
〈 付 １ 〉 一 茶 句 試 論  
 

Ａ ・ “ 無 国 籍 俳 人 ” 小 林 一 茶 
 

一 童 心 に 帰 る 
 
 一 茶 は 三 歳 で 母 を 、 一 四 歳 で 母 方 の 祖 母 を 亡 く し 、 一 五 歳 に な っ て ひ と り で 江 戸 へ 向 か っ た 。 そ

の 時 一 茶 は 、 信 州 柏 原 と い う 故 郷 を 失 っ た よ う に 感 じ た で あ ろ う 。 そ れ か ら 俳 諧 一 筋 に 生 き よ う と

し た 。 し か し 結 局 、 俳 諧 師 と 認 め ら れ ず 、 一 人 前 の 江 戸 住 民 に な れ な か っ た 。 一 茶 は 、 最 晩 年 の 地

元 俳 諧 師 時 代 を 除 け ば 、 ど こ に い て も 、 い つ も 他 人 で あ っ た 。 
 芸 術 に は 国 境 が な い と 言 わ れ て い る 。 言 い 換 え れ ば 、 芸 術 家 た ち は ど の 国 に も 縛 ら れ な い と い う

こ と が 大 切 で あ る 。 だ か ら 、 安 心 で き る 居 所 が な か っ た 小 林 一 茶 こ そ 、 日 本 を 代 表 す る 大 詩 人 で あ

る と 、 僕 は 思 っ て い る の で あ る 。 
 一 茶 熟 年 の 作 品 に は 、 農 的 感 性 を も ち な が ら 、 世 界 万 国 に 共 通 す る ほ ど の 自 由 な 詩 的 発 想 に よ る

表 現 が 多 く み ら れ る 。 こ れ か ら は 、 一 茶 の 伝 記 的 背 景 や 通 常 の 一 茶 像 を 忘 れ て 、 作 品 そ の も の を う

か が い た い と 思 う の で あ る 。 
 
  鳴 猫 （ な く ね こ ） に 赤 ン 目 （ あ か ん べ ） を し て 手 ま り 哉   （ 八 番 日 記 ） 
 

 一 緒 に 育 っ て き た 幼 児 と 猫 が 、 一 緒 に 年 を 越 す 。 二 つ の 小 さ な 生 命 （ い の ち ） の 間 を 、 手 鞠 が は し

る 。 手 鞠 は 小 さ な 地 球 の よ う だ 。 単 純 な お も ち ゃ だ か ら こ そ 、 動 物 も 人 間 も 共 に 遊 べ る も の だ 。 今

の 日 本 の 子 供 た ち に 人 気 の あ る ゲ ー ム な ど な ら 、 お そ ら く 猫 は や っ て 来 な い た だ ろ う 。 
 と こ ろ で 、 こ の 句 で は 、 動 物 は 先 に 述 べ ら れ 、 人 間 は そ の 後 、 「 赤 ン 目 」 と い う 表 現 で 言 外 に ほ

の め か さ れ て い る 。 表 現 上 で も 、 人 間 は 動 物 に 勝 っ て い な い 。 そ こ に 一 茶 晩 年 の 世 界 観 が 現 れ て い

る と 思 う 。 小 さ な 動 物 と 小 さ な 子 供 が 、 お 互 い に い た ず ら を し な が ら 、 無 邪 気 に 共 生 し て い る 。 一

茶 は 、 大 人 が 忘 れ て い た 何 か を 、 こ の 光 景 に み た 。 人 間 は 、 も と も と 言 語 を 使 わ な い で も 他 の 動 物

と 通 じ 合 う こ と が で き る の だ 。 そ れ は 不 思 議 な 「 以 心 伝 心 」 の よ う な 能 力 で あ る 。 言 葉 の 話 せ な い

子 供 で も 、 そ の 能 力 を 持 っ て い る 。 こ う し て 、 ご く 自 然 に 万 物 と 通 じ 合 え る の は 、 子 供 と 聖 人 だ け

だ と 一 茶 は 信 じ て い た の だ ろ う 。 俳 聖 に な れ な く て も 、 子 供 や 動 物 の 無 心 を 見 習 え ば 、 「 真 の 風 雅 」

を 理 解 す る こ と が で き る と 信 じ て い た の で あ る 。 
 と こ ろ で 、 晩 年 の ピ カ ソ は こ う 言 っ た 。 「 私 は 子 供 の 絵 の よ う な 絵 を 描 き た い と 思 っ て 、 一 生 や

っ て き た 」 。 一 茶 晩 年 の 自 筆 を み る と 、 書 体 に も わ ざ と ら し い 幼 稚 性 が 目 だ っ て い る 。 晩 年 の 一 茶

と 晩 年 の ピ カ ソ は 、 も し 会 う こ と が で き た と す れ ば 、 き っ と 親 友 に な れ た よ う な 気 が す る 。 
 



  凧 の 糸 引 と ら ま へ て 寝 る 子 哉   （ 文 政 句 帖 ） 
 
 『 七 番 日 記 』 に は 「 凧 抱 い た な り で す や す や 寝 た り け り 」 と あ る 。 た し か に 主 人 公 で あ る 子 供 を

ほ の め か し た と こ ろ が よ い 。 し か し 、 僕 は や は り 「 凧 の 糸 」 の 句 の 方 が 好 き だ 。 
 春 の 凧 揚 げ よ り も 、 何 と な く お 正 月 の 凧 揚 げ を 想 像 す る 。 お 父 さ ん に 作 っ て も ら っ た 凧 は 、 男 の

子 の 自 慢 の お も ち ゃ だ 。 ま だ 上 手 に 操 る こ と は で き な い が 、 い つ か は 村 で 一 番 天 高 く 飛 ば せ た い と 、

男 の 子 は ひ た す ら に 夢 を み て い る 。 一 日 中 凧 揚 げ の 練 習 を 続 け て い た の で 、 つ い に く た び れ て 家 に

帰 っ て 直 ぐ に 寝 て し ま っ た 。 し か し 、 両 手 で ま だ 大 事 な 凧 の 糸 を 握 っ て い る 。 寝 な が ら も 糸 を 引 っ

張 っ た り し て い る 。 き っ と 、 眠 り の 中 で も 凧 揚 げ の 練 習 を し て い る の で あ ろ う 。 一 途 に 夢 を 追 い か

け て い る 息 子 を み て 、 一 茶 は 、 自 分 に そ っ く り だ な 、 と 感 動 し た の か 。 一 茶 の 場 合 は 、 「 一 流 の 俳

諧 師 に な る 」 と い う 「 夢 の 糸 」 は 何 度 も 切 れ そ う に な っ た が 。 文 政 時 代 に つ い に 故 郷 に 一 茶 の 弟 子

が 集 ま り 、 夢 が 叶 え そ う に な っ た が … 江 戸 で は な い 。 「 君 も 自 分 の 夢 の 糸 を 引 き 捕 ま え て ！ 」 と

呟 い て い る 一 茶 の 声 が 聞 こ え る よ う な 句 で あ る 。 
  
  亡 き 母 や 海 見 る 度 に 見 る 度 に   （ 七 番 日 記 ） 
 
 や は り 、 一 茶 の 場 合 、 童 心 へ の あ こ が れ に は 独 特 の 理 由 が あ る の か も し れ な い 。 一 茶 は 、 た し か

に 子 供 が も っ て い る 動 物 的 な 無 邪 気 さ や 夢 を み る 力 を よ く 讃 え た 。 そ し て 、 老 人 一 茶 は 、 た し か に

わ ざ と ら し く 子 供 の よ う な 字 を 書 い て い た 。 し か し 、 彼 に は 子 供 ら し い 子 供 時 代 が ほ と ん ど な か っ

た と い え る 。 先 に 述 べ た よ う に 、 一 茶 は 三 歳 の 時 に 母 親 を 失 い 、 そ の 後 父 親 の 後 妻 と 仲 が 悪 く 、 十

五 歳 で 奥 信 濃 を 出 て 、 当 て も な く 江 戸 へ 上 京 し た 。 彼 は お そ ら く 十 四 歳 で 初 め て 海 を み た こ と だ ろ

う 。 そ の 日 か ら 、 海 を み る 度 に 、 実 の 母 を 知 ら な い 一 茶 は 、 自 分 の 人 生 の 儚 さ を 感 じ る よ う に な っ

た 。 「 母 」 と 「 海 」 と い う 二 つ の 漢 字 は 、 な ぜ か 似 て い る が 、 フ ラ ン ス 語 で もmère （ 母 ） と mer

（ 海 ） の 発 音 は 全 く 同 じ で あ る 。 と こ ろ で 、 七 年 前 に 仏 コ ー ト ダ ジ ュ ー ル で 僕 が 初 め て 作 っ た 日 本

語 の 俳 句 は 「 だ い だ い の 花 に ひ か れ て 母 の 海 」 で あ る 。 た だ 、 僕 の 場 合 は 、 地 中 海 生 ま れ の 母 が 今

も 元 気 で 生 き て い る 。 そ し て 、 僕 の 俳 句 は 平 凡 な 取 り 合 わ せ だ 。 一 方 、 一 茶 は 、 お そ ら く 覚 え の な

い 実 の 母 に 捧 げ て 、 無 季 の 句 を 詠 ん だ 。 や は り こ こ も 無 季 の 句 は 死 を 表 す も の だ 。 そ れ は 、 自 分 を

産 ん で く れ た 亡 き 母 へ の 永 遠 の 愛 を 詠 ん だ 発 句 で あ る 。 子 供 時 代 を 悲 運 に 奪 わ れ た 一 茶 は 、 老 人 に

な っ て も 、 ど こ か で 大 人 に な り き れ な か っ た 。 し か し 母 へ の 「 純 愛 」 が 込 め ら れ た こ の 発 句 こ そ 、

世 界 中 の 詩 人 や 芸 術 家 に 通 じ る 詩 心 が あ ら わ れ た 傑 作 で あ ろ う 。 
 
 
 
 



二 人 間 と い う 物 
 
  雪 車 （ そ り ） 負 て 坂 を 上 （ の ぼ ） る や 小 （ ち い ） サ イ 子  （ 七 番 日 記 ） 
 
 子 供 は と て も 小 サ イ 。 雪 車 （ そ り ） は 子 供 の 背 中 を 隠 す ほ ど 、 と て も 大 き く て 重 い も の で あ る 。 そ

し て 山 は 雪 雲 ま で 果 て し な く 聳 え て ゆ く 。 お そ ら く こ の 雪 車 （ そ り ） は 子 供 用 の お も ち ゃ で は な く 、

薪 を 下 ろ す た め の 道 具 で あ ろ う 。 大 人 が 使 う よ う な 大 き な も の で あ ろ う 。 
 同 『 七 番 日 記 』 に 「 し な の ぢ の 山 が 荷 に な る 寒 哉 」 が あ る 。 黒 姫 山 の 麓 に 住 む 人 間 に と っ て 、 冬

の 山 は 怖 い も の だ 。 と こ ろ で 、 江 戸 時 代 、 信 州 の 方 言 で の 「 コ ワ イ 」 は 「 疲 れ た 」 と い う 意 味 で 使

わ れ て い た 。 た し か に 。 信 州 の 冬 は 怖 い ほ ど に 疲 れ る の だ 。 『 父 の 終 焉 日 記 』 の 別 記 に よ る と 、 一

茶 は 、 幼 い 頃 か ら 一 年 中 農 作 業 に 手 伝 わ さ れ て 、 好 き な 勉 強 も で き ず 、 辛 い 思 い を し た と い う 。 と

こ ろ が そ の 後 、 一 流 の 江 戸 俳 人 に な っ た 一 茶 が 都 会 人 に な い 逞 し さ を も っ て 生 き て い ら れ た の は 、

辛 い 子 供 時 代 の お 陰 だ っ た に 違 い な い と 思 う 。 
 さ て 、 も う 一 度 雪 車 （ そ り ） の 句 を 読 ん で み よ う 。 あ ま り 知 ら れ て い な い も の で あ る 。 こ の 句 に 、

人 間 が 最 後 に 出 て く る 。 ま た 、 人 間 は 自 然 の 中 の ち い さ な 一 部 で あ る と い う 印 象 を 受 け る 。 
 一 茶 調 は 、 「 人 間 く さ い 」 俳 風 で あ る と よ く い わ れ て い る が 、 僕 は そ う 思 わ な い 。 た し か に 晩 年

の 作 品 に は 、 人 間 、 と り わ け 農 民 が 度 々 現 れ て い る 。 つ ま り 、 俳 人 一 茶 は 現 代 で い う 「 花 鳥 諷 詠 」

だ け で は 満 足 し な か っ た と い え よ う 。 た だ し 、 人 間 を 自 然 か ら 切 り 離 し て 描 く よ う な 発 句 が ほ と ん

ど 見 あ た ら な い 。 逆 に 、 一 茶 晩 年 の 発 句 を 読 む と 、 人 間 と 自 然 環 境 と の 距 離 が 非 常 に 小 さ い よ う な

気 が す る 。 た と え ば 、 
 

  母 親 を 霜 よ け に し て 寝 た 子 哉   （ 八 番 日 記 ） 
 

と い う 句 に は 、 二 人 の 人 間 が 登 場 す る 。 し か し 、 発 句 の 重 心 は 、 人 間 に あ る の で は な く 、 骨 ま で し

み る よ う な 霜 夜 の 寒 さ に あ る と い え よ う 。 丸 く な っ て 赤 子 を 守 る 母 親 の 手 を 霜 よ け の 覆 い に 喩 え る

の は 、 言 語 学 の 用 語 を 借 り れ ば 「 擬 物 法 」 と い う 比 喩 で あ る 。 母 親 が 自 分 の 赤 子 の た め の グ リ ー ン

ハ ウ ス に な っ た と い う 軽 妙 な 比 喩 で あ る 。 実 は 、 一 茶 の 発 句 や 俳 文 に は 、 こ の よ う な 「 擬 物 法 」 が

非 常 に 多 い と い う 事 実 が 最 近 の 研 究 で 明 ら か に な っ て き た 。 僕 が 調 べ た と こ ろ 、 『 父 の 終 焉 日 記 』

の 文 体 に み る 比 喩 表 現 の 七 割 以 上 が 、 こ う し た 「 擬 物 的 表 現 」 で あ る と い う こ と が わ か っ た 。 

 従 来 、 「 や れ 打 な 蠅 が 手 を す り 足 を す る 」 の よ う な 擬 人 化 が 一 茶 調 の 大 き な 特 徴 と さ れ て い た が 、

一 方 、 人 間 を そ の 他 の 生 物 ・ 無 生 物 の よ う に 扱 う と い う 逆 の 表 現 法 も 一 茶 の 作 品 に 非 常 に 多 く み ら

れ る 、 と 注 目 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 

 

  蝶 と ん で 我 身 （ わ が み ） も 塵 の た ぐ ひ 哉   （ 七 番 日 記 ） 



 

 と こ ろ で 、 「 擬 物 法 」 と い う 表 現 法 は 、 手 法 と し て 「 擬 人 法 」 の 逆 の も の で あ る が 、 人 間 と そ の

他 の 生 物 ・ 無 生 物 と の 区 別 を な く す よ う な 表 現 で あ り 、 そ の 点 に 関 し て は 、 擬 人 法 と 同 じ 発 想 か ら

生 ま れ た も の と み る こ と が で き る 。 事 実 、 農 村 史 の 研 究 に よ る と 、 擬 物 的 表 現 は 、 擬 人 的 表 現 と と

も に 、 世 界 中 の 農 村 地 帯 の 方 言 に よ く み ら れ る 、 と い う こ と が わ か る 。 た と え ば 、 フ ラ ン ス 農 村

史 論 風 土 の 臨 終 La fin des terroirs, Fayard, 1985) に ウ ジ ェ ン! ヴ ェ バ! 氏 は フ ラ ン ス の 方 言 に 用

い ら れ る い く つ か の 例 を と り あ げ て い る  

 

オ ー ド 渓 谷 の 方 言 で は 、 川 を 無 生 物 で は な く 、 人 間 の よ う に 扱 う こ と に な っ て い た 。 人 は 、 オ ー ド

川 に 対 し て ほ と ん ど 定 冠 詞 を 使 う こ と が な か っ た 。 “ オ ー ド に 会 い に 行 く ” と 言 い 、 “ オ ー ド が 高

く な っ た ” と 、 “ オ ー ド が 唸 っ て い る ” な ど と い っ た 表 現 を 使 っ て い た 。 中 略 ま た 、 ブ ル タ ー ニ

ュ 地 方 の 言 葉 は （ 現 在 に 至 っ て も ） 精 彩 に 富 ん だ 比 喩 表 現 に 溢 れ て い た 。 う ぬ ぼ れ た 人 は 、 “ 船 の

帆 の よ う に ふ く ら ん で い る ” と 言 い 、 あ ち こ ち か ら 借 金 し て 暮 ら す 人 は “ 釘 で 生 活 し て い る ” と 言

い 、 ま た は 、 状 況 に 応 じ て そ れ ぞ れ の 相 手 に い つ も 違 う こ と を 飾 っ て 言 う 人 に つ い て 、 “ 彼 は 笛 を

作 る 木 で 出 来 て い る ” と 言 っ た り す る の で あ っ た 。 

 

 も し か す る と 農 村 地! に 住 む 人 間 の 比 喩 的 表 現 は 万! 共 通 の 感 性 に よ る も の な の か も 知 れ

な い と く に 人 間 を 別 扱 い し な い と い う 擬 物 法 や 擬 人 法 は 万 物 の 一 体 性 を! 調 し お お ら か な

世 界! を 生 み 出 す こ と が で き る そ れ は い わ ば ア ニ ミ ズ ム 的 な 世 界! で あ り 文! 史 上 で は 農

民 の 出 で あ っ た 小 林 一 茶 以 外 に め っ た に み ら れ な い 世 界! だ と い え る か も 知 れ な い  

 一 茶 晩 年 の 作 品 に は こ の よ う な 農 民 的 感 性 が 溢 れ て わ れ わ れ 現 代 人 が 忘 れ て い る 世 界! が

現 れ て い る の で あ ろ う  

 結 局 江! で 俳 諧 師 に 認 め ら れ な か っ た 一 茶 こ そ 現 在 に お い て は 農 村 の 大 詩 人 と し て 世 界

中 の 詩 人 や! 究 者 に 見 直 さ れ て そ の 作 品 の 正 し い 理 解 が つ い に! が っ て き た と い え る の で は

な い か  

 

椋 鳥 と 人 に 呼 る る 寒 （ さ む さ ） 哉    （ 八 番 日 記 ） 
 
 

三 マ ザ ー ネ ー チ ャ ー 
 

  春 の 月 さ は ら ば 雫 た り ぬ べ し   （ 文 化 句 帖 ） 
 

 「 も し 人 間 が 月 を 触 る こ と が で き た ら 、 き っ と 雪 の よ う に 解 け て し ま う だ ろ う 」 、 と 一 茶 は 思 っ



た の か 。 天 文 学 者 に よ る と 、 月 は た だ 乾 燥 し た 惑 星 で あ り 、 地 球 か ら の 距 離 は お よ そ 四 十 万 キ ロ メ

ー ト ル で あ る 。 一 茶 の 腕 は お よ そ 五 〇 セ ン チ メ ー ト ル だ ろ う か 。 そ う い え ば 、 『 七 番 日 記 』 に 「 あ

の 月 を と つ て く れ ろ と 泣 子 哉 」 と い う 名 句 が あ る 。 や は り 一 茶 は 天 文 学 者 の 見 方 よ り 、 子 供 の 見 方

を と る の だ 。 わ れ わ れ 二 十 一 世 紀 の 人 間 は 、 科 学 を も っ て 「 月 」 と い う 惑 星 の 実 態 を 理 解 し た つ も

り だ 。 し か し そ れ で 幸 せ を 手 に 入 れ た わ け で は な い 。 逆 に 、 「 月 」 の 神 秘 的 な 存 在 を 信 じ な く な り 、

自 分 た ち の 手 に よ っ て 大 切 な 夢 を 壊 し て し ま っ た よ う な 気 が す る 。 も う 一 度 一 茶 の 目 で 、 子 供 の 眼

で 月 を 仰 ぎ た い … 。 
 一 九 六 九 年 に は 、 ネ イ ル ・ ア ー ム ス ト ロ ン グ は 左 足 を 先 に 出 し て 、 し っ か り と 月 面 を 踏 ん だ 。 一

八 二 〇 年 に は 、 一 茶 は 手 を 伸 ば し 、 朧 月 に 触 ろ う と し た 。 し か し 、 ア メ リ カ の 宇 宙 飛 行 士 よ り も 、

一 茶 の 方 が 「 月 の 心 情 」 を 理 解 し た と 僕 は 思 う 。 「 月 」 と い う も の は 、 限 り な く 瑞 々 し く 、 泥 の 地

球 に 棲 む わ れ わ れ の 心 を 洗 う た め に 回 っ て い る よ う な も の で あ ろ う か 。 人 間 は 、 月 を 掴 め な い か ら

こ そ 、 純 粋 に そ の 夢 を み る こ と が で き る 。 ほ ん と う は 月 は 聖 母 マ リ ア の よ う な 存 在 で あ る 。 

 

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

 

 信 州 人 の 一 茶 で も 、 降 雪 を 喜 ん で み る こ と が あ っ た 。 春 の 雪 な ら 、 積 雪 の 心 配 も な い か ら だ ろ う 。

春 に 入 る と 、 吹 雪 と い う 鬼 は 牡 丹 雪 と い う 美 し い 妖 精 に 変 わ る 。 も し 日 本 語 に も 男 性 名 詞 と 女 性 名

詞 が あ っ た ら 、 き っ と 冬 の 雪 は 男 性 名 詞 で 、 春 の 雪 は 女 性 に な っ て い た だ ろ う 。 春 の 雪 は 食 べ た く

な る ほ ど 愛 ら し い も の で あ る 。 や は り 芸 術 家 で あ る 一 茶 に と っ て 、 自 然 の 美 し さ は 天 か ら の 糧 の よ

う な も の で あ っ た 。 

 実 は イ エ ス キ リ ス ト も 天 の 恵 を 食 料 に た と え た こ と が あ る 。 最 後 の 晩 餐 の 時 、 た ま た ま 食 卓 に あ

っ た パ ン と 葡 萄 酒 を 指 し 、 「 こ れ は 私 の 体 で あ る 。 こ れ は 私 の 血 で あ る 」 と 弟 子 に 告 げ た 。 と こ ろ

で 、 も し イ エ ス キ リ ス ト が 日 本 に 生 ま れ て い た ら 、 白 ご 飯 と 味 噌 汁 を 指 し て 同 じ こ と を 言 っ た だ ろ

う 。 そ し て 今 こ ろ 、 世 界 中 の 教 会 で 、 白 ご 飯 と 味 噌 汁 で 生 体 拝 領 が 行 わ れ た か も し れ な い … 

 自 然 か ら い た だ く も の は す べ て 神 の 意 志 に よ る も の で あ り 、 天 か ら の 糧 で あ る 。 雪 が 食 べ た く な

っ た 一 茶 は 、 こ の よ う な 世 界 観 を も っ て い た の で は な い か 。 

 『 易 経 』 に も 書 か れ た よ う に 、 「 至 哉 坤 元 、 万 物 資 生 」 。 こ の 地 球 は わ れ わ れ 人 間 に と っ て 、 唯

一 の 支 え で あ る 。 も の は す べ て 、 大 地 か ら は じ ま る 。 農 民 の 出 で あ っ た 一 茶 は 、 誰 よ り そ れ を 知 っ

て い た の だ ろ う 。 
 
  雪 と け て 村 一 ぱ い の 子 ど も 哉   （ 七 番 日 記 ） 
 
 雪 が 解 け た 。 村 に 子 供 が 増 え た 。 そ の 二 つ の 出 来 事 は 直 接 関 係 が な い 。 し か し 上 の 句 と 中 下 の 句

は ぴ っ た り 合 う の だ 。 な ぜ な ら ば 、 雪 解 水 に も 子 供 に も 同 じ 「 春 の 魂 」 が 吹 い て い る か ら だ ろ う 。



一 九 八 五 年 冬 の フ ラ ン ス の 週 間 雑 誌 『 ル ポ ア ン 』(Le Point) で 「 日 本 の 教 育 制 度 の 近 代 化 と そ の 矛 盾 」

と い う 記 事 を 読 ん だ こ と が あ る 。 そ の 記 事 に よ れ ば 、 日 本 の あ る 名 門 大 学 の 付 属 小 学 校 の 入 学 試 験

に 、 次 の よ う な 問 題 が 出 さ れ た と い う 。 「 雪 （ ゆ き ） は と け る と 、 何 （ な に ） に な り ま す か 」 と い う 質 問

に 、 ほ と ん ど の 子 供 は 「 み ず 」 と 答 え た 。 し か し 一 人 の 児 童 は 、 「 は る 」 と 答 え て 、 試 験 に 失 敗 し

た と 書 か れ て い た 。 「 は る 」 と 答 え た 子 の 方 が 、 自 然 を 深 く 理 解 し て い た と も い え る の で は な い か 。

そ の 子 供 の 方 が 、 一 茶 の よ う な 感 性 を 持 っ て い た と 僕 は 思 う 。 し か し き っ と 、 こ れ で 名 門 大 学 へ 道

が 遠 く な っ た の で あ ろ う 。 と い っ て も 、 一 茶 の 「 雪 と け て 」 の 句 は 日 本 の ほ と ん ど の 国 語 教 科 書 に

例 句 と し て 揚 げ ら れ て い る の だ 。 こ れ は 文 学 的 な 発 想 を 認 め な い 日 本 の 教 育 制 度 の 欠 点 を 明 ら か に

示 し て い る と 、 フ ラ ン ス の 記 者 が 述 べ て い た 。 
 月 は 単 な る 石 の 星 で は な い 。 雪 は 単 な る 水 の 結 晶 で は な い 。 自 然 物 に は そ れ 意 外 の 本 質 が あ る 。

人 間 が こ の 大 地 に 威 張 っ て 棲 む よ う に な る 遥 か に 昔 か ら 、 花 や 鳥 や 風 や 月 が あ っ た 。 し か し 、 産 業

先 進 国 に 住 む 多 く の 人 間 は 、 科 学 の 力 に 酔 っ て し ま い 、 地 球 と い う 大 き な 生 き 物 の 権 利 を お ろ そ か

に す る の で あ る 。 一 方 、 マ ザ ー ネ ー チ ャ ー （ “ 母 な る 自 然 ” ） に 感 謝 せ ず に 生 き る 人 間 は 、 孤 児 の

よ う な 淋 し さ を 覚 え る 。 母 親 を 亡 く し た 俳 人 小 林 一 茶 こ そ 、 常 に マ ザ ー ネ ー チ ャ ー の 愛 情 を 受 け 入

れ る よ う な 姿 勢 を 持 っ て い た 。 一 茶 は あ る 意 味 で 、 日 本 に お け る エ コ ロ ジ ー 精 神 の 父 で あ る と い っ

て も 過 言 で は な か ろ う … 
 
  我 と 来 て あ そ べ や 親 の な い 雀   （ お ら が 春 ）  
 
 

四 鶯 も な く 我 も な く 
 

  蛙 （ か は ず ） 鳴 き 鶏 な き 東 し ら み け り   （ 西 国 紀 行 ） 
 

 蛙 や 鶏 は 、 必 ず し も 何 か を 伝 え る た め に 歌 う わ け で は な い 。 太 陽 が 昇 る と 歌 い は じ め 、 歌 う た め

だ け に 歌 う 。 西 日 本 か ら み た 曙 は 、 白 々 と 江 戸 の 奥 か ら ゆ っ く り と や っ て く る 。 旅 を す る 一 茶 は 、

蛙 や 鶏 の よ う に 、 た だ 詠 う た め に 生 き て い る … 

 
  ち る 花 や 鶯 も な く 我 も な く   （ 文 化 句 帖 ） 

 

 実 際 、 「 鶯 は 鳴 き 我 は 泣 く 」 と 、 違 っ た 漢 字 で 書 い た 方 が 普 通 だ っ た ろ う が 、 こ こ で 一 茶 は あ え

て ひ ら が な に し た 。 し か し 、 常 識 的 に い え ば 、 鳥 の 鳴 き 方 と 人 間 の 泣 く 様 子 を 同 じ よ う に 扱 う こ と

が で き よ う か 。 人 間 と 鳥 と の 基 本 的 な 違 い は 、 何 で あ ろ う か ？ そ れ は 言 語 能 力 だ と 思 う 。 な ぜ な ら

ば 、 人 間 の 脳 に は 、 “ 言 語 ” と い う 奇 妙 な 道 具 が あ る か ら こ そ 、 我 々 自 分 た ち の 運 命 を 意 識 す る こ



と が 出 来 る か ら な の で あ ろ う 。 で は 、 な ぜ 、 人 間 だ け が 言 語 能 力 を 持 っ て い る の か ？ そ れ は 、 人 間

が 動 物 の 中 で 一 番 の 恐 が り や だ っ た か ら な の で は な い か と 思 う … 人 間 は 死 を 恐 れ て い た の か 、 老

病 を 避 け た か っ た の か 、 ち る 花 の 儚 さ を 認 め た く な か っ た の か ？ … と に か く 、 あ る 時 か ら 、 人 間

は 必 死 に 物 事 を 理 解 し よ う と 、 言 語 能 力 を 発 達 さ せ 、 考 え る 動 物 に な っ た 。 だ か ら 、 人 間 の 声 の 本

質 は 、 泣 く 時 も 笑 う 時 も 、 私 利 私 欲 で あ る 。 一 方 、 鶯 は 桜 満 開 の 時 で あ ろ う と 、 落 花 の 頃 で あ ろ う

と 、 い つ も 同 じ 歌 、 い つ も 同 じ し ら べ を 演 ず る 。 

 し か し 、 人 間 の 中 に も 、 例 外 が あ る 。 子 供 や 詩 人 と い う “ 特 別 な 人 間 ” に と っ て は 、 言 語 は た だ

運 命 の 逃 げ 道 を 考 え る た め の 道 具 だ け で は な い 。 言 語 も と き に 、 し ら べ と な り 、 歌 と な る 。 

 
  鶯 や 懐 の 子 も 口 を 明 く    （ 文 化 句 帖 ） 
 

 文 化 時 代 以 降 の 一 茶 の 発 句 に は 、 子 供 の 声 と 動 物 の 声 が 唱 和 す る と い う 題 材 が 度 々 使 わ れ て い る 。

こ の 句 で は 、 こ と ば の 話 せ な い 赤 ち ゃ ん が 、 自 然 に 鶯 の 歌 声 の 真 似 を し た く な っ た の だ ろ う 。 解 釈

に よ っ て 、 子 供 は た だ 腹 が 減 っ た か ら 口 を 開 け て い る と 言 う 人 も い る が ・ ・ ・ 僕 は そ う 思 わ な い 。

と い う の は 、 先 に 述 べ た よ う に 、 熟 年 の 一 茶 は 、 子 供 の 声 と 自 然 現 象 と の 取 り 合 わ せ を 頻 繁 に 詠 ん

で い る か ら だ 。 た と え ば 、 

    

  子 ど も ら が 反 閉 （ し ゃ っ く り ） す る や わ か 葉 陰  （ 文 政 句 帖 ） 

 

と い う 句 が あ る 。 こ み 上 げ る し ゃ っ く り は 、 一 気 に 萌 え て く る 若 葉 と ぴ っ た り 合 う 。 し ゃ っ く り の

声 は 、 “ 自 然 、 そ し て 必 然 的 な 表 現 ” で あ る 。 し ゃ っ く り の よ う な 、 瞬 間 的 で 、 無 心 な 表 現 こ そ 、

一 茶 に と っ て 、 自 分 の 句 作 の 理 想 で も あ っ た 、 と 僕 は 思 う 。 つ ま り 、 一 茶 に と っ て 、 “ 発 句 は し ゃ

っ く り で あ る ” と い え る の か も 知 れ な い 。 俳 人 一 茶 は 、 古 今 和 歌 集 の 序 文 に 出 て く る 鶯 や 蛙 と 同 じ

よ う に 、 た だ 自 分 の 感 情 を あ る が ま ま 吐 露 す る こ と が 大 切 だ っ た と 思 う 。 

や ま と う た は 、 ひ と の こ ゝ ろ を た ね と し て 、 よ ろ づ の こ と の 葉 と ぞ な れ り け る 。 世 中 に あ る 人 、 こ と

わ ざ し げ き も の な れ ば 、 心 に お も ふ こ と を 、 見 る も の 、 き く も の に つ け て 、 い ひ い だ せ る な り 。 花 に

な く う ぐ ひ す 、 み づ に す む か は づ の こ ゑ を き け ば 、 い き と し い け る も の 、 い づ れ か う た を よ ま ざ り け

る 。 

 紀 貫 之 曰 く 、 花 に 鳴 く 鶯 や 池 に 棲 む 蛙 、 生 き と し 生 け る も の は み な 、 歌 人 の 仲 間 で あ る 。 歌 人 は 、

五 感 に 頼 り な が ら 自 然 現 象 に 圧 倒 さ れ た ま ま 、 自 分 の 感 情 を 即 興 的 に 、 非 論 理 的 に 吐 露 す る 。 連 想

や こ と ば の リ ズ ム は 、 無 意 識 に 広 が っ て い く 。 そ う 考 え る と 、 俳 人 は 、 歌 人 よ り も 短 い 表 現 に 圧 さ

れ 、 瞬 間 的 な 感 動 に は さ ら に 集 中 し な け れ ば な ら な い と い う こ と に な ろ う 。 俳 人 も 、 鳥 や 蛙 の 鳴 き

声 の よ う な 感 情 表 現 を 言 葉 に 換 え れ ば よ い 、 と い う こ と に な る 。 そ し て 一 茶 こ そ 、 そ の よ う な 俳 人

だ っ た と 思 え る 。 さ て 、 先 の 四 句 を も う 一 度 読 ん で み よ う 。 



 一 句 目 。 江 戸 俳 壇 の 実 力 者 に 認 め ら れ た 若 き 一 茶 は 、 七 年 間 の 行 脚 に 出 て 、 関 西 、 四 国 、 九 州 ま

で 俳 人 修 行 を つ づ け て い る 。 蛙 と 鶯 の 鳴 き 声 を 聴 き な が ら 旅 寝 の 朝 を 迎 え て 、 い つ か は 江 戸 の 俳 諧

師 に な る と い う 一 生 の 夢 を 一 句 に 託 す 。 

 二 句 目 。 し か し 江 戸 に 戻 る が 、 農 民 の 出 で あ っ た 一 茶 は 、 武 士 社 会 に お い て 俳 諧 師 と し て 認 め ら

れ な い 。 そ し て 、 一 茶 の 父 親 は 急 死 す る 。 一 茶 は 、 ち る 花 を み 、 鶯 を き い て 、 泣 く 。 

 三 句 目 、 四 句 目 。 故 郷 に 帰 っ て 、 一 茶 自 身 も 父 親 に な る 。 一 茶 は 、 赤 ち ゃ ん の 片 言 や し ゃ っ く り

を 聴 い て 、 慈 愛 的 な 俳 風 を 発 見 す る 。 一 茶 調 の 誕 生 で あ る 。 

 結 局 、 「 真 の 風 雅 」 を 一 茶 に 教 え た の は 、 江 戸 の 師 匠 竹 阿 や 素 丸 で は な か っ た 。 松 山 の 師 樗 堂 で

は な か っ た 。 無 心 に 生 き て い る 子 供 た ち や 動 物 た ち こ そ 、 一 茶 に と っ て 、 最 大 の 俳 諧 師 と な っ た の

で あ る ・ ・ ・ 

 ス イ ス の 名 彫 刻 家 ジ ャ コ メ ッ テ ィ は こ う 言 っ た こ と が あ る 。 「 も し 、 火 事 に 囲 ま れ た 時 、 レ ン ブ

ラ ン ト の 絵 か 、 猫 一 匹 か 、 ど ち ら か を も っ て 逃 げ る よ う に い わ れ た ら 、 僕 は き っ と 猫 を 抱 き な が ら

逃 げ る だ ろ う 」 。 一 茶 も そ う し た の で あ ろ う 。 

 

  火 の 上 を 上 手 に と ぶ は う か れ 猫  （ 七 番 日 記 ） 

 

 

五 一 茶 の サ ウ ン ド ス ケ ー プ 
 
  な む な む と 田 に も 並 ん で な く 蛙  （ 文 政 句 帖 ） 
 
 こ の 句 を 英 語 に 、 ま た は フ ラ ン ス 語 に 訳 し た 場 合 、 “ な く 蛙 ” の 部 分 に は 蛙 に 限 定 さ れ て い る 独

特 の 動 詞 （”to croak” 、“croasser” ） を 使 わ な け れ ば な ら な い 。 と い う の は 、 西 洋 人 に と っ て 蛙 が 発

す る 音 は 、 “ な き 声 ” に 聞 こ え な い か ら で あ る 。 ま た 、 馬 ・ 牛 ・ 山 羊 な ど の “ な き 声 ” は 、 皆 そ れ

ぞ れ に 違 っ た 呼 び 名 を 持 っ て い る 。 
 一 方 、 日 本 語 で は 人 間 も 動 物 も 、 同 じ く “ な く ” こ と に な っ て い る 。 な ん と 蚊 の 羽 音 さ え 、 声 と

よ ば れ る こ と が あ る 。 以 前 に 述 べ た よ う に 、 一 茶 こ そ 動 物 の 鳴 き 声 を 人 間 の 声 と 混 同 す る 傾 向 が 強

か っ た と い え る 。 前 に と り あ げ た 句 「 ち る 花 や 鶯 も な く 我 も な く 」 は そ の 典 型 的 な 例 で あ る 。 今 度

の 「 な む な む 」 の 句 を み て も 、 蛙 の 声 を 人 間 の 読 経 に た と え て い る と こ ろ が 印 象 的 で あ る 。 
 角 田 忠 信 の 『 日 本 人 の 脳 』 に よ る と 、 日 本 人 の 脳 の 構 造 は 、 西 洋 人 と 異 な っ て 、 言 語 を 扱 う 地 域

が 右 脳 に な く て 、 左 脳 に 位 置 す る と さ れ て い る 。 そ れ に よ っ て 、 言 語 の 地 域 は 左 脳 に 位 置 す る 聴 覚

の 地 域 と 隣 接 し て い る と い う 。 だ か ら 、 日 本 人 は 様 々 な 音 を 言 語 の よ う に 捉 え る 傾 向 が 強 い と い わ

れ て い る 。 し か し 、 こ の 説 に 疑 問 を 感 じ る 。 
 た と え ば 、 日 本 語 を 流 暢 に 話 せ る 外 国 人 は 、 「 虫 の 声 」 と い う 表 現 を ご く 自 然 に 使 え る よ う に な



る の は な ぜ だ ろ う か 。 む し ろ 、 全 く 日 本 語 の で き な い 日 系 人 の 方 が 、 「 虫 の 声 」 と い う 表 現 に 違 和

感 を 感 じ る の で は な い か 。 や は り 、 脳 の 使 い 方 も 生 ま れ つ き の も の で は な く 、 人 や 時 に よ っ て 変 わ

っ た り す る も の で あ ろ う 。 ま た 、 色 々 な 言 語 を 覚 え る こ と に よ っ て 脳 の 構 造 が 多 様 化 し て い く の で

あ ろ う 。 
 と い っ て も 、 日 本 語 に は 音 の 詩 的 表 現 が 多 い の は 、 確 か で あ る 。 「 古 池 や 」 や 「 閑 さ や 」 の 句 を

は じ め と し て 、 日 本 の 俳 文 学 に は 、 ひ と つ の “ サ ウ ン ド ス ケ ー プ ” を 、 い わ ば ひ と つ の 音 風 景 を 描

い て い る も の が 多 い と い え る の で あ ろ う （ 堀 切 実 著 『 芭 蕉 の 音 風 景 』 を 参 照 ） 。 
 そ し て 、 日 本 語 に は 、 音 の 詩 的 表 現 だ け で は な く 、 “ 音 そ の も の を 模 し た 語 彙 ” 、 い わ ば オ ノ マ

ト ペ も 非 常 に 多 い の で あ る 。 お そ ら く 日 本 語 ほ ど オ ノ マ ト ペ の 豊 富 な 言 語 は 、 少 な く と も 西 ヨ ー ロ

ッ パ の 言 語 に は み あ た ら な い の で あ ろ う 。 実 際 、 オ ノ マ ト ペ の 多 用 は 、 和 歌 や 俳 句 と い う ジ ャ ン ル

に お い て と く に 著 し い と い え よ う 。 そ し て 、 芭 蕉 門 の 惟 然 と 共 に 、 オ ノ マ ト ペ を 多 用 し た 俳 人 と い

え ば 、 一 茶 が 最 も 著 名 で あ ろ う 。 
 た と え ば 、 以 前 に 取 り 上 げ た 「 む ま さ う な 雪 が ふ う は り ふ は り 哉 」 も 、 オ ノ マ ト ペ を 使 用 し た 有

名 な 発 句 で あ る が 、 惟 然 の 「 水 さ っ と 鳥 は ふ は ふ は ふ う は ふ は 」 を 模 し た も の と さ れ て い る 。 他 の

例 を と り あ げ よ う 。 
 
  鶯 も と が と が し さ や 片 山 家   （ 文 化 句 帖 ） 
 
 広 義 で は オ ノ マ ト ペ （ ま た は “ 声 喩 ” ） と 呼 ば れ て い る 修 辞 的 技 法 を 、 四 種 類 に 分 け る こ と が で

き る （ 田 守 育 啓 著 『 日 本 語 オ ノ マ ト ペ の 研 究 』 を 参 照 ） 。 生 き 物 の 声 を 真 似 る 擬 声 語 、 他 の 音 を 真

似 る 擬 音 語 、 も の の 状 態 を 連 想 さ せ る 擬 態 語 、 そ し て も の の 心 情 を 想 像 さ せ る 擬 情 語 と い っ た 四 種

類 で あ る 。 つ ま り 、 読 経 の 声 を 「 な む な む 」 と 表 現 す る の は 、 一 種 の 擬 声 語 で あ る 。 ま た 、 雪 の 状

態 を 「 ふ う わ ふ う わ 」 と 言 う の は 、 擬 態 語 で あ ろ う 。 そ し て 、 聞 き 飽 き た 山 奥 の 鶯 の 声 を 「 と が と

が し 」 と よ ぶ の は 、 擬 情 語 で あ る 。 
 一 茶 の 作 品 に は 、 ど の よ う な オ ノ マ ト ペ が 多 く 使 用 さ れ て い る か を 調 べ る と 、 具 体 性 に 欠 け る 擬

態 語 や 擬 情 語 よ り も 、 単 純 な 擬 声 語 や 擬 音 語 の 方 が 目 立 っ て い る の で あ る 。 と く に 、 晩 年 の 作 品 を

読 む と 、 口 語 的 で 、 直 感 的 に 音 を 真 似 る も の が 多 く み ら れ る 。 
 

  時 鳥 小 舟 も つ う い つ う い 哉   （ 文 政 句 帖 ） 

 

  稲 妻 に け ら け ら 笑 ひ 仏 か な   （ 七 番 日 記 ） 

 

  わ や わ や と 土 産 を ね だ る 鹿 の 子 哉  （ 梅 塵 八 番 ） 

 



 以 上 の 三 句 に は 、 農 民 の 出 で あ っ た 一 茶 が 自 然 界 の 音 を 大 変 正 確 に 聴 い て い る と い う 要 素 が う か

が え る 。 時 鳥 の 声 を 小 舟 の 滑 る 音 に た と え た り 、 雷 鳴 を 笑 い 声 に た と え た り 、 子 鹿 の 声 を わ や わ や

と 擬 人 化 し た り す る 一 茶 は 、 擬 音 語 ・ 擬 声 語 の 個 性 的 な 使 い 方 を 披 露 し て い る と い え る 。 

 一 茶 の 音 感 の 正 確 さ 、 そ の ユ ー モ ア に 溢 れ た 独 創 性 は 、 民 謡 に よ く み る 擬 音 語 ・ 擬 声 語 の 巧 み な

使 い 方 を 思 わ せ る と こ ろ が 多 い と い え よ う 。 実 際 、 ア フ リ カ 、 ヨ ー ロ ッ パ の ど こ を み て も 、 や は り

擬 音 語 ・ 擬 声 語 の 多 用 は 農 村 地 帯 の 民 謡 の 大 き な 特 徴 で あ る 。 一 茶 晩 年 の 作 品 は そ の よ う な 農 村 的

な 詩 的 表 現 の 伝 統 を 継 承 し て い る と い え よ う 。 

 し か し 、 惟 然 晩 年 の 宝 永 期 と 同 様 に 、 一 茶 晩 年 の 文 政 期 に お い て 江 戸 俳 壇 は 未 だ 口 語 的 な オ ノ マ

ト ペ の 使 用 を 評 価 せ ず 、 一 茶 晩 年 の 音 風 景 に 耳 を 貸 す 人 は 少 な か っ た 。 自 然 の 音 が そ の ま ま オ ノ マ

ト ペ と な り 、 俳 諧 が 民 謡 の よ う に 響 き 、 文 学 と 音 楽 が 接 近 す る よ う な 、 一 茶 の 豊 か な サ ウ ン ド ス ケ

ー プ は 、 現 在 に 至 っ て も 文 学 の 忘 れ 物 で あ る と い え る か も 知 れ な い 。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ｂ ・ 菜 畑 の 一 服 ― 近 世 の 愛 煙 と 一 茶  
 
 一 四 九 二 年 に 新 大 陸 を 発 見 し た コ ロ ン ブ ス は 、 ま ず キ ュ ー バ 島 に 上 陸 し た 。 夢 に み た ジ パ ン グ に

や っ と 辿 り 着 い た と 確 信 し て 、 コ ロ ン ブ ス は 仲 間 と 一 緒 に キ ュ ー バ の 雨 林 を 歩 き 出 し た 。 し か し 、

黄 金 の 島 ジ パ ン グ の 面 影 は な か っ た 。 ふ と 見 る と 、 密 林 の 中 で 、 丸 め た 葉 っ ぱ に 火 を 付 け 、 そ の 煙

を 呑 む 人 間 が い た … ‥ 原 住 民 の イ ン デ ィ ア ン た ち は み な 親 し み や す く 、 す ぐ に そ の 草 を 分 け て く れ

た と い う 。 コ ロ ン ブ ス た ち は そ の 草 の お 陰 で 長 旅 の 疲 れ が 癒 さ れ た と 、 当 時 の 旅 日 記 に 記 録 が 残 っ

て い る の だ 。 草 の 煙 を 吸 う と 、 大 自 然 に 漂 う す べ て の 霊 と 仲 良 く な れ る と 、 イ ン デ ィ ア ン た ち は 信

じ て い た と も 書 か れ て い る 。 
 そ の 後 、 い わ る 「 タ バ コ 」 と い う 草 は と き に 愛 さ れ た り 、 と き に 嫌 わ れ た り し て 、 色 々 な 形 で 、

色 々 な 国 の 文 化 ・ 社 会 ・ 経 済 に 影 響 を 与 え た 。 ヨ ー ロ ッ パ に し て も 、 ア ジ ア に し て も 、 十 九 世 紀 ま

で は 愛 煙 、 二 十 世 紀 か ら は 嫌 煙 と い う 傾 向 が 一 般 的 で あ ろ う 。 
 十 六 世 紀 の フ ラ ン ス で は 、 嗅 ぎ タ バ コ の お 陰 で 王 妃 カ ト リ ン ・ ド ・ メ デ ィ チ の 頭 痛 が 治 り 、 そ れ

以 来 、 嗅 ぎ タ バ コ は 「 女 王 の 草 」 と 呼 ば れ 、 次 第 に 貴 族 階 級 に 親 し ま れ て い っ た 。 一 方 、 船 乗 り や

軍 人 の 間 で は 、 パ イ プ が 大 流 行 し た 。 十 九 世 紀 に な る と 、 バ イ ロ ン 、 ボ ー ド レ ー ル 、 サ ン ド な ど と

い っ た ダ ン デ ィ ー な 詩 人 や 作 家 た ち は 、 キ ュ ー バ 産 の 葉 巻 煙 草 を 愛 し 、 煙 草 に 多 く の 讃 歌 を 捧 げ た 。

ボ ー ド レ ー ル の 一 節 を 詠 ん で み よ う 。 
 
  私 た ち は 何 種 類 か の 葉 巻 を ゆ っ く り と く ゆ ら せ た が 、 そ の 比 類 （ た ぐ い ） な い 風 味 と 香 り は 、 未 知 の 国 々

と 未 知 の 幸 福 へ の 郷 愁 （ ノ ス タ ル ジ ア ） を 魂 に そ そ っ た の で あ り 、 こ う し た 快 楽 の す べ て に 酔 っ た … 

   （ 「 気 前 の よ い 賭 博 者 」 『 パ リ の 憂 鬱 』 よ り ） 

 
 日 本 で は 、 十 六 世 紀 か ら 、 ポ ル ト ガ ル や オ ラ ン ダ の 船 乗 り が 持 っ て き た パ イ プ や 葉 巻 煙 草 が 始 ま

り で 、 喫 煙 の 習 慣 は ま た た く 間 に 広 が り 、 十 七 世 紀 初 頭 に は す で に 武 士 ・ 町 人 ・ 婦 女 子 と い わ ず キ

セ ル を 愛 好 す る よ う に な っ た と い う 。 幕 府 は 火 事 防 止 の た め に 一 六 〇 九 年 に は は や く も 喫 煙 禁 令 を

出 し た が 、 そ の 禁 制 も 有 名 無 実 、 喫 煙 の 習 慣 は 次 第 に 庶 民 に 広 が っ た 。 も と も と キ ュ ー バ の イ ン デ

ィ ア ン の 言 葉 で あ っ た 「 タ バ コ 」 と い う 単 語 は 、 ポ ル ト ガ ル 語 を 経 由 し 、 日 本 語 の 日 常 語 に な っ て

し ま っ た 。 「 莨 」 、 「 多 葉 粉 」 、 「 淡 婆 姑 」 、 「 佗 波 古 」 、 「 長 命 草 」 な ど と 、 江 戸 時 代 に 使 わ れ

た 「 タ バ コ 」 の 当 て 字 は 非 常 に 多 い 。 江 戸 初 期 の 俳 文 に も 煙 草 を 讃 え る よ う な 文 章 が 多 く 残 っ て い

る 。 た と え ば 、 横 井 也 有 作 「 煙 草 ノ 説 」 （ 『 鶉 衣 』 本 文 延 享 二 年 成 立 ） に 次 の 文 が あ る 。 
 
  夜 道 の 旅 の ね ぶ た き と て 腰 に 茶 瓶 も 提 （ さ げ ） ら れ ず 、 秋 の 寝 覚 の 淋 し き と て 棚 の 餅 に も 手 の と ゞ か ね ば 、



只 此 （ こ の ） 煙 草 の 友 と な る こ そ 琴 詩 酒 の 三 つ に も 増 る べ け れ 。 

 

江 戸 時 代 の 俳 人 は 、 芭 蕉 を 含 め て 、 み な 喜 ん で キ セ ル を く わ え た と い え よ う 。 芭 蕉 の 弟 子 、 惟 然 に

よ る と 、 
 

た ば 粉 呑 ぬ 傾 城 と 菓 子 く は ぬ 俳 諧 師 は す く な き も の 

    （ 浪 化 宛 芭 蕉 書 簡 に 引 用 ） 

 

と い わ れ て お り 、 元 禄 に す で に 喫 煙 が 社 交 の 場 に 欠 か せ な い 習 慣 だ っ た と い う こ と が う か が え る 。

最 近 、 雲 英 末 雄 氏 が 紹 介 さ れ た 『 た ば こ 集 』 （ 一 八 六 五 年 刊 行 ） と い う 俳 書 に は 、 芭 蕉 の 弟 子 の 句

や 芭 蕉 の 一 句 な ど が 収 め ら れ て い る 。 
 
  春 風 や き せ る く わ へ て 船 頭 殿 祖 翁 
 

と も か く 、 堀 切 実 氏 の 研 究 『 俳 文 史 研 究 序 説 』 に 書 か れ て い る よ う に 、 当 時 で は 、 
 

た ば こ 有 益 論 ー そ の 精 神 的 効 用 と 社 会 上 の 役 割 を 評 価 す る 点 が 支 配 的 で あ る 。 し た が っ て 、 当 今 話 題

に な っ て い る 嫌 煙 権 の 問 題 な ど は 、 ど こ を 探 し て も 出 て こ な い の で あ る 。 

 

と い え よ う 。 
 さ て 、 一 茶 の 煙 草 の 句 は ど う だ ろ う ？ 『 一 茶 全 集 』 に 調 べ て み る と 、 煙 草 を 題 材 に し た 発 句 数 は

百 句 近 く に の ぼ り 、 し か も ほ と ん ど は 文 化 七 年 以 降 の 作 に 限 る と い う こ と が わ か る 。 晩 年 の 一 茶 は 、

刻 み タ バ コ に 結 構 な 予 算 を 使 っ て い た と い う 記 録 も 残 っ て い る 。 や は り 、 一 茶 が 帰 郷 し て 経 済 的 に

も 精 神 的 に も ゆ と り が で た 時 期 か ら 、 煙 草 の 句 が 急 増 し た と 考 え ら れ る 。 例 と し て 次 の 二 句 を と り

あ げ よ う 。 
 
  ち る 花 に け ぶ り の 嗅 （ に ほ ） い た ば こ 哉 （ 七 番 日 記 、 文 化 八 ） 
 
  参 詣 の た ば こ に む せ な 雀 の 子 （ 七 番 日 記 、 文 化 一 一 ）   
 
 桜 の 香 り を 消 す 程 の 煙 草 の 臭 い 、 参 拝 者 の 紫 煙 に む せ る 雀 の 子 ― い ず れ も 、 煙 草 と い う 人 間

的 題 材 と 自 然 界 を 対 立 さ せ る よ う な 、 一 種 の 社 会 的 滑 稽 を も っ た 俳 味 が こ こ に み ら れ る だ ろ う 。 ま

た 、 
 



  猿 丸 が き せ る 加 へ て 梅 の 花 （ 七 番 日 記 、 文 化 一 三 ） 
 

と い う 句 に は 、 一 茶 の 俳 友 猿 丸 の 優 雅 な 手 振 り と 梅 の 花 と の 取 り 合 わ せ に よ っ て 、 煙 草 の 社 交 的 な

イ メ ー ジ が 俳 諧 的 な 挨 拶 に 使 わ れ て い る と い え よ う 。 文 化 後 期 ま で 、 一 茶 に と っ て 、 煙 草 は 主 に 社

交 的 な 意 味 合 い を ほ の め か す 題 材 で あ り 、 富 の 象 徴 で あ り 、 ど ち ら か と い う と 一 茶 自 身 の 喫 煙 よ り

も 、 人 の 喫 煙 を 詠 ん だ 発 句 の 方 が 多 い よ う に み ら れ る 。 し か し 、 文 化 時 代 が 終 わ る 頃 に は 一 茶 の 煙

草 の 詠 み 方 は 、 「 自 分 の 喫 煙 」 が 中 心 と な り 、 や っ と 辿 り 着 い た 金 銭 的 ・ 精 神 的 な ゆ と り を 表 現 す

る よ う な 明 る い 発 句 が よ く み ら れ る よ う に な る 。 た と え ば 次 の 句 が あ る 。 
 
  春 風 に 二 番 た ば こ の け ぶ り 哉  （ 七 番 日 記 、 文 化 一 三 ） 
 
  花 さ く や 伊 達 に 加 へ し 殻 ぎ せ る （ 七 番 日 記 、 文 政 一 ） 
 

最 後 に 、 最 晩 年 に は 、 一 茶 の 煙 草 の 句 に 別 の 要 素 が 現 れ て い る よ う に 思 え る 。 た と え ば 、 
 

か す む 程 た ば こ 吹 （ ふ き ） つ ゝ 若 菜 つ み （ 書 簡 、 政 四 ） 
 
  二 葉 三 葉 た ば こ の 上 に 若 な 哉 （ 文 政 句 帖 、 文 政 七 ） 
 

の よ う な 発 句 に は 、 社 会 的 な 喫 煙 の 素 描 も な く 、 「 自 慢 の 喫 煙 」 と い う 趣 味 も み ら れ な い 。 ど ち ら

か と い う と 、 農 村 の 日 常 生 活 の 中 の 喫 煙 、 ご く 自 然 で 素 朴 な 煙 草 の 詠 み 方 が 著 し い 。 同 じ よ う な 発

想 と し て 、 次 の 句 も あ る 。 
 
  菜 畑 や た ば こ 吹 く 間 の 雪 げ 川 （ 八 番 日 記 、 文 政 五 ） 
 

農 作 業 中 、 一 休 み を す る 一 茶 。 信 州 の 雪 解 川 を 眺 め な が ら 、 一 茶 は こ だ わ り の 刻 み 煙 草 を 楽 し ん で

い る だ ろ う 。 晩 年 一 茶 の 煙 草 の 句 は 、 も う 社 交 的 な 喫 煙 に よ る も の で は な い 。 あ る 意 味 で 、 キ ュ ー

バ の イ ン デ ィ ア ン が コ ロ ン ブ ス に 言 っ た よ う に 、 大 自 然 に 漂 う す べ て の 霊 と 仲 良 く な る た め の 心 の

糧 だ っ た か も 知 れ な い 。 現 代 人 の 紙 巻 タ バ コ に よ る ニ コ チ ン 中 毒 と は 無 縁 の も の で あ り 、 晩 年 の 穏

や か な 一 茶 、 土 の 俳 人 な ら で は の 生 き 方 の 一 部 に な っ て い た に 違 い な い 。 
 


