
〈
研
究

ノ

ー

ト

〉

異
文
化

の
側
面

"
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
日
本
文
化
観

そ

の
理
解

と
日
本
文
芸
作
品

の
翻
訳

を
め
ぐ

っ
て

ボ

イ

カ

ツ

ィ
ゴ

ヴ

ァ
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は
じ
め
に

文
学
は
、
そ

の
国
民
の
教
養

の

一
部
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
国

の
文
化
を
表

現
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
法
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
民
族

・
集
団
の
文
化
が
必
ず
持

つ
、
表
情
や
様
相

の
表
れ

の
一
つ
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
文
学

に
お
い
て
も

同
様

に
、
文
学
が
そ
れ
ら
を
創
造
す
る
日
本

人
、
ま
た
日
本
の
精
神
的
伝
統
で

あ
る
民
族
文
化
か
ら
離
れ
て
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。

更

に
、
日
本

の
文
学
は
日
本
国
民

の
文

化
遺
産

の

一
つ
で
あ
る
ば

か
り
で
は

な
く
、
そ
れ
は
異
な

っ
た
見
方
、
様
々
な
心
境
や
相
異
な
る
考
え
方
な
ど

の
独

特
な
表
れ
で
も
あ
る
。
私
達
と
は
異
な

っ
て
い
た
り
、
ま
た
類
似
し
て
い
た
り

す
る
世
界
観
と
心
境
を
知
る
こ
と
は
、
現
代
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
文
化
的
見
解

の
広
が
り
に
貢
献
す
る
。
ま
た
、
日
本
文

学

へ
の
よ
り
深
い
理
解
は
、
私
達
人

類
に
共
通
す
る
、
文
化
の
多
様
性
と
い
う
独
自
性
に
気
付
く
こ
と
で
も
あ
る
。

各
国
の
母
語

に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
文
学
や
表
現
は
、
単
な
る
情
報
源
で
あ

る
だ
け

で
な
く
、
「他
者
」
と

の
壁
を
乗
り
越
え
る
自
然
な
誘
因

で
も
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
文
学

の
翻
訳

に
つ
い
て
も
同
じ
。
そ
れ
は
様
々
な
感
性

の
中
に
存

在
す
る
、
異
な

っ
た
固
定
観
念
と
の
出
会

い
を
導
く
。
従

っ
て
、
日
本

の
作
家

に
よ
る
作
品

の
翻
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
遠
い
東

の
国
の
、
包
括
的
な
文
化
的

伝
統
を
知
る

一
方
法
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
は
別

に
、
二
つ
の
異

な

っ
た
感
性
、
日
本
語
か
ら
ブ

ル
ガ
リ
ア
語

へ
の
翻
訳
は
、
相
互
理
解

の
過
程

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も

の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
翻
訳
と
い
う
過
程

を
通
し
て
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
の
日
本

の
作
家
に
対
す
る
大
き
な
関
心
は
、
単
な

る
好
奇
心
か
ら
、
よ
り
い
っ
そ
う
個
別
化
し
た
も

の
へ
と
移
行
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
。
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一

ブ

ル
ガ
リ
ア
の
日
本
文
化
受
容

の
道
を
辿
る

日
本
文
学
が
ブ

ル
ガ
リ
ア

へ
伝
わ
る
ま
で

の
道

は
、
同
時

に
ブ

ル
ガ
リ
ア
が

東

の
大
変
遠
い
国
を
想
像
す
る
た
め
の
道
と
も
な

っ
た
。
日
本
に
つ
い
て
の
最

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

初

の
情
報

は
、
宣
教
師
な
ど
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
見
知

ら
ぬ
遠

い
国
に
な
ん
と
か
到
達
し
た
あ
る
ブ

ル
ガ
リ
ア
人
自
身

の
発
見

に
よ
る

も
の
で
あ

っ
た
。

日
本
に
つ
い
て
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
本
を
め
ぐ

っ
て

日
本
紹
介

は
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
他

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
様
に
旅
行
記

か

ら
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
次

に
話
す
人
物
よ
り
前
に
日
本
の
こ
と
を
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
紹
介
し
た
人
は
い
な
か

っ
た
と
思
う
。

①

最
初

の
旅
行
記

一
九
〇
六
年

に
出
版
さ
れ
た

『
日
本

へ
渡

っ
て
』

(コ
げ
↓げ自
♂
弓
8
げ
曽
。==卸

　
ユ

　

一
九
〇
六
)
と
い
う
本

に
は
、
ブ

ル
ガ
リ
ア

の
貿
易
商
人

ア
ン
ト
ン

・
ボ
ズ

コ

フ

(〉
口
けO昌
しd
O
N二
屏
O
<
)
自
身
が
、
日
本
や
日
本
国
民
か
ら
受
け
た
印
象
が
書

き
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
印
象
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
実
際
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い

な
い
世
界
に
対
し
て
、
深
く
、
ま
た
冷
静

に
考
察
さ
れ
た
上
で
表
現
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
日
本
を
見
、
彼

に
と

っ
て
の
他
者

の
世
界
、
あ
る
い
は
異
文
化

に
つ

い
て
、
か
な
り
の
確
信
を
持

っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
貿

易
商
人
は
、
全
く
異
な
る
習
慣
や
風
習

の
中

に
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
日
常
生
活
と
の

類
似
点
を
探

し
、
発
見
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
「
五
〇

ス
ト
テ
ィ
ン
キ
で
昼

食
が
買
え
、

一
〇

ス
ト
テ
ィ
ン
キ
で
お
茶
と
美
し
い
テ
ィ
ー
セ
ッ
ト
を
買
う
こ

と
が

で
き
る
。
私
は
何
度
も
驚

い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
美
し
い
テ
ィ
ー
セ
ッ
ト

が
我
々
の
国
で
五
〇
、
六
〇

ス
ト
テ
ィ
ン
キ
も
し
た
ら
貿
易
商
人
は

一
体
ど
う

　
　

　

な
る
こ
と
だ
ろ
う
。」

ま
た
著
者

は
こ
う
続
け
て
い
る
。
「
日
本
と
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
鉄
道
を
比

べ
て

み
た
場
合
、
特
に
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
ほ
う
が
劣

っ
て
い
る
。
別
に
私
は
母
国
を
批

判
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
い
し
、
ま
た
誰
か
を
責
め
る
つ
も
り
も
な
い
。
私
は

た
だ
、
他
国
の
良

い
面
を
我
々
の
国
に
導
入
し
た
い
と
願

っ
て
い
る
だ
け
な
の

だ
…
…
日
本
人
は
ま
る
で
娯
楽

に
熱
中
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
真
剣

に
働
く
」
。

続
け

て
ボ
ズ

コ
フ
は
こ
う
明
言
し
て
い
る
。
「実
際
、
彼
ら
は
と
て
も
真
面
目

で
几
帳
面
な
商
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
本
当

の
娯
楽
の
場
に
入
る
と
、

　
ヨ

　

持
ち
金
全

て
を
使

い
切

る
と

い
う

一
面
も
あ
る
」。

こ
の
興
味
深
い
旅
行
記
に
は
日
本
文
学
に
関
し
て
の
記
述
は
な
い
が
、
そ
れ

で
も
初
め
て
日
本
国
民
の
文
化
と
伝
統
を
様
々
な
角
度
か
ら
書
き
記
す
試

み
に

成
功
し
て
い
る
。
彼

の
本
か
ら
、
私
達

は
日
本

の
音
楽
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
「厳
格

に

一
定

の
テ
ソ
ポ
を
保

っ
て
い
た
か
と
思
う
と
、
突
然
低

音

か
ら
高
音

へ
と
跳
ね
上
が
り
、
人
々
は
は

っ
と
す
る
…
…
音
楽
の
全

て
が
大

変
厳
格
で
、
ま
る
で
人
々
に
秩
序
を
与
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
、
愛
や
涙
、
畏
れ
な
ど
の
よ
う
な
劇
的
で
細
や
か
な
感
情
を
表
現

　
る

　

す
る
際

の
柔
ら
か
な
音

は
、
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
」。
ブ

ル
ガ
リ
ア
人

の
感
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性
で
書

い
た
芸
者

の
も
て
な
し
に
つ
い
て

の
記
述
で
、
ボ
ズ

コ
フ
は
、
お
そ
ら

く
本
人
は
知
ら
な
か

っ
た
と
思
う
が
、
日
本

の
話
し
言
葉
、
そ

の
音
声

の
情
報

を
初
め
て
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
読
み
物

に
記
し
た
。
実
際
に
、
現
代

の
翻
訳

で
さ
え

間
違

い
の
起
こ
り
得

る
日
本
語

の
音
声

の
書
き
取
り
を
、
彼

は
正
確

に
行

っ
た

の
で
あ
る
。

文
章

の

一
つ
か
ら
そ

の
例
を
挙
げ
て
み

た
い
と
思
う
。
「
ゲ
イ
シ
ャ
と
は
彼

女
達
が
付
き
添

い
、
も
て
な
し
を
す
る
問
、
ず

っ
と
ひ
ざ
を

つ
け
て
座

っ
て
い

る
も

の
だ

(ブ
ル
ガ
リ
ア
で
も
そ
う
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
?
)。
あ
な
た
は
小
さ
な

辞
書
を
頼
り
に
し
て
会
話
を
し
よ
う
と
す

る
が
、
二
つ
目
の
単
語
を
見

つ
け
よ

う
と
し
て
い
る
間
に
、
最
初

の
単
語
を
忘

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
こ

う
読
む
。
「『
巴

評
o
コ
巳
o
ぽ

≦
鋤

(』Oα、げO
員O=)」
…
…
そ
こ
で
会
話
は
終
わ

っ

て
し
ま
う
。
…
…
実
際
、
私
達
が
何

か
を
言
お
う
と
し
、
間
違
う
た
び
に
ゲ
イ

シ
ャ
達
か
ら
笑
い
が
起

こ
る
。
ブ

ル
ガ
リ

ア
の
野
原
で
乙
女
達
が
恥
ず
か
し
げ

　
ら

　

に
し
て
い
る
の
と
は
違

っ
て
、
ゲ
イ

シ
ャ
達

は
大
声
で
笑
う

の
で
あ
る
」
。
こ

の
本
が
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
初
め
て
書
か
れ
た
日
本

の
旅
行
記
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
く
、
著
者
が
大
変
興
味
深
い
独
自

の
視
点
を

持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
異
な

る
日
常
生
活
や
風
習

に
つ
い
て
の
多
く
の
事
実

の
描
写
が
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
そ

れ
と
比
較
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
編
集

さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
精
神
や
習
慣
、

経
済
や
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
比
較
も
あ

っ
た
。
全
体
的
に
木
訥
で
、
名
詞
の

中
に
も
多
少

の
間
違

い
が
あ
り
、
例
え
ば

「
シ
ョ
ウ
グ

ソ
」
と
書
く
と
こ
ろ
を

彼
は

「
シ
ュ
ウ
グ
ン
」
と
書
き
、
「偉
大
な
指
導
者
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま

た
日
本

の
飲
み
物

「
サ
ケ
」
を

「
サ
キ
」
と
表
記
し
て
い
る
、
な
ど
。
外
国
文

化

の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
評
価
に
対
し
て
、
明
確
な
基
準
が
欠
け
て
は
い

る
が
、
そ
れ
で
も
ボ
ズ

コ
フ
の
書

い
た
本
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
文
化

紹
介

の
立
派
な
始
ま
り
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

②

日
本
文
学

に
関
し
て
の
記
述
と
論
文

ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
文
化
と

の
遭
遇
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
を
見
た

ひ
と
り
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
人
が
、
そ
の
印
象
を
文
章
に
し
た
こ
と
に
始
ま

っ
た
が
、

日
本
文
学
に
関
し
て
の
記
述
は
そ
れ
よ
り
前
、

一
九
世
紀

の
終
わ
り
頃

に
は
す

で
に
存
在

し
て
い
た
。

一
八
九
六
年

に
ヂ

ミ
タ
ル
・
ス
テ
レ
フ

(一)
.
ω
け①
同Φ<
)

が

「全
世
界
文
学
史
」
と
い
う

ヨ
ハ
ン

・
シ
ェ
ル

(団
O
げ
鋤P
ω
げ
①「)
の
本

の
翻

訳
、
出
版
を
始
め
た
。
し
か
し
初
巻

『序
文
-
東
方
1
中
国
と
日
本
』
(
ス
ヴ

ィ
シ
ト
フ

一
八
九
六
)
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
外

の
書
籍
が
ま
だ
見

つ
か

っ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
試
み
が
成
功
に
辿
り
着
く
の
は
大
変
困
難

で
あ
る

　
　

　

と

予

想

さ

れ

た
。

し

か

し

日

本

の
詩

歌

と

の
初

め

て

の
直

接

的

な

出

会

い
は

、

一
九

三

七

年

、

一
九

三

八
年

に

ニ

コ
ラ

・
ジ

ェ

ロ

フ

(Z
貯

o
冨

旨
臼
o
<
)

に

よ

っ

て
ド

イ

ッ
語

と

フ

ラ

ソ

ス
語

か

ら

翻

訳

さ

れ

た

小

詩

集

、

『
(
〕=
=
=
`
po
O
O
じ口
①
』

「
青

の
時
」

(
一
九

三

七
)
、

『コ
の
。
臣

o
↓
凶
監

↓
o
』

「
大
和
歌

」

(
一
九
三

八
)
、

『
員
げ
曾

碧
鋤
。・
①
受
⇔
』

「
花

の
枝

」

(
一
九

三

八
)

で
あ

る
。

同

時

期

に

(正
確

な
出

版
年

は
記

さ
れ

て

い
な

い
)
、

キ

リ

ス

ト

・
デ

リ

ジ

ア
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ン

(自
ユ
ω8

∪
Φ且
譽
)
は
、
編
集
さ
れ
た
五
〇
作
品
か
ら
な
る
日
本

の
短
歌

集
、
『口
Φ・Φ簧
憙
』
(蝶
々
)
と

い
う
美
し
い
題
名

の
本
を
出
版
し
て
い
る
。
編

集
者
や
翻
訳
者
と
は
別

に
、
キ
リ
ス
ト

・
デ

リ
ジ
ア
ン
は
こ
の
小
詩
集

の
中

で
、

日
本
の
詩
歌

(短
歌
と
俳
句
)

へ
の
意
見
を
独
自

の
視
点
で
書
き
記
し
て
い
る
。

日
本
人
に
よ
る
絵
画
や
詩
歌
は
、
彼
ら
の
伝
統
的
な
簡
潔
さ
や
鋭
敏
さ
を
守
り

続
け
て
い
る

そ
れ
は
湾
曲
し
た
大
き
な
円
で
あ
る
。
人
の
心
か
ら
始
ま
り
、

自
然
を
廻

っ
て
ま
た
そ
の
人
の
心
に
返

っ
て
来
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
に
そ
れ
が

小
さ
な
円

に
な

っ
て
も
、
た
だ

一
つ
の
点
で
繋
が

っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

い

か
に
短
く
表
現
す
る
か
と
い
う
意
識

に
基
づ
く
、
最
も
言
葉

の
少
な
い
こ
の
美

し
い
詩

の
中

に
、
詩
と
い
う
も

の
の
真
実
の
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ジ
ア

ン
は
そ
う
書

い
て
い
る
。

ブ

ル
ガ
リ
ア
の
詩
人
や
文
学
者
は
初

め
て
私
達

に
日
本

の
詩
歌
の
古
典
分
野

か
ら
そ

の
い
く

つ
か
を
紹
介

し
、
そ
の
名

称
、
タ

ソ
カ

(短
歌
)、
カ
タ
ゥ
タ

(片
歌
)、

セ
ド
ウ
カ

(旋
頭
歌
)、
ナ
ガ
ウ

タ

(長
歌
)
を
書
き
記
し
た
。
こ
れ

は
同
時

に
日
本
語
以
外

の
言
葉
で
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
キ
リ
ス
ト

・
デ
リ
ジ
ア
ン
は
世
界
の
詩
と
い
う

文
化
的
財
産

の
中
に
日
本
の
詩
歌

の
占
め
る
場
所
を
見

つ
け
よ
う
と

い
う
試

み

さ
え
し
た
。
日
本

の
短
歌

に
つ
い
て
彼
は

こ
う
書

い
て
い
る
。
「ど

の
よ
う
な

形
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
、
そ

の
詩

に
真

の
芸
術

の
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
る
、
ゲ

ー
テ
一
〇
げ
鋤
旨
乏
o
罵
ひq
鋤
昌
αq
<
○
口
O
o
Φ昏
Φ
(一
刈癖
㊤ー
目
OQω
N)
や

ハ
イ
ネ

=
①ぎ
瓜
o
げ

=
①ヨ
Φ
(H刈
⑩
刈-
一
cQ㎝
①)
の
詩
が
日
本
と
出
会

う
ず

い
ぶ
ん
前

か
ら
、
日
本

の
詩

　
フ

　

歌

の

中

に

は

彼

ら

の
目

指

し

た

物

を

見

つ
け

る

こ

と

が

で

き

る

。
」

一
九

四

一
年

に

な

っ

て

つ

い

に

、

ス

ヴ

ェ
ト

ス

ラ

フ

:

・・
ン

コ

フ

(ω
<
Φ
8

ω
-

一襞

竃

冒

ぎ

く
層一
8

b。
山

O
①
①
)

は

『
曽

o
=
臾

Ω。

自

↓
8

p。↓
苫

p

エ
鋤
`
ρ。
』
8

9。ω
じ。
=
ヨ

①
・暑

Φ
・

　
　

　

3
ρ。望
↓Φ旨
』

(日
本
文
学
の
始
ま
り
、
発
展
と
そ
の
代
表
者
達
)
と
い
う
、
ブ

ル
ガ

リ
ア
初

の
日
本
の
詩
歌

の
発
達
と
文
学
の
歴
史

に
つ
い
て
の
本
を
出
版
し
た
。

こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
を
背
景

に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

全
て
の
こ
の
よ
う
な
出
版
物
は
、
当
時

の
文
化
的
世
界

の
中

で
ほ
と
ん
ど
注

目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
と
ブ

ル
ガ
リ
ア
と
い
う
、
私
達

の
二
つ
の
文
化
が
未
来

の
対
話

へ
と
導
か
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ

っ

た
。③

ブ

ル
ガ
リ
ア
人
著
者

の
本

そ

の
こ
ろ
か
ら
現
在
ま
で
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
人
著
者
の
本
は
た
く
さ
ん
あ

る
。

(表
1
)

一
九
七
二
年
に
出
版
さ
れ
た

『日
本
手
記
』
と
い
う
本
は
日
本

の
日
常
生
活

に
関
し
て
の
感
想
文

で
あ
る
。
著
者

ミ
ラ
ソ

・
ミ
ラ
ノ
ブ
は
、
観
光

の
た
め
日

　
　

　

本
を
訪
れ
た
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
詩
人

で
あ
る

(図
1
)。

『日
本
国
-
現
代
問
題
点
i
』

の
著
者
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
作
家

で
あ
る
。
彼
の

本
は
、
日
本
内
外
政
治
の
問
題
点

に
つ
い
て
の
個
人
的
な
考
え
を

の
べ
た
も
の

　　
　

で
あ

る

(図

2
)
。

『
日
本

そ

の
も

の

に

つ
い

て

の
話

』

と

は
、

日

本

経

済

と

日

本

人

の
日
常

の
生

活

に
就

い

て

の
印

象

で
あ

る
。

著

者

は

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス
ト

で
、

現

在

ソ

フ

ィ
ア
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大
学

の
社
会
学

の
教
授

で
あ
る

(図
3
)。

一
九
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た

『禅

の
美
学

と
日
本
の
芸
術
的
伝
統
』
と
い
う

本
は
、
「禅

の
美
学
と
は
何

か
」
と
そ

の
原
理
、
更

に
ど
う
い
う
風
に
そ

の
美

学
が
、
日
本
の
伝
統
的
な
芸
術
、
例
え
ば
能
楽
、
水
墨
画
、
茶
道
、
華
道
、
俳

句
な
ど
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ソ
フ

　ね
　

イ
ア
大
学
の
日
本
学
科
主
任
教
授

で
あ
る

(図
4
)。

表1ブ ル ガ リア人 著者 の本

著者 タ イ トル 出版年

1ミ ラ ン ・ミラ ノ ブ 日本手記
1972

MilanMilanov Yaponskibeleznik

2ト ドル ・ペ トコ フ 日本国一現代問題点一
1975

TodorPetkov YaponiyaSavremenniproblemiidilemata

3マ ル コ ・セ モ フ 日本 そ の もの につ いて の話
1984

MarkoSemov ZaYaponiyakatozaYaponiya

禅の美学と日本の芸術的伝統
4ボ イ カ ・ツ ィゴ ヴ ァ

BoykaTsigova
ZenestetikataIyaponskatahudozes-

tvenatradiciya

1988

5リ マ ・ ミル ス カ イケバ ナ とい う芸術
1988

PimaMirska Izkustvotoikebana

刀から人工頭脳
6ナ チ ョ・パ パ ゾ フ

NachoPapazov
Yaponiya.Otsamuraiskiyamechdoiz-

kustveniyaintelekt

1989

7ツ ベタナ ・ク リステ ワ 水茎の跡
1994

TsvetanaKristeva Posleditenachetkata

『
イ
ヶ
バ
ナ
と

い
う
芸
術
』
は
イ
ヶ
バ
ナ
の
規
則
に
つ
い
て
の
本
で
あ
る
。
著

　お
　

者
は
現
在
ブ

ル
ガ
リ
ア
文
部
省

に
勤
め
て
い
る
人
で
あ
る

(図
5
)。

一
九
八
九
年
に
は
、
六
〇
年
代

に
駐
日
ブ

ル
ガ
リ
ア
大
使
の
本

『刀
か
ら
人

工
頭
脳
』
が
出
版
さ
れ
、
日
本

の
歴
史
、
経
済
、
政
治
、
教
育
制
度
、
科
学
や

　ぬ

　

技
術

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

(図
6
)。

そ
し

て
、

一
〇
世
紀

か
ら

一
四
世
紀
ま
で
の
日
本

の

「叙
情
味

の
あ
る
散

文
」

に
つ
い
て
の

『水
茎

の
跡
』
と
い
う
本

は
、

一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。

そ
の
著
者
の
専
門
は
日
本
文
学

で
あ
る
。
現
在
、
国
際
基
督
教
大
学

の
日
本
文

　お
　

学

の
教

授

で
あ

る

(図

7
)
。

ブ

ル
ガ
リ
ア
で
出
版
さ
れ
た
日
本
文
芸
小
説
の
翻
訳
を
紹
介

①

他

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
言
語
か
ら
の
翻
訳

ブ

ル
ガ
リ
ア
に
日
本

の
文
学
が
出
現
し
た
の
は
翻
訳
に
よ

っ
て
い
る
が
、
最

初
は
日
本
語
か
ら
で
は
な
く
そ
の
他

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
言
語
、
ま
た
は

ロ

シ
ア
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

一
九
二
〇
年

に
初
め
て
出
版
さ
れ
た

『日
本

の
物
語
』
か
ら
十
三
年
経

っ
て
、
や

っ
と
二
冊
目

の
書
物
、
『日
本

の
伝

説
』
(ω
o駿
P
H㊤G。ω)
が
現
れ
、
そ
の
二
〇
年
後
に
徳
永
直

の
小
説

『静
か
な
る

山
々
』
(=
「醇
o
囚
旨
Φ<

ロ
シ
ア
語
か
ら
の
訳
、
ω
。h昼

Z
穹
o
α
蠧

内
鼻

霞
P

一霧
ω)
が
現
れ
た
。

一
九
五
三
年
以
降
、
日
本

の
作
家

に
よ
る
短
編
小
説
、
中

編
小
説
、
長
編
小
説

の
出
版
作
業
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
翻
訳
者
達

に
と

っ
て
、
も

は
や
ま
れ
な
出
来
事
で
は
な
く
な

っ
た
。
出
版
に
か
か
る
年
月
は
よ
り
短
く
な
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ブルガ リア人著者の本

図2日 本 国 一 現 代 問 題 点 一

(YaponiyaSavremenniproblemiidilemata.1975)

図1日 本 手 記

(Yaponskibeleznik.1972)

図3日 本 そ の も の に つ い て の 話(ZaYaponiyakatozaYaponiya.1984)

図4禅 の 美 学 と 日 本 の 芸 術 的 伝 統(Zenestetikatalyaponskata

hudozestvenatradiciya.1988)
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図5イ ケ・ミナ と い う芸 術(lzkustvotoikebana.1988)

図6刀 か ら人 工 頭 脳(Yaponiya.otsamuraiskiyameckdaizkus一

tveniyaintelekt.Z989)

図7水 茎 の 跡(Posleditenachetkata.

1994)
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っ
た
が
、
出
版
そ
の
も

の
の
頻
度
は
比
較
的
ゆ

っ
く
り
と
な
り
、
四
年

に

一
冊

発
行
さ
れ
る
の
が
平
均
的
な
目
安
と
な

っ
た
。

そ
し
て

一
九
六
四
年
、
三
人
の
日
本

の
小
説
家

の
作
品
を
編
集
し
た

『生
き

ろ
』
(
ロ
シ
ア
語
か
ら
の
翻
訳
)
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
に
歩
調
を
合

わ
せ
て
松
本
清
張
の

『点
と
線
』
(
・
シ
ア
語
か
ら
の
翻
訳
/

一
九
六
九
)、
堀
田

善
衛
の

『公
判
』、
『ぬ
口
○
=
∩
ズ
寓
℃
}
ω
穴
〉
ω
量

(日
本
の
短
編
小
説
集
)
(英
語

か
ら
の
翻
訳
、

一
九
七
三
、
ω
。
h旦

Z
碧
o
曾
。。
内
巳
ε
蠧
出
版
)、
吉
川
英
治

の
歴

史
大
河
小
説

『太
閤
記
』
(↓
p。葵
。)
(英
語
か
ら
の
翻
訳
、

一
九
九
五
、
<
⊆N
Φ<
出

版
)
な
ど
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
公
表
さ
れ
た
も

の
と
は
別

に
、

一
九

七
七
年
よ
り
以
前
に
様
々
な
文
学
雑
誌
や
新
聞
、
ま
た
そ

の
他

の
出
版
物
か
ら

短
編
小
説
が
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
中

で
も

一
般
的
な

の
は
S
F
、

「
サ
イ

エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
」

の
分

野
で
あ

っ
た
。

ブ

ル
ガ
リ
ア
で

一
番
よ
く
出
版
さ
れ
た
作
家
は
小
松
左
京

(
一
九
三

一
1
)、

安
部
公
房

(
一
九
二
四
-

一
九
九
三
)
、
そ
し
て
川
端
康
成

(
一
八
九
九
ー

一
九
七

二
)
で
あ
る
。
ま
た
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

の
初
め
に
か
け
て
、
深
尾
須

磨
子

(
一
八
八
八
-

一
九
七
四
)
の
作
品
が

ブ

ル
ガ
リ
ア
に
紹
介
さ
れ
た
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
ら

の
作
品
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
語

へ
の
翻
訳
は
、
現
代
日
本
文
学
の

美
学
や
個
性
、
伝
統
的
な
日
本
独
自
の
形
式

を
十
分
に
表
現
で
き
る
域

に
は
達

し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
た
と
え
十
分
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の

翻
訳
は
特
別
な
衝
撃
を

一
部

の
ブ
ル
ガ
リ
ア
文
化
に
与
え
た
。
そ
れ
ら
に
含
ま

れ
て
い
た
芸
術
的
な
情
報
は
、
日
本
の
文
学

と
詩
歌

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な

っ
た
様
式
に
対
す
る
特
別
な
問
題
性
を
提
示
し
、
新
し
い
知
識
を
伝
え
た
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
私
達
と
は
異
な
る
文
化
環
境

の
中

で
生
ま
れ
た
伝
統
と
そ

の
軌
跡
か
ら
な
る
文
学
的
な
現
象
、

つ
ま
り
我
々
か
ら
見
た

「
異
人
」
の
精
神

性
を
正
確
に
理
解

し
、
よ
り
現
実
的

に
考
察
す
る
た
め
の

一
つ
の
き

っ
か
け
と

も
な

っ
た
。

初

め
て
日
本
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
文
学
作
品
は
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
い
て
日

本
文
学
が
紹
介
さ
れ
る
新
し
い
段
階

の
始
ま
り
の
合
図
と
も
言
え
る
。
二
重
翻

訳
、

つ
ま
り

一
度
他

の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も

の
か
ら
の
翻
訳
と
、
日
本
語

の

原
本
か
ら
の
直
接

の
翻
訳
と
を
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
し
て
区
切
る

こ
と
は
、
意
見
が
合
わ
な
い
人
々
と
の
間
で
議
論
と
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し

か
し
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
区
切
り
方
が
現
在

は

一
つ
の
議
論
に
も
な
り

得

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ど
の
よ
う
な
意
見
が
あ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
に
区
切
る
大
き
な
目
的

の

一
つ
は
、
実
際
に
、

一
九
七
七
年
ま
で
は
全

て
の
日
本
文
学
が
他
国

の
言
語
、

お
も
に

ロ
シ
ア
語
と
英
語
を
通
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
た
と
い
う
明
確
な
事
実
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

②

日
本
語
か
ら
直
接
翻
訳
さ
れ
た
小
説

(表

2
)

そ
の
後
、
二
重
翻
訳
は
急
速

に
減
少
し
、
今
日
で
は
そ
の
よ
う
な
方
法
は
言

語
上

の
問
題
が
原
因
で
起
こ
る
例
外
だ
と
見
な
さ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
ま
た
、

ち
ょ
う
ど

一
九
七
七
年

か
ら
日
本
文
学

の
本

は
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
書
籍
市
場
で

広
く
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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表2日 本語から直接翻訳された小説

著 者 作 品 訳 者 出版年

1.川 端 康成 『雪 国』

『千羽 鶴』

ボ イ カ ・ツ ィ ゴ ヴ ァ

ゲ オ リギ ・ス トエ フ

1977

1977

2.芥 川 龍之 介 『羅生門』 シ ル ヴ ィア ・ポ ポ ヴ ァ 1979

3.林 京 子 『祭 りの場 』 ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1980

4.遠 藤 周作 『海と毒薬』 ド ラ ・バ ロ ヴ ァ 1980

5.後 深草院二条 『とはず がた り』 ッ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1981

6.壺 井 栄 『二十 四 の瞳』 ト ドル ・ヂ チ ェ フ 1981

7.井 伏鱒 二 『黒 い雨』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1982

8.志 賀直 哉 『暗夜行路』 ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1982

9.清 少納 言 『枕草子』 ツ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1985

10.芥 川龍 之介 『短編小説からの選集』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1986

11.有 島武 郎 『或 る女 』 ヴ エ ラ ・ブ トヴ ァ 1988

12.黒 澤明
『蝦 蟇 の 油 一 自伝

の よ うなもの一』
ル ジ ツ ァ ・ウ グ リ ノ ヴ ァ 1989

13.太 宰治 『斜 陽』 ッ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1990

14.大 江健 三郎 『遅れてきた青年』ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1993

15.谷 崎潤一郎 『鍵 』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1994

16.世 阿弥 『風姿花伝』 ボ イ カ ・ツ ィ ゴ ヴ ァ 2000

こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
七
〇
年
代
中
期
に
入
り
、
以
前

の
ソ
ビ

エ
ト
連
邦

や
日
本

の
教
育
の
場
で
専
門
的
に
日
本
語

の
教
育
を
受
け
た
最
初
の
世
代
が
、

ブ

ル
ガ
リ
ア
の
社
会
生
活

に
積
極
的

に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
、
ま
た
彼
ら
の
次

の
世
代

の
専
門
家

に
と

っ
て
、
日
本
文
学
の
翻
訳
を
成

し
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第

一
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
当

然

の
こ
と
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
全
員
の
専
門
が
日
本
研
究

文
学
や
芸
術
批

評
、
歴
史
、
言
語
学
な
ど
で
あ

っ
た
。
日
本

の
主
要
な
作
家

一
人
に
つ
き
少
な

く
と
も
二

つ
の
作
品
が
翻
訳
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
彼
ら
の
う
ち
の
何
人

か
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
。
彼
ら
は
、
作
家
紹
介
や
日
本
文
学
史
、

理
論
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
文
学
の
位
置
付
け
に
関
す
る
記
事
や
評
論

等
を
書

い
た
。

一
九
七
七
年
に
、
日
本
語
か
ら
直
接
翻
訳
さ
れ
た
小
説

『雪
国

・
千
羽

鶴
』
(コ
①<
Φp
=
ユ
ω8
ρ

O
き
o
メ

一㊤ミ
一」
W
・日
。・お
o
<
p。
闡O
●ω
8
①<
訳
)
が

出
版
さ
れ
た
。

川
端
康
成
の
作
品
は
、
通
常
、
生
命
の
瞬
間
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
表

現
し
て
い
る
。
活
気

に
満
ち
た
生
と
、
美
し
い
自
然
界
と
、
美

に
打
ち
こ

む
魂

の
小
説
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
。
彼

の
作
品
の
全
体
的
な
印
象
は

初

め
か
ら
最
後
ま
で
、
全

て
の
も

の
が
厳
密
に
意
味
を
持

っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
生
命
と
い
う
大
き
な

一
つ
の
絵

の
、
断

片
や
要
素

の

一
つ
一
つ
の
よ
う
で
あ
る
。

「
新
セ
ン
シ
ュ
ア
リ
ズ
ム

(新
感
覚
主
義
)」
と
呼
ば
れ
て
い
た
文
学

の
流

派
の
信
奉
者
達

の

一
人
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
端
は
自
分

の
作
品

に
現
代
的
影
響
、
よ
り
正
確

に
言
え
ば

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
な
影
響
を
受
け
ず

に
い
た
。
現
代
と
は
、
過
去
と
い
う
源
か
ら
湧
き
出
す
、
人
生

の
泉

へ
の

感
謝

に
よ
っ
て
の
み
満
た
さ
れ
る
も

の
だ
と
い
う

の
が
彼
の
意
見

で
あ

っ

た
。
作
者
の
心
理
的
な
文
章
は
、
人
類

の
世
界
に
存
在
す
る
、
平
和
と
美
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し
さ
に
よ
る
、
日
本
の
国
民
性

の
独
自

の
美

徳

へ
の
賛
歌
で
も
あ
る
。
川
端
康

成

の
作
品

の
ほ
と
ん
ど
が
多
く
の
言
語

に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
で
読
ま
れ
た
。

そ
れ
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
も
同
…様
で
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
初
め
て
の
原
本
か

ら
の
翻
訳

『雪
国
』
の
他

に
、
い
く

つ
か

の
短
編
小
説
が
含
ま
れ
、

一
九
八
二

年

に
は
小
説

『山
の
音
』
が
出
版
さ
れ
た
。

現
代
日
本
文
学
に
お
い
て
何
よ
り
も
特
別
な
テ
ー
マ
は
、
二
〇
世
紀

の
原
爆

に
よ
る
悲
劇

広
島
と
長
崎

で
あ
る
。

こ
の
テ
ー

マ
は

「原
爆
文
学
」
と
し

て
大
き
な
文
学
に
成
長
し
た
。
多
く
の
日
本
作
家
が
、
よ
り
平
和
で
幸
福
な
人

類
世
界

の
創
造
の
た
め
に
努
力
を
惜
し
ま
な

か

っ
た
。
そ

の
中

に
、
ブ

ル
ガ
リ

ア
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
松
本
清
張

(
一
九
〇
九
-

一
九
九
二
)

の
独
特
な

中
編
小
説
、
『神
と
野
獣

の
日
』
(ω
鼠

P

H
靄
。。〕
∪
○
蠧

Od
費
。
<
鋤
訳
)、
井
伏
鱒

二

(
一
八
九
八
-

一
九
九
三
)
の

『黒

い
雨
』
(ω
。h昼

巳
。。N

U
o
蠧

じd
費
。<
鋤

訳
)、
林
京
子

(
一
九
三
〇
i
)
編

の
三

つ
の
中
編
小
説
か
ら
な
る

『祭

り
の

場
』
(ω
o歐
p
<
○
①昌
o
冒
α
讐
色
馨
く
ρ

H㊤。。ρ

Z
①一一
〇
げ
巴
9
吋
o<
鋤
訳
)
が
あ
る
。
全

て
の
作
品
が
暗
く
、
人
類
の
大
量
殺
戮
を
恐

ろ
し
く
写
実
的

に
描

い
た
物
語
で

あ
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
原
爆
文
学
が
翻
訳

さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
的
な
も

の

と
し
て
扱

っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

広
島
と
長
崎

の
原
爆
が
な
か

っ
た
な

ら
ぽ
、
原
爆
文
学
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、

そ
の
文
学
は
日
本

の
文
学
だ
け
で

は
な
く
、
世
界
文
明
の

一
部

に
な

っ
た
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
、
現
在

も
な
お
、
原
爆
問
題
は
存
在
す
る
の
で
、

世
界
中

の
人
々
は
広
島
と
長
崎

の
日

を
忘
れ
る
べ
き

で
は
な

い
と
思
う
。

志
賀
直
哉

(
一
八
八
三
-

一
九
七

一
)
の
小
説

『暗
夜
行
路
』
(ω
。
h昼

Z
①雫

。
α
蠧

内
葺
霞
p

お
。。N

Z
①一一
〇
ゴ
巴
更
○
<
①
-℃
⇔口
巴
。8
<
p。訳
)
は
六
〇
年
代
か
ら

の

「私
小
説
」
(国
ひq
『
び
Φ=
Φ窪
ω昏

も
し
く
は
H
ぎ
くΦ
芭

と
し
て
知
ら
れ
る
分

野
に
属
す
る
、
自
叙
伝
と
し
て
の
特
性
を
表
し
て
い
る
。
主
人
公
の
表
情
豊
か

な
会
話
、
複
雑
な
精
神

の
葛
藤
、

エ
ゴ
、
大
き
な
人
類
の
苦
し
み
の
細
か
な
描

写
な
ど
が
、
社
会
心
理
学
的
な
表
情
を
小
説
に
加
え
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
作

品
の
登
場
人
物
が
社
会
規
制
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
、
こ
の
作
品
は

家
族
や
家
庭
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
中
編
小
説
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

自
叙
伝
風
作
品

の
基
調
と
し
て
、
そ
の
構
造
が
組

み
た
て
ら
れ
る
際
に
様
々
な

文
体

の
手
法
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
内
心

の
独
白

の
い
く

つ
か
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
世
界
に
お
け
る
哲
学
的
思
考
、

人
間
や
ま
た
そ

の
人
生
な
ど
は
、
古
典
的
な

"随
筆
"
と
い
う
手
法

に
よ

っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
説

の

一
部
に
は
、
調
和

の
と
れ
た
構
造
と
す
る
た

め
に
最
も
自
然
な
手
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、
作
品
の
新
し
い
構
成

の
中

に
も
、

伝
統
的
な
手
法
が
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
手
法
に

よ
り
、
日
本

の
ど

の
年
代

の
文
学
に
お
い
て
も
感
じ
ら
れ
る
伝
統
的
な
雰
囲
気

と
い
う
も

の
が
表
現
さ
れ
、
読
者
は
夢
中

に
な

っ
た
。

小
松
左
京

の
小
説

『復
活

の
日
』
(<
輿
昌
P
日
.bd
艮
巴
。
<
葛
。。㊤
)
と

『日
本
沈

.

没
』

(ω
o
鵠
斜

H㊤。。。。)
は
S
F
文
学

の
代
表
作

と
も
言
え
る
。
ま
た

「精
神
分

析
」
の
傾
向
を
持

つ
と
言
わ
れ
る
心
理
文
学

の
代
表
作
品
は
夏
目
漱
石

(
一
八

六
七
i

一
九

一
六
)
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
の
個
人
主
義
と
は
鋭

い
感
受
性

に
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よ
る
表
現
方
法
で
あ

っ
た
。
彼

の
感
受
性

は
そ
の
作
品

の
中

で
深
遠
な
感
性
と

劇
的
な
結
果
を
引
き
起

こ
す
。
小
説

『
こ
こ
ろ
』

(〕Z
霞
。α
蠧

内
⊆
一け母
P

一り・。国

U
。蠢

しd
爰
。
〈
。。
訳
)
は
日
本

の
心
理
小
説

の
す
ぐ
れ
た
作
品

の

一
つ
で
あ

る
。

そ

の
状
況
設
定

は
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う

な
、
馴
染
み
深

い

一
般
的
な
も

の

(二
人
の
親
友
が
同
じ
女
性
を
愛
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
)
で
あ
る
が
、
こ
の
小

説

で
は
人
格

の
中
の
精
神
と
い
う
迷
路
を
廻
り
、
自
己
観
察
と
自
己
の
凝
視

へ

の
没
頭
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
自

分
自
身
と
読
者
の
間

に
距
離
を
置

い

て
い
る
。
そ
の
孤
独
と
疎
外
感

は
、
"
こ
の
、
自
由
と

エ
ゴ
に
溢
れ
た
現
代

に

我
々
が
生
ま
れ
た
代
償
"
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
心
理
的
な
作
品
と
は
別
に
、

漱
石
は
レ
ア
リ
ズ
ム
写
実
主
義
派
の
創
始
者

と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
作

家
は
自
叙
小
説

の
大
家
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
の
分
野
の
領
域
で

の
実
験
的
試
み
か
ら
、
彼
は
独
自

の

「俳
句

」
ま
た

「俳
文
」

の
技
法
を
生
み

出
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
俳
句
の
独
自

の
ス
タ
イ
ル
を
、
ブ

ル
ガ
リ
ア

語
に
翻
訳
し
、
表
現
す
る
方
法
は
ま
だ
な

い
。

二
〇
世
紀
の
初
め
の

一
〇
年
間
、
日
本
文
学

の
お
も
な
傾
向

は
自
然
主
義

で

あ

っ
た
。
そ
の
外
に
多
く
の
文
学

の
流
派
、

グ
ル
ー
プ
そ
し
て
傾
向
が
同
様
に

　め
　

現
れ
、
「理
想
主
義
」
や

「新

ロ
マ
ン
主
義

」
や

「新
人
道
主
義
」
な
ど

の
旗

の
も
と
に
団
結
し
た
。
知
識
人
集
団

に
よ

っ
て
初
め
て
形
成
さ
れ
た
の
が

「
パ

ン
の
会
」
で
、
文
学
者
集
団
に
よ
る
新
し

い
文
学
会
は

「白
樺
派
」
と
し
て
知

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
文
学

会

の

メ
ソ
バ

ー

の

一
人

に

『或

る
女
』
(ω
o
hβ

Z
爰
。
号
曽

内
葺

霞

P

一
㊤
。。
。。
℃<
①
蕁

く
畧

。
<
鋤
訳

)

の
作

者

、

有

島

武

郎

(
一
八
七

八
-

一
九

二

三
)

が

い
る

。

『
或

る
女

』

は
狂

喜

と

破

壊

的

な

自

暴

自

棄

と

の
狭

間

で
揺

れ

る
、

情

熱

的

で
悲

劇

的

な

恋

愛

小

説

で
あ

る
。

こ

の
作

品

の
主

た

る

メ

ッ
セ

ー

ジ

は
、

女

性

の
個

人

と

し

て

の
精

神

的

解

放

で

あ

る
。

そ

れ

は

偶

然

で

は

な

く

、

男

性

社

会

に
対

す

る
女

性

達

の
、

平

等

な

社

会

権

利

の

た

め

の
闘

い

の
始

ま

り

で
も

あ

っ
た
。

世

界

文

学

と

い
う

鏡

を

通

す

と

、

こ

の
過

程

に

は

イ

プ

セ

ン

(甲{
Φ
昌
同
鵠
(
一
〇
げ
P
昌
Hび
ω①
ロ
一
〇〇
トの
○O
I
H
㊤
O
①
)

の
..>

U
O
肖
ω
=
o
⊆
ω
Φ
..
の

Z

o
同
餌
や

ト

ル

ス

ト

イ

(H、①
<

詩「
○
一ω
けO
一
一
〇◎
bO
Oo
I
一
り
一
〇
)

の
、.〉
づ
昌
鋤

國
費

Φ
臥
昌
鋤
.、
の

》
昌
昌
①

の
よ

う

に
、

特

定

の
登

場

人

物

に
焦

点

が

当

て
ら

れ

て

い
る

。

こ

の
グ

ル

ー
プ

へ
、

有

島

は
彼

の
有

名

な

登

場

人

物

、

皐

月

葉

子

を

加

え

て

い

る
。

『
或

る

女

』

と

い
う

題

が

「
一
人

の
女

性

」

と

い
う

意

味

を

持

っ
て

い

る

こ

と

は
偶

然

で

は

な

い
。

主

人

公

は
多

く

の
日

本

人

女

性

の
中

の
、

全

く

の
単

な

る

一
人

に
過

ぎ

な

い
。

文

学

上

の
登

場

人

物

の
役

割

は
、

日
本

女

性

の
精

神

的

反

乱

と

、

女

性

解

放

へ
の
試

み

に
対

し

て

の
社

会

道

徳

か
ら

の
反

対

や

弾

圧

を

表

現

し

て

い

る
。

こ

の
小

説

は

二
〇

世

紀

の
初

め

に
出

版

さ

れ

た

。

日

本

で

は

こ

の
時

期

、

経

済

と
社

会

に
大

き

な
変

化

が

起

こ

っ
て

い

る
。

出

版

当

初

、

こ

の
小

説

は

日

本

の
知

識

人
達

に

は
高

い
評

価

を
得

る

こ
と

が

で

き

な

か

っ
た

。

そ

れ

は

お

そ

ら

く

葉

子

と

い
う

主

人

公

の
イ

メ
ー

ジ

と

、

話

の
筋

が

日

本

文

学

の
伝

統

的

精

神

に
反

し

て

い

た

か

ら

だ

と

思

わ

れ

る
。

こ

の
小

説

が

..》
巨

鋤

内
霞

Φ
巳
蠧

、.
に

類

似

し

て

い
た

こ
と

も

、

そ

の
理

由

と

し

て
考

え

ら

れ

る
だ

ろ

う

。

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に
、

五
〇

年

代

の
初

め

に

は

「
戦

後

派

」

か

ら

派
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生
し
た

「第
三
の
新
人
」
と
い
う
新
し
い
文
学

の
グ

ル
ー
プ
が
現
れ
る
。
そ
の

代
表
者
と
し
て
は
、
安
部
公
房
、
三
島
由
紀
夫
、
大
江
健
三
郎
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
後
六
〇
、
七
〇
年
代
に
は
遠
藤
周
作
が

こ
の
グ

ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
。
遠
藤
周
作
は

「日
本

の
グ
レ
ア
ム

・
グ
リ
ー
ソ
」
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
は
八
○
年
代

に
小
説

『海
と
毒
薬
』
が
翻
訳
さ
れ
た
。
こ

れ
は
反
戦
と
写
実
主
義

の
小
説

で
あ
る
。
「第
三

の
新
人
」
か
ら
出
た
ほ
と
ん

ど

の
作
家
の
作
品
が
、
現
代
社
会

の

「疎
外

」
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。

一
九
八
二
年

に
は
、
安
部
公
房
の
小
説

『他
人

の
顔
』
が
出
版
さ
れ
た
。
続

い
て

一
九

八
三
年

に

『燃
え

つ
き
た
地
図
』、

一
九
九
三
年

に
は

『砂

の
女
』

が
出
版
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
小
説
は
ブ

ル
ガ

リ
ア
の
読
者

か
ら
大
変
な
人
気
を

得
た
。
こ
の
三

つ
の
小
説
を
通
じ
て
、
彼
は
彼
独
自

の
世
界

の
中
心
か
ら
現
代

社
会

の
あ
ら
ゆ
る
要
求
に
立
ち
向
か

っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
説

の
中
の
様
々
な

場
面
を
通
し
て
、
人
々
の
心
の
内
と
外
、
二

つ
の
世
界
の
疎
外
感
を
表
現
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に

『砂

の
女
』

に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い

る
。ブ

ル
ガ
リ
ア
の
読
者
は
安
部
公
房

に
も
高

い
評
価
を
与
え
た
。
現
実
と
幻
想

の
世
界

の
あ
い
ま
い
な
境
界
線

の
表
現
が
、
彼

の
基
本
的
な
作
風
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
国
立
出
版
社

「学
問
と
芸
術
凵
が
、
黒
澤
明

の
自
伝
、
『蝦
蟇

の
油

自
伝

の
よ
う
な
も

の

』
を
出
版
し
た
。
彼

は

作
家
と
し
て
、
ま
た
映
画
監
督
と
し
て
も
高

い
評
価
を
得
、
絶
大
な
人
気
を
得

て
い
る
。
彼

の
才
能

の
特
質
は
、
随
筆
の
断
片
性
、
自
伝

の
年
代
性
、
私
小
説

の
独
白

の
ス
タ
イ
ル
な
ど
、
全
て
の
文
学

の
作
風
、
要
素
を
調
和
さ
せ
る
と
い

う
そ
の
創
造
性
に
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
作
品

に
強
く
表
れ
て
い
る
。
彼

の
作
品

は
現
代

の
新
鮮
な
感
覚
と
、
日
本
の
伝
統
的
精
神
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
ま
た
、

作
品

の
中
で
彼
は

一
人
の
人
間

の
人
生
を
、
映
画

の
一
コ
マ
一
コ
マ
に
切
り
取

っ
て
表
現
し
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
人
生
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
生
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
、
と

い
う

点

に
あ
る
。

一
九
九
〇
年

に
は
三
島
由
紀
夫

の

『金
閣
寺
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
小
説

は
現
代
的
な
心
理
文
学

の
最
も
端
的
な
表
れ
で
あ
る
。
主
人
公
は
彼
に
と

っ
て

の
美
の
極
致
、
ま
た
理
想
そ
の
も

の
で
あ
る
金
閣
寺
を
燃
や
そ
う
と
試
み
る
。

彼

は
金
閣
寺
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
滅
を
図

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
彼
は
彼

の
心
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
作
品
で

は
、
主
体
と
客
体

の
一
体
化
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
六
年
に
書

か
れ
た
谷
崎
潤

一
郎

(
一
八
八
六
ー

一
九
六
五
)
の

『鍵
』

は
、

一
九
九
四
年
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
愛
と
破
滅

の
美
を
テ
ー
マ
と

し
て
い
る
。
こ
の
小
説
も
金
閣
寺
と
同
様
に
心
理
文
学
に
分
類
さ
れ
る
。

一
九
八
四
年
に
は

『日
本

の
探
偵
』
と
い
う
、
江
戸
川
乱
歩
、
森
村
誠

一
の

作
品
が
入

っ
た
本
が
出
版
さ
れ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ソ
ル
で
は
も
う

一
冊
、
池
波
正

太
郎

の

『殺
人
鬼
』
と
い
う
短
編
小
説
集
が
翻
訳
さ
れ
る
。

一
九
七
七
年
以
降
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
新
聞
や
文
学
雑
誌

に
は
日
本
語
か
ら
ブ
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ル
ガ
リ
ア
語

へ
直
接
翻
訳
さ
れ
た
作
品
の
み
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
芥
川
龍
之
介
、
谷
崎
潤

一
郎
、
太
宰
治
、
井
上
靖
、
川
端
康
成
、

森
鴎
外
、
永
井
荷
風
等

の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
八

五
年
に
は

『春
風
景
』
と
い
う

一
〇
人
の
現
代
作
家

の
短
編
小
説
集
が
出
版
さ

れ
た
。
ま
た
、
多
く

の
短
編
小
説
か
ら
の
翻
訳
選
集

で
、
日
本

の
著
名
な
作
家

の

一
人
、
芥
川
龍
之
介
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

周
知

の
よ
う
に
、

一
九
九
四
年
、
川
端
康
成

の
次
に
大
江
健
三
郎

(
一
九
三

五
ー
)
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
が
、
大
江
健
三
郎
は
ブ

ル
ガ
リ
ア
で

は
す
で
に
七
〇
年
代
に
は
有
名
に
な

っ
て
い
た
。
彼

の
多
く

の
作
品
が
ブ

ル
ガ

リ
ア
の
文
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
し
、

し
か
も

一
九
九
三
年
ー

ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
を
受
け
る

一
年
前
1

に
は

『遅
れ
て
き
た
青
年
』
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

現
代
文
学

の
み
な
ら
ず
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
は
古
典
文
学
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八

一
年
に
は
二
条

(Z
ご
ρ

Z
葵
譽
。
苣

竃
器
9
8
α
蝉
ロ
○
ヨ
ロ
ωロ
8
Φ
一
二
五

七
・
八
1

=
二
〇
八
)
の

『と
は
ず
が

た
り
』
、

一
九

八
五
年

に
は
清
少
納
言

(九
六
五
ー

一
〇

一
七
り
・)
の

『枕
草
子
』
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
世
阿
弥

(
一
三
六

三
ー

一
四
四
三
P
)
の

『風
姿
花
伝
』
が
出
版
さ
れ
た
。

ま
た
、
俳
句
に
お
い
て
は
三
冊
の
選
集
本

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

一
冊
は

一

九
八

一
年

の

『日
本

の
俳
句
』、
あ
と

の
二
冊
は

一
九
九
八
年

の

『俳
句
』
と

二
〇
〇

一
年

の

『俳
句
』
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
に
お
い
て
も
、
翻
訳

に
関
し
て
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
と
ブ

ル
ガ
リ

ア
語
の
構
造

の
違
い
は
、
日
本

の

文
体
、
作
風
を
表
現
す
る
際
、
大
き
な
困
難
を
生
む
。
た
だ
単
に
言
葉
が
わ
か

る
と
い
う
だ
け
で
は
文
学

の
翻
訳
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
翻
訳
者

は

皆
日
本
に

つ
い
て
、
文
学
、
文
学
史
、
文
化
な
ど
に
つ
い
て
の
高
等
教
育
を
受

け
た
も

の
ぼ
か
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

私
は
心
か
ら
、
翻
訳
と
い
う
作
業
は

一
つ
の
芸
術
だ
と
思

っ
て
い
る
。
翻
訳

の
質
や
そ
の
良
さ
に
対
す
る
評
価
は
大
変
複
雑
な
も
の
だ
と
思

っ
て
い
る
。

一

方
、
翻
訳

の
質
は
翻
訳
者

の
能
力
に
比
例

し
て
い
る
。
彼
ら
は
日
本
語
や
日
本

文
化

に
対
す
る
深
い
知
識
を
有
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
に
対
し
て
も
、
翻
訳

さ
れ
る
そ
れ
に
対
し
て
も
そ
れ
を
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

一
方

で
、
翻
訳
は
読
者
の
目
か
ら
も
厳
し
い
チ

ェ
ッ
ク
を
受
け
る
。
翻
訳
は
そ
の
言

葉
を
忠
実
に
訳
す
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
人
も

い
れ
ぽ
、
確
実

に
作
品
を
読
む

こ
と
に
重
点
を
置
く
人
も

い
る
。
ま
た
、
現
代
的
な
響
き
を
求
め
る
人
も

い
る
。

そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
必
要
条
件
と
さ
れ
る
の
か
、
た
や
す
く
決
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
疑
問
の
答
え
は
、
別

の
研
究

の
テ
ー

マ
に
な
る
だ
ろ

う
。異

文
化
の
側
面
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
現
在
準
備
し
て
い
る
新
し
い
著
作

の
一

部
分

に
な
る
予
定

で
あ
る
。
お
も
に
、
文
化
に
お
け
る

「内
」
と

「外
」

の
意

味
、
「他
者
」
と

「
異
文
化
」

の
意
味
や
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
文
化

の

理
解
な
ど
が
論
題

で
あ
る
。
本
稿

は
、
こ
の
広
い
テ
ー
マ
の
ほ
ん
の

一
部
分
で
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あ

る
。

現

段

階

で

は
、

ま

だ
完

全

な
内

容

に

は

な

っ
て

い
な

い
が

、

こ

れ

か

ら

積

み
重

ね

て

い

こ
う

と
思

っ
て

い

る
。

注(
1
)

切
o
ω
賽
o切
〉
・
口
げ
↓
げ
睾
げ

弓
8
げ
凶
口o
葭
沖

コ
2
臂
臣
尽

..〉
=
①田
莫
げ
、、糟
O
o
曾
炉

H
8

①
・

(
2
)

前

注
同

書
、

一
〇

頁
。

(
3
)

注

(
2
)

と
同

じ
。

(
4
)

前

注
同

書
、

一
二
頁
。

(
5
)

前

注
同

書
、

一
六
頁
。

(
6
)

実

は
こ

の
全

集

は
現
在

も

ブ

ル
ガ

リ

ア

の
国
家

文

書
保

管

機
関

に

は
保
管

さ
れ

て

い
な

い
。
幸

い
、

日
本

文

学

の
現

れ

と
発

達

に

つ
い

て
、

短

い
歴
史

的

説

明

と
情
報

が
含

ま

れ

た
最

初

の
こ

の

一
冊
だ

け
が
保

存

さ
れ

て

い
る
。

(
7

)

ヨ

①
・
Φ3

莓

』

』

8
=
塞

8
8
国
頃
・
(口
。
§

P

。
♂
§

畧

・
国
・鴦

・
"
=
房

8

U
Φ
愚

飴
口
)
b

o曾

国
4
ρ

①
卜○
●

(
8

)

3
国
葭
o
じロ
矯
O
切
●
凶
=
o
=
臾
ρ。

自
↓
①
B
↓
毛

仁。
●
=
聟
聖

ρ

B
ω
切
弓
国
ρ

弓

9
臼

芻
膏
Φ
自

●

O
o
兮
§
℃
切
げ
≒
舜。
9
臣

霞
6
げ
』
●
δ

自

.

(
9

)

寓
§

臣
。
P

客

曽

。
胃

罠

α
雪
Φ
羹

=
訳

(鴫
巷

o
コ
ω
鉱

げ
①
一Φ
N
巳

貯
)

『
日

本

手

記

』

O
o
9
田
鴇
口
碧

↓磊

壗
↓
・
一
り
謁

・

(
10

)

口
①
罠
8

↓
●
過
8
=
蕾

.
O
げ
。ロ
ロ
2

Φ
工葭

弓

o曾

Φ
薹

=

』
§
①
罠

↓
鋤
・

(図
鋤
b
o
昌
貯
ロ

ω
鋤
く
「
Φ
日

窪

巳

凛

o
び
一①
巨

一
亀

①
ヨ
四
け鋤
)

『日

本

国

-

現

代

問

題

点

1

』
鴇
∩
。
曾

炉

口
ρ。℃
甓
ω
葛
↓
.
H
㊤
刈
α
・

(
11
)

O
窪

8

客

ω
。。

曽

o=
話

臣
↓
o

ω
p。

曽

o
霞
頴

(N
9

団
g。
b
O
巳
旨

ζ

叶
O

N
餌

団
巷

o
口
貯

鋤
.)

『
日

本

そ

の

も

の

に

つ

い

て

の
話

』

O
o曾

卸

口
巷
↓
器
葛

↓
」

㊤
。。
宀

(
12
)

員
舅
8
p。
切
・
〉
ω2

Φ
o
↓
Φ↓
霞
舜。↓
山
国
碧

o
丙

臣
蠧

×
<
岩
美
①
3
ロロ
①
=p。
も

p。莓

員
話

(N
Φ
昌

o
ω
叶①
け
涛

①
冨

ご

巷

8

ω
惹

錻

ず
q
α
o
N
Φ
ω
冥

Φ
麸

嘗
鋤
氈
o
ぐ

鋤
)

『禅

の
美

学

と

日

本

の
芸

術

的

伝

統

』

O
。
曾

鉾

=
'。賽

。。
=
=
ω
運

自
じ・
。
.
一
㊤
。。
。。
●

(
13

)

寓
据
∩
臣

勺
●
国
ω
運

o↓
。ロ
o
↓o

=
閑Φ
9

器
.

(訂

κ
賃
ω
梓く
0
8

貯

Φ
び
鋤
昌
鋤
)

『
イ

ケ

。ハ

ナ

と

い

う

芸

術

』

O
o
曾

弟

=
ω』
・
切
げ
≒
巷
o
§

×
葦

o
美
=
葵

・
一
㊤
Q。
○。
・

(.14

)

ロ
ロ。
昆
ω
o
切

=
・
ぬ
8
臣

国
●
○
↓

8
ζ
k
B

邸
突
話

ζ
2

岩

=
輿
《
o↓
切Φ
=
蕾

遷
↓
9
突

↓
・

(く
碧

〇
三
《
鋤
.
O
叶
ω
鋤
ヨ

霞

巴
ω
犀
妨
鋤

ヨ

①
6
ず

α
o

冒
パ
ロ
ω
牙

Φ
口
貯
9

冒

け9
①
篝

)

『
刀

か

ら

人

工

頭

脳

』

∩
。
量

卸

国
ω員
・
O
e
」

㊤
。。
㊤
・

(
15

)

穴
ロ
げ
o
↓Φ
しロ
ρ。
=
じ口
.
コ
o

自
Φ
莓
↓
①
=
p。
器
罠

9。
↓β。●

(℃
O

ω
竃
9
8

昌
O

ω
ゴ
9
犀
鋤
叶
鋤
)

『水

茎

の
跡

』

∩
。曾

卸

H
㊤
逡

●

(
16

)

鈴

木

貞

美

「
グ

ロ

ー

バ

リ

ゼ

イ

シ

ョ

ン
、

文

化

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム
、

多

文

化

主

義

と

日

本

近

現

代

文

芸

」

(
『
日

本

研

究

』

第

二

七

集

、

二
〇

〇

三

)

一
三

-

五

六

頁

を

参

照

。
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