
〈 付 ２ 〉 国 際 ハ イ ク に つ い て 
 

Ａ ・ フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 壇 の 多 様 性 に つ い て 
 

 二 〇 世 紀 前 半 に 、 ポ ー ル ＝ ル イ ・ ク ー シ ュ ー に よ る 俳 句 の フ ラ ン ス 語 訳 ・ フ ラ ン ス 語 ハ イ カ イ の 実 作

（ １ ） を 初 め と し 、 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の 短 詩 集 『 百 扇 帖 』 （ ２ ） な ど に つ づ き 、 フ ラ ン ス の 韻 文 学 に 日

本 の 俳 諧 ・ 俳 句 が 影 響 を 与 え た こ と は 、 現 在 も よ く 知 ら れ て い る 。 ク ロ ー デ ル の 『 百 扇 帖 』 は 、 史 上 初

め て の “ 独 吟 連 詩 ” で あ る と い え る か も 知 れ な い が 、 そ の 一 章 一 章 を 個 々 に 読 ん で も 、 蕉 風 の 「 真 の 風

雅 」 に 通 用 す る 作 品 が 多 い と い え よ う 。 

 

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 ） 

 

遡 る と 、 フ ラ ン ス 美 術 に お け る ジ ャ ポ ニ ズ ム は 、 一 九 世 紀 後 半 か ら 印 象 派 の 種 を 蒔 い た と い わ れ る ほ ど 、

当 時 の 芸 術 に お け る 日 仏 交 流 の 深 さ を 格 別 に し た よ う に 思 え る 。 そ し て 、 絵 画 、 韻 文 学 を 経 て 、 音 楽 の

世 界 ま で ジ ャ ポ ニ ズ ム の 風 が 吹 き 、 俳 句 ・ 和 歌 の 仏 訳 に 曲 を つ け た フ ラ ン ス の 名 作 曲 家 も あ ら わ れ た 。

二 〇 〇 一 年 三 月 二 〇 日 、 パ リ 日 本 文 化 会 館 に お い て 、 「 俳 句 ・ 和 歌 に る フ ラ ン ス ・ 日 本 歌 曲 の 夕 べ 」 と

題 す る 、 モ ー リ ス ・ ド ラ ー ジ ュ 、 イ ゴ ー ル ・ ス ト ラ ヴ ィ ン ス キ ー 等 の メ ロ デ ィ ー コ ン サ ー ト が 演 奏 さ れ 、

今 日 の パ リ で も 人 気 を 集 め た の で あ る 。 

 こ う し た フ ラ ン ス の ジ ャ ポ ニ ズ ム の 黄 金 時 代 は 過 ぎ 、 フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 壇 は 現 在 に 至 っ て 非 常 に 豊

か な 詩 的 内 容 を 持 っ て お り 、 盛 ん に 創 作 を 続 け て い る 。 た だ 、 日 本 か ら み る と 、 ア メ リ カ を 含 め る 英 語

圏 の ハ イ 壇 に 比 べ て 、 あ ま り 注 目 さ れ て い な い と い え る か も 知 れ な い 。 フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 壇 は 、 ほ と

ん ど 組 織 化 さ れ て い な い こ と 、 そ し て フ ラ ン ス 語 が 英 語 ほ ど 一 般 に 普 及 し て い な い と い う こ と が 原 因 で

あ ろ う 。 

 し か し 、 フ ラ ン ス 語 で の ハ イ ク 詩 作 に は い く つ か の 利 点 が あ る よ う な 気 が す る 。 ま ず フ ラ ン ス 語 は 日

本 語 と 同 様 に イ ン ト ネ ー シ ョ ン の な い 、 い わ ば 単 調 な 言 語 で あ る 。 し た が っ て 、 昔 か ら フ ラ ン ス の 詩 歌

伝 統 も 音 数 に 基 づ い て い る の で あ る 。 日 本 語 俳 句 の 五 ・ 七 ・ 五 音 は た し か に 大 変 短 い 韻 律 だ が 、 し か も

“ 完 全 な 音 （ お ん ） の 波 ” を 作 り 出 し て い る と い え よ う 。 沈 黙 か ら 次 第 に 長 く な っ て ゆ く 表 現 。 そ し て 、

再 び 短 く な り 、 “ 残 心 ” を 持 っ て 沈 黙 に 戻 る 。 フ ラ ン ス 語 な ら 、 ４ ・ ６ ・ ４ で あ ろ う と 、 ３ ・ ５ ・ ３ で

あ ろ う と 、 同 じ く “ 完 全 な 音 の 波 ” を 、 “ 残 心 ” を 持 っ た リ ズ ム を 、 短 詩 に 表 す こ と が で き る と い う こ

と に な る 。 こ の リ ズ ム が 俳 句 の 精 神 と の 深 い 関 わ り を も っ て い る と す れ ば 、 正 確 に 音 数 の 数 え ら れ る 言



語 が 俳 句 に 好 ま し い と い う こ と が い え る だ ろ う 。 周 知 の と お り 、 西 洋 の 言 語 で 音 の 数 に 基 づ く 韻 文 の 伝

統 が あ る の は フ ラ ン ス 語 だ け で あ る 。 た と え ば 、Robert Melançon 氏 の 

Dans la neige fraîche 

près du métro, mille flèches: 

pattes de pigeons. 

（ 地 下 鉄 の 駅 の 回 り  新 雪 に 千 の 矢 印  鳩 の 足 跡 ） 

というハイクは、フランス語でも見事に五・七・五音のリズムを守っている。また、最初の二句では、

脚韻を踏むことによって中七の終わりにはっきりとした句切りを整えているといえよう。強弱アクセン

トのないフランス語では、ハイクという三行詩の場合こそ、脚韻の使用が詩句の句切りを明解に示すこ

とができ、「切れ」という重要な役割を果たすことができるのである。実はこの句、フランス人のもの

で は な く 、 カ ナ ダ の フ ラ ン ス 語 圏 の 作 者 に よ る も の で あ る 。 さ す が に カ ナ ダ 人 は 新 雪 の 詠 み 方 が 上 手 だ 。 

 と に か く 、 フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ ク 詩 人 に は 色 々 な 人 が い る 。 た と え ば 、 ブ ル タ ー ニ ュ 半 島 の 荒 々 し い

風 土 を 愛 す る 人 も い れ ば 、 プ ル ロ ヴ ァ ン ス の 光 り を 詠 む 人 も い て 、 北 仏 や ベ ル ギ ー の 浮 き 雲 に 夢 を 託 す

人 も い る 。 そ し て 、 フ ラ ン ス 語 で セ ネ ガ ル や モ ロ ッ コ の 大 自 然 を 讃 え る 詩 人 も い る 。 し か し 、 フ ラ ン ス

語 圏 の 国 々 に は 日 本 や ア メ リ カ の よ う な 俳 句 協 会 な ど は 存 在 し な い 。 世 界 中 で フ ラ ン ス 語 の ハ イ ク を 作

る 人 々 に は 、 も し か す る と 組 織 や 団 体 行 動 を あ ま り 好 ま な い と い う 傾 向 が あ る か も し れ な い 。 こ の 趨 勢

の 中 で 、 国 際 的 な 合 同 ハ イ ク 集 を 定 期 的 に 発 行 す る 、 ア ン ド レ ・ ド ゥ エ ー ム 氏 （André Duhaime ） の

よ う な カ ナ ダ の ハ イ 人 た ち が い る 。 以 上 の ム ラ ン ソ ン 氏 の ハ イ ク も 、 １ ９ ９ ８ 年 末 に 刊 行 さ れ たHaïku 

sans frontières, une anthologie mondiale （ ４ ） （ 『 国 境 な き 俳 句 ： 世 界 俳 句 選 集 』 ） と い う ド ゥ エ ー ム 氏 監 修

の ハ イ ク 集 か ら 引 用 さ れ た も の で あ る 。 二 〇 〇 〇 年 末 に は 、 同 じ ド ゥ エ ー ム 氏 を 中 心 に 、Haïku et 

francophonie canadienne （ 『 カ ナ ダ の フ ラ ン ス 語 圏 と ハ イ ク 』 ） （ ５ ） が 編 集 さ れ 、 二 〇 〇 一 年 末 に は
Chevaucher la lune （ ６ ） と い う 最 新 の フ ラ ン ス 語 圏 詩 人 に よ る 共 同 ハ イ ク 集 が 出 さ れ た 。 意 外 に も 、

フ ラ ン ス 語 圏 の ハ イ 壇 を 最 も 具 体 的 に 支 え て い る の は カ ナ ダ の ハ イ 人 た ち で あ る と い う こ と に な る 。 

 し か し 、 フ ラ ン ス 語 圏 の ど の 地 域 を み て も 、 ハ イ 人 た ち に は 自 分 た ち の 個 性 、 地 域 性 、 発 想 の 自 由 を

非 常 に 大 切 に す る と い う 特 長 が は っ き り と み え る 。 こ の 点 に 関 し て 、 党 派 主 義 に な り が ち な 日 本 の 俳 壇

は 、 見 習 う と こ ろ が あ る か も 知 れ な い 。 逆 に 、 日 本 か ら フ ラ ン ス 語 圏 の 国 々 へ 、 俳 句 の 基 礎 的 知 識 が さ

ら に 普 及 し て い け ば 、 一 〇 〇 年 前 の ジ ャ ポ ニ ズ ム に も 劣 ら な い よ う な 、 意 義 深 い 俳 句 交 流 が 発 展 し て い

く の で あ ろ う 。 
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Ｂ ・  北 ア メ リ カ の ハ イ ク を 読 む 
 

 

は じ め に 俳 句 と 言 語 に つ い て 
 



 本 題 に 入 る 前 に 、 俳 句 と 言 語 に つ い て 、 自 分 の 考 え を 述 べ て み た い と 思 う 。 

 そ も そ も 、 人 間 と そ の 他 の 動 物 の 基 本 的 な 違 い は 、 何 で あ ろ う か 。 そ れ は 、 言 語 だ と 思 う 。 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 人 間 は 自 分 た ち の 存 在 を 意 識 す る こ と が 出 来 る

の で あ る 。 

 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 で は な い だ ろ う か 。 死 を 恐 れ て い た た め に 、 病 気 や 老 化 を 避 け た か っ た た め に 、 あ る 時 か ら 人 間

は 自 分 の 運 命 を 変 え よ う と 考 え た の で あ ろ う 。 運 命 の 逃 げ 道 を 考 え る こ と に よ っ て 、 人 間 の 言 語 能 力 は

次 第 に 発 達 し て き た と 思 え る の で は な い か 。 人 間 は 自 分 に 向 か っ て 、 初 め て 独 り 言 を 言 っ た ： 「 死 ん で

い く の は 嫌 で す 」 。 そ の 時 か ら 、 人 間 の 言 語 は 、 自 分 の 意 識 を 変 え る た め の 道 具 と な り 、 世 界 を 変 え る

た め の 思 考 力 と な っ た の で あ ろ う 。 

 そ れ で は 、 詩 人 と い う “ 特 別 な 表 現 者 ” は 、 ど の よ う に 言 語 を 使 う だ ろ う か 。 先 に 述 べ た 言 語 の 使 い

方 と は 正 反 対 だ と 思 う 。 詩 人 の 表 現 の し か た は 、 ど ち ら か と 言 う と 、 動 物 の 鳴 き 声 に 近 い と 言 え よ う 。

古 今 集 の 序 文 に 出 て く る 鶯 や 蛙 と 同 じ よ う に 、 詩 人 は 基 本 的 に そ の 時 の 感 情 を 吐 露 す る か ら だ 。 詩 人 は 、

言 語 を も っ て 自 分 の 運 命 や 環 境 を 変 え よ う と は し な い 。 逆 に 、 自 然 に 圧 迫 さ れ た ま ま 、 言 葉 を ほ と ん ど

即 興 的 に 、 非 論 理 的 に 使 う の で あ ろ う 。 連 想 や こ と ば の リ ズ ム が 無 意 識 に 広 が っ て い く と こ ろ に 詩 味 が

あ る 。 

 さ て 、 詩 人 の 中 で も 俳 人 は ど の よ う に 言 語 を 使 う の か 。 俳 人 は 、 短 い 表 現 に 圧 さ れ 、 瞬 間 的 な 感 動 に

集 中 し な け れ ば な ら な い 。 結 果 と し て 、 非 論 理 的 な 表 現 を 、 さ ら に 優 先 す る こ と に な る 。 俳 人 こ そ 、 そ

の 時 の 体 験 を あ る が ま ま 認 め ざ る を 得 な い と い う こ と か ら 、 “ 俳 人 こ そ 真 の 詩 人 で あ る ” と い う こ と が

い え る と 思 う 。 そ の 代 わ り 、 瞬 間 的 な 感 動 を 留 め る た め の 表 現 は 非 常 に 難 し い 。 日 本 語 に は 、 俳 枕 や 季

語 や 切 字 な ど と い う 便 利 な 詩 語 が 多 い 。 そ れ に 対 し て 、 フ ラ ン ス 語 や 英 語 に は 、 “ 自 然 の 時 間 を 細 か く

切 る た め の 詩 語 ” は 、 日 本 語 ほ ど 多 く な い よ う な 気 が す る 。 

 し か し 、 大 切 な こ と は 、 ど の 言 語 を 使 う か と い う こ と で は な い 。 表 現 そ の も の で あ ろ う 。 や は り 、 動

物 の よ う に “ 無 心 ” に 表 現 す る こ と が 大 事 だ と い う こ と に な る 。 そ う す れ ば 、 ど ん な 言 語 で 表 現 し て も 、

鶯 や 蛙 の よ う な 美 声 が 自 然 に 出 る は ず だ か ら 。 一 瞬 の 感 動 に よ っ て 、 俳 人 は 時 間 の 経 過 を 切 り 取 る 。 そ

れ は 、 “ 俳 人 と 自 然 の 心 中 ” の よ う な 体 験 で あ り 、 結 果 と し て 普 遍 的 な 表 現 が 残 さ れ る 。 こ の 体 験 だ け

が 佳 い 俳 句 の 条 件 だ と す れ ば 、 ど ん な 言 語 で も 秀 句 が 可 能 だ と い う こ と に な ろ う 。 

 さ て 、 普 遍 的 な 表 現 を 求 め て 、 北 米 の 俳 人 の 作 品 を 巡 っ て み た い と 思 う 。 

 

 

カ ナ ダ 、 英 語 圏 の 部 
 

Out of fall mist 
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（ 霧 の 中 か ら 一 本 の 鴨 の 羽 ） 

 

と い う 、LeRoy GORMAN 氏 の 句 を 読 ん だ 時 、 フ ラ ン ス の 大 詩 人 ポ ー ル ・ ク ロ ー デ ル の Cent phrases 

pour eventails( 『 百 扇 帖 』) を 思 い 出 し た 。 

 

 Sur 
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（ 褐 色 （ か ち い ろ ） の  濁 り 水 に  鴨 の 綿 毛  一 本 の み ） 

 

俳 句 と い う 世 界 最 短 の 詩 は 、 や は り 五 感 で 感 じ た も の を 、 読 者 の 五 感 に 訴 え て 伝 達 す る こ と が 理 想 だ と

い う 考 え が あ る 。 日 本 の 詩 人 た ち は 昔 か ら 、 仮 名 遣 い ・ 漢 字 遣 い ・ 字 体 の 選 択 ・ 書 道 具 の 選 択 な ど を も

っ て 、 言 葉 の 意 味 に 、 言 葉 を 越 え た 要 素 を 加 え て き た の で あ る 。 カ ナ ダ の 大 草 原 に 広 が る 霧 か ら 落 ち て

来 た 鴨 の 羽 一 本 、 も ち ろ ん 縦 に 記 し た い 。 ま た は 、 日 光 に あ っ た 在 日 フ ラ ン ス 大 使 の 別 荘 の 池 に 、 鴨 の

羽 が 水 の 上 に 浮 き な が ら す こ し ず つ 沈 ん で ゆ く 、 と い う 風 景 に ク ロ ー デ ル の 書 風 が 相 応 し い 。 も う 一 度 、

ク ロ ー デ ル の 言 葉 を 借 り て み る と 、 

「 目 は 聴 い て い る 、 し か し 声 は 観 て い る 。 」(Paul Claudel, “Journal, II ”,Oeuvres completes, p.769) 

 お そ ら く 、Ruby SPRIGGS 氏 の 次 の 句 の 組 み 付 け も 意 味 が 込 め ら れ て い る で あ ろ う 。 

 

caterpillar 

  nibbling away 

    my shade 



 

（ 毛 虫  わ た し の 日 陰 を か じ り ゆ く ） 

 

こ の 場 合 も 、 毛 虫 の 進 み 具 合 を 字 の お き 方 で 感 じ る こ と が で き る 。 俳 人 は 発 想 を 求 め て 呆 然 と し て い る 。

諦 め た と こ ろ 、 ロ ダ ン の 「 考 え る 人 」 の よ う な 姿 勢 で 下 を 向 い て い た か 、 自 分 の 日 陰 に 目 が 引 か れ る 。

大 き な 葉 っ ぱ の よ う な 日 陰 を 、 毛 虫 が 苦 し そ う に 進 ん で い る 。 小 さ な 毛 虫 は 確 実 に 進 ん で い る 。 こ う し

た 、 小 動 物 へ の 親 愛 感 は 一 茶 を 初 め と し て 、 多 く の 日 本 人 俳 人 の 作 品 に み る こ と が で き る 。 毛 虫 も 人 間

も 同 じ 太 陽 の 下 に 生 き な け れ ば な ら な い 。 基 本 的 に 、 俳 人 に と っ て 、 毛 虫 も 人 間 も 同 じ よ う な 運 命 を 持

っ て い る の で あ る 。 

 

  鉄 砲 を び く り と も せ ぬ 毛 虫 哉  小 林 一 茶 （ 文 政 句 帖 ） 

 

一 茶 の 句 に も 、 小 さ な 虫 の 観 察 を 通 じ て 、 人 間 と 自 然 の 平 和 な 共 生 が 提 案 さ れ て い る と い え よ う 。 

 

After the rainstorm  twice as many children 

       George SWEDE 

 

（ 夕 立 あ と 子 供 は 倍 に な っ て し ま っ た ） 

 

こ の 句 も ま た 一 茶 を 思 い 出 す 。 「 雪 と け て 村 一 ぱ い の 子 ど も 哉 」 （ 七 番 日 記 ） 。 子 供 は き っ と 大 人 よ り

も 一 足 早 く 自 然 の 変 化 を 感 じ 取 れ る の で あ ろ う 。 俳 人 も 大 人 で あ り な が ら 、 子 供 の 感 性 を 持 た な け れ ば

な ら な い よ う な 気 が す る 。 晩 年 の パ ブ ロ ・ ピ カ ソ 氏 も 、 こ う 言 っ た こ と が あ る 。 「 わ れ は た だ 、 子 供 の

よ う な 絵 が 描 け る よ う に な り た い と 、 ず っ と や っ て き た 」 。 俳 人 も 、 大 人 の 技 術 ― い わ ば 言 語 表 現 

― を 完 全 に 修 得 し た 上 で 、 子 供 の 感 性 に 戻 る 必 要 が あ る と い え よ う 。 そ れ は 換 言 す れ ば 、 再 び 動 物 的

な 生 き 方 に 近 づ け る こ と で あ る 。 

 す べ て の 生 き 物 を 同 じ 眼 差 し で 認 め る 文 学 姿 勢 は 、 万 物 の 一 体 性 を 強 調 し 、 大 ら か 

な 世 界 観 を 生 み 出 す こ と が で き る の で あ る 。 こ の 点 に つ い て 、 北 米 の 大 自 然 の 中 に 生 き て い る カ ナ ダ 人

の ハ イ 人 た ち か ら 、 日 本 人 俳 人 も 多 く の も の を 学 ぶ こ と が で き る と い え る の で は な い か 。 

 

ア メ リ カ 合 衆 国 の 部 
 

September stillness... 

the long wait for the heron 

to move 



       Garry GAY 

（ 九 月 し ず か 青 鷺 は ず っ と 待 っ て そ し て 動 く ） 

 

 芭 蕉 晩 年 は 「 か る み 」 の こ と を 、 「 浅 き 砂 川 を 見 る ご と く 」 と 言 っ た （ 『 別 座 敷 』 ・ 子 珊 序 ） 。 理 屈

を 排 除 し た 自 然 文 体 、 素 直 な 姿 勢 に 素 直 な こ と ば 、 つ ま り 、 レ ト リ ッ ク を 必 要 と し な い 平 明 で 普 遍 的 な

表 現 で あ ろ う 。 一 方 、 雄 弁 術 や 古 代 の オ ー ド を 土 台 と し て 発 展 し て き た 西 洋 の 詩 歌 伝 統 は 、 か る み の 美

学 の 反 対 に 位 置 す る も の で あ る か も 知 れ な い 。 し か し な が ら 、 「 九 月 か な 鷺 は 止 ま っ て か ら 動 く 」 と い

う ア メ リ カ 合 衆 国 の ハ イ 人 の 句 は 、 正 に か る み の 句 と よ べ る の で は な い か 。 や は り 俳 句 の 極 所 と い う の

は 、 言 葉 を 失 う 程 の 感 動 に よ る 単 純 な 言 語 表 現 で は な い か と 思 う 。 一 方 、 作 者 の 言 語 的 作 意 が み え て し

ま う 俳 句 は 、 た だ 「 お も み の 句 」 に な っ て し ま う 。 

 人 を 心 か ら 愛 し た 時 、 人 間 は 告 白 を し た く と も 、 言 葉 に つ ま る こ と が あ る 。 同 じ よ う に 、 自 然 を 完 全

に 理 解 し た 時 、 人 間 は 言 語 を 忘 れ て し ま う 。 

 

This purple flower 

 at last I 

forget its name 

       Christopher HEROLD 

（ こ の 紫 色 の 花 つ い に 忘 れ た そ の 名 ） 

 

こ の 句 は 英 語 で 書 か れ て い る の で 、 下 の 句 に 、 「 花 」 を 指 す 言 葉 は 所 有 代 名 詞 の 中 性 形 で あ る 。 フ ラ ン

ス 語 で 書 か れ て い る な ら ば 、 「 花 」 は 中 性 の も の で は な く 、 女 性 名 詞 に な る の で あ る 。 「 そ の 方 が よ か

っ た か 」 と 書 き た い と こ ろ だ が 。 ま た 、 フ ラ ン ス 語 の 場 合 は 、 日 本 語 の よ う な 単 調 な 発 音 が 特 徴 な の で 、

音 節 を 簡 単 に 数 え る こ と が で き る 。 こ こ も ま た 、 や は りPaul Claudel の フ ラ ン ス 語 の 短 詩 集 Cent phrases 

pour éventails を 見 本 に し た く な る 。 

 

Tu  １ 音 m’appelles la Rose  ５ 音 

       dit la Rose   ３ 音 

  mais si tu savais  ５ 音 

  mon vrai nom   ３ 音 

  je m’effeuillerais  ５ 音 

      aussitôt   ３ 音 

 

（ 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 ） 

 

 自 然 を 深 く 理 解 し た 時 、 そ の 一 瞬 の 体 験 は 、 短 い こ と ば で 表 現 さ れ 、 俳 句 と い う 詩 に な る 。 た し か に

そ う で あ る 。 し か し 、 言 語 に よ っ て 、 表 現 し 難 い も の が あ っ た り 、 有 利 な 点 が あ っ た り す る と 思 う 。 フ

ラ ン ス 語 は 、 日 本 語 の よ う に 単 調 な 声 調 を 持 ち 、 五 音 、 七 音 、 五 音 と い っ た 完 全 な “ 波 ” の 韻 律 を 容 易

に 作 る こ と が で き る の で あ る 。 ま た 、 男 性 名 詞 ・ 女 性 名 詞 の 配 分 に よ っ て 、 日 本 語 や 英 語 以 上 に 、 男 女

関 係 を 連 想 さ せ る 力 を 持 っ て い る よ う な 気 が す る 。 

 

 

 

カ ナ ダ 、 フ ラ ン ス 語 圏 の 部 
 

Dans la neige fraîche 

près du métro, mille flèches: 

pattes de pigeons. 

       Robert MELANCON 

 

（ 地 下 鉄 の 駅 の 回 り 新 雪 に 千 の 矢 印 あ り 鳩 の 足 跡 ） 

 

 都 会 に 迷 う 詩 人 は 、 真 っ 白 な 新 雪 を 眺 め て 、 自 分 の 人 生 の 方 向 を 探 し て い る と こ ろ か 。 誰 で も 見 た こ

と が あ る 風 景 を 、 平 明 な 比 喩 を も っ て 心 の 風 景 に 変 え る 。 こ の 句 に も う 一 つ 僕 の 目 を 引 い た と こ ろ が あ

る 。 日 本 語 よ り も 遥 か に 豊 か な 音 声 を も っ て い る フ ラ ン ス 語 で は 、 自 然 に 韻 を 踏 み た く な る 。fraîche と

flèches の 脚 韻 は 決 し て 諄 く な い 、 丁 度 い い 具 合 の 韻 だ と 思 っ た 。 日 本 語 な ら 、 た だ の 駄 洒 落 に 聞 こ え て

し ま う だ ろ う 。 ま た 、 こ の 句 は ご く 自 然 に 五 七 五 の 音 律 を 守 っ て い る 。 形 の 美 し さ に 内 容 の 深 み を う ま

く 整 え た 俳 句 で あ ろ う 。 

 た だ 、 フ ラ ン ス 語 や 英 語 で は 、 同 じ 一 七 音 で 一 句 を 詠 ん で も 、 日 本 語 よ り も 多 く の 意 味 成 分 が 含 ま れ

る こ と が 多 い 。 そ う す る と 、 表 現 の 冗 長 性 を 生 み 出 す 危 険 が あ る 。 そ う し た 問 題 を 上 手 に 解 決 し た ハ イ

ク と し てAndré DUHAIME の こ の 句 を と り あ げ る こ と が で き る 。 

 

trottoir verglacé 

 à petit pas 

sur d’autres pas 

 



（ 凍 っ た 歩 道  人 の 足 跡 に  小 さ く 足 の ば す ） 

   

 や は り 、 カ ナ ダ 人 俳 人 は 、 雪 や 氷 を だ れ よ り 理 解 し た の で は な い か 。 蕉 風 に よ る と 、 雪 と い う 季 題 の

本 意 は “ 心 が 鎮 ま る 一 面 の 白 さ に あ る ” と い う も の の 、 カ ナ ダ 人 に と っ て は 、 自 分 の 運 命 の 不 安 が 感 じ

ら れ る も の で あ ろ う 。 実 際 雪 国 に 住 む 人 は 、 理 想 化 さ れ た 雪 景 色 で は な く 、 む し ろ 雪 や 氷 の 大 変 さ を 実

感 す る の だ 。 

 

  是 が ま あ 死 所 （ し に ど こ ろ ） か よ 雪 五 尺   小 林 一 茶 （ 成 美 評 一 茶 句 稿 ） 

 

 も し か す る と 、 東 京 （ 江 戸 ） に い る 日 本 人 よ り も 、 カ ナ ダ の 山 男 の 方 が 、 信 州 人 の 小 林 一 茶 の 心 が わ

か る か も 知 れ な い 。 俳 句 に お い て や は り 、 最 終 的 に 大 切 な こ と は 、 言 語 で は な い 。 生 き 方 で あ ろ う 。 そ

し て 、 俳 句 的 な 生 き 方 と は 何 で あ ろ う 。 そ れ は お そ ら く 万 国 共 通 の 感 性 で あ り 、 ど ん な 人 種 ・ 民 族 も 前

史 の 頃 か ら 持 っ て い た 姿 勢 で あ ろ う 。 自 分 の 命 の 意 味 を ま ず 自 然 の 中 で 見 付 け よ う と す る 、 と い う 生 き

方 で あ ろ う 。 北 米 人 も そ れ を 知 っ て い た の か 。 も ち ろ ん 、 彼 ら も 知 っ て い た 。 同 じ “ 人 間 ” と い う 動 物

だ か ら 。 

 

  Si le vert est vert 

un arbre un arbre pourquoi 

  suis-je une femme 

      Célyne FORTIN 

 

（ 緑 は 緑 で あ り  木 は 木 で あ り  何 故 、 わ た し は 女 で あ ろ う か ） 
 

※ 括 弧 内 は マ ブ ソ ン 訳 

 

 

 

 

 

Ｃ ・  俳 句 か ら ハ イ ク へ 、 そ し て 再 び 俳 句 へ 
 

 現 在 に 至 っ て 、 日 本 語 で 書 か れ た 俳 句 と 外 国 語 で 書 か れ た ハ イ ク は 、 別 の ジ ャ ン ル と し て 、 ほ ん と ん

ど 平 行 に 発 達 し て き た よ う な 気 が す る 。 今 ま で 、 日 本 語 の 俳 句 は 、 日 本 人 に よ る 作 品 で あ り 、 外 国 語 の

ハ イ ク は 、 外 国 人 に よ る 作 品 で あ る と い う 理 解 が 一 般 的 だ っ た 。 一 方 は 、 近 世 俳 諧 の 美 学 を 基 盤 に し た

日 本 人 が い て 、 一 方 は 日 本 趣 味 と そ れ ぞ れ の 国 の 韻 文 学 の 伝 統 を 自 由 に 合 わ せ る 外 国 人 が い た 。 



 し か し 、 こ の 時 代 は も は や 終 わ ろ う と し て い る と 思 う 。 

  日 本 語 の 俳 句 の 一 部 と 外 国 人 の ハ イ ク の 一 部 は 、 次 第 に お 互 い に 近 づ い て き て い る と い う 気 が す る か

ら で あ る 。 そ れ は 何 故 だ ろ う か 。 

 一 つ に は 、 日 本 人 俳 人 が よ う や く 国 際 的 な 教 養 や そ れ に 伴 う 感 性 を 持 つ よ う に な っ て き た と い う 事 実

が あ る 。 こ う し た 趨 勢 の 中 で 、 日 本 人 に よ る 海 外 詠 の 俳 句 を 読 む と 、 新 し い 感 性 や 新 し い 素 材 を 見 出 す

こ と が で き る 。 こ こ で 、 三 大 陸 で 詠 ま れ た 三 句 を と り あ げ よ う 。 

 

 月 の 影 カ ス バ の 路 地 に 留 れ る 

   モ ロ ッ コ 、 ラ バ ッ ト に て 内 田 園 生 

 摩 天 楼 よ り 新 緑 が パ セ リ ほ ど 

   ア メ リ カ 合 衆 国 に て 鷹 羽 狩 行 

 ア ト リ エ の 木 椅 子 に 午 後 の 枯 深 し 

   セ ザ ン ヌ 旧 居 に て 加 藤 耕 子 

 

 一 方 、 外 国 の ハ イ 人 の 一 部 が よ う や く 日 本 文 学 を 正 し く 理 解 し た 上 で 、 自 分 た ち の 生 活 環 境 に そ の 美

学 を 置 き 換 え て ハ イ ク を 作 る よ う に な っ た と い う 事 実 が あ る と 思 う 。 実 は 、 先 の 俳 句 に は フ ラ ン ス の プ

ロ ヴ ァ ン ス 地 方 で 詠 ま れ た も の が あ る が 、 プ ロ ヴ ァ ン ス に は フ ラ ン ス 人 の ハ イ ク 詩 人 が 非 常 に 多 く 住 ん

で い る の で あ る 。 一 句 を と り あ げ よ う 。 

 

 Première pluie d’automne... 

      Cette odeur dans la poussière 

 Comme un souvenir   Jean-Marc Demabre 

 思 い 出 す 埃 の に お い 秋 し ぐ れ       （ マ ブ ソ ン 訳 ） 

 

 俳 句 文 芸 の 精 神 は 外 国 人 に 理 解 で き る わ け が な い と 思 わ れ た こ と が あ る か も し れ な い 。 し か し 、 先 の

翻 訳 を 読 む と 、 外 国 人 の 作 品 に も 蕉 風 の 「 寂 」 の よ う な も の が 感 じ ら れ る で は な い か 。 

 次 に 、 外 国 人 の ハ イ ク と 日 本 人 の 俳 句 と の 中 間 に 位 置 す る よ う な 、 現 在 の 俳 句 の 新 し い 流 れ に つ い て

話 し た い と 思 う 。 そ れ は 、 外 国 人 に よ る 日 本 語 表 記 の 俳 句 の こ と で あ る 。 最 近 、 文 学 の 様 々 な ジ ャ ン ル

に お い て 、 日 本 語 を 使 う 外 国 人 作 家 が 増 え て き た と い う 現 象 は 非 常 に 興 味 深 い と 思 う 。 実 は 私 自 身 も 日

本 語 で 俳 句 を つ く る 外 国 人 の 一 人 だ が 、 二 〇 〇 〇 年 九 月 二 日 放 送 の Ｎ Ｈ Ｋ 『 俳 句 王 国 』 と い う テ レ ビ 番

組 に 、 私 を 含 め て 六 人 の 外 国 人 俳 人 が 集 ま っ て 、 初 め て 外 国 人 だ け に よ る 日 本 語 の 俳 句 会 が 開 か れ た 。

兼 題 は 「 流 れ 星 」 。 そ の 時 の 投 句 を い く つ か と り あ げ て み よ う 。 

 

 流 星 や い き な り 愛 を 告 白 す   ド ゥ グ ー ル ・ Ｊ ・ リ ン ズ ィ ー 



      （ オ ー ス ト ラ リ ア 出 身 ） 

 父 の 櫂 水 面 を き り て 流 れ 星   ロ バ ー ト ・ リ ー ド 

      （ ア メ リ カ 出 身 ） 

 ど の 作 者 も 日 本 人 に 負 け な い ほ ど 、 俳 句 の 技 術 や 日 本 語 の 知 識 を 持 っ て い る 方 だ と 思 っ た 。 ち な み に 、

私 の 投 句 は 次 の よ う な も の だ っ た 。 

 星 飛 ん で 土 葬 禁 止 の 日 本 か な   

 俳 句 会 の 後 、 参 加 者 の 全 員 が 同 じ 結 論 を 出 し た 。 「 や ぱ り 、 俳 句 は 、 日 本 語 で こ そ つ く る べ き な ん だ 」

と い う 自 覚 。 そ の 時 の 参 加 者 は 全 員 、 も と も と は 自 分 た ち の 母 国 語 で ハ イ ク を つ く っ て い た が 、 あ る 時

か ら 日 本 語 の 方 が 自 分 の 表 現 に 相 応 し い と 思 う よ う に な っ た と 言 っ て い る 。 な ぜ 皆 が そ う 思 う よ う に な

っ た の で あ ろ う か 。 

 主 に 一 つ の 理 由 が 考 え ら れ る と 思 う 。 そ れ は 、 日 本 語 独 自 の 語 彙 が 俳 句 と い う ジ ャ ン ル と 深 く 関 わ っ

て い る か ら だ ろ う 。 

た と え ば 、 一 茶 句 の 

 ち さ い 子 が た ば こ 吹 く 也 麦 の 秋   （ 七 番 日 記 ） 

の 翻 訳 の 仕 方 を 検 討 し て み よ う 。 上 の 五 と 中 の 七 は 簡 単 に 翻 訳 が で き よ う 。 し か し 、 「 麦 の 秋 」 と い う

表 現 は 少 な く と も フ ラ ン ス 語 や 英 語 に は 翻 訳 が で き な い だ ろ う 。 「 麦 」 こ そ 欧 米 の 穀 物 だ と 言 う 人 が い

る か も し れ な い が 、 こ の 季 語 は 「 麦 」 の こ と を 指 す の で は な く 、 む し ろ 日 本 の 田 園 が 最 も 美 し い 緑 に 包

ま れ て 、 麦 畑 だ け が 金 色 に 輝 く 季 節 、 つ ま り 、 の ん き に 暮 ら せ る 唯 一 の 季 節 を 差 し て い る の だ 。 日 本 語

は 、 一 言 で 、 そ の よ う な 雰 囲 気 を 作 れ る 言 語 で あ る 。 私 は 、 「 麦 の 秋 」 と い う 美 し い 日 本 語 の 表 現 を 聞

く だ け で 、 た と え ば ガ ー シ ュ ウ ィ ン 作 曲 の 「 サ マ ー タ イ ム 」 と い う 歌 曲 が 聞 こ え る よ う な 気 が す る 。 ま

た 、 ル ソ ー や ミ レ ー の 農 村 絵 画 が ま な う ら に 浮 か ぶ 。 一 言 だ け で 。 他 の 例 を と り あ げ て み よ う 。 「 曼 珠

沙 華 」 と い う 花 の 呼 び 方 。 「 彼 岸 花 」 、 「 狐 花 」 、 「 捨 子 花 」 、 「 死 人 花 」 、 「 幽 霊 花 」 も み な 同 じ 花

で あ る 。 英 語 で はcluster amaryllis し か 呼 び 名 が な い 。 フ ラ ン ス 語 で は 、 た だ 科 学 名 のamaryllide radiée し か

な い 。 つ ま り 、 

 む ら が り て い よ い よ 寂 し ひ が ん ば な   日 野 草 城 

と い う 句 の 翻 訳 は 不 可 能 に な っ て し ま う 。 

 日 本 語 は 、 季 節 の 変 化 や 自 然 物 の 姿 を 描 く に は 、 世 界 中 を 探 し て も 最 も 豊 富 な 語 彙 を も っ て い る 言 語

で は な い か と 、 私 は 思 っ て い る 。 

 そ の 上 に 、 日 本 人 の 国 民 性 に 導 か れ た 性 格 で あ る か も し れ な い が 、 日 本 語 で は 感 情 を 言 外 に ほ の め か

す こ と が 非 常 に 一 般 的 で あ る と い え よ う 。 そ の 結 果 、 日 本 語 の 短 い 表 現 で も 、 連 想 の 力 が 働 き 、 俳 句 の

意 味 が 無 限 に 広 が る こ と は 自 然 に で き る と い え よ う 。 た と え ば 、 虚 子 の 

 子 規 逝 く や 十 七 日 の 月 明 に 

を 読 む と 、 句 作 の 背 景 を 知 る 人 な ら 、 誰 も が い た く 感 動 す る に 違 い な い だ ろ う 。 ま た 、 子 規 の 看 病 の 話

を さ て お い て 、 な ぜ 外 国 人 の 私 に も 理 解 が で き る だ ろ う か 。 私 は フ ラ ン ス 人 で 、 フ ラ ン ス で は 十 五 夜 の



月 を 愛 で る 習 慣 は な い 。 む ろ ん フ ラ ン ス 人 は 十 七 日 の 月 に 哀 れ を 感 じ る こ と は ま ず な い 。 日 本 文 学 を 学

ん で き た お 陰 で だ ろ う か 、 私 に も 「 月 の 心 情 」 の よ う な も の が 次 第 に 解 で き る よ う に な っ た 。 そ し て 、

日 本 語 の 俳 句 を 読 ん で い る う ち に 、 こ の よ う な 簡 潔 な 表 現 が 理 解 で き る よ う に な っ た の で あ る 。 つ ま り 、

日 本 語 と い う 言 語 の 修 得 の お 陰 で 、 人 間 と 自 然 を 繋 げ る よ う な 複 雑 な “ 意 味 合 い ” （ “ 表 象 ” ） を 五 感

で 感 じ る こ と が で き る よ う に な っ た と い う こ と に な ろ う 。 

  と こ ろ が 最 近 は 日 本 人 の 中 で 、 「 麦 の 秋 」 、 「 彼 岸 花 」 、 「 十 七 日 の 月 」 な ど と い っ た 表 現 の 本 意

を “ 忘 れ た ” と い う 人 が 増 え て き た よ う な 気 が す る 。 二 十 一 世 紀 に も 、 日 本 語 に し か 存 在 し な い 表 現 が

生 き 残 ら な け れ ば な ら な い と 、 私 は 心 配 し て い る 。 そ う い っ た 表 現 が 忘 れ ら れ た ら 、 世 界 文 化 遺 産 が 失

わ れ た よ う な こ と に な る と い え る の で は な い か 。 

 と き に は 、 日 本 人 よ り も 、 外 国 人 の 方 が 正 し い 日 本 語 を 使 う こ と が あ る 。 と き に は 、 外 国 人 の 方 が 日

本 人 よ り も 武 士 道 に 造 詣 が 深 い と い う こ と も あ る 。 ま た は 、 日 本 人 の 指 揮 者 の 方 が 、 フ ラ ン ス の 指 揮 者

よ り も ラ ヴ ェ ル や ド ビ ュ ッ シ ー の 曲 を 深 く 理 解 す る こ と も あ る 。 俳 句 も そ の う ち 、 柔 道 や 音 楽 と 同 じ よ

う に 、 国 際 的 な 表 現 分 野 に な っ て い く の で あ ろ う 。 

 た だ 、 今 の 段 階 で は 、 外 国 人 で あ ろ う と 、 日 本 人 で あ ろ う と 、 日 本 語 で 句 作 に 挑 戦 し た 方 が 修 辞 的 背

景 が 整 っ て い る と い わ ざ る を 得 な い と 思 う 次 第 で あ る 。 個 人 的 に 、 国 際 俳 句 の 公 用 語 と し て 、 英 語 等 で

は な く 、 引 き 続 き 日 本 語 を 使 用 し た 方 が 二 十 一 世 紀 に 佳 い 作 品 が 生 ま れ る と 確 信 し て い る の で あ る 。 一

八 世 紀 の ヨ ー ロ ッ パ で は 、 イ タ リ ア 語 が オ ペ ラ の 公 用 語 だ っ た 。 モ ツ ア ル ト や ヘ ン デ ル も 、 母 国 語 で は

な い イ タ リ ア 語 の 台 本 に 曲 を つ け て い た 。 百 年 後 、 ワ グ ナ ー を 中 心 と し た 音 楽 ド ラ マ と い う ジ ャ ン ル が

確 立 し て は じ め て ド イ ツ 語 の オ ペ ラ が 花 を 咲 か せ た 。 あ る ジ ャ ン ル と あ る 言 語 が 完 全 に マ ッ チ し て 、 創

作 環 境 が 整 う ま で 、 永 年 の 試 作 が 必 要 だ と 思 う 。 仏 語 ・ 英 語 な ど の ハ イ ク の 場 合 は 、 あ と 数 十 年 と い う

と こ ろ だ ろ う か 。 し か し い ず れ は 「 俳 句 」 ・ 「 ハ イ ク 」 と い う 区 別 の 意 味 が な く な り 、 す べ て の 作 品 を

同 じ 「 俳 句 」 と よ べ る 時 代 が や っ て く る の で あ ろ う 。 そ の 日 ま で 、 大 量 の 研 究 、 試 作 、 そ し て 辛 抱 が 必

要 不 可 欠 で あ ろ う 。 


