut franco-japonais de Tokyô, a publié un recueil infiniment précieux. 

（ 実 際 、 ジ ョ ー ル ジ ュ ・ ボ ノ ー は 東 京 日 仏 学 院 で は な く 、 京 都 日 仏 学 院 の 教 授 で あ っ た 。 ） 

（ ５ ）BONNEAU Georges, Anthologie de la poésie japonaise, Paul Geuthner, Paris, 1935 

（ ６ ） プ レ イ ア ド 版 （ 注 ２ ） ｐ ・ １ １ ５ ４ を 参 照 。 

（ ７ ）BONNEAU Georges, L’Expression poétique dans le Folk-Lore japonais, Paul Geuthner, Paris, 

1933 三 冊 本 、vol I, Poètes et Paysans : le vingt-six syllabes de formation savante, （ 第 一 巻 ： 詩

人 と 農 民 ― 学 識 の 二 六 詩 ） 、vol II, La tradition orale de forme fixe : la chanson de vingt-six 

syllabes, （ 第 二 巻 ： 定 型 詩 の 口 承 文 学 ― 二 六 音 の 唄 ） 、vol III, La tradition orale et formes 

libres : la chanson du Kyûshû （ 第 三 巻 ： 口 承 文 学 と 自 由 律 ― 九 州 の 唄 ） 

（ ８ ） 二 句 目 の 意 味 に 関 し て 、 「 野 面 も 」 と 「 野 も 瀬 も 」 と い う 二 つ の 説 が あ る （ 『 山 家 鳥

虫 歌 』 ・ 新 日 本 古 典 文 学 文 学 大 系 ６ ２ ・ 岩 波 書 店 ・ 一 九 九 七 を 参 照 ） 。 ボ ノ ー は 「 野 も 瀬 も 」

と よ ん で 、torrents （ 急 流 、 激 流 ） と 訳 し 、 ク ロ ー デ ル も そ れ に 従 っ た 。 

（ ９ ） 芳 賀 徹 「 ク ロ ー デ ル の 『 ど ど い つ 』 か ら 二 」 （ 『 淡 交 』 、 一 九 九 七 ・ 六 、 ｐ ・ ２ ７ ） 。

単 行 本 『 ひ び き 合 う 詩 心 』 （ Ｔ Ｂ Ｓ ブ リ タ ニ カ ・ 二 〇 〇 二 ） に も 所 収 。 

（ １ ０ ） 同 、 『 淡 交 』 、 一 九 九 七 ・ 五 、 ｐ ・ ２ ７ 

（ １ １ ） 堀 口 大 学 訳 『 ヴ ェ ル レ ー ヌ 詩 集 』 （ 小 沢 書 店 ・ 一 九 九 六 ） 

（ １ ２ ） 『 日 本 短 詩 集 』 の 原 作 品 に つ い て 、 第 二 節 を 参 照 。 

（ １ ３ ） 原 作 品 の 選 択 の し か た に 関 し て は 、 ク ロ ー デ ル 自 身 の 伝 記 的 背 景 の 影 響 も み ら れ る

か も 知 れ な い 。 『 日 本 短 詩 集 』 の 成 立 は 一 九 三 六 年 の 夏 と さ れ て い る が （ プ レ イ ア ド 版 、 ｐ ・



１ １ ５ ４ を 参 照 ） 、 最 近 出 版 さ れ た ク ロ ー デ ル の 愛 人 ロ ザ リ ー ・ シ ボ ー ル に 関 す る 研 究

（Thérèse Mourlevat, La passion de Claudel ― La vie de Rosalie Šcibor-Rylska, Éditions 

Pygmalion, Paris, 2001, p.204 ） に よ る と 、 ク ロ ー デ ル は そ の 一 九 三 六 年 の 夏 、 ロ ザ リ ー ・ シ ボ

ー ル 婦 人 と 彼 女 と の 間 に 生 ま れ た 娘 ル イ ズ を と も に し て 、 南 仏 コ ー ト ダ ジ ュ ー ル の 旅 に 出 か

け た と い う 。 あ る い は 素 朴 な 恋 の 歌 が 多 く 含 ま れ て い る 日 本 民 謡 の 選 択 の し か た に は 、 ク ロ

ー デ ル が 三 〇 年 以 上 付 き 合 っ て い た 愛 人 に 対 す る 想 い の 面 影 を み る こ と も で き る か も 知 れ

な い 。 ま た 、 一 九 四 五 刊 行 『 都 々 逸 』 の 序 文 に よ る と 、 こ の 詩 集 を 歌 詞 に し た 歌 曲 を 、 「 マ

リ ー ・ シ ボ ー ル 嬢 」(Mlle Marie Šcibor) と い う 女 性 が 歌 っ た こ と が あ る と 書 か れ て い る 。 以 上

の 伝 記 研 究 に よ る と （ ｐ ・ ２ ７ ４ を 参 照 ） 、 マ リ ー ・ シ ボ ー ル は ク ロ ー デ ル の 愛 人 ロ ザ リ ー

の 妹 で あ っ た と い う の で 、 や は り こ の 詩 集 の 創 作 と ロ ザ リ ー と の 関 係 を み と め る こ と が で き

よ う 。 ジ ャ ッ ク ・ プ テ ィ ー 氏 の 注 釈 に よ る と （ プ レ イ ア ド 版 、 ｐ ・ １ １ ５ ３ ） 、 一 九 三 八 年

の 初 め に 、 ル ク セ ン ブ ル グ 公 国 立 放 送 局 に お い て 、 そ の 歌 曲 の 何 曲 か が す で に 演 奏 さ ら た と

い う 。 歌 曲 の 作 曲 家 に 関 し て は 、 ロ ザ リ ー と ク ロ ー デ ル の 娘Louise Vetch (1905-1996) が 書 い

た も の で あ る と い う 説 が あ る （ 楽 譜 は 行 方 不 明 で あ る ） 。 

（ １ ４ ） 詩 集 の 順 序 立 て ・ 編 集 に 関 し て は 、 中 條 忍 氏 の 研 究 Dodoitzu de Paul Claudel （ 『 日

仏 文 化 』 ・ 二 三 号 ・ 日 仏 会 館 ・ 一 九 六 八 、 三 ） を 参 照 。 『 日 本 短 詩 集 』 の 段 階 で は 、 ク ロ ー

デ ル は ほ と ん ど ボ ノ ー の 『 日 本 詩 歌 選 集 』 の 作 品 順 序 を 守 っ て い る が 、 一 九 四 五 年 版 『 都 々

逸 』 で は 「 神 の 愛 へ の 道 」 を 演 出 す る よ う な 趣 向 が み ら れ る と い う 。 ま た 、 ク ロ ー デ ル に よ

る 詩 集 の 編 集 の し か た に 関 し て 、 日 本 駐 在 中 の 作 品 『 百 扇 帖 』 （ 本 論 文 第 Ⅱ 部 第 一 章 ）

を 参 照 。 

（ １ ５ ） ハ ル オ ・ シ ラ ネ 「 日 本 の 詩 歌 と 文 化 へ の ア プ ロ ー チ 」 『 芭 蕉 の 風 景 文 化 の 記 憶 』

（ 角 川 書 店 ・ 二 〇 〇 一 、 ｐ ・ ３ ６ ） 

（ １ ６ ） 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 ・ ７ ５ ２ ） 。

ま た 、 俳 文 学 に お け る 頭 韻 の 使 用 に 関 し て 、 本 論 文 第 Ⅰ 部 第 一 章 を 参 照 。 

（ １ ７ ） 『 一 茶 全 集 ・ 別 巻 』 （ 信 濃 毎 日 新 聞 社 ・ 昭 和 五 三 ） に 所 収 。 

（ １ ８ ）La fin des terroirs - La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Eugen J. Weber, 

Bernard Géniès, Antoine Berman, Librairie Arthème Fayard  (Éditions Recherches), Paris, 1983 

p.604 を 参 照 。 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ １ ９ ） 本 論 文 第 Ⅰ 部 第 二 章 を 参 照 。 

（ ２ ０ ）Jacqueline PIGEOT, Questions de poétique japonaise, Presses Universitaires de France, Paris, 

1997, p.55 （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

（ ２ １ ） こ の 作 品 に 関 し て 、Machiko KADOTA （ 門 田 眞 知 子 ）, Petits Poëmes d’après le Chinois 

de Paul Claudel et le recueil de poèmes de Tsen Tsong Ming （L’OISEAU NOIR Ⅸ ・ 日 本 ク ロ ー デ

ル 研 究 会 ・ 一 九 九 七 ） を 参 照 。 



（ ２ ２ ） 日 本 韻 文 学 に み る 共 同 的 創 作 よ い う 特 徴 に つ い て 、 加 藤 周 一 「 日 本 文 学 の 特 徴 に つ

い て 」 『 日 本 文 学 史 序 説 』 上 （ 『 加 藤 周 一 著 作 集 』 平 凡 社 ・ 一 九 七 九 、 ｐ ・ ２ ５ ） や 高 橋 義

孝 『 文 芸 の 心 理 学 』 （ 日 本 教 文 社 ・ 昭 和 三 〇 、 ｐ ・ ６ ７ ） な ど を 参 照 。 

（ ２ ３ ） 栗 村 道 夫 『 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の 作 品 に お け る 聖 徒 の 交 わ り 』 （ サ ン パ ウ ロ ・ 二 〇

〇 〇 、 ｐ ・ ２ ８ ４ ） を 参 照 。     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 二 節  出 典 研 究 、 翻 訳 
 
 

典 拠 ： Paul Claudel, Petits Poèmes japonais, La Revue de Paris, 15 novembre 1936 

凡 例 ： 以 下 、 頻 繁 に 使 わ れ る 出 典 を 次 の よ う に 省 略 し た 。 

・ 『 山 家 鳥 虫 歌 』 ： 『 山 家 鳥 虫 歌 』 （ 一 七 七 六 年 刊 行 ） 、 新 日 本 古 典 文 学 文 学 大 系 ６ ２ （ 岩 波 書 店 ・

一 九 九 七 ） 

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

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

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

・ 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑥ ： 高 野 辰 之 編 『 日 本 歌 謡 集 成 』 第 六 巻 （ 春 秋 社 ・ 昭 和 三 ） 

・ 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ ： 高 野 辰 之 編 『 日 本 歌 謡 集 成 』 第 十 二 巻 （ 春 秋 社 ・ 昭 和 四 ） 

・ ジ ョ ル ジ ュ ・ ボ ノ ー 編 『 日 本 の 韻 律 ― 日 本 民 話 に お け る 詩 的 表 現 』 （ グ ー ト ネ ル 社 、 一 九 三

三 ） ３ 冊 本 、 二 カ 国 語 版 。 

EPFJ I : BONNEAU Georges, L’Expression poétique dans le Folk-Lore japonais, vol I, Poètes et Paysans : 

le vingt-six syllabes de formation savante, Paul Geuthner, Paris, 1933, 104 p. 

（ 第 一 巻 ： 詩 人 と 農 民 ― 学 識 の 二 六 詩 ） 

EPFJ II : BONNEAU Georges, L’Expression poétique dans le Folk-Lore japonais,vol II, La tradition orale 

de forme fixe : la chanson de vingt-six syllabes, Paul Geuthner, Paris, 1933, 192 p. 

（ 第 二 巻 ： 定 型 詩 の 口 承 文 学 ― 二 六 音 の 唄 ） 

(BONNEAU Georges, L’Expression poétique dans le Folk-Lore japonais,vol III, La tradition orale et formes 

libres : la chanson du Kyûshû,Paul Geuthner, Paris, 1933, 189 p.) 

（ 第 三 巻 ： 口 承 文 学 と 自 由 律 ― 九 州 の 唄 ） 

・APJ ： ジ ョ ル ジ ュ ・ ボ ノ ー 編 『 日 本 詩 歌 選 集 』 （ グ ー ト ネ ル 社 、 一 九 三 五 ） 

 BONNEAU Georges, Anthologie de la poésie japonaise, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1935 

 

    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

▼ は 元 の 日 本 語 の 出 典 作 品 を 指 す （EPFJ I ＆ EPFJ II に 拠 る ） 。 

▽ は ボ ノ ー が 翻 訳 し た 、 ▼ の フ ラ ン ス 語 訳 を 指 す （APJ に 拠 る ） 。 

○ は ク ロ ー デ ル の 作 品 で 、 ▽ を 踏 ま え て い る も の を 指 す （Paul Claudel, Petits Poèmes japonais, La 

Revue de Paris, 15/11/1936 に 拠 る ） 。 

● は 筆 者 に よ る 、 ○ （ ク ロ ー デ ル 作 ） の 日 本 語 訳 を 指 す 。 

    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 



 

一 、 ▽ RIZIÈRE A LA PREMIÈRE AUBE 

Vers quatre heures du matin, j’arrache  ▼ 七 つ さ が り て  

Les mauvaises herbes de la rizière...  田 の 草 と れ ば  

Mais qu’est ceci : rosée de la plaine,  野 辺 の 露 か や  

Larmes de la peine ?   涙 か や 

  ←     

○ L’ARRACHEUSE D’HERBES  ● 草 取 り 女 

J’arrache l’herbe, j’arrache la mauvaise herbe ! 私 は 草 を 取 る 、 悪 い 草 を 取 る ！ 

 Mais la douleur ? mais le souci ? 悲 し み は 、 悩 み は 、 そ れ は ま た … 

J’arrache l’herbe ! j’arrache la mauvaise herbe ! 私 は 草 を 取 る 、 悪 い 草 を 取 る ！ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 和 泉 80 （ た だ し 「 野 辺 」 で は な く 、 「 の ば 」 ＝ 苗 葉 と な っ て い る ） 。 『 日 本

歌 謡 類 聚 』 和 泉 国 盆 踊 唄 p.399 。EPFJ II 近 畿 地 方 125 。 APJ 1 。 

 

二 、 ▽ LA COUPEUSE D’HERBE DU MATIN 

Voici qu’elle s’est mise à chanter,  ▼ う た ひ 出 し た よ  

La coupeuse d’herbe du matin :  あ さ 草 刈 り が  

Voix encore noyée de sommeil,  ね む た ね 声 で  

Faible-faible !    ほ そ ぼ そ と 

  ←     

○ LA FAUCHEUSE   ● 草 刈 り 女 

Tout bas  tout bas  tout haut   小 声 で 、 小 声 で 、 ま た 大 声 で 

 La Faucheuse  la Faucheuse  草 刈 り 女 、 草 刈 り 女 は 

Elle chante à coups de faux   鎌 を 打 ち な が ら 歌 う の だ 。 

 La Faucheuse  la Faucheuse  草 刈 り 女 、 草 刈 り 女 は 

On l’a fait lever trop tôt   早 起 き を さ せ ら れ た と か 、 

 Hoso boso to !   ホ ソ ボ ソ ト 。 

出 典 ： 

『 日 本 歌 謡 類 聚 』 農 事 唄 伊 勢 国 三 重 郡 菰 野 村 p.265 。EPFJ II 近 畿 地 方 147 。 APJ 5 。 

 

三 、 ▽ AUX DANSES DE LA FÊTE DES MORTS... 

Aux danses de la Fête des Morts,  ▼ 盆 の を ど り に  

Pour ne pas danser, faudrait être  踊 ら ぬ や つ は  



Bouddha de bois, bouddha de fer,  木 佛 金 佛  

Bouddha de pierre !    石 ぼ と け 

  ←     

○ A LA FÊTE DES MORTS  ● 死 者 の 日 に 

Bon dieu de bois  bon dieu de fer  木 の 神 様 よ 、 鉄 の 神 様 よ 、 

 Bon dieu de pierre !   石 の 神 様 よ ！ 

 ― A la fête des morts  「 死 者 の 日 に 

 Tu n’iras pas danser !  踊 り に 行 く な 」 と 

 ― A la fête des morts  だ れ に 言 わ れ て も 

 Qui peut m’en empêcher ?  「 私 は 死 者 の 日 に 踊 る よ ！ 」 

― Bon dieu de bois  bon dieu de fer   木 の 神 様 よ 、 鉄 の 神 様 よ 、 

 Bon dieu de pierre meulière !  石 臼 の 神 様 よ ！ 

出 典 ：  

『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 常 陸 国 p.71 ＆ 下 総 盆 唄 p.65 。EPFJ II 九 州 2 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 茨 城

県 新 治 群 盆 踊 唄 p. 71 （ た だ し 、 「 木 佛 」 で は な く 「 持 佛 」 と あ る ） 。 APJ 9 。 

 

四 、 ▽ ÉCHOS AU MATIN 

Les coqs vont chantant-chantant;  ▼ 鳥 も は ら は ら  

La nuit va s’ouvrant-s’ouvrant ;  夜 も ほ の ぼ の と  

Et la cloche doucement tinte   鐘 も な り ま す  

De temple en temple.   寺 々 に 

  ←     

○ MATIN    ● 朝

Un coq fait cocorico   一 羽 の 鶏 が コ ケ コ ッ コ ー 、 

Un autre lui fait écho   こ だ ま の よ う に 、 も う 一 羽 が… 

Tin tin tin tin tin !    ゴ ー ン ゴ ー ン ゴ ー ン と 

 C’est le matin.    朝 が き た 。 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 阿 波 331 。 『 俚 謡 集 』 徳 島 県 美 馬 群 藍 こ な し p.511 に 「 と り は ば ら ／ ＼ 、

夜 は ほ の ぼ の と 、 あ け れ や 、 お 寺 の 鐘 が な る 。 シ ヨ ン ガ エ ー 」 と あ る 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 讃 岐 国 

盆 踊 唄 p.175  ＆ 徳 島 県 藍 こ な し p.212 （ た だ し 徳 島 県 は 「 と り は ば ら ば ら 夜 は ほ の ぼ

の と あ け れ や 寺 の 鐘 が な る 」 と あ る ） 。EPFJ II 四 国 70 。 APJ 11 。 ※ 「 は ら は ら 」 と は 九 州

方 言 で 「 鶏 の 鳴 く 声 の さ ま を い う 」 （ 『 日 本 語 国 語 大 辞 典 』 ） 。 

 



五 、 ▽ GRENOUILLE DANS L’EAU 

Quand j’entends chanter   ▼ 水 に か は づ の  

La grenouille dans l’eau,   な く こ ゑ き け ば  

Des choses passées    す ぎ し 昔 が  

Il me souvient.    思 は る ゝ 

  ←       

○ LE CRAPAUD    ● 蟾 蜍 （ ひ き が え る ） 

Quand j’entends dans l’eau   水 に 居 る 蟾 蜍 の 

Chanter le crapaud    う た ご え を 聞 く 、 

Des choses passées    過 去 の こ と で 、 た だ 、 

J’ai le cœur mouillé !   心 が ぬ れ る 。 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 日 向 377 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 日 向 盆 踊 唄 p.445 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 日

向 国 盆 踊 唄 p.192 ＆ 佐 渡 国 盆 踊 唄 p.139 （ た だ し 上 七 は 「 土 手 の 蛙 の 」 と あ る ） 。 『 日 本

歌 謡 集 成 』 ⑫ 京 都 府 舞 踊 歌 投 節 の 古 謡 ー を と こ （ た だ し 上 七 に 「 野 辺 に 蛙 の 」 と あ る ）p.333 

＆ 大 分 県 雑 謡 （ た だ し 上 七 は 「 土 手 の 蛙 の 」 と あ る ）p.638 。EPFJ II 九 州 16 。 APJ 14 。 

 

六 、 ▽ COUCOU 

Seule en ce chemin de montagne,  ▼ ひ と り 山 道  

Je frissone de peur :    物 凄 う ご ざ る  

Allons, chante vite,    早 く こ ゑ 出 せ  

Coucou !     ほ と ゝ ぎ す 

  ←     

○ SOLITUDE DANS LA MONTAGNE ● 山 の 淋 し さ 

Seule dans la montagne   山 の 中 、 独 り 、 

Trois heures après midi   午 後 三 時 。    

Seule dans la montagne   山 の 中 、 独 り 、 

J’ai peur aucun bruit...   こ わ い よ 、 音 ひ と つ な し 。 

Alors chante, hototogisou !  (1)  ね 、 ホ ト ト ギ ス （ １ ） 、 歌 え よ ！ 

J’ai peur,  j’ai peur    こ わ い よ 、 こ わ い よ 。 

Alors chante, hototogisou   ね 、 ホ ト ト ギ ス 、 歌 え よ 、 

Hototogisou !    ホ ト ト ギ ス ！ 

 (1) C’est le rossignol japonais.  （ １ ） 「 ホ ト ト ギ ス 」 と は 日 本 の ナ イ チ ン ゲ ー ル で あ る 。 

出 典 ： 



『 山 家 鳥 虫 歌 』 大 和 40 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 大 和 国 盆 唄 p.396 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 和

歌 山 県 野 口 童 謡 p.415 に 「 一 人 山 道 淋 し て な ら ぬ 声 を か け く れ ほ と ゝ ぎ す 」 と あ る 。 富 山 県

魚 津 市 の 山 間 部 ・ 布 施 村 一 帯 に 残 っ て い る 御 祝 儀 唄 「 布 施 谷 節 」 （ ふ せ た ん ぶ し ） に 同 歌 詞 あ る 。 

EPFJ II 中 国 地 方 78 。 APJ 15 。 

 

七 、 ▽ LA MOUETTE 

Là-bas là-bas, cette mouette,   ▼ あ れ あ れ 鴎 が  

Ne vois-tu pas qu’elle nous regarde ?  見 て る ぢ や な い か  

Allons, ne pleure pas : ça revient au port,  な く な ま た 来 る  

Un bateau !    船 ぢ や も の 

  ←     

○ LE BATEAU    ● 船 

Bonsoir, adieu, mademoiselle !  お 嬢 さ ん よ 、 今 宵 は 永 久 に さ よ う な ら ！ 

Nous ne reviendrons plus !   わ れ わ れ は 戻 っ て 来 な い ぞ ！ 

Agitez votre petit mouchoir !   そ の 小 さ な ハ ン カ チ を 振 っ て 、 振 っ て 、 

Moi, je vous tire la langue !   お れ は 舌 を 出 し て や ろ う ！ 

出 典 ： 

語 法 か ら す る と 、 幕 末 以 降 の 歌 謡 か 。 『 俚 謡 集 』 岡 山 県 和 気 群 p.399 に 「 く や む な 娘 、 な い と

て 妻 が 、 舟 さ へ 帆 か け 、 風 を 待 つ 」 と い う 民 謡 が あ る 。EPFJ II 奥 地 方 233 。 APJ 42 。 

 

八 、 ▽ LE BOITEUX 

A l’ouest, sur la montagne, voyez,  ▼ 西 の 山 見 や 

Il y a un boiteux qui passe :   ち ん ば が 通 る  

Son chapeau tantôt paraît, tantôt  笠 が 見 え た り  

Disparaît !    か く れ た り 

     ←     

○ LE BOITEUX    ● ち ん ば 

Là-bas  là-bas  près de la haie  あ そ こ 、 あ そ こ 、 垣 根 の よ こ よ 、 

Vlà le boiteux qui apparaît   ほ ら 、 ち ん ば が あ ら わ れ た 、 

Il paraît  il paraît    み え た 、 み え た よ 、 

Vlà son chapeau qui paraît   ほ ら 、 帽 子 が み え た 、 

Il paraît  il paraît    み え た 、 み え た が 

Le voilà qui disparaît !   ほ ら 、 ま た き え た ！ 

出 典 ： 



『 日 本 歌 謡 類 聚 』 美 濃 国 海 西 郡 高 須 町 遊 戯 唄 p.487 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 伊 勢 国 雑 謡 

p.42 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 三 重 県 四 日 市 市 雑 謡 地 方 特 有 歌 p.292 （ た だ し 下 五 に 「 み え ん だ

り 」 と あ る ） 。EPFJ II 中 部 地 方 ー 南 部 169 。 APJ 18 。 

 

九 、 ▽ MOUETTES 

Bateau qui part, bateau qui rentre,  ▼ 出 船 い り 船  

A chaque bateau sur les vagues,   波 行 く 度 に  

Au large, les mouettes tapagent  沖 で か も め が  

En s’élevant.    た ち さ わ ぐ 

  ←     

○ MOUETTES    ● か も め
Sous le grand vent qui fouette   大 風 に 吹 か れ 、    

Toutes ses voiles dehors   満 帆 揚 げ て 、 

Le bateau vire de bord   か も め の 渦 に 

Dans un tourbillon de mouettes  船 首 廻 る 。 

出 典 ： 

不 明 。 「 沖 で か も め が た ち さ わ ぐ 」 と 類 以 し た 表 現 が 多 く の 民 謡 に あ る 。EPFJ II 関 東 地 方 207 。

APJ 21 。 

 

一 〇 、 ▽ PRIÈRE       

J’ai, par temps de pluie,   ▼ 雨 の 降 る 時 

Longé la rivière :    川 端 通 れ ば 

La grenouille, accroupie, priait   蛙 あ ぐ ら か い て 

Pour son salut.    後 生 願 ふ 

  ←     

○ PLUIE    ● 雨 

Il tombe de la pluie    雨 が 落 ち て く る 、 

Il pleut sur la rivière    川 に 雨 が 降 る 。 

La grenouille accroupie   蛙 は し ゃ が ん で 、 

Elle fait sa prière.    祈 り を 唱 え る 。 

出 典 ： 

『 日 本 歌 謡 類 聚 』 羽 後 飽 海 郡 酒 田 盆 踊 唄 p.418 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 山 形 県 飽 海 群 舞

踊 歌 ど う さ 節 p.150 （ た だ し 「 蛙 」 が 欠 け る ） 。EPFJ II 奥 地 方 232 。APJ 25 。 

 



一 一 、 ▽ NAÏVETÉ 

Si je veux voir, je puis voir ;   ▼ 見 れ ば 見 渡 す 

Conduire une barque, j’atteins la rive :  さ を さ し や 届 く 

Pourquoi mon amour, lui, n’atteint-il  何 故 に わ が 恋 

Point sa rive ?    と ゞ か ぬ ぞ 

   ←     

○ LA BARQUE TROUÉE  ● 穴 の あ い た 小 舟 

Avec la barque et la rame   小 舟 と 櫂 さ え あ れ ば 、 

On atteindra l’autre bord.   対 岸 に 着 く だ ろ う… 

Mais avec l’amour, madame ?   し か し 、 婦 人 よ 、 

Hélas ! quel triste sort !   恋 は た だ た だ う き 世 ！ 

出 典 ：   

『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑥ 「 吉 原 は や り 小 歌 總 ま く り 」 坊 の 津 p.107 。 寛 保 延 享 期 に 各 地 で 流 行 し

た 「 ホ ン ニ サ 節 」 に 「 見 れ ば 見 渡 す 棹 さ し ゃ と ど く な ぜ に 届 か ぬ わ が 思 い 」 が あ り 、 「 佐 渡

お け さ 」 に も 「 棹 さ し ゃ と ど く 」 の 文 句 が あ る 。EPFJ II 九 州 15 。 APJ 28 。 

 

一 二 、 ▽ CONFIDENCE     

Là-bas, ce que vous voyez,   ▼ あ れ に み ゆ る は 

C’est la maison de amant :   殿 御 の 屋 方 

Et chère m’est la fumée   煙 立 つ の が 

Qui s’en élève.    な つ か し い 

  ←     

○ FUMÉE    ● 煙 

Cette fumée là-bas qui fume   あ そ こ に 立 ち 上 が る 煙 は 

C’est mon amant qui se consume  燃 え て い る 我 が 恋 人 だ 。 

出 典 ： 

『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 武 蔵 国 雑 謡 p.57 （ た だ し 「 殿 御 の 村 よ 」 と あ る ） 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 

埼 玉 県 童 謡 p.69 ＆ 山 口 県 大 里 群 雑 謡 p.508 。 EPFJ II 中 国 地 方 。APJ 36 。 

 

一 三 、 ▽ PRÉSENTATION 

Pour le jour de ma naissance,   ▼ わ し が 生 れ は 

C’est le cinq du cinquième mois ;  五 月 の い つ か  

Et pour le nom, c’est Iris   お 名 は お し ょ ぶ （ 菖 蒲 ） と 

Qu’on m’a nommée.   つ け ら れ た 



  ←     

○ MON PETIT NOM   ● 私 の あ だ 名   

Il fait bleu  il fait bon   青 天 だ よ 、 あ た た か い よ 、 

Il fait aujourd’hui    そ ん な 日 だ よ 。 

Il fait bon  il fait bleu   あ た た か い よ 、 青 天 だ よ 、 

Et je suis née juste aujourd’hui  私 は ち ょ う ど 今 日 生 ま れ た の だ 。 

Si vous voulez savoir mon nom  私 の 名 前 を 知 り た い の か 、 

Mon nom est Iris-bleu.   私 の 名 前 は 青 ア ヤ メ と い う の だ 。 

出 典 ： 

『 日 本 歌 謡 類 聚 』 伊 勢 国 三 重 郡 菰 野 村 田 植 唄 p.263 。EPFJ II 近 畿 地 方 151 。 APJ 30 。 

 

一 四 、 ▽ OBSCURITÉ 

Votre voix, je l’entends bien ; mais  ▼ こ ゑ は す れ ど も 

Votre silhouette, je ne la vois :   す が た は 見 え ぬ  

Vous êtes comme dans un trou  き み は 深 山 の 

Le grillon !    き り ぎ り す 

  ←     

○ COUCOU !    ● お お い ！

On vous entend bien   あ な た が よ く 聞 こ え る 、 し か し 、 

Vous voir pas moyen   目 に す る こ と は で き な い 。 

Ainsi dans son trou    そ の 穴 の 中 の 

Le grillon ― Coucou !   き り ぎ り す よ — お お い ！ 

 Kirigirisou !   キ リ ギ リ ス よ ！ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 和 泉 81 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 和 泉 国 盆 踊 唄 p.399 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 紀

伊 国 雑 謡 p.170 （ た だ し 「 様 は 深 野 の き り ぎ り す 」 と あ る ） 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑥ 「 吉

原 は や り 小 歌 總 ま く り 」 坊 の 津 p.107 （ た だ し 「 … 姿 は 見 え じ 君 は ふ か み の き り ぎ り す 」

と あ る ） ＆ 「 淋 敷 座 之 慰 」 な げ ぶ し p.164 （ 「 声 は す れ ど も 姿 は 見 え ぬ 君 は 深 野 の き

り ぎ り す 深 野 の 君 は 君 は 深 野 の き り ぎ り す 」 と あ る ） 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 秋 田 県 南 秋

田 群 雑 謡 p.137 ＆ 和 歌 山 県 童 謡 p.415 。 各 地 の 民 謡 （ 草 刈 唄 な ど ） に も あ る 。EPFJ II 近

畿 地 方 115 。 APJ 33 。 

 

一 五 、 ▽ LES TROIS CLARTÉS 

La lune à l’est ;    ▼ 月 は ひ が し に 



Les Pléiades à l’ouest ;   す ば る は 西 に 

Mon bien-aimé    い と し と の ご は 

Au milieu.    ま ん 中 に 

  ←     

 ○ PARTOUT    ● 至 る 所 に 

La lune au levant    月 は 東 に 、 

L’étoile au couchant   星 は 西 に 、 

La lune là-haut    月 は 真 上 に 、 

L’étoile dans l’eau    星 は 水 面 （ み な も ） に 、 

Sens dessus dessous   上 下 も な し 、 

Mon amant partout !   我 が 恋 人 は 、 至 る 所 に ！ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 丹 後 250 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 丹 後 国 盆 踊 唄 p.428 （ た だ し 「 月 は 東 に 座

る は 西 に … 」 と あ る ） 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 丹 後 盆 踊 唄 p.148 ＆ 淡 路 国 雑 謡 p.173 （ た

だ し 淡 路 国 は 「 御 屋 形 様 は ま ん 中 に 」 ） 。EPFJ II 九 州 34 。 APJ 37 。 

 

一 六 、 ▽ VISAGE 

Dans l’eau vive que j’ai puisée  ▼ く ん だ し み づ で 

Si je regarde mon image,   か げ を 見 れ ば 

Je rougis de le dire, mais, eh,   わ が み な が ら も 

Jolie femme !    よ い 女 御 

  ←     

○ MA FIGURE DANS LE PUITS  ● 井 戸 の 中 の 私 の 顔

Ma figure dans le puits   井 戸 の 中 の 私 の 顔 を 

Pas moyen que je me l’ôte   捕 る こ と が で き な い わ 。 

Ma figure dans le puits   井 戸 の 中 の 私 の 顔 を 

Pas moyen que je me l’ôte   捕 る こ と が で き な い わ 。 

Et que j’en mette une autre   別 の 顔 に 換 え る こ と も で き な い わ 。 

Et si l’on me trouve jolie   美 人 と い わ れ た っ て 、 

Tant pis ! c’est pas ma faute !   そ う 、 仕 方 が な い 、 私 の せ い で は な い の ！ 

出 典 ： 

『 狂 言 小 歌 集 』24 、 大 蔵 流 靱 猿 （ 藤 田 徳 太 郎 編 『 閑 吟 集 』 ・ 岩 波 書 店 ・ 昭 和 七 、p.46 ） に 「 汲 ん だ

る 清 水 で 影 見 れ ば 、 我 が 身 な が ら も よ い 殿 御 ／ ＼ 」 が あ る 。EPFJ II 四 国 52 。 APJ 44 。 

 



一 七 、 ▽ CONVERSATION   

La nuit où je pense à lui,   ▼ 思 ひ 出 す 夜 は 

L’oreiller et moi, nous causons :  枕 と か た ろ 

―Oreiller, vite, parle-moi,   ま く ら 物 い へ 

L’amour me brûle !    こ が る ゝ に 

  ←     

○ L’OREILLER    ● ま く ら

La nuit quand je pense à lui   夜 、 彼 の こ と を 想 う と 、 

L’oreiller et moi on cause   ま く ら と 語 り あ う の だ 。 

Écoute, petit oreiller !   聞 い て よ 、 小 さ な ま く ら よ 、 

Je l’aime ! Je l’aime !   私 は 彼 を 愛 し て い る 、 愛 し て い る の よ ！ 

出 典 ： 

『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑥ 「 吉 原 は や り 小 歌 總 ま く り 」 雲 井 ろ う さ い p.108 ＆ 「 淋 敷 座 之 慰 」 弄 齋

片 昔 撥 音 ぶ し （ 一 六 七 六 年 成 立 ） p. 161 。EPFJ II 九 州 20 。 APJ 47 。 

 

一 八 、 ▽ L’AMOUR MUET 

Brûlant d’amour, les cigales   ▼ 恋 に こ が れ て 

Chantent : mais combien plus belles  鳴 く せ み よ り も  

Les lucioles dont l’amour muet  な か ぬ 蛍 が 

Brûle le corps !    身 を こ が す 

  ←     

○ L’AMOUR MUET   ● 恋 は も の 言 わ ぬ 

Chante pour ma fête   祝 い の 日 だ か ら 、 

Cigale à tue-tête !    蝉 よ 、 あ ら ん 限 り の 声 で 歌 え よ ！ 

Mais combien c’est mieux   だ け ど 、 や っ ぱ り 、 蛍 の 方 が 

Cette mouche à feu    い い な… 

Qui sans aucun bruit   音 一 つ な く 

Brille dans la nuit    夜 に 輝 く そ の 体 、 

L’amour lui brûle le corps !   そ の 体 こ そ 恋 に 焦 が れ る ！ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 山 城 国 風 11 。 『 洞 房 語 園 』 に も あ り 、 『 都 々 逸 独 稽 古 』 （ 博 文 館 ・ 明 治 二 五 ）

p.126 に 「 古 人 」 の 作 品 と し て 載 っ て い る 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 （ た だ し 上 五 に 「 恋 し ／ ＼ と 」 と あ

る ） 山 城 国 盆 唄 p.374 ＆ 大 和 国 糸 引 唄 p.260 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 山 城 国 盆 踊 唄 p.4 ＆ 

常 陸 国 潮 来 （ い た こ ） 節 p.72 。EPFJ II 近 畿 地 方 116 。 APJ 49 。 



 

一 九 、 ▽ FEU SANS FUMÉE 

Dans mon cœur, une douloureuse  ▼ 胸 で く る し き 

Flamme brûle : mais   火 は た く け れ ど  

Aucune fumée ne monte, et   煙 た ゝ ね ば 

Personne ne sait.    人 知 ら ぬ 

  ←     

○ FEU SANS FUMÉE   ● 煙 の 立 た な い 火

Connaissez-vous, ma bien-aimée,  私 の 恋 人 を ご 存 じ で し ょ う ？ 

Ce feu qui brûle sans fumée ?   煙 の 立 た な い 火 の 炎 ！ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 摂 津 117 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 摂 津 国 盆 踊 唄 p.401 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 摂

津 盆 踊 唄 p.14 。 古 今 集 一 二 巻 に 類 歌 あ り 。 「 音 曲 神 戸 節 」 （ 都 々 逸 節 ） に は 「 わ し が 胸 で は 火

を た く け れ ど 煙 出 さ ね ば 主 や し ら ぬ 」 と あ る 。EPFJ II 近 畿 地 方 124 。APJ 50 。 

 

二 〇 、 ▽ L’AMOUR AVEUGLE 

Parce que je vous aime,   ▼ こ な た 思 へ ば  

Plaines, torrents, montagnes,   野 も せ も 山 も 

Brousailles, forêts,    や ぶ も 林 も 

Sans rien voir, je suis venue.   知 ら で 来 た 

  ←     

○ D’UN SEUL BOND   ● 一 っ と び で   

Je t’aime je suis venue   君 が 好 き で 私 は 来 た 。 

Les torrents et les montagnes   激 流 も 山 も 

Les forêts et la campagne   森 も 野 原 も 

Je ne m’en suis pas aperçue !   な に ひ と つ 目 に 入 ら ず に 。 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 山 城 国 風 21 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 山 城 国 盆 歌 p.375 （ た だ し 下 五 に 「 し

ら で い く 」 と あ る ） 。 愛 知 県 の 「 梅 お ど り 歌 」 に も 「 そ な た 思 え ば や れ 野 も 山 も 森 も 林 も 知

ら で 来 た 」 と い う 類 歌 が あ る 。EPFJ II 近 畿 地 方 118 。 APJ 52 。 ※ 「 野 も せ も 」 は 「 野 面 も 」 の 意

味 か 「 野 も 瀬 も 」 か は 不 明 で あ る 。 ボ ノ ー 訳 （ ▽ ） は 「 野 も 瀬 も 」 の 方 を と っ て い る 。 

 

二 一 、 ▽ FRUITS A TERRE   

J’ai lancé ma corde à crocher ;   ▼ か ぎ を 投 げ か け 



Je secoue : tombez, arbouzes...  ゆ す ら ば お ち よ 

Mais vous, homme au cœur cruel,  こ ゝ ろ つ れ な や 

Tomberez-vous pas à votre tour ?  や ま も ゝ よ 

  ←     

○ ET ALLEZ DONC !   ● さ あ 、 さ あ 、 ほ ら ！

Je secoue l’arbre, allez donc !   さ あ 、 さ あ 、 木 を 揺 ら そ う ！ 

Allez donc et allez donc !   さ あ 、 さ あ 、 ほ ら 、 ほ ら 、 

Tombez, beaux fruits, il en pleut !    美 し い 果 物 よ 、 落 ち て く れ 、 降 っ て く れ ！ 

Tombez tous tant que ça peut !  あ る だ け 落 ち て く れ ！ 

Mais ton cœur, sacrée bonne femme,  で は 、 女 子 （ お ん な ご ） よ 、 

A force de le secouer   お 前 の 心 を 揺 ら し て ゆ け ば 

Finira-t-il par tomber ?   つ い に 落 ち て く れ る の か ？ 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 山 城 国 風 20 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 山 城 国 盆 唄 p.375 （ た だ し 七 ・ 七 ・ 七 ・

七 ・ 五 調 で 、 冠 に 「 か き は な け れ ど 」 と あ る ） 。EPFJ II 九 州 6 。 APJ 56 。 

 

二 二 、 ▽ UNIONS 

Sur le prunier, le rossignol ;   ▼ 梅 に う ぐ い す 

Le cerf au pied de l’érable ;   紅 葉 に 鹿 よ 

Et vous et moi mêlés comme   私 と お 前 は 

Poisson et eau !    魚 と 水 

  ←     

○ POISSON    ● 魚

Le cerf parmi le mélèze   落 葉 松 （ か ら ま つ ） の 中 に は 牡 鹿 、 

Le pinson dans le bouleau   白 樺 の 中 に は 花 鶏 （ あ と り ） が 、 

Et nous tous les deux mêlés   そ し て 私 た ち 二 人 

Comme un poisson dans l’eau   魚 と 水 の よ う に 、 結 ば れ た 。 

出 典 ： 

『 潮 来 風 』 （ い た こ ぶ り ） 二 五 四 番 歌 （ 早 川 純 三 郎 編 『 近 世 文 芸 叢 書 』 第 一 二 巻 『 俚 謡 』 ・ 国 書 刊

行 会 ・ 明 治 四 五 p.389 ） 。EPFJ II 近 畿 地 方 145 。APJ 61 。 

 

二 三 、 ▽ AIGUILLE DE PIN 

Nous sommes, vous et moi,   ▼ わ し と お 前 は 

Les deux moitiés d’une aiguille de pin,  双 葉 の 松 よ 



Qui se dessèchent et qui tombent  枯 れ て 落 ち て も 

Sans se quitter.    は な れ ま い 

  ←     

○ AIGUILLE DE PIN   ● 松 葉

Vous et moi, ma bien-aimée,   恋 人 よ 、 あ な た と 私 は 

Nous sommes les deux moitiés  二 本 の 松 葉 の よ う だ 。 

De cette aiguille de pin.   乾 い て い く こ と は 、 は い 、 そ れ は あ る 。 

Sécher, oui. Se lâcher, point !   離 れ る こ と は 、 い や 、 そ れ は な い ！ 

出 典 ： 

『 日 本 歌 謡 類 聚 』 会 津 郡 邉 流 行 唄 p.707 。 『 日 本 歌 謡 集 成 』 ⑫ 福 島 県 南 会 津 群 雑 謡 相 馬

節 p.95 。 都 々 逸 節 の 名 文 句 に 類 歌 の 「 こ ぼ れ 松 葉 を あ れ 見 や し ゃ ん せ 枯 れ て 落 ち て も 二 人

連 れ 」 と あ る 。EPFJ II 奥 地 方 249 。APJ 62 。 

 

二 四 、 ▽ L’EAU DES RIZIÈRES 

Comme les champs la pluie du cinquième mois, ▼ 五 月 雨 ほ ど 

Jadis vous m’attendiez d’amour :  こ ひ し の ば れ て 

A présent, des rizières d’automne  今 は 秋 田 の 

L’eau qu’on rejette !   落 し 水 

  ←     

○ ET D’AUTRE PART...   ● そ れ に ま た … 

L’eau s’en va de la rizière   水 は 田 圃 か ら ひ き 、 

L’eau s’en retourne à la rivière.  水 は 川 へ 帰 り 、 

Hélas, c’est comme l’amour !   あ あ 、 恋 も ま た 

On ne peut pas s’aimer toujours.  永 久 に つ づ か な い も の 。 

出 典 ： 

『 山 家 鳥 虫 歌 』 河 内 63 。 『 日 本 歌 謡 類 聚 』 盆 踊 唄 河 内 p.397 。 『 俚 謡 集 』 山 口 県 袴

た て p.524 （ た だ し 「 五 月 雨 ほ ど こ へ こ か れ て も … 」 と あ る ） 。 『 諸 国 俚 謡 傑 作 集 』 河 内 盆

踊 唄 p.11 ＆ 佐 渡 国 雑 謡 p.141 。EPFJ II 九 州 31 。 APJ 72 。 

 

二 五 、 ▽ PAYSAGE 

Sous la neige qui tombe-tombe,  ▼ 雪 は 降 る 降 る 

Plaine et montagne vont sommeillant :  野 山 は 眠 る 

Seul défiant le sommeil,   ひ と り 眠 ら ぬ 

Le moulin à eau.    み づ ぐ る ま 



  ←     

○ LE MOULIN    ● 水 車 （ み ず ぐ る ま ）

Sous la neige qui commence   降 り 始 め る 雪 の な か 、   

La montagne a fait silence   山 は 黙 っ た ま ま 。 

Mais sensible à l’eau qui court   水 車 （ み ず ぐ る ま ） は 流 れ を 感 じ と り 、 

Le moulin tourne toujours   し き り に 回 る 。 

出 典 ： 

EPFJ I 67 伯 耆 の 大 黒 一 実 作 。APJ 115 。 

 

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 ！ 

出 典 ： 

一 茶 没 直 後 刊 行 の 文 政 版 『 一 茶 発 句 集 』 （ 文 政 一 二 ） に 「 不 忍 池 」 の 句 と し て 記 載 。 富 士 塚 の 富 士

詣 祭 を 詠 ん だ 作 品 か 。 ま た 、 『 文 政 句 帖 』 に 「 蝸 牛 と も ど も 不 二 へ 上 る 也 」 （ 文 政 六 年 ） や 「 蝸 牛

気 永 に 不 二 へ 上 る 也 」 （ 文 政 八 ） と い う 類 句 が あ る 。 APJ 244 。 


