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日
文
研

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
創
設

に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年

に
開
設
さ
れ
た
事
業
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
目
的

は
海
外

の
日
本
研
究
者
と
日
本
の
研
究
者
と
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

研
究
と
い
う
人
間
の
営
み
は
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動

の
み
で
成
り
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会
や
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら

の
議
論
や

情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願
い
、
様
々
な
研
究
者
が
自
由
な

テ
ー

マ
で
話
が
出
来
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
イ
ン
フ
ォ
!

マ
ル
な

「
広
場
」
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
を
機
と
し
て
、
皆
様

の
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ

ム
へ
の
ご
理
解
が
深
ま
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

梅

原

猛





● テ ー マ ●

インドにおける俳句

"Haiku"inIndia

● 発 表 者 ●

サ トヤB.ワ ルマ

SatyaB.Verma



発表者紹介

サ トヤB.ワ ル マ

satyaBhushanVerma

ジ ャ ワ ハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大 学 教 授

1932年 、 イ ン ド ・パ ンジ ャー ブ州Rawalpindi生 ま れ 。1952年 、 パ ン ジ ャ ー

ブ大 学 卒 業 。1954年 、 デ リー大 学 大 学 院 で 修 士 号 取 得(ヒ ン デ ィ ー文 学 専 攻)。

1959年 、 ウ ィシ ュ ワバ ル テ イ大 学 にて 日本 語 デ ィプ ロ マ 取 得 。1962～65年 、 日

本 に留 学 。1981年 、 ジ ャワハ ル ラー ル ・ネ ー ル 大 学 よ り博 士 号 取 得 。1952～71

年 、パ ンジ ャー ブ大 学 、 ウ ィ シュ バ ル テ イ大 学 、 ジ ョー ドプ ル 大 学 の ヒ ンデ イ

文 学 部 助 教 授 を経 て 、1974年 よ りニ ュ ー デ リー の ジ ャ ワハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大

学 で 日本 語 日本 文 学 助 教 授 、準 教 授 、教 授 と して 教 鞭 を 取 り、1986年 よ り東 ア

ジア言 語 学 部 主 任 教 授 。1991年1月7日 よ り92年1月6日 ま で 、 国 際 日 本 文 化

研 究 セ ン ター 客 員教 授 。

主 な著 書:

1964年 レオ ・ヒ ュ ーバ ーマ ンの 著 作Man'sWorldlyGoods(小 林 良 正 ・

雪 山 慶 正 両 氏 に よ る邦 訳 の 題 は 「資 本 主 義 経 済 の 歩 み:封 建 制 か ら

現 代 まで 」 岩 波 書 店 、1953)を 英 語 か ら ヒ ンデ ィ ー 語 に 翻 訳 、 イ ン ド

の ナ シ ョナル ・ブ ック ・トラ ス トよ り出版 。

1977年 日本 の 短 歌 と俳 句 を ヒ ンデ ィ ー語 に翻 訳 、 デ ー ヴ ァ ナ ー ガ リ文 字(サ

ンス ク ッ リ ッ ト 。ヒ ンデ ィー語 な ど の 表記 文字)で 表 し たJapani

Kavitaen及 び 日本 の詩 歌 につ い て の 序論 。

1983年 日本 の俳 句 と現 代 ヒ ンデ ィー語 の詩 の 比 較 評 論 、JapaniHaikuaur

AdhunikHindiKavitaを イ ン ドの メ ラ ー ト市 ヒ ンデ ィ ー ・ヴ ィカ

ス ・ビー ト社 よ り出版 。

1989年:LiteratureinTranslation(翻 訳 され た文 学)を 監 修 。 ボ ンベ イ の

ポ プ ラ ー ・プ ラ カ シ ャ ン社 よ り出 版 。



ア
ジ

ア

で
最

初

に

ノ

ー

ベ

ル
賞

を

受

賞

し

た

ロ
ビ

ン

ド

ロ
ナ

ト

・
タ

ゴ

ー

ル

(
国
9
ぴ
ぎ
脅

9
コ
p
甚

目
p
σq
o
居
Φ
)

は

一
九

一
六

年

に

日
本

を

は

じ

め

て

訪

問

し

た

後

、

日
本

の
旅

行

に

つ
い

て

の

「
ジ

ャ

パ

ン

・
ジ

ャ
ト

リ

」

(
日
本

紀

行

)

と

い

う

本

を

ベ

ン

ガ

ル
語

で

書

き

ま

し

た

。

こ

の

旅

行

の

本

の

中

で

タ

ゴ

ー

ル
は

俳

句

も

紹

介

し

、

ベ

ン
ガ

ル
語

の
翻

訳

で

芭

蕉

の

二

つ

の

有

名

な

俳

句

を

例

と

し

て
挙

げ

て

い
ま

す

。

そ

の
俳

句

は

古

池

や

蛙

飛

び

込

む

水

の
音

と

枯

れ

枝

に

鳥

の
と

ま

り

け

り

秋

の
暮

れ

で

す

。

ベ

ン

ガ

ル
語

の
翻

訳

で

は

プ

ロ

ノ

プ

ク

ル

ベ

ン
ゲ

ル

ラ

ー

フ

ジ

ャ

レ
ー

ル

シ

ャ
ボ

ド

ま

た

は

ポ

チ

ャ
ダ

ー

ル

エ
ク

タ

カ

ー

ク

シ

ャ

ロ
ト

カ

ー

ル
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と
な

っ
て

い
ま

す

。

タ
ゴ

ー
ル
は
読
者

に
俳

句
を

紹
介

す

る
に
当

り
次

の
よ

う

に
語

っ
て

い
ま
す

。

「
世

界

の
ど



こ

に
も

三

行

詩

は

存

在

し

な

い

。

し

か

し

、

日

本

の

詩

人

と

読

者

に

は

、

わ

ず

か

三

行

で

こ

と

た
り

る

…

日
本
人

の
心

は
泉

水

の
よ

う

に
ご

ぼ
ご

ぼ

音

を

た

て
な

い
。

湖
水

の
よ

う

に
静

か

で

あ

る

。
」

タ

ゴ

!

ル

の

日
本

紀

行

は

、

お

そ

ら

く

イ

ン

ド

の

こ

と

ば

で

書

か

れ

た

最

初

の

俳

句

に

つ

い

て

の

紹

介

を

し

た

本

だ

と

思

い

ま

す

。

イ

ン

ド

は

た

く

さ

ん

の

言

語

が

あ

る

国

で

す

。

そ

し

て

そ

れ

ぞ

れ

の

言

語

が

豊

か

で

文

学

的

か

つ
歴

史

的

な

伝

統

を

も

っ
て

い
ま

す

。

多

く

の
古

い

イ

ン

ド

の

詩

型

は

短

く

て

、

深

い

意

味

を

も

っ
て

い
ま

す

。

た

と

え

ば

、

ヒ

ン

デ

ィ

ー
語

の

ド

ー

ハ

ま

た

は

バ

ル

ウ

ェ
と

か

、

マ

ラ

テ

イ

語

の

オ

ビ

と

か

、

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ

語

の

ボ

ー

リ

又

は

マ

ヒ

ヤ

と

か

、

タ

ミ

ル

語

の

テ

ル

ク

ラ

ル
な

ど

が

そ

の
例

で
す

。

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト
語

の

ス

ー

ト

ラ

(
経

)

も

、

聖

な

る

教

の

内

容

を

短

い
文

句

で
簡

潔

に

ま

と

め

た

も

の

、

と

い

う

深

い

意

味

を

持

つ
言

葉

を

用

い

た

短

い

歌

と

同

じ

も

の

で

す

。

こ

の
よ

う

に

簡

潔

な

形

態

の
詩

の
あ

る

も

の

は

、

俳

句

に

大

変

似

て

い

ま

す

。

日
本

で

の

仏

教

の
考

え

方

、

ま

た

は

人

生

に
対

す

る

禅

の

教

え

と

い

う

も

の

も

、

イ

ン

ド

人

の

心

に

は

異

質

な

も

の

で

は

な

い

の

で

す

。

イ

ン

ド

の

詩

の

内

容

は

、

こ

と

ば

に

よ

っ

て

直

接

に

表

現

す

る

の

で

は

な

く

、
暗

示

的

に
富

ん

だ

も

の

で
す

。

一
つ

の
例

を

あ

げ

て
み

ま

し

ょ

う

。
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理
轟
劉

叩
鈔
創
却
鉱

朝
卿
釣
到

魂
測
評
窯
、
引
扇
ゴ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ウ

ェ

コ

エ

リ

ア

ン

ボ

ラ

デ

イ

ア

ン

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ー

カ

デ

ボ

ー

ル

チ

ャ

ン

ダ

レ

ヤ

カ

ワ

ン

ー

こ
れ

は

パ

ン
ジ

ャ
ー
ビ
語

の

マ
ヒ

ア
と
呼

ば

れ

る
形

式

の
詩

か

ら

取

っ
た

も

の

で
す

。

こ
れ
を

日
本

語

に
訳

す

る
と
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コ
ー

エ

ル
が

歌

っ
て

い

る

の

に

な

ぜ

お

ま

え

は

歌

わ

な

い

あ

あ

、

い

じ

わ

る

な

烏

こ

の

も

と

の

詩

は

た

っ
た

の

十

八

字

で

す

。

そ

し

て

簡

潔

に

表

現

し

て

い

ま

す

。

コ

ー

エ

ル



(
オ

ニ
カ

ッ
コ
ウ
)
は

マ
ン
ゴ

ー

の
木

に
花

が
咲

き

は

じ
め

る

こ
ろ

に
歌
う

イ

ン
ド

の
鳥

で
す

。

こ
の
鳥

は
あ

ま

い
歌
声

を

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
、

大
変

歓

迎

さ

れ

て

い
ま
す

。

そ
し

て

ま

た
、
春

の
季

節
を

伝
え

る

の
も

こ

の
烏

で
す

。

一
方

、

聞

き

苦

し

い
声

で
鳴

く
烏

な

ど
だ

れ

も

聞

き
た

く
無

い
で
し

ょ
う
。
烏
も

コ
ー

エ
ル
も
黒

い
鳥

で
す

。

き

ょ
う

は

コ
ー

エ
ル
が
歌

っ
て

い
ま
す

。
そ
し

て
、
烏

は
黙

っ
て
い
ま
す

。

で
も

コ
ー

エ
ル

の
歌

声

は
若

い
乙

女

に
と

っ
て
は

嬉
し

く
あ

り
ま

せ
ん
。
と

い
う

の
も

、
イ

ン
ド

で
は

烏

が

恋

人

の

メ

ッ
セ

ー
ジ

を

も

っ
て
く

る

と

い
う
伝
説

が
あ

り
ま

す

。
だ

か
ら

乙
女

た
ち

は
烏

に

ロ
を
開

い
て
欲
し

い
の
で
す

。

イ

ン
ド

の
現
代

文
学

は
西

欧

の
近

代
文

学

の
深

い
影

響

を

受

け

て

い
ま
す

。

西

欧

の
文

学

運

動

は
す

べ

て
イ

ン
ド
の
文
学

界

に
波

及

し

て
行
き

ま

し

た

。
俳

句

も

イ

ン
ド

の
文

学

の
世

界

に

英
文

学
を

通

し

て
紹
介

さ

れ
た
も

の
で
す

。
俳

句

の
初

期

の
翻

訳

者

の
多

く

は
俳

句

の
簡

潔

さ

を
重

視

し
な

い
で
、
十

七
文

字
を
も

と

の
俳
句

に
な

い
韻

律

や

説

明

を

自
由

に
加

え

て
翻

訳

し

ま
し

た
。
そ
れ

は
西
欧

の
読

者

に
、
そ

の
翻

訳

を

わ

か

り

や

す

く

す

る
た

め

で
し

た

。

も

と

の

俳
句

が
ど

の
よ

う
に
翻

訳

さ
れ

て
い
る

か
を

こ

こ
で

一
つ
例

を
挙
げ

て
み
た

い
と
思

い
ま

す
。
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花

の
雲

鐘

は
上
野

か

浅

草

か

英

語

の
翻

訳

で
は
次

の
よ

う

に
な

っ
て

い
ま
す
。



>

O
δ

β
α

O
h

巨

○
ω
の
O
b
P
の

国
9
同

P
ロ
島

⇒
Φ
9
同

日
『
Φ
⇒

ω
≦

Φ
①
け

P
]P
創

O
一Φ
9
『

ミ

げ
P
け

げ
Φ
目

δ

け
げ
9
け

弓
『
鉾

9

彎

日

ω

ヨ

図

Φ
鶏

H
ω

け
げ
9
け

d

Φ
昌
O

O
同

〉

ω
P
犀
β
ロD
9

こ
れ

を

日
本

語

に
訳

し

て
み
ま
す

と

花

の
雲

遠

く

て
近

い

甘
く
澄

ん

で

い
る

な

ん

の
鐘

か

私
を

う

っ
と

り
さ
せ

て
く
れ

る

の

は

上

野

の
鐘

か
浅

草

の
鐘

か

こ
れ

で
は
も
と

の
俳
句

の
説

明
文

に
な

っ
て
し
翫

い
ま
す

。

も

う

一
つ
の
例
を

挙
げ

て
見

ま

し

ょ
う
。

こ
れ

は
芭
蕉

の
句

で
す
。
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夏

草

や

つ
わ

も

の

ど

も

が

夢

の

あ

と

ペ

ー
ジ

(
○
出

始
p
σq
①
)

に

よ

る

英

訳

は
次

の

よ

う

に
な

っ
て

い
ま

す

。

○
冠

冨

琶

①
ぽ

5

マ
Φ
9

≦
畧
ゴ

ω
嘆

汐
σq

鴨δ
妻
①
目

p
σq
巴
コ
ー

k♪
一一
け『
9
け
一の

一①
hけ

O
h
⇔
犀
Φ

α
同
①
9
b
Pω

O
h
けく
『一〇
⑩
けΦ
b
[
♂げ
O
d
「の
9
b[α

<¶Φ、『
居
一〇
弓
の
ω
一9
一b
[

古

い
戦

場

い

ま

は
春

の

花

が

ま

た

咲

い

て

い
る

夢

の
あ

と

に
残

っ
て

い

る

も

の
は

惨

殺

さ

れ

た

二

万

人

の
兵

士

達

も

と

の
俳

句

は

こ
れ

ほ

ど

沢

山

の

事

柄

を

言

っ

て
は

お

り

ま

せ

ん

。

も

と

の

句

の

中

で

示

唆

し

て

い

る

も

の
を

、
俳

句

の

伝

統

に
馴

染

み

の

な

い
読

者

の

た

め

に

、

翻

訳

の

中

で

説

明

し

て

い

る

の

で
す

。
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日
本

語

の
知

識
も

な
く

、
ま
た

、
も
と

の
俳

句

に

直
接

に
接

す

る

こ
と

も

な

し

に

、

イ

ン
ド

で

の
俳
句

に
対

す

る
関
心

は
、

こ

の
よ
う
な
翻

訳
を

通

し

て
始

ま

り
、
発
展

し

て
い
き

ま

し

た

。

イ

ン
ド
の
詩
人

の
幾

人
か

は
、
イ

ン
ド

の
言
語

で
俳

句

と

お

な

じ

よ

う

な
短

い
詩

を

書

き
始

め

ま
し

た

。

一
九
五

〇
年

代

に
、
短

く

て
、
し

か
も

豊

か

な
表

現

力

に
富

み

、
形

式

は
自

由

と

い

う

、
新

し

い
詩

の
形
式

が
生

ま
れ

、
発

展

し
ま

し

た

。

ヒ

ン
デ

ィ
i
語

の
短

詩

か

ら

、

い
く

つ

か

の
例

を

あ
げ

て
み

ま
し

ょ
う

。

刈
急

聾

・扇
多

鎚
矧
コ
』

磐

唱
艶

β

乳

勲
81
鼻

艘
昌
引
衝

ヨ

一7一

 

最
初

の
夕
立

空

は
根
を

地

に
投
げ

つ
け
る

窟

コ

翻



周

囚
鱒

脚
冲
司
却
斗
ー

到
卦

・
岬

均
戯
蜀

醐

蝶

々

は

花

か

ら

花

へ
飛

ん

で

い

く

春

の
神

の

ラ
ブ

レ

タ

ー

犁
劉

雌
凶
孝

虱
ヨ

の

戯
ヨ

パ
倒

刈
知

邸
型
剣
刈
う
頚

聾
砧

ゆ

ゆ

迎
刷

パ
型

』
知

一

一g一

 

6

雲

の
中

の
月

隠
れ

ん
坊

を
し

て

穴
を

探

し

て
い
る
兎

左

の
詩

は
詩

人

の
且

か
ら

見
た

飛
行
場

の

こ
と

で
す

。



レタ
賃

蚕

饗

引

珥
多
貝

多
辞

聟泊
囲
ヨ
罫

調
馴
錯

衷
毎

煙

畠

ヨ
卯
轡

セ

メ

ン

ト

の
湖

遠

く

広

く

広

が

っ
て

い

る

ア

ル

ミ

ニ
ウ

ム

の

白

鳥

が

泳

ぎ

そ

し

て

飛

び

た

っ
て

い
く

一g一

 

当

時
、

イ

ン
ド

で
は
政

治

的

、
ま

た
社

会
的

に
変

化

が

多

く

、
不

安

な
時

代

で
し

た

。

こ

の

形
式

の
詩

は
社
会

風
刺

や
機
知

を
主

な

テ

ー

マ
と

し

て
、
い
ろ

い
ろ
な
名

称

で
流

行
し

ま

し

た

。

俳

句

に
興
味
を

持

っ
た
多
く

の
イ

ン
ド

の
詩

人

た
ち

は
、

俳
句

を

そ

れ

ぞ

れ

自

分

の
言
語

に



翻

訳
し

て
紹
介

し

ま
し

た
。
そ
し

て
、
自

分

の
言

葉

で
俳

句

を

書

き

始

め

る

こ
と

さ

え

し

ま

し

た
。
し
か

し
、
彼

ら

の
詩

の
ほ
と

ん
ど

は
五

・
七

・
五

と

言

う

韻

律

を

守

ら

ず

、

季

語

も

無

視

し
た
も

の
で
し
た

。

こ
の
よ
う
な

作
品

が
俳

句
と

し

て
出

版

さ

れ

て

い
る

の

は
、

詩

人

た

ち

が

そ

の
詩
を

俳
句

と
名

付

け
た

か
ら

で
し

た
。

一
九

五

〇

年
代

に
は

イ

ン

ド

の
多

く

の
文

学

雑

誌

が
、
俳

句

に

つ
い

て

の
紹
介

論
文

や

、
俳
句

の
英

訳

か

ら

の
イ

ン
ド
語

訳

を

記

事

と

し

て
よ

く

載

せ

て

い
ま

し
た

。
こ

こ

で
イ

ン
ド
の
各
言

語

の
中

で
俳

句

が

ど

の
よ

う

に
扱

わ

れ

て

い
る

か

を

み

て
み
ま

し

ょ
う
。

ω

ア

サ

ー

ミ

i

語

ア
サ

ー

ミ

ー

語

の
詩

人

ニ
ー

ル

マ

ニ

・
フ

コ

ン

(
ヴ
臼①
O
一b
PP
づ
一
]円
G

「犀
P
b
「)

は

日
本

の
俳

句

を

ア

サ

ー

ミ

ー
語

に

翻

訳

し

、

「
ジ

ャ
パ

ニ
・
カ

ヴ

ィ

タ

」

(
日

本

の

詩

)

と

い

う

題

で

一
九

七

一
年

に

出

版

し

ま

し

た

。

こ

の
本

の
中

に

は

俳

句

を

含

め

て

、

七

十

三

人

の

作

品

、

九

十

三

篇

が

紹

介

さ

れ

て

い

ま

す

。
紹

介

さ

れ

た

俳

人

は

守

武

、
芭

蕉

、
嵐

雪

、

来

山

、
鬼

貫

、
其

角

、
凡

兆

、
蕪

村

、

良

太

、
蘭

更

、

一
茶

、
子

規

、

句

仏

な

ど

で
す

。

本

の

前

書

き

は

ヒ

レ

ン
・
ゴ

サ

イ

博

士

(
∪
同
.

国
貯
Φ
ロ

Ω
o
ω
巴
)

が

書

い

た

も

の

で

、

日
本

詩

の

美

意

識

に

つ
い

て

の

学

問

的

な

緒

論

と

な

っ

て

い
ま

す

。

翻

訳

は

原

作

に
忠

実

で

、

も

と

の
俳

句

の

簡

潔

さ

を

と

ど

め

て

い

ま

す

。

一10一



②

ベ

ン
ガ

ー

リ

ー

語

タ

ゴ

ー

ル

(
幻
ゆ
甑
巳

蠢

蠧

爵

弓
9

σq
O
同
①
)

の

日

本

の
旅

行

記

に

つ

い

て

は

す

で

に
述

べ
ま

し

た

が

、

タ

ゴ

ー

ル
自

身

は

二

.
三

行

の
詩

も

多

く

書

き

、

こ

の

よ

う

な

詩

を

.、ω
讐

q
ぎ

σq
、、
(
火

花

)

と

い

う

題

の
作

品

集

で
発

表

し

て

い

ま

す

。

タ

ゴ

ー

ル
は

こ

の

よ

う

な

詩

を

書

く

に

当

た

り

、

俳

句

か

ら

ど

の

く

ら

い

の

影

響

を

受

け

た

か

を

知

る

の

は
難

し

い

で

す

が

、

こ

の

よ

う

な

詩

の

ほ

と

ん

ど

は

一
九

二

四

年

に

彼

の

二
度

目

の

日

本

旅

行

中

に
即

興

的

に
書

か

れ

た

も

の

で

す

。

「
タ

ゴ

ー

ル
著

作

集

」

第

二

巻

に

、

こ

の

詩

集

の

日
本

語

訳

が

「
螢

」

と

い

う

題

で

収

録

さ

れ

て

い

ま

す

。
森

本

達

雄

氏

は
後

書

き

の
解

題

の

中

で

こ

の
詩

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に
書

い

て

い

ま

す

。

コ

九

二

〇

年

五

月

か

ら

一
年

二

ヶ
月

に

わ

た

っ
て

、

タ

ゴ

ー

ル

は

ふ

た

た

び

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

か

ら

ア

メ

リ

カ

へ
、

つ

い

で

二

四

年

三

月

か

ら

七

月

に

か

け

て

中

国

・
日
本

を

訪

れ

た

。

中

国

や

日

本

で

は

、
行

く

さ

き

ざ

き

で

『
扇

面

や

絹

布

に

揮

亳

所

望

さ

れ

る

』

と

、

詩

人

は

多

く

は

即

席

で

、
短

詩

(
こ

こ

に

は

、
多

分

わ

が

国

の
俳

句

の
影

響

が

み

ら

れ

る

)
を

書

い

て
求

め

に
応

じ

た

が

、
そ

れ

ら

は

ま

ぎ

れ

も

な

く

詩

と
叡

知

の

飛

び

交

う

火

花

で

あ

っ
た

。
」
..ω
肓
p
図

国
a

ω
.、

と

い

う

題

で
出

版

さ

れ

た

、

こ

の

詩

集

の
英

訳

を

タ

ゴ

ー

ル

は

「
横

浜

の

バ

ラ
氏

」

に

献

げ

て

い

ま

す

。

こ

の

詩

集

の
中

の

一

つ
の
詩

は

日
本

に

つ

い

て

の

詩

人

の

印

象

を

こ

う

語

っ
て

い

一11一



ま

す

。

釦
ヨ
ヨ

3
ヨ
バ
ヨ
出

窯
凸
刈

ヨ
引
刈
到
増
頚
剣
創
一
・

鼠

創
劉

剃
靜
国
コ
罫
姻

翌
コ
』
聾
刻
争
到
引

一

あ
あ

ジ

ャ
パ

ー

ン

汝

の
海

は
落

ち
着

か
な

い

陸
地

は
穏
や

か

で

山

々
は
険
し

く
密

集
し

て
い
る

公
園

は
や
さ

し

い
緑
色

一12一

 

日
本

は
確
か

に

タ
ゴ

ー

ル
の
心

の
中

に
深

く
影
響

を
与

え

て
い
る

こ
と

に
違

い
が

あ

り
ま

せ

ん
。

タ
ゴ

ー
ル
の
短

詩

の
中

か
ら

二

つ
の
例
を

あ
げ

て
み

ま
し

ょ
う
。



皇

引
尋

川

刈
刊
剣
』
・圍
認

〃

る

錯
多

副
顔
坤
聟

3
ゴ

天
か

ら
雨

の
キ

ッ
ス
が
降

る

大
地

は

そ
れ

に
応

え

る

花

々
を

咲

か
せ

て

蝶

に
は
蓮

の
花

を

愛
す

る
暇

が
あ

る

蜜

を

い
そ
が
し

く
集

め

る
蜂

に
暇

は
な

い

寺

タ

ラ

フ

ロ
サ

ド

。
ダ

ー

ス
博

士

(
U
辱
暴

蠶

騨

,釁

O
器
貯
〉

は

ヲ

ラ

ン

ス
文

学

者

で

あ

り

、

 ベ

ン
ガ

ー

ル
語

で
翼

.
七

.
五

調

の
詩

を
書

き

、
イ

ン
ド

・
ハ
イ

タ

・
身

ラ
ブ

の

「
ハ
イ

多
」

と

い

う
機

関
紙

に
、
定
期
的

に
発
表

し

て

い
ま
す

。
彼

の
多

く

の
憐

旬

は

7
勇

ン

ス
を

訪

問

し

た

際

に
書

か
れ

た
も

の

で
す

。
そ

の

一
つ
の
例
を

あ
げ

て
み
ま
し

ょ
う

。

彎
升

d
q



凶
潮
血
潮

川
ヨ

一の

戯
勾

司
川
蚕

～

冬

の
夜

寒

い
風

が
吹

く

物

悲

し

い

③

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー
語

の
作

品

で

有

名

な

詩

人

ス

ネ

ハ

ラ

シ

ュ
ミ

ー

(
の
づ
Φ
ゴ
同
P
ω
げ
HP
一)

は

、

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー
語

で
も

と

の
俳

句

の
精

神

や

雰

囲

気

を

持

ち

、

形

式

と

し

て

も

俳

句

に

大

変

近

い
詩

を

書

く

こ
と

に
成

功

し

ま

し

た

。

彼

は
厳

密

に

五

・
七

・
五

調

を

ま

も

っ

て

い

ま

す

。

そ

し

て
、

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語

で

書

く

他

の
詩

人

た

ち

の
手

本

と

な

り

ま

し

た

。

詩

集

「
ル

ペ

ル
・
チ

ャ

ン
ダ

ル

ヌ
」

(
銀

色

の

月

)

や

「
ダ

!

バ

・
ハ
ト

ノ

ケ

ー

ル
」

(
左

手

の

遊

び

)

は

い

ろ

い

ろ

な

詩

人

た

ち

が

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語

で

書

い

た

俳

句

の
作

品

集

で
す

。

「
ダ

ー

バ

・
ハ

ト

ノ
ケ

ー

ル
」

と

い

う

題

は

「
左

手

で
も

出

来

る

簡

単

な

こ

と

」

と

言

う

意

味

で

、

こ

の

詩

人

た

ち

が

俳

句

を

戯

れ

の
作

品

と

し

て
扱

っ

て

い

る

こ
と

を

示

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

ニ

ラ

ン
ジ

ャ

一14一



ヌ

・
バ
ガ

ト

(
Z
貯
9
三
p
ロ

しU
げ
p
σq・騨
)

や

カ

マ

ル

・
プ

ン
ジ

ャ

ニ
ー

博

士

(
U
5

区
9
ヨ
巴

勺
β
且
p
巳
)

の

よ

う

に

、
真

剣

に
グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

i

語

で

俳

句

を

書

い

て

い

る

人

た

ち

も

い

ま

す

。

ス
ネ

ハ

ラ

シ

ュ
ミ

ー

の
最

初

の

作

品

集

「
ソ
ネ

リ

チ

ャ

ン

ド

・
ル

ペ

リ

ス

ラ
ジ

ュ
」

(
金

の

月

と

銀

の

太

陽

)

は

一
九

六

七

年

に
出

版

さ

れ

ま

し

た

。

こ

の

中

に

は

三

五

九

篇

の

俳

句

と

、

三

篇

の

短

歌

形

式

の
詩

が

紹

介

さ

れ

て

い

ま

す

。
す

べ

て

の
詩

に

は

背

景

に
淡

彩

の

ス

ケ

ッ
チ

が

描

か

れ

、

詩

人

自

ら

が

書

い

た

俳

句

に
関

す

る

二
十

二

ペ

ー

ジ

に

わ

た

る

緒

論

が

本

の

後

書

き

と

し

て

収

録

さ

れ

て

い
ま

す

。
彼

の

二
番

目

の

作

品

集

は

グ

ジ

ャ

ラ

ー

ト

州

文

学

ア

カ

デ

ミ

ー

に

よ

っ
て

一
九

八

八

年

に

出

版

さ

れ

ま

し

た

。

こ
れ

は

三

つ
の

言

語

、

即

ち

英

語

と

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語

と

ヒ

ン

デ

ィ

ー
語

で
書

か

れ

た

も

の

で

、

.、GQ
巨

同
δ
Φ

o
づ

GQ
昌
○
≦
b
①
餌
屏
ω
..と

い

う

題

の

も

と

に

三

〇

四
篇

の
俳

句

が

紹

介

さ

れ

て

い

ま
す

。
も

と

の

作

品

は

グ

ジ

ャ

ラ

ー

テ

ィ

i
語

で

し

た

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の
詩

は

英

語

か

ら

ヒ

ン

デ

ィ

i
語

に
翻

訳

さ

れ

た

も

の

で

す

。

ヒ

ン

デ

ィ

i

語

の

翻

訳

は

バ
ガ

ワ

ト

サ

ラ

ヌ

・
ア
ガ

ル

ワ

!

ル
博

士

(
9

●
uu
冨

σq
p
芝
讐

ω
冨

鐔

⇒

〉
σq
円
9
≦
巴
)

に

よ

っ

て
訳

さ

れ

て

い

ま

す

。

ア
ガ

ル

ワ
ー

ル
博

士

は

グ

ジ

ャ

ラ

ー

ト

大

学

で

ヒ

ン

デ

ィ

ー

文

学

の

教

授

で

あ

り

、
自

ら

も

ヒ

ン

デ

ィ

ー
語

で
俳

句

を

書

き

ま

す

。

英

語

の

翻

訳

は

作

者

自

身

が

行

っ

て

い
ま

す

。

す

べ

て

の

詩

は

五

・七

・五

の
十

七

文

字

の

形

式

が

ま

も

ら

れ

、

ヒ

ン

デ

ィ

ー
語

の

翻

訳

も

こ

の
形

式

に

な

っ
て

い

ま

す

。

い

く

つ
か

の

作

例

を

紹

介

し

ま

し

ょ

う

。
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轟
爿
岬
酋
南

亂

象
ダ

潮
鼻

」

・

四

調
翌

袰
「
謐
ヨ

一

山
ま

た
山

登

っ
て
み
れ
ば

山

ば

か

り

珥
卦
刈
到
創
↓

罫

φ

鮎
費

葺

剣

4
訓
碗

倒
剃
ヨ
ニ
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近
づ

け
ば

山

は
小

さ
く

丘

は
大

き
く

』
暗
葺

藁

蝋

葺
ヨ

瑠
罫

風

雄

卸
節
増
郵

ぎ



山

の
中

空
も

隠

れ
て

た
だ

昌
人

,…㈲

カ

ン

ナ

タ

語

カ

ン
ナ

ダ

州

文

学

ア
カ

ヂ

ミ

ー

の
機

関

誌

の
編

集

長

、

ラ

リ

タ

ン

バ

(
竃
肘
ω

<
●冖
函
=
けげ
9
ヨ
σ
9
)

は

だ

く

き

・ん

の

俳

句

を

カ

ン

ナ

ダ

語

に
翻

訳

し

て

い

ま

す

。

イ

ン

ド
国

文

学

ア
カ

デ

ミ

ー

の

バ

ー

ル

ラ

オ

(
bd
巴
霞

9
0
)

は

自

由

な

ス
タ

イ

ル

で
独

自

の

俳

句

を

発

表

し

て

い

ま

す

。

⑤

マ

ラ

ー

テ

ィ

ー
語

マ
ラ

ー

テ

ィ

ー

語

の
文

学

雑

誌

「
リ

チ

ャ
」

(
霾

筈

9

「
リ

グ

ヴ

ェ
ー

ダ

」

の

詩

)

は

一
九

七

八

年

に

俳

句

に

つ
い

て

の
特

集

号

を

刊

行

し

ま

し

た

。

そ

の
中

で

は

マ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語

の

詩

人

シ

リ

シ

ュ
・
パ

イ

(
ω
げ
一『
一の
げ

℃
9
一)

が

、

紹

介

記

事

を

書

き

、

サ

ダ

ナ

ン
ダ

・
レ

ゲ

(
GQ
巴

p
口
穹

仙
p

国
Φ
σq
Φ
)
、

ヴ

ァ
サ

ン

テ

ィ

・
マ

ジ

ュ

!

ム

ダ

ー

ル

(
<
p
ω
p
口
江

ζ

p
冒
ヨ
9
9
『
)

、

ウ

シ

ャ

・
メ

ホ

タ

(
q
の
鍔

ζ
Φ
巨
9
)

、

シ
リ

シ

ュ
・
パ

イ

(
GQ
ぽ
門
δ
げ

矧
巴
)

な

ど

多

く

の

詩

人

た

ち

の

書

い

た

マ

ラ

テ

ィ

語

の
俳

句

が

紹

介

さ

れ

ま

し

た

。
週

刊

誌

「
ロ
ク

サ

ッ
タ

」

(
ピ
o
厨

讐
鼠

民

主

政

権

)
も

ま

た

、

一
九

八

一
年

七

月

五

日
付

で

、
俳

句

の
特

集

号

を

だ

し

ま

し

た

。

こ

の
号

は

芭

蕉

、

鬼

貫

、

蕪

村

、

一
茶

を

含

む

十

七

人

の

日
本

の
俳

人

の

作

品

の

翻

訳

を

載

せ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

リ

一17一



チ

ャ

・ゴ

ド

ボ

レ

(
H囚一〇
『
「9

(甲
○
似
ぴ
○
一①
)
、

ア

ン

ワ

ヤ
・
ム

ロ
ガ

オ

ン
カ

ル

(
》
づ
芝
帥
団
]<
[巳
σq
9
0
ロ
騨
9
『
)
、

マ

ノ

ハ

ル
・
ト

ド

ケ

ル

(
ζ
P
⇒
○
げ
9
村
日
O
幽
パ
9
増
)

な

ど

の
詩

人

た

ち

に

よ

っ

て

書

か

れ

た

ユ

ニ

ー

ク

な

マ

ラ

テ

ィ
語

の
俳

句

も

紹

介

さ

れ

ま

し

た

。

シ

リ

シ

ュ
・
パ

イ

は

俳

句

に

つ
い

て

沢

山

の

紹

介

文

を

書

き

、
翻

訳

を

し

、
俳

句

を

マ
ラ

テ

ィ

語

で

大

衆

化

す

る

の

に

大

き

な

功

績

が

あ

り

ま

し

た

。

シ

リ

シ

ュ
・
パ

イ

の

俳

句

集

は

「
シ

ル

ヴ

ァ
」

(
ω
ξ

信
≦
9

儀

式

に
使

う

匙

)

と

い

う

題

で

出

版

さ

れ

ま

し

た

。

マ
ラ

テ

ィ
語

の
俳

句

の

ほ

と

ん

ど

は

三

行

の
短

い

詩

で

す

が

、

ど

の

行

も

長

さ

や

シ

ラ
ブ

ル
な

ど

の
規

律

は

守

ら

れ

て

い

ま

せ

ん

。

ナ

レ

シ

ュ

(
Z
異

①
ω
げ
)

は

有

名

な

俳

句

の
風

刺

的

な

パ

ロ
デ

ィ
を

書

き

ま

し

た

。

こ
れ

は

マ

ラ

テ

ィ

語

の

川

柳

と

も

呼

ぶ

べ

き

も

の

で

し

ょ
う

。

ス

レ

シ

ュ
・
マ
ト

ル

(
mWG.門
Φ
oQ
げ

蜜
P
ひげ
⊆
鬥
)

は

五

・
七

・
五

の

代

わ

り

に

七

・
九

・
七

文

字

の
形

式

を

使

っ
て
詩

を

書

く

と

い

う

試

み

に

成

功

し

、

こ

の

形

式

は

マ

ラ

テ

ィ

の

語

法

に

う

ま

く

適

合

し

て

い

る

と

述

べ

て

い
ま

す

。

そ

し

て

こ

れ

を

マ

ラ

テ

ィ

俳

句

と

呼

ん

で

い

ま

す

。

そ

の
作

例

の

一

つ
を

あ

げ

て

み

ま

し

ょ
う

。

一18一
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こ
れ

を
音

韻
数

に
分

け

て
書

く
と
次

の
よ
う

に
な

り
ま
す

。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ア

ダ

ト

エ

コ

ド

ァ

ド

バ

ナ

サ

ヤ

レ

ラ

ピ

ン

パ

ラ

ヴ

ィ

カ

タ

ハ

ン

サ

ト

ヤ

腕
白

な
ピ

!

パ

ル

茶
目

っ
気

た

っ
ぷ
り

に
笑

う

井
戸

の
中

一19一

 

ピ

ー

パ

ル

は

イ

ン

ド

の
木

で
、

村

人

が

よ

く

使

う

井

戸

の

中

の

壁

に

根

を

お

ろ

し

て

茂

っ

て

い

ま

す

。

こ

の
木

は

イ

ン
ド

の
村

民

に

と

っ
て
神

聖

と

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

、

不

都

合

な

場

所

に
生

え

て

い

て

も

切

れ

な

い

の

で

す

。

で
す

か

ら

、

好

き

な

ほ

う

だ

い

に
茂

り

、

い

た

ず

ら

っ

子

の

よ

う

に
笑

っ
て

い
ま

す

。

リ

チ

ャ

.
ゴ

ド

ボ

レ

(
即
8
げ
9

Ω
○
創
げ
○
ε

は
十

才

の
時

に

自

然

に

つ

い

て

書

い

た

短

い
詩

の



作
品

集

で
有
名

な
文
学
賞

を
受

賞

し

ま
し

た
。
彼
女

の
詩

に
添

え

て
著

名

な
芸

術

家

が
描

い

た

絵

は
、

一
九

八

一
年

に
ボ

ン
ベ
イ

の
美

術
館

で
展

示

さ

れ

ま

し

た

。

ヒ

ン
デ

ィ

ー
語

に
訳

し

た

彼
女

の
詩

と
俳

画

の
よ
う

に
書

き
添

え
ら
れ

た
絵

は

ヒ

ン
デ

ィ
!
語

の
週

刊
誌

「
ダ

ル

マ
ユ
ガ
」

(
U
げ
9
『
ヨ
p
葦

σq
9
道
徳

時
代

)
の

一
九

八

一
年

十

一
月
十

五

日
号

に
載

せ
ら
れ

ま
し

た

。
多

く

の

文
学

評
論

家
達

は
彼
女

の
詩
を

「
俳
句

」
と
呼

び

、

評
論

に
と

り

あ

げ

ま

し

た

。

こ
こ

で

シ
リ

シ

ュ
・
パ
イ

の
俳
句

の
例

を

い
く

つ
か

あ
げ

て
み
ま
し

ょ
う
。

4
唄
増
倒

β
州増
創
一到

ヨ
到

』
一樹
樹

ク

卯
響

ヨ

4
ゴ
蚕
濁

列
d
碑
軋

斜
回
剣

別
創

醐
倒
樹
釧
創

d
倒
国

却
乳

一

9
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雨

が
止

ん

で

バ

ナ

ナ

の
葉

の
中

か
ら

蝶

々
が

飛

ん
だ

劉

聟
瀞

ヨ
瓦
自
螽

風

却
鈔

窮
q
勾
刈
引
潟
勠

3

刃
コ
ヨ
母

ロ

る

鮎
馬

端
釦

ヨ
倒
コ

郵

製
雪

御



汽

車
が
速

い

途

中

で
咲

い
て

い
る
花

も

見

る
暇

が
な

い

塁

郤

・渇
虱

唄
調

勤

項
珥
到

剃
卿
倒
却

噌

餐
卿
ヨ
観
刷

創
刈
ヨ
斗
創
卸
到
即
劉

一

小

さ
な
鳥

庭

の
中

か
ら
鳴

い
た

心

は
歓

喜

に
満
ち

た

⑥

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ
語

イ

ン
ド

で
最

も

有

名

な

ギ

ャ
ナ

ピ

ー

ト

(
q
づ
9
つ
9
讐
爵

p
)
文

学

賞

を

受

賞

し

た

著

名

な

女

流

詩

人

、

ア

ム

リ

タ

・
プ

リ

タ

ム

(
>
bρ
居
一け9

℃
円
一"P
目
)

は

、

「
ナ

グ

マ

ニ
」

(
Z
p
σq
`
目

9
巳

)

と

い

う

文

学

雑

誌

の

中

で

俳

句

を

数

句

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ

語

に
翻

訳

し

て

紹

介

し

ま

し

た

。

俳

句

と

パ

ン

ジ

ャ
ー

ビ

語

の
詩

「
マ
ヒ

ヤ
」

の

比

較

研

究

に

つ

い

て

の
私

の

書

い

た

文

章

が

「
パ

ラ

ン

パ

ラ

」

(
℃
帥
『
p
ヨ
b
9
屑
9
)

と

い

う

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ

語

の
文

学

雑

誌

の

一
九

七

九

年

十

二

月

号

に

出

ま

し

た

。

ニ

ュ
ー

デ

リ

ー

に

あ

る

国

立

の
外

国

語

学

校

の
前

校

長

で
あ

る

サ

ト

ヤ

ナ

ン

ド

・
ジ

ャ
ヴ

ァ
博

一21一



士

(
U
目
●
ω
p
蔓

p
鬘

a

q
p
〈
9
)

は

、

パ

ン
ジ

ャ

ー
ブ

地

方

の
文

化

の

特

質

で

あ

る

情

熱

や

活

気

を

俳

句

の
形

式

で
表

現

し

ま

し

た

。
彼

は

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ

語

、

ウ

ル

ド

ウ

ー

語

、

ヒ

ン

デ

ィ

i

語

そ

し

て

シ

ン

デ

ィ

!

語

で

俳

句

を

書

い

て

い

ま

す

。

モ

ハ

ヌ

・
カ

テ

ィ

ヤ

ー

ル

博

士

(
U
鬥
.

ζ
○
げ
碧

囚
p
受
巴
)

や

ウ

ル

ミ

ラ

.
コ

'ー

ル

(
d
.同
日
一一9

国
9
⊆
一)

も

パ

ン
ジ

ャ

ー

ビ

語

で

俳

句

を

表

現

し

て

い
ま

す

。
ジ

ャ
ヴ

ァ
博

士

の

二

つ
の
俳

句

を

例

と

し

て

あ

げ

ま

し

ょ

う

。

げ

調郵

耋

饗

卦
毎

聾

嵎
聾

諏
司

鋤

鰤

一22一

 

収
穫
期

孔
雀

の
よ
う

に
歩

く

村

の
少
女

卦
剄

凸
岬

.

働

4
到
紬

甜

.彗

郵

一



パ

ン
ジ

ャ

ー

ブ

の

ジ

ャ

ー

ト

達

バ

ン
ゴ

ラ
を

踊

る

ベ

サ

キ

の
祭

ベ
サ
キ

は

パ

ン
ジ

ャ
ー
ブ

地
方

の
豊

か
な
農

作
物

の
収

穫

を
祝

っ
て

四
月

中

旬

に
行

わ

れ

る
祭

で
す

。
ジ

ャ
ー
ト
と

は
主

に
農

耕

に
従
事

し

て
い
る

パ

ン
ジ

ャ
ー
ブ

地

方

の
民

族

で

、

バ

ン
ゴ

ラ
は

パ

ン
ジ

ャ
ー
ブ

地
方

の
男

だ
け

が
踊

る
有
名

な

フ

ォ
ー
ク
ダ

ン

ス
で
す

。

㎝

シ

ン

デ

ィ

!

語

シ

ン

デ

ィ

!

語

の
詩

人

は

俳

句

に

イ

ン
ド

の
伝

統

的

な

詩

の
形

式

、

ド

ー

ハ
を

修

正

し

た

形

式

を

俳

句

に
取

り

入

れ

て

い
ま

す

。

ド

ー

ハ

の
韻

律

は

=

ニ
ー

一

一
-

一
三

-

一

一
の

マ
ト

ラ
ー

で

、

マ

ト

ラ

ー

は

一

つ
の
母

音

の
発

音

す

る
時

間

の

長

さ

の
単

位

で

す

。

シ

ン

デ

ィ

ー

語

の
詩

人

は

ド

ー

ハ
の

=

二
ー

一

一
1

=

ニ
マ
ト

ラ

ー

の
部

分

を

取

っ

て

、

そ

れ

を

シ

ン

デ

ィ
俳

句

と

呼

ん

で
使

っ
た

の

で

す

。
詩

人

ナ

ラ

ヤ

ナ

・
シ

ャ

ム

(
Z
p
轟

図
p
昌
o

ω
ξ

9
目
o
)

や

、

ク

リ

シ

ュ
ナ

・

ラ

ー

ヒ

(
H〈
同
一〇Qげ
昌
P

国
餌
ゴ
一)

は

シ

ン

デ

ィ

1

語

の

こ

の

形

式

を

促

進

し

て

い

ま

す

。

こ

の
形

式

で

か

れ

ら

の
俳

句

は

「
マ
ク

・
ビ

ナ

・
ラ
ヴ

ェ
ル
」

'(
ζ
P
障

】W
げ
一口
P

即
9
ぐ
Φ
一)
、

そ

れ

か

ら

「
ク

ラ

ン

チ

」

(
囚
巳
p
づ
o
げ
)

と

い

う

題

の

詩

集

の
中

で

そ

れ

ぞ

れ

収

録

さ

れ

て

い

ま

す

。

モ

テ

ィ

ラ

ー

ル

・
ジ

ョ
ト

ワ

ニ
博

士

(
U
5

ζ
○
昌
巴

q
o
薯

p
巳
)

は

シ

ン

デ

ィ

ー

語

文

学

評

論

家

で

、

詩

人

で
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も

あ

り

ま

す

。

ジ

ョ
ト

ワ

ニ
博

士

は

彼

ら

の
詩

を

、

同

じ

韻

律

で

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

に

翻

訳

し

て

い
ま

す

。

彼

は

ナ

ラ

ヤ

ナ

・
シ

ャ

ム
と

ク

リ

シ

ュ
ナ

・
ラ

ー

ヒ

の

作

品

が

シ

ン

デ

ィ

ー

語

の

言

い

回

し

に
合

う

よ

う

に
新

し

い
リ

ズ

ム
を

与

え

た

と

述

べ

て

い

ま

す

。

⑧

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

ア
ギ

ェ
ー

ヤ

(
〉
σq
図
①
図
餌
)

は
ギ

ャ
ナ

ピ

ー

ト

(
魯

9
5
p
官
夢
9
)

文

学

賞

の

受

賞

者

で

あ

り

、

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

で

作

品

を

書

く

代

表

的

な

詩

人

で

し

た

。

彼

は

一
九

五

一
年

に

次

の

よ

う

な

三

行

詩

を

つ
く

り

ま

し

た

。

一24一
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葉
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え

て

落
ち

着

い
た



ア
ギ

ェ
ー
ヤ
は

こ

の
三
行

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
書

い
て

い
ま
す

。

「
実

際

に
起

こ

っ
た
事

は

、

私

が

言
葉

に
そ
れ

を
書

き
留

め

る
だ

け

の
時

間
も

な

か

っ
た
。
鳥

は
木

の
葉

に
触
れ

、
お

そ

ら
く

な

に
か

に
怯

え

て
飛
び

去

っ
た

。
私

は
そ

の
瞬
間

を
捉

え

よ

う

と

し

た

。

け

れ

ど
も

、
そ

の
瞬

間

は
ま

る

で
な

に
か
ま
だ

完
成

し

て
い
な

い
も

の
の
よ
う

で
、私

は
心

の
中

の
感
情

に
と
ら
わ
れ
た
。」

一
九

五
九
年

に
詩

人

は

日
本

を

訪
問

し
ま

し
た

。
そ

こ

で
彼

は
禅

の
公

案

に

つ
い
て

研

究

し

ま

し

た
。
帰
国
後

、
彼

は
た

く
さ

ん

の
俳

句
を

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

に
訳
し

ま
し

た
。

そ
し

て
、
突

然

、

彼
が

不
完
全

だ

と
思

っ
て
置

い

て
し

ま

っ
た

三
行
が
実

際

に
は

完

成

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

に

気
が

つ
い
た

の

で
し

た
。

こ

の
三
行

は
後

に
詩

と

し

て
次

の
詩

集

の

一
つ
に
収

録

さ
れ

ま

し

た

。

「
ア
リ

・
オ

ー

・
カ

ル
ナ

ー

・
プ

ロ
バ

マ
イ
」
(
〉
艮

○

国
餌
霑
蠧

勺
蠧
ぴ
冨

日
p
旨

)

と
呼

ば
れ

、

一
九

五
九

年

に
出
版

さ
れ

た

そ

の
詩

集

の
な
か

に
は
俳

句

の
翻

訳

も

含

ま

れ

て

い
ま
す

。
序

文

に
も

俳
句

が
紹

介

さ
れ
、
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て

い
ま

す

。

「
俳

句

は

西

欧

よ

り

も

、
わ

た

し

た
ち

に
よ
り
近

い
も

の
で
し

ょ
う

。
ま

た
、
わ

た
し

た
ち

の
詩

的
感

性

に
大
変

近

い
も

の

で
す

。
」

東
京

外
国

語
大

学

の

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

文
学

の
田
中
敏
夫

教

授

は

「
ア
ギ

ェ
ー

ヤ
は
俳

句

の
外

国

語

の
翻

訳

に

一
番
成

功
し

た
翻

訳
者

で
あ

る

。
」
と
言

っ
て

い
ま
す

。

ア
ギ

ェ
ー

ヤ
は

日
本

語

が

わ

か
り

ま
せ

ん
。
し
か

し

日
本
人

の
友

達

の
助

け
を

借

り

て
翻

訳

さ

れ

た

詩

の
深

い
と

こ
ろ

ま

で
理
解

し

よ
う
と

し
ま
し

た

。
と
き

に
は

、
勝

手

な

翻

訳

も

加

え

ま

す

が

、

美

し

い
詩

に
翻

訳

一25一



こ
と

に
成
功

し

ま
し

た
。
彼

は
も

と

の
意

味
を

伝
え

る

こ
と

が
難

し

い
語
句

や

、
翻

訳

に
よ

っ

て
も

と

の
意

味

か
ら

あ
ま

り

に
も
離
れ

て
し
ま

う
、
と

考

え

た
詩

を

日
本

の
俳

句

に
影

響

さ

れ

た

、
ま

た
は
着

想

を
得

た
も

の
と
呼

び

ま
し

た
。
翻

訳

以

外

に

ア
ギ

ェ
ヤ

は
自

分

で
も

た

く

さ

ん

の
俳
句

の
よ

う
な
詩

を
書

き

ま
し

た
。
そ

の
詩

の

い
く

つ
か

は
詩
集

「
ア
リ
・
オ
i
・
カ

ル
ナ
ー
・

プ

ロ
バ

マ
イ
」

の
中

に
集

め

ら
れ

、
ま

た
別

の
詩

集

の
中

に
も

収

録

さ
れ

て

い
ま

す

。

日
本

の

鳥

居

に

つ
い

て

の
彼

の
詩

の

一
つ
を
紹
介

し

ま
し

ょ
う

。

幻
刃
川
却
到
ヨ

司
聾

寄

轡
⇒
蟄

剥
働

都

賓

評
副
茸

騨
4
ズ

ゴ

調
動

剄
凋
扇
痴

凡
ヨ
到
鐵
窒

㌻
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神

社
も

寺
も

見
え

な

い

像

も
あ

る
か

も
し

れ
な

い

雲

を
越

え
.て
天
空

に
聳

え

て

い
る

赤

い
鳥

居



俳

句

を

ヒ

ン
デ

ィ

ー

語

に

翻

訳

す

る

も

う

一
人

の

有

名

な

学

者

は

プ

ロ
バ
カ

ル

・

マ
チ

ュ
ウ

ェ

博

士

(
H)同
.
用
》同
P
び
『[P
犀
P
同
リ』[鋤
、O
}冖♂<
①
)

で

す

。
彼

は

イ

ン

ド
国

文

学

ア

カ

デ

ミ

ー

の

前

事

務

局

長

で
あ

り

、
有

名

な

作

家

で
す

。
彼

は
最

初

、

一
九

六

〇

年

に
出

版

さ

れ

た
著

書

「
イ

ン

ド

と

ア

ジ

ア

の
文

学

」

の
中

で
俳

句

を

紹

介

し

ま

し

た

。

日

本

を

訪

問

し

た

後

、

彼

は

二

五

〇

句

の
俳

句

を

ヒ

ン
デ

ィ

ー

語

に
翻

訳

し

て

い

ま

す

。

俳

句

は
広

く

論

じ

ら

れ

、

そ

し

て

一
九

六

〇

～

七

〇

年

代

に

は

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

に

よ

く

翻

訳

さ

れ

ま

し

た

。

サ

ト

ヤ

・
パ

ー

ル

・
チ

ュ
グ

博

士

(
∪
同
.
ω
p
蔓
9

℃
巴

O
ゴ

σq
プ
)

は

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

で

い

く

つ
か

の
俳

句

を

書

き

ま

し

た

。

そ

し

て
、

彼

の
詩

集

に

そ

の

俳

句

は

収

録

さ

れ

て

い

ま

す

。

彼

の
最

初

の

こ

ろ

の

ス
タ

イ

ル

は

ア
ギ

ェ
ー

ヤ

の

影

響

を

受

け

た

も

の

で

し

た

が

、

後

に

彼

は

自

分

自

身

の
独

自

な

ス

タ

イ

ル

を

作

り

上

げ

、

五

・
七

・
五

の
形

式

に

従

っ

て

い

ま

す

。

彼

の

詩

集

の

一
つ
で
あ

る

「
ワ

ー

マ

ヌ

・
ケ

ー

・
チ

ャ

ラ

ヌ
」

(
<
p
ヨ
碧

丙
①

O
げ
9
「
導

一
寸

法

師

の

足

)

の
中

の

一
部

に
、

俳

句

と

い
う

見

出

し

を

つ
け

て

自

作

の

俳

句

を

載

せ

て

い
ま

す

。

彼

は

い

く

つ
か

の
美

し

い
詩

を

書

い

て

い

ま

す

が

、
彼

の

ほ

と

ん

ど

の

俳

句

は

言

葉

の
遊

び

が

中

心

に

な

っ

て

い
ま

す

。

私

は

一
九

七

七

年

に
俳

句

と

短

歌

の

ヒ

ン
デ

ィ
ー

語

の

翻

訳

を

出

版

し

ま

し

た

。

本

の

左

の

ペ

ー

ジ

は

日
本

語

で
書

か

れ

た

俳

句

や

短

歌

で

、
ふ

り

が

な

は

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

の

デ

ヴ

ァ

ナ

ー
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ガ

リ
文
字

で
す

。
右

の
ペ
ー
ジ

の
上

の
半

分

に
は
そ

の
俳
句

や
短

歌

が

デ
ヴ

ァ
ナ

ー
ガ

リ

文
字

で
、
下

の
半

分

に

そ

の
ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

の
翻

訳
を

載

せ

て

い
ま
す

。

こ

の
本

は

日
本

語

の
活

字

を
使

っ
て
、
も

と

の
俳

句
を

直
接

イ

ン
ド

の
言

語

に
翻

訳

し

た

と

い
う
点

で

、
お

そ
ら

く

イ

ン

ド

で
は
じ
あ

て
の
も

の
だ

と
思

い
ま

す
。
前

書

き

は
俳

句
と
短

歌

に

つ
い

て
の
紹
介
論
文

に
な

っ

て

い
ま
す
。
本

の
最
後

の
部

分

に
、

こ
の
本

で
と

り

上

げ

た

俳
人

や
歌

人

の
紹

介

を

し

て

い
ま

す

。
私

の
二
冊

目

の
本

は
俳

句

に

つ
い

て
の
紹
介

論
文

で
、

一
九
八

三
年

に
出
版

さ
れ

ま

し

た
。

こ
の
よ
う
な

私

の
本

は
イ

ン
ド

で
俳

句

に

つ
い

て
新

た

な

関

心

を
引

き
起

こ
し
ま

し

た

。

一
九

七
八
年

に
は
イ

ン
ド
・
ハ
イ
ク

・
ク

ラ
ブ

が
設

立

さ
れ

、

こ

の
ク

ラ
ブ

の
活

動

の

一
つ
と

し

て

二

ヶ
月
ご

と

に

■
ハ
イ
ク
」
と
呼

ば
れ

る

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

の
機
関

紙
を
出

す

よ
う

に
な

り

ま
し

た
。

機
関
紙

は
ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

で
書

か
れ

た
俳

句

や
他

の
イ

ン
ド

の
言

語

で
書

か

れ

た
俳

句

の
ヒ

ン

デ

ィ
ー
語

訳
を

、
デ
ヴ

ァ
ナ

ー
ガ
リ
文

字

で
出

す
と

い

う
も

の

に
な

り

ま

し

た

。

ま

た

こ

の
雑

誌

の
中

に
は

イ

ン
ド

で
出
版

さ
れ

た
俳
句

集

の
書

評

や
読

者

の
意

見

、

ま

た

編
集

者

に

よ

る

評

論
な

ど
も
載

っ
て
い
ま
す

。
カ
リ

ー
カ

ッ
ト
大

学

の
ゴ

ー

ピ

ー

ナ

ー

ト

ン
教

授

の
言
葉

に
よ

る

と

「
こ

の
機

関
紙

は

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

を

イ

ン
ド

の
あ
ら

ゆ
る
言
葉

の
連
結

語

と
し

て
使

っ
て
、
イ

ン
ド

の
俳

句
運

動

に
主
な
役

割
を

果

た
し

て

い
る
」
と

の

こ
と

で
す

。

こ

の
ク

ラ
ブ

の
会

員

は

ま
も

な

く
イ

ン
ド
全

土

で
四
〇
〇

人
を
超

す

こ
と

に
な
り
ま

し
た

。
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一
九
八
九

年

に
は

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

の
俳

句

の
代
表

的

な

詩

集

を

「
ハ
イ

ク

一
九

八

九
」

と

い
う
題

で
出

版

し
ま

し
た

。
こ

の
詩
集

で
は
各
詩

人

が

七

篇

の
俳

句

を
紹

介

し

、
合

計

三

〇

人

の
詩

人
が

紹
介

さ
れ

て
い
ま
す

。
そ

の
例
を

い
く

つ
か
紹
介

し

て
み
ま

し

ょ
う
。

劉

司

気

鹽

卦

味智
蕊

気

型
轟
£

新

婦

の

額

の
上

に

秋

の
月

プ

ル

シ

ョ

ッ

タ

ム

・
サ

ト

ヤ

プ

レ

ミ

(
℃
霞

磊

8

零
9
ヨ

oQ
讐
巻

同
Φ
邑

)

(
土

井

久

弥

訳

)
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寺

の
中

鐘

鳴

り
渡

り

そ
と
悲

鳴

ヴ

ィ

ド

ヤ

ビ

ン
ヅ

・
シ

ン
グ

博

士

(
】∪
憎
.
<
一◎
団
P
昌
一口
α
⊆

ω
一昌
σq
『
)

(
土

井

久

弥

訳

)

曵
測
⇒

ら
到

醤

想
到
傑
聾

窘

罫

一
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サ
ー

ワ

ン
の

祭

に
揺

れ

る

青
葉

か
な

ヴ

ェ
ダ

ギ

ャ

・
ア
リ

ヤ

博

士

(
U
困
●
<
巴

9
σq
蜜
9

>
亳

p
)

(
鈴

木

良

昭

訳

)



こ

の
十

年

間

、

俳

句

に

つ
い

て

の
何

冊

も

の

作

品

集

が

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

で

出

版

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の
中

に

は

、

バ
ガ

ワ
ト

サ
ラ
ヌ
.
ア
ガ

ル
ワ
ー
ル
博
士

(
U
鬥
・
cu
げ
p
σq
≦
鉾

の
げ
輿

p
口

〉
σq
σp
『
9
毒
巴
)

の

「
シ

ャ

ー

シ

ョ

ワ

ト

・
ク

シ

テ

イ

ジ

ョ
」

(
ω
プ
9
ω
ゴ
≦
P
け
國
ω
げ
騨
ご
)
、

ス
ダ

i

・
グ

プ

タ

博

士

(
U
さ

ω
二
傷
げ
9

Ω
β
窟
p
)

の

「
ク

シ

ュ
ブ

i

・
カ

i

・
サ

フ

ァ
ル

」

(
国
げ
β
ω
ず
げ
β

犀
9

ω
P
hP
『
)
、

ラ

コ

シ

ャ

マ

ン

.
プ

ロ
サ

ー

ド

・
ナ

イ

ク

博

士

(
U
鬥
・
『
9
犀
ω
『
H口
鋤
旨

℃
円
P
ω
9
自
7
判P
一犀
)

の

「
ハ
イ

ク

五
七

五

」
、
ゴ

ー

ビ

ン
ド

・
ナ

ラ

ヤ

ヌ

.
ミ

シ

ョ

ラ

(
○
・O
<
一口
α
P

Z
P
N
9
一昌
P

ン
宀
一ωげ
同
P
)

の

「
テ
イ

ル

ベ

ニ
」

(臼
鬥
貯
①
巳
)
、

サ

テ

イ

シ

ュ
・
ヅ

ー

べ

博

士

(
H)同
●
ω
ゆ
け一〇Q
ゴ

H)β
び
①
)

の

「
マ

ー

ル

ヴ

ィ

。
ハ
イ

ク

」

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

マ

ー

リ

ヴ

ィ
は

ヒ

ン
デ

ィ

i

語

の
中

の
方

言

の

一
つ
で

、

マ

ー

ル
ヴ

ィ

・
ハ

イ

ク

と

は

そ

の
方

言

で
書

か

れ

た

俳

句

集

で
す

。

「
ラ

コ
リ

i

・
カ

・
サ

ポ

ナ

ー
」

(
い
葵

9
ユ

閑
p

の
p
b
畧

9

木

の

夢

)

と

い
う

題

の

ス
ダ

i

・グ

プ

タ

の

二

冊

目

の
句

集

や

、
ヴ

ィ

ド

ヤ

ビ

ン
ヅ

・
シ

ン
グ

博

士

(
U
鬥

・

≦

身

9
げ
言
含

ω
ぎ
讐

)

の
句

集

が

目

下

印

刷

中

で
す

。

ラ

デ

シ

ャ

ー

ム

(
国
巴

げ
①
。。
ξ

o
ヨ
)

は

イ

ン

ド

の
神

話

を

テ

ー

マ
に

二

千

句

も

の

俳

句

を

書

き

続

け

て

い
ま

す

。

イ

ン

ド

.
ハ
イ

ク

は

俳

句

の
簡

潔

さ

と

形

式

を

守

ろ

う

と

し

て

い

ま

す

が

、
特

別

な

思

想

と

か

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

と

は

関

係

し

て

い
ま

せ

ん

。

イ

ン

ド

の

俳

句

は

テ

ー

マ
や

経

験

を

イ

ン

ド

に

求

め

る
も

の

で
す

。

イ

ン

ド

の
伝

統

や

イ

ン

ド

の
文

化

的

な

考

え

に

立

脚

し

て

俳

句

の

主

題

と

い

う

も

の
を

捉

え

て

い

ま

す

。
現

代

イ

ン

ド

の
政

治

の

不

安

定

さ

や

暴

力

沙

汰

も

、

イ

ン

ド

・

ハ
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イ
ク

の
主

題

に
と
り
上

げ

ら
れ

、
川
柳

の
よ

う
な
風

刺

も

よ

く
表

現

さ

れ

て

い
ま
す

。
俳

句

と

い
う
名

で
イ

ン
ド
で
書

か

れ

て

い
る
す

べ

て
の
も

の
が

、
本

当

に
俳

句

と
呼

べ
る
も

の

か
ど

う

か

は
ま
だ

議
論

の
あ

る
問

題

で
す
が

、
五

・七

・
五
調

の
形

式

で
書

か

れ

た
も

の
は
俳

句

と

名

づ

け

ら
れ

て

い
ま
す

。

イ

ン
ド

で
は
俳

句

に

つ
い
て
ま
す

ま
す
関

心

が
高

ま

っ
て

い

ま
す

。

こ

の
俳

句

の
人

気

は

、

商
業

的
な

広
告

に
ま

で
使

わ
れ

る
よ

う

に
な

っ
て
来

て

い
ま

す

。

サ

リ

ー

の
あ

る
製

造

者

は

、

サ
リ

ー
を

「
俳

句

サ
リ

i
」
と
名

づ

け
た

く
ら

い
で
す

。
し

か

し

こ

の
サ

リ

ー

は
美

し

い
か

も

し
れ

ま

せ
ん
が

、
長

さ

は
決

し

て
短

く

あ
り

ま
せ

ん
。
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インド書語地図

インドはその民族の多様性を反映 し多言語の国である。ヒンディー語 に代表される北部のインド・ア
ーリア系諸語とタミル語に代表される南インドのドラヴィダ系諸語で、インド全体 を南北 に二分して

いる。また、中央部から東北部にかけてオーストロ ・アジア系諸言語 が分布。インドの憲法で主要言

語 とされているのは1)ヒ ンディー語、2)カシミーリー語、3)バンジャーピー語、4)ア ッサー ミー語、
5)ベンガーリー語、6)オ リヤー語、7)テル グ語、8)タミル語、9)マラヤーラム語、10)シ ンディー語、

11)ウル ドゥ謂.12)サ ンスクリッ ト語.13)カ ンナダ語、14)グジャラーティ語、15)マ ラティー語。
インド連邦政府はヒンディー語と英語 を使用。(★ 本文参照)
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***発 表 を 終 え て***

インドでは17の公用語があり、それぞれの長 い

歴史とともに豊かな文学の伝統をもっています。

今までインドの現代文学は多様な西欧の文学運動

の影響を受けて来ましたが、最近、日本の俳句に

っいての関心力塙 まってきました。俳句に興味を

持 ったインドの詩人たちは俳句を自分の言語に翻

訳し、俳句のような短い詩を作 り始めました。五・

七・五音数の形式で書かれたものはすべて俳句 と

名付けられているような昨今です。

今回、日文研フォーラムで発表の機会を与えて

頂き、インドの言葉で書かれた俳句を紹介 しま し

た。この発表の後のディスカッションを通 じて、

出席者との交流は私にとってまことに楽 しい経験

で した。梅原所長はじめ日文研の皆様に心から感

謝の気持ちを表 したいと思います。
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日文 研 フォーラム開催一 覧

r

回 年 月 日

1

発 表 者 ・ テ ー マ

i
62.10.12

(1987)

ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助 教授)

AlessandroVALOTA

「近代 日本 の社会移動 に関す る一、二の考察」

2
62.12.11

(1987)

エ ンゲルベル ト・ヨリッセン(日 文研客員助教授)

EngelbertJORIﾟEN

「南 蛮時代の文書 の成立 と南蛮学 の発展」

③

、.

63.2.19

(1988)

リーA.ト ンプソン(大 阪大学助手)

LeeA.THOMPSON

「大相撲 の近代化 」

4
63.4.19

(1988)

フォスコ ・マライー二(日 文研客員教授)

FoscoMARAINI

「庭園 に見 る東西文 明のちがい」

0
63.6.14

(1988)

宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

SONGWhiChil

「大塩平八郎研究の問題点」

6
63.8.9

(1988)

セップ ・リンハル ト(ウ ィーン大学教授)

SeppEINHART

厂近世後期 日本 の遊 び一拳を中心 に一」

0
63.10.11

(1988)

スーザンJ.ネ イピア(テ キサス大学助教授)

SusanNAPIER

「近代 日本小説 における女 性像 一現 実 と幻想 一」
・ 「

⑧

㌧

63.12.13

(1988)

ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助 教授)

JamesC.DOBBINS

「仏教 に生 きた中世 の女 性 一恵信尼 の書簡 一」
ノ



r 丶

厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)

0
元.2.14

(1989)

YANAnSheng

「中国人留学生の見た明治 日本」

劉 敬文(遼 寧大学日本研究所副所長)

0
元.4。11

(1989)

LIUJingwen

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大 学助 教授)

⑪
元.5.9

(1989)

SuzanneGAY

「中世 京都 における土倉酒屋 一都市社会の自由とその限界一」

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

0
元.6.13

(�9s9)

HSIAGang

「イ ン タ ビ ュ ー ・ノ ン フ ィ ク シ ョ ンの 可 能 性 一 猪 瀬

直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」

エル ンス ト・ロコバ ント(東 洋大学助教授)

0
元.7.11

(1989)

ErnstLOKOWANDT

「国家神道 を考え る」

キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世 界文学研究所教授)

14
元.8.8 KIMRekho
(1989) 「近代 日本文学研究の問題点」

ハル トムー ト○.ロ ーターモ ンド(フ ランス国立高等研究 院

15
元.9.12

(1989)

教授)

HartmutO.ROTERMUND

「江戸末期における疱瘡神 と疱瘡絵の諸問題」

汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員

⑯
元.10.3

(1989)

教 授)

WANGXiang-rong

「弥生時期 日本に来た中国人」

ジェフリー ・ブﾟ一 ドベ ン ト(ミ ネソタ大学助教授)

17
元.11。14

(1989)

JeffreyBROADBENT

「地域開発政策決定過程を通 してみた日米社会構造 の比較」
＼ ノ



⑱

r

元.12.12

(1989)

丶

エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究 所助教授)

EricSEIZELET

「日本 の国際化の展望 と外 国人労働者 問題 」

19
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ジョー ンズ(イ ンデ ィアナ大学 準教授)

SumieJONES

「レトリックと しての江戸」

⑳
2.2.13

(1990)

カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

CarlBECKER

「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

(1990)

グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教 授 ・日文研客

員教授)

GrantK.GOODMAN

「忘 れ られた兵士 一戦争中 の日本 に於 けるイ ン ド留学生」

22
2.5.8

(1990)

イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・

日文研客員助教授)

IanHideoLEVY

「柿本人麿 と日本文学 における『独創性」について」

23
2.6.12

(1990)

リヴィア ・モネ(ミ ネ ソタ州立大学助教授)

LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体」

⑳
2.7.10

(1990)

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇一文化伝統からの一考察 一」

25
2.9.11

(1990)

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

MAXing-guo

「正月の風俗 一中国と日本」

62

㌧

2.10.9

(1990)

ケネス ・ク ラフ ト(リハイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社 会活動」
丿



72

〆

2.11.13

(1990)

、

アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)

AhmedM.FATTHY

「義経文学 とエ ジプ トのべーバルス王伝説 における主従 関係

の比較」

⑱
3.1.8

(1991)

カ レル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科 長 ・日文研客員

助教授)

KarelFIALA

「言語学 か らみた「平家物語 ・巻一』の成 立過程」

29
3.2.12

(1991)

ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学

研究所上級研 究員)

AleksandrA.DOLIN

「ソビエ ッ トの 日本文学 翻訳事情 一古典 か ら近代 まで一」

30
3.3.5

(1991)

ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)

WybeP.KUITERT

「バロック ・ヨーロッパの日本庭園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅 一」

⑳
3.4.9

(1991)

ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ル シャワ大学教授 ・日文

研客員教授)

MikoiajMELANOWICZ

「ポーラン ドにおける谷崎潤一郎文学」

32
3.5.14

(1991)

ベア トリスM.ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立

大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)

BeatriceM.BODART-BAILEY

「三百年前 の京都 一ケンペルの上 洛記録 」

⑳
3.6.11

(1991)

サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハ ルラール ・ネール大学教授 ・

日文研客員教授)

Satya.B.VERMA

「イ ンドにおけ る俳句」

43

丶

3.7.9

(1991)

ユルゲ ン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学 教授 ・日文研客員教授)

J�genBERNDT

Iド イッ統 合 とベル リンにおける森 鴎外記念 館」
ノ



53

厂

3.9.10

(1991)

、

ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEEKINS

「忘 れ られたアジアの片隅 一50年 間 の日本 とビルマの関係」

36
3.10.8

(ユ991)

王 曉平(天 津:師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

WANGXiaoPing

「中国詩歌 における日本人のイメージ」

⑳
3.11.12

(1991)

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)

SHINYong-tae

「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字との脈絡を探 る一」

83

㌧

3.12.10

(1991)

洪 潤植(東 国大学校教授)

HONGYoonSik

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」
ノ
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鰄01

1992年9月10日

国際 日本文化研究 センター

京都市西京区御陵大枝山 町3-2

電話(075)335-2048

国際 日本文化研究 センター

.管理部 ・研究協力課

***

国際 日本文化研究センター





■ 日時

1991年6月11日

午後2時 ～4時

■場所

国際交流基金 京都支部
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